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グローバリゼーションの時空間とエスニック・マイノリティ向け社会政策
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１　
「
時
間
短
縮
＝
効
率
化
」
と
他
者
（
と
）
の
承
認
／
共
生

　

資
本
主
義
体
制
に
お
い
て
は
、
財
や
サ
ー
ビ
ス
の
生
産
を
よ
り
短
い
時
間
で
行
う
と
い
う
意
味
で
の
効
率
性
が
重
視
さ
れ
る
。
そ

れ
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
情
報
・
通
信
技
術
の
発
展
と
金
融
市
場
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン）1
（

に
よ
っ
て
加
速
し
、
国
民
経
済
の

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
へ
の
従
属
化
が
進
ん
だ
。
そ
れ
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
の
変
化
に
な
る
べ
く
早
く
反
応
す
る
こ
と
が
国
家

や
社
会
の
意
思
決
定
過
程
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
の
い
う
「
瞬
間
的
時
間
」（「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
タ
イ

ム
」）、
す
な
わ
ち
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
れ
た
市
場
に
お
け
る
情
報
や
社
会
関
係
の
同
時
性
と
、
そ
れ
に
伴
う
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
同

時
性
（
＝
労
働
・
消
費
・
生
活
の
場
面
に
お
け
る
一
時
性
、
不
安
定
性
、
短
命
性
）
の
感
覚
が
支
配
的
と
な
っ
た）2
（

。
そ
し
て
国
民
社
会
の

あ
ら
ゆ
る
場
面
に
お
い
て
、
際
限
の
な
い
時
間
短
縮
＝
効
率
化
へ
の
競
争
が
顕
在
化
し
た）3
（

。
こ
の
時
間
的
経
験
の
変
容
は
、
人
々
の

空
間
／
場
所）4
（

を
め
ぐ
る
経
験
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。
人
々
に
と
っ
て
場
所
が
も
つ
意
味
は
、
そ
の
人
が
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な

時
間
を
経
験
す
る
か
と
密
接
に
関
係
す
る
か
ら
だ
。

　

一
方
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
越
境
的
な
人
の
移
動
の
活
性
化
は
、
物
理
的
・
心
理
的
な
境
界
線
を
越
え
て
く
る
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
に
承
認
し
、
彼
・
彼
女
た
ち
と
共
生
す
る
の
か
と
い
う
問
い
を
重
要
な
も
の
に
し
た
。
一
九

七
〇
年
代
に
台
頭
し
た
多
文
化
主
義
は
そ
の
ひ
と
つ
の
応
答
で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
そ
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
、
自
由
民
主
主
義
的

規
範
の
共
有
と
国
民
的
秩
序
の
堅
持
を
強
調
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
、
異
文
化
間
対
話
の
促
進
を
重
視
す
る
イ
ン

タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム）（
（

、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
現
代
的
再
解
釈
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る）6
（

。
だ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン

の
時
代
に
お
け
る
「
他
者
（
と
）
の
承
認
／
共
生
」
を
模
索
す
る
こ
う
し
た
試
み
で
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
も
た
ら
す
時
間

短
縮
＝
効
率
化
の
影
響
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

　

そ
も
そ
も
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
と
）
の
承
認
／
共
生
と
は
、
彼
・
彼
女
た
ち
と
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
が
特
定
の
場
所
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を
共
有
す
る
空
間
的
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
空
間
的
経
験
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
時
間
短
縮
＝
効
率
化
の
経
験

が
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
お
け
る
国
民
国
家
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ-

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
関
係
分
析）（
（

の
説
明
変
数
に
含
ま
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
文
で
試
み
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
た
め
の
理
論
的
整
理
で
あ
る
。
た
だ
し
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
と
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
関
係
の
あ
り
方
は
日
常
実
践
の
レ
ベ
ル
で
は
多
様
で
あ
り
、
容
易
に
一
般
化
で
き
な
い
。
そ
こ
で
本
論

文
で
は
、
高
度
資
本
主
義
／
自
由
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
社
会
政
策
が
時

間
短
縮
＝
効
率
化
し
て
い
く
際
に
生
じ
る
影
響
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
う
し
た
国
家
に
お
い
て
、
社
会
政
策
は
時
間
短
縮
＝
効
率
化

の
論
理
を
人
々
の
日
常
に
浸
透
さ
せ
る
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
と
し
て
の
側
面
を
強
め
る
。
本
論
文
で
は
そ
れ
を
理
論
的
考
察
の
対
象

と
す
る
こ
と
で
、
時
間
短
縮
＝
効
率
化
の
社
会
的
潮
流
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
（
と
）
の
承
認
／
共
生
に
及
ぼ
す
影
響
に

関
す
る
一
連
の
命
題
を
提
示
す
る
。

　

な
お
本
論
文
は
、
筆
者
が
進
め
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
分
析
（「
多
文
化
主
義

と
空
間
」
研
究
）
の
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
の
構
築
を
意
図
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
文
で
示
さ
れ
る
命
題
群
の
実
証
的
検
証
は

別
稿
に
て
行
わ
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
。

２　
「
ゆ
と
り
」
と
「
居
場
所
」

　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
と
い
え
ど
も
、
人
間
が
時
間
短
縮
＝
効
率
化
を
目
指
し
た
変
化
に
「
直
結
（
ダ
イ
レ
ク
ト
リ
ン

ク
）」
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
在
の
科
学
技
術
の
水
準
で
は
人
間
の
行
為
す
る
速
度
に
は
限
界
が
あ
り
、
時
間
短
縮
＝
効
率
化
の

要
請
に
際
限
な
く
適
応
は
で
き
な
い
。
ま
た
人
間
の
身
体
は
、
存
在
す
る
た
め
の
場
所
を
必
ず
必
要
と
す
る
。
確
か
に
近
代
社
会
に

お
い
て
人
々
の
経
験
は
特
定
の
場
所
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
国
民
国
家
を
前
提
と
し
た
空
間
的
枠
組
み
に
再
編
成
さ
れ
た）8
（

。
に
も
か
か
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わ
ら
ず
人
間
は
身
体
を
持
つ
限
り
、
特
定
の
場
所
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
自
ら
の
人
生
の
持
続
、
あ
る
い
は
記
憶
や
経
験
と
し
て
の

「
生
き
ら
れ
る
時
間
（
カ
イ
ロ
ス
的
時
間
）」、
す
な
わ
ち
「
時
計
が
い
つ
を
指
し
示
そ
う
と
も
い
ま
0

0

が
然
る
べ
き
時
で
あ
る
」
と
い
う

時
間
観
念
を
持
ち
続
け
る）9
（

。
ア
ー
リ
は
、
個
人
に
と
っ
て
の
カ
イ
ロ
ス
的
時
間
が
そ
の
場
所
に
堆
積
し
て
き
た
歴
史
や
記
憶
と
し
て

の
「
氷
河
の
時
間
」
と
結
び
つ
く
と
き
、
瞬
間
的
時
間
が
も
た
ら
す
人
々
の
過
去
や
場
所
と
の
つ
な
が
り
の
分
断
に
抵
抗
す
る
契
機

が
生
じ
る
と
い
う）（（
（

。
こ
の
抵
抗
と
は
、
効
率
性
に
左
右
さ
れ
ず
に
自
分
自
身
の
時
間
の
あ
り
方
に
関
す
る
自
律
性）（（
（

を
維
持
す
る
こ
と
、

簡
単
に
い
え
ば
「
ゆ
と
り
」
を
も
っ
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
々
が
ゆ
と
り
を
も
つ
た
め
に
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
場

所
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
は
自
分
が
存
在
し
、
そ
こ
で
営
ま
れ
る
人
間
関
係
に
参
加
す
る
こ
と
を
承
認
さ
れ
て
い
る
場
所
、
簡
単
に

い
え
ば
「
居
場
所
」
で
あ
る
。

　

ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
は
承
認
を
個
人
の
自
己
実
現
の
問
題
と
し
て
扱
う
哲
学
的
潮
流
に
対
し
て
、
彼
女
自
身
の
議
論
を
承
認

を
社
会
的
地
位
の
問
題
と
し
て
扱
う
も
の
と
位
置
づ
け
た）（（
（

。
そ
の
区
別
に
な
ら
え
ば
、
個
人
が
承
認
さ
れ
る
場
所
と
し
て
の
居
場
所

に
は
ふ
た
つ
の
と
ら
え
方
が
あ
り
う
る
。
第
一
に
、
そ
の
場
を
共
有
す
る
人
々
が
他
者
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
を
心
理
的
に
配
慮

（
ケ
ア
）
し
あ
う
こ
と
で
、
主
体
的
で
歪
み
の
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
（
自
己
実
現
）
が
可
能
に
な
る
の
が
居
場
所
で
あ
る
と

い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
居
た
い
（
居
た
く
な
る
）
場
所
」
と
し
て
の
居
場
所
で
あ
る
。
第
二
に
、
個
人
が
そ
の
場
を
共
有
す

る
他
者
と
対
等
な
立
場
で
、
そ
こ
で
営
ま
れ
る
人
間
関
係
や
意
思
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
そ
う

す
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
）
の
が
居
場
所
で
あ
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
居
て
も
よ
い
（
居
る
権
利
が
あ
る
）
場
所
」

と
し
て
の
居
場
所
で
あ
り
、
フ
レ
イ
ザ
ー
の
い
う
「
参
加
の
平
等
」
が
保
障
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
参
加
の
平
等
と
は
、

あ
る
場
所
を
共
有
す
る
人
々
す
べ
て
に
「
相
互
に
仲
間
と
し
て
交
渉
す
る
こ
と
を
許
可
す
る
よ
う
な
社
会
的
取
り
決
め
」
が
あ
り
、

以
下
の
ふ
た
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
居
場
所
を
共
有
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
の
発
言
す

る
権
利
や
能
力
に
不
平
等
を
も
た
ら
す
よ
う
な
経
済
的
格
差
が
是
正
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
特
定
の
属
性
を
も
つ
人
々
の
人
間
と
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し
て
の
尊
厳
を
軽
視
し
た
り
蔑
視
す
る
よ
う
な
文
化
的
価
値
観
が
取
り
除
か
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
す
べ
て
の
参
加
者
に
対
し
て
等

し
い
尊
敬
」
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る）（（
（

。

　

そ
の
場
所
が
「
居
て
も
よ
い
場
所
」
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
限
り
、「
居
た
い
場
所
」
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
お
互
い
の
人

間
性
に
対
す
る
ケ
ア
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
け
れ
ば
、
参
加
の
平
等
は
実
質
的
に
維
持
で
き
な
い
。
つ
ま
り
あ
る
人
に
と
っ
て
の

「
居
て
も
よ
い
場
所
」
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
「
居
た
い
場
所
」
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
が
居
場
所
に
な

る
た
め
に
は
参
加
の
平
等
（「
居
て
も
よ
い
」）
と
相
互
の
心
理
的
配
慮
（「
居
た
い
」）
の
両
方
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
参
加
は
そ
の
場
所
の
あ
り
方
を
決
め
る
政
治
的
討
議
へ
の
参
画
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
ケ
ア
も

他
者
の
心
理
的
状
況
に
対
す
る
積
極
的
な
介
入
と
い
う
意
味
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
積
極
的
に
意
思
表
示
し
な
く
て
も
、

他
人
と
積
極
的
に
関
わ
ら
ず
に
独
り
で
片
隅
に
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
が
「
居
心
地
が
よ
い
」
か
ら
居
続
け
る
人
は
い
る
か
ら
だ
。

こ
の
「
居
心
地
の
よ
さ
」
を
生
み
出
す
も
の
が
、
人
々
の
自
ら
の
生
き
る
時
間
に
対
す
る
自
律
性
（
ゆ
と
り
）
で
あ
る
。
ゆ
と
り
が

あ
る
か
ら
他
者
を
ケ
ア
で
き
、
参
加
の
平
等
が
維
持
さ
れ
る
。
そ
れ
が
今
度
は
、
人
々
が
ゆ
と
り
を
も
っ
て
行
動
す
る
の
を
可
能
に

す
る
。
居
場
所
と
は
ゆ
と
り
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
ゆ
と
り
を
可
能
に
す
る
「
居
て
も
よ
い
／
居
た
い
／
居
心
地
の
よ
い
」
場
所
な

の
で
あ
る
。

３　

社
会
政
策
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

　

個
人
の
時
空
間
的
な
自
律
性
（
ゆ
と
り
と
居
場
所
）
は
、
資
本
主
義
が
追
求
す
る
時
間
短
縮
＝
効
率
化
に
よ
っ
て
絶
え
ず
脅
か
さ

れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
高
度
資
本
主
義
／
自
由
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
守
る
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の

が
市
民
の
社
会
的
包
摂
を
目
指
す
福
祉
国
家
的
な
社
会
政
策
と
、
住
民
の
結
束
を
維
持
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
社
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会
的
装
置
で
あ
っ
た
。

　

福
祉
国
家
的
な
社
会
政
策
は
、
人
々
が
特
定
の
領
土
に
帰
属
し
て
い
る
事
実
に
基
づ
い
て
権
利
や
義
務
を
付
与
す
る
と
い
う
、
領

域
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
発
想
に
基
づ
い
て
い
る）（（
（

。
一
八
世
紀
後
半
の
西
欧
に
お
け
る
国
民
国
家
理
念
の
成
立
と
と
も
に
、
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
概
念
と
結
び
つ
き
世
界
中
に
拡
大
し
た）（（
（

。
Ｔ
・
Ｈ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
が
整
理
し
た
よ
う
に
、

西
欧
に
お
け
る
権
利
と
し
て
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
一
八
世
紀
に
そ
の
市
民
的
要
素
、
一
九
世
紀
に
政
治
的
要
素
が
発
展
し
、
二

〇
世
紀
前
半
に
は
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
、
す
な
わ
ち
「
経
済
的
福
祉
と
安
全
の
最
小
限
を
請
求
す
る
権
利
に
始
ま
っ
て
、
社

会
的
財
産
を
完
全
に
分
か
ち
合
う
権
利
や
、
社
会
の
標
準
的
な
水
準
に
照
ら
し
て
文
明
市
民
と
し
て
の
生
活
を
送
る
権
利
に
至
る
ま

で
の
、
広
範
囲
の
諸
権
利
」
と
い
う
理
念
の
影
響
力
が
強
ま
っ
た）（（
（

。
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
は
階
級
間
の
不
平
等
の
存
在
を
伴

う
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
過
度
の
困
窮
に
陥
る
人
々
を
減
少
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
次
第

に
さ
ら
な
る
社
会
的
平
等
へ
の
要
求
が
生
み
出
さ
れ
た）（（
（

。
こ
う
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
西
欧
に
お
い
て
福
祉
国
家
と
い
う
規

範
・
目
標
が
強
い
正
当
性
を
獲
得
し
、
規
制
と
給
付
を
と
も
な
う
社
会
政
策
が
整
備
さ
れ
た）（（
（

。

　

Ｇ
・
エ
ス
ピ
ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
福
祉
国
家
（
福
祉
レ
ジ
ー
ム
）
は
そ
の
国
家
の
社
会
福
祉
政
策
が
も
つ

「
脱
商
品
化
」
効
果
（
国
家
に
お
け
る
人
々
の
福
祉
へ
の
ニ
ー
ズ
と
分
配
が
ど
の
程
度
ま
で
市
場
か
ら
独
立
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
）
の
程

度
や
特
徴
に
よ
っ
て
類
型
化
さ
れ
る）（（
（

。
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
よ
っ
て
労
働
力
の
脱
商
品
化
が
十
分
に
進
行
し
た
福
祉
国
家

で
は
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
が
権
利
と
さ
れ
、
人
々
が
労
働
市
場
で
自
ら
の
労
働
を
切
り
売
り
す
る
こ
と
な
く
生
存
す
る
余
地
が
増
大
す

る
。
そ
の
た
め
人
々
は
病
気
や
怪
我
、
再
訓
練
、
育
児
や
介
護
な
ど
、
必
要
な
時
に
一
定
の
時
間
、
労
働
か
ら
離
れ
て
生
計
を
維
持

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る）（（
（

。
つ
ま
り
労
働
力
の
脱
商
品
化
の
増
大
と
は
、
資
本
主
義
労
働
市
場
か
ら
の
人
々
の
時
間
的
自
律
性
（
ゆ

と
り
）
の
増
大
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
理
念
を
具
体
化
す
る
社
会
政
策
は
、
人
々
に
ゆ
と

り
を
も
た
ら
す
社
会
的
装
置
と
し
て
機
能
す
る
。
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い
っ
ぽ
う
、
近
代
国
家
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
単
な
る
前
近
代
的
伝
統
の
残
存
で
は
な
く
、
人
々
が
取
り
結
ぶ
社
会
的
関
係

の
重
要
な
基
盤
を
担
っ
て
き
た）（（
（

。
ジ
ェ
ラ
ー
ド
・
デ
ラ
ン
テ
ィ
は
近
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
心
を
、
討
議
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
帰
属
感
覚
に
求
め
る）（（
（

。
た
だ
し
近
代
の
あ
る
段
階
ま
で
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

を
成
立
さ
せ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
主
に
対
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
多
く
は
特
定

の
場
所
に
根
ざ
し
た
比
較
的
狭
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
「
密
度
の
濃
い
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
「
結
束
型
」
の
社
会
関
係

資
本）（（
（

と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
互
扶
助
を
提
供
し
た
。
さ
ら
に
ニ
コ
ラ
ス
・
ロ
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、
福
祉
国
家
体
制
に
お
い
て
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
は
行
政
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
、
専
門
職
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
人
々
の
日
常
生
活
に
お
け
る
保
健

衛
生
、
医
療
、
治
安
、
教
育
な
ど
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
で
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
提
供
す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
た）（（
（

。

　

し
か
し
今
日
、
労
働
や
消
費
の
あ
り
方
の
変
容
と
技
術
革
新
に
よ
り
、
多
く
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
場
所
的
な
近
接
性
や
対
面
性
を

前
提
と
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
特
定
の
場
所
に
根
ざ
さ
な
い
非
対
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
結
束
的
な
社
会
関
係
資
本
を
単
独
で

生
み
出
す
可
能
性
は
低
い
。
し
か
し
そ
れ
は
人
々
に
帰
属
感
覚
を
も
た
ら
し
、
既
存
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
性
化

さ
せ
る）（（
（

。
そ
し
て
多
く
の
人
々
の
比
較
的
弱
い
つ
な
が
り
を
迅
速
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
、「
橋
渡
し
型
」
の
社
会
関
係
資
本
を
提

供
す
る）（（
（

。

４　

差
異
化
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
公
定
多
文
化
主
義

　

社
会
政
策
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
先
進
諸
国
に
お
け
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
承
認
を
め

ぐ
る
動
向
と
も
関
係
し
て
い
る
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
先
進
諸
国
で
の
移
民
・
少
数
・
先
住
民
族
・
人
種
集
団
に
よ
る
主
流
国
民

社
会
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
運
動
の
過
程
で
、
差
別
や
不
公
正
に
対
処
す
る
た
め
の
相
互
扶
助
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
抗
議
活
動
の
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資
源
と
し
て
、
広
義
の
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
が
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た）（（
（

。
こ
う
し
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
運
動
は
、
主
流
国
民
文
化
か
ら
の
文
化
的
差
異
の
承
認
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
己
決
定
を
求
め
る
。
そ
れ
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ

国
民
の
側
か
ら
は
、
国
民
社
会
を
分
裂
さ
せ
る
脅
威
に
み
え
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
が
述
べ
る
よ
う
に
、

主
流
社
会
へ
の
統
合
を
徹
底
的
に
拒
絶
す
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
運
動
は
先
進
諸
国
で
は
少
な
い
。
と
り
わ
け
移
民
や
難

民
に
よ
る
権
利
主
張
の
大
半
は
、
差
別
や
不
平
等
の
是
正
に
よ
る
主
流
社
会
に
お
け
る
公
正
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
求
め
る
運
動

で
あ
る）（（
（

。

　

下
層
労
働
者
や
貧
困
層
、
あ
る
い
は
女
性
や
障
が
い
者
と
い
っ
た
他
の
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
同
様
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
公
民
的
・
政
治
的
権
利
の
確
立
は
富
裕
層
・
中
間
層
の
健
常
者
男
性
に
比
べ
て
遅
れ
た）（（
（

。
今
日
で
も
、
実
質
的
な
権
利
保

障
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
も
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
社
会
的
権
利
に
関
し
て
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
化
的
差
異
に
つ
い

て
の
特
別
な
配
慮
が
焦
点
と
な
る
。
フ
レ
イ
ザ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
人
々
の
多
く
は
国
民
形
成
過
程
に
お
い
て
自
ら

の
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
尊
厳
を
奪
わ
れ
、
経
済
社
会
的
に
不
利
な
立
場
に
置
か
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、

文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
お
け
る
尊
厳
と
承
認
の
剥
奪
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
再
生
産
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
公
正
な
経
済
・
社
会
的
資
源
の
再
配
分
と
、
彼
・
彼
女
た
ち
の
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
適
切

な
承
認
・
尊
重
に
同
時
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
経
済
・
社
会
的
な
公
正
さ
の
み
を
重
視
す
る
従
来
の
社
会
的
シ

テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
だ
け
で
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
公
正
に
社
会
的
包
摂
で
き
な
い
。

　

こ
う
し
て
一
九
八
〇
年
代
以
降
の
先
進
諸
国
で
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
己
決
定
や

文
化
的
差
異
の
承
認
を
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
前
提
と
し
て
保
障
す
る
動
き
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
彼
・
彼
女
た
ち
が
国
民

国
家
の
な
か
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
な
っ
た
歴
史
的
経
緯
に
配
慮
し
た
、
集
団
ご
と
に
差
異
化
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
承
認
を

意
味
し
た）（（
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
を
個
人
と
し
て
の
自
由
や
権
利
の
保
障
を
基
本
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
制
度
と
い
か
に
両
立
さ
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せ
る
か
が
自
由
民
主
主
義
国
家
の
課
題
と
な
っ
た）（（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
よ
る
自
己
決
定
や
文
化
的
承
認

の
要
求
が
政
府
に
よ
っ
て
全
面
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
人
権
理
念
や
文
化
相
対
主
義
の
浸
透
に
よ
り
、
自

由
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
文
化
的
差
異
の
承
認
へ
の
要
求
を
政
府
が
全
面
的
に
拒
絶
す
る
こ
と
も
困
難
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

一
部
の
先
進
諸
国
で
は
運
動
側
と
政
府
の
間
の
一
定
の
妥
協
を
経
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
己
決
定
や
差
異
の
承
認

と
い
う
理
念
が
「
公
定
多
文
化
主
義
」
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た）（（
（

。

　

移
民
・
難
民
に
対
す
る
公
定
多
文
化
主
義
は
、
彼
・
彼
女
た
ち
を
国
民
社
会
に
公
正
に
統
合
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
施
策
を
展

開
す
る
。
キ
ム
リ
ッ
カ
は
そ
れ
を
以
下
の
よ
う
に
列
挙
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
積
極
的
差
別
是
正
措
置
、
②
議
会
で
の
移
民
集
団
へ

の
一
定
の
議
席
の
確
保
、
③
移
民
集
団
の
歴
史
的
・
文
化
的
貢
献
を
再
評
価
す
る
歴
史
・
国
語
教
育
、
④
移
民
集
団
の
宗
教
上
の
祝

日
に
配
慮
し
た
勤
務
体
系
の
見
直
し
、
⑤
移
民
集
団
の
信
仰
に
配
慮
し
た
服
装
規
定
の
見
直
し
、
⑥
反
人
種
差
別
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
採
用
、
⑦
職
場
や
学
校
で
の
反
差
別
規
定
の
採
用
、
⑧
警
察
や
医
療
現
場
に
お
け
る
文
化
的
多
様
性
を
学
ぶ
研
修
の
義
務
化
、
⑨

メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
民
族
的
偏
見
の
規
制
、
⑩
各
民
族
集
団
の
文
化
的
行
事
や
学
問
研
究
へ
の
公
的
助
成
、
⑪
成
人
移
民
へ
の
公
用

語
教
育
の
機
会
の
提
供
、
お
よ
び
一
部
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
移
民
の
母
語
に
よ
る
提
供
、
⑫
移
民
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
二
言
語
教
育
の

提
供
、
あ
る
い
は
公
用
語
で
の
中
高
等
教
育
に
向
け
た
移
行
措
置
と
し
て
の
、
一
部
の
初
等
教
育
段
階
に
お
け
る
母
語
教
育
の
導
入

で
あ
る）（（
（

。
こ
れ
ら
の
政
策
の
う
ち
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
関
わ
る
も
の
を
、
福
祉
国
家
体
制
を
前
提
と
し
た
民
族
・
文
化
的

差
異
の
承
認
を
伴
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
公
正
な
社
会
統
合
を
目
指
す
政
策
群
と
し
て
の
「
福
祉
多
文
化
主
義
」
と
呼

ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
福
祉
多
文
化
主
義
の
も
と
で
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
制
度
化
さ
れ
た
文
化
的
・
人
的
凝
集

性
が
支
援
施
策
の
資
源
と
し
て
活
用
さ
れ
る）（（
（

。

　

い
っ
ぽ
う
先
住
民
族
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
移
民
・
難
民
や
外
国
人
住
民
の
そ
れ
と
は
異
な
り
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
に
よ
る

征
服
と
植
民
地
化
の
歴
史
に
由
来
す
る
。
そ
の
た
め
先
住
民
族
に
よ
る
差
異
化
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
要
求
は
、
土
地
権
や
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先
住
権
の
回
復
要
求
を
し
ば
し
ば
伴
う
。
先
住
民
族
の
自
己
決
定
の
回
復
の
た
め
に
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠
り
所
と

し
て
の
、
あ
る
い
は
抵
抗
運
動
や
集
団
と
し
て
の
結
束
を
強
め
る
象
徴
資
本
と
し
て
の
、
そ
し
て
社
会
関
係
資
本
の
結
節
点
と
し
て

の
、
祖
先
の
土
地
へ
の
権
利
回
復
が
重
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

５　
「
権
利
ベ
ー
ス
」
の
規
範
と
「
経
済
ベ
ー
ス
」
の
論
理

　

多
く
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
化
的
差
異
の
承
認
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
自
己
決
定
の
権

利
は
、
そ
れ
が
自
由
民
主
主
義
と
両
立
す
る
限
り
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
共
通
規
範
を
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
は
「
リ

ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
」
と
呼
ぶ
。
リ
ベ
ラ
ル
な
多
文
化
主
義
は
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
と
も
に
「
リ
ベ
ラ
ル
な
文
化
主

義
」
を
構
成
す
る）（（
（

。
そ
れ
は
自
由
民
主
主
義
体
制
の
維
持
を
前
提
と
し
た
上
で
、
文
化
的
差
異
の
公
正
な
承
認
の
た
め
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
保
障
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
両
立
を
目
指
す）（（
（

。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
獲
得
の
重
要
性
を
強
調
す
る
「
権
利
ベ
ー
ス
」
の
規
範
で
あ
る
。

　

た
だ
し
多
く
の
国
家
に
お
い
て
、
公
定
多
文
化
主
義
は
こ
の
規
範
を
実
現
す
る
た
め
だ
け
に
政
府
や
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
に
よ
っ

て
導
入
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
多
文
化
主
義
は
望
ま
し
い
規
範
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
の
国
家
の
経
済

的
「
国
益
」
を
追
求
す
る
手
段
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
公
定
多
文
化
主
義
の
「
経
済
ベ
ー
ス
」
の
正
当
化
の

論
理
で
あ
る
。

　

他
者
（
と
）
の
承
認
／
共
生
と
い
う
規
範
に
関
心
の
な
い
人
々
で
も
、
経
済
的
「
国
益
」
に
適
う
と
説
得
さ
れ
れ
ば
公
定
多
文
化

主
義
を
比
較
的
受
け
入
れ
や
す
い
。
そ
れ
ゆ
え
社
会
的
公
正
の
実
現
の
た
め
の
規
範
と
し
て
多
文
化
主
義
を
支
持
し
て
い
る
人
も
、

経
済
ベ
ー
ス
の
正
当
化
の
論
理
を
、
公
定
多
文
化
主
義
を
社
会
的
に
定
着
さ
せ
る
戦
略
と
し
て
了
承
し
が
ち
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
こ
の
論
理
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
優
位
性
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
前
提
に
立
て
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
な
多

文
化
主
義
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
「
公
正
な
」
統
合
を
目
指
す
理
念
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
何
が
「
公
正
な
」
の
か
を

決
め
る
の
は
結
局
の
と
こ
ろ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
の
意
思
を
反
映
し
た
世
論
と
政
府
で
あ
る）（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
経
済
ベ
ー
ス
の
論
理
に

よ
っ
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
限
り
、
公
定
多
文
化
主
義
に
よ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
承
認
は
そ
の
国
家
の
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
国
民
の
優
位
性
を
揺
る
が
さ
な
い
範
囲
に
留
ま
り
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
既
得
権
益
を
保
障
す
る
社
会
構
造
や
制
度
を
変
革
し

て
ま
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
対
等
な
関
係
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
は
な
い）（（
（

。

　

た
だ
し
、
公
定
多
文
化
主
義
が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
性
の
優
位
を
顕
在
化
し
て
経
済
ベ
ー
ス
の
論
理
を
全
面
的
に
推
進
す
る
こ
と
は
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
己
決
定
の
保
障
と
差
異
の
承
認
と
い
う
権
利
ベ
ー
ス
の
規
範
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
定
多
文
化
主
義
の
福
祉
多
文
化
主
義
と
し
て
の
展
開
が
可
能
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
大

き
く
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
世
界
的
な
影
響
力
拡
大
と
福
祉
国
家
理
念

の
正
当
性
の
低
下
で
あ
っ
た
。

６　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
改
革
」
と
そ
の
時
空
間
的
帰
結　

　

６
─
１　

福
祉
国
家
の
退
潮
と
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
規
律
化

　

先
進
諸
国
に
お
け
る
二
〇
世
紀
の
工
業
化
は
、
部
品
の
規
格
化
と
流
れ
作
業
と
い
う
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
な
生
産
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
可
能
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
の
は
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
テ
イ
ラ
ー
が
提
唱
し
た
、
労
働
者
の
作
業
を
効
率
性
や
所
用
時

間
の
観
点
か
ら
綿
密
に
統
制
す
る
科
学
的
管
理
法
（
テ
イ
ラ
ー
主
義
）
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
実
現
し
た
大
量
生
産
・
大
量
消
費
社

会
が
、
企
業
や
個
人
か
ら
の
税
収
を
も
と
に
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
す
る
福
祉
国
家
の
成
立
の
基
盤
と
な
っ
た
。
や
が
て
脱
工
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業
社
会
の
段
階
に
な
る
と
時
間
管
理
の
追
求
は
サ
ー
ビ
ス
業
に
も
波
及
し
、
消
費
者
が
満
足
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
効
率
的
な
製
品

や
サ
ー
ビ
ス
を
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
・
機
械
化
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
効
率
化
さ
れ
た
労
働
工
程
に
よ
っ
て
大
量
生
産
す
る
「
マ
ク
ド
ナ

ル
ド
化
」
が
進
展
し
た）（（
（

。

　

し
か
し
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
り
、
フ
ォ
ー
ド
主
義
的
な
大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
あ
り
方
に
支
え
ら
れ
た
福
祉

国
家
は
動
揺
す
る
。
武
川
正
吾
に
よ
れ
ば
、
男
性
の
賃
金
労
働
者
の
完
全
雇
用
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
財
源
に
よ
っ
て
社
会
保
障
を
維

持
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
ケ
イ
ン
ズ
型
福
祉
国
家
は
、
こ
う
し
た
制
度
を
国
家
政
府
が
管
理
で
き
る
と
い
う
前
提
、
と
り
わ
け
資
本

や
労
働
の
移
動
を
国
民
国
家
が
管
理
可
能
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
し
か
し
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

よ
っ
て
こ
う
し
た
前
提
は
ゆ
ら
ぎ
、
さ
ら
に
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム）（（
（

の
影
響
力
が
高
ま
る
と
、
各
国
政
府
は
資
本

の
国
外
逃
避
や
産
業
の
空
洞
化
を
避
け
る
た
め
に
法
人
税
率
の
引
き
下
げ
、
企
業
が
負
担
す
る
社
会
保
障
費
の
削
減
、
そ
れ
に
伴
う

公
共
支
出
の
削
減
を
進
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
ま
た
労
働
者
や
消
費
者
保
護
、
国
内
産
業
の
保
護
、
過
当
競
争
の
抑
制
等
の
名
目

で
実
施
さ
れ
て
き
た
様
々
な
規
制
が
、
市
場
原
理
を
妨
げ
る
と
い
う
理
由
で
緩
和
・
撤
廃
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
福
祉
国
家
は

「
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
社
会
政
策
」
と
武
川
が
呼
ぶ
方
向
へ
の
再
編
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
る）（（
（

。

　

フ
ォ
ー
ド
主
義
と
福
祉
国
家
の
時
代
、
個
人
は
内
的
な
自
己
統
制
能
力
の
あ
る
自
発
的
な
主
体
と
し
て
規
律
化
さ
れ
た）（（
（

。
し
か
し

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
社
会
の
内
部
に
、「
企
業
」
と
い
う
統
治
の
あ
り
方
を
普
及
さ
せ
る
こ

と
で
個
人
を
「
企
業
家
」
と
し
て
の
「
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
」
へ
と
再
構
成
す
る）（（
（

。
こ
う
し
て
ア
イ
フ
ァ
・
オ
ン
グ
の
い
う
「
規

律
、
効
率
、
競
争
と
い
う
市
場
原
理
に
応
じ
て
自
己
を
管
理
す
る
よ
う
誘
導
す
る
、
自
由
な
個
人
の
統
治
を
導
く
概
念
」
と
し
て
の

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
合
理
性
が
、
人
々
の
行
為
を
拘
束
す
る）（（
（

。
そ
こ
に
お
い
て
個
人
は
、
自
ら
が
行
っ
た
市
場
に
お
け
る
選
択
の
結
果

を
引
き
受
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る）（（
（

。
そ
の
た
め
に
、
個
人
の
責
任
に
お
い
て
必
要
な
人
的
資
本
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
目
指
さ
れ

る
。
こ
う
し
て
日
常
や
労
働
の
場
で
、
市
場
の
動
き
に
「
ス
ピ
ー
ド
感
」
を
も
っ
て
対
応
す
る
た
め
に
「
時
間
短
縮
＝
効
率
化
」
を
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「
自
己
責
任
」
に
よ
っ
て
遂
行
す
べ
し
、
と
い
う
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
性
の
も
と
に
人
々
は
規
律
化
さ
れ
る
。

　

ま
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
瞬
間
的
時
間
の
感
覚
が
影
響
力
を
高
め
る
に
つ
れ
て
、
労
働
者
の
作
業
工
程
を
時
間
的
に
細
分
化
し
て
管
理

し
た
り
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
っ
て
硬
直
化
さ
せ
た
り
す
る
テ
イ
ラ
ー
主
義
的
な
規
律
化
の
有
効
性
は
次
第
に
限
定
的
な
も
の
に
な
り
、

非
効
率
的
だ
と
す
ら
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
長
期
的
な
展
望
や
計
画
に
基
づ
い
た
行
動
が
次
第
に
意
味
を
な
さ
な
く
な
り
、

瞬
間
的
時
間
の
感
覚
に
適
応
し
て
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
「
ジ
ャ
ス
ト
・
イ
ン
・
タ
イ
ム
」
で
適
応
で
き
る
「
柔
軟
化
（
フ
レ
キ
シ

ビ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
）」
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る）（（
（

。

　

６
─
２　
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
通
じ
た
統
治
」
と
「
非-

居
場
所
化
」

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
促
す
こ
う
し
た
規
律
化
は
、
他
者
と
の
関
係
性
の
な
か
で
意
識
さ
れ
、
促
さ
れ
る
。

あ
る
人
が
自
ら
を
「
柔
軟
で
あ
る
」
と
か
「
ス
ピ
ー
ド
感
が
あ
る
」
と
感
じ
た
り
、
も
っ
と
そ
う
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

焦
り
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
の
は
、
他
者
と
の
直
接
的
／
間
接
的
な
比
較
に
よ
っ
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
人
々
の
時
空
間
的
な
自

律
性
（
ゆ
と
り
と
居
場
所
）
が
十
分
に
維
持
さ
れ
て
い
れ
ば
、
人
々
の
焦
り
は
緩
和
さ
れ
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
改
革

を
志
向
す
る
勢
力
は
、
人
々
か
ら
ゆ
と
り
と
居
場
所
を
奪
う
こ
と
で
さ
ら
な
る
時
間
短
縮
＝
効
率
化
へ
と
急
き
立
て
る
。
そ
の
結
果
、

社
会
政
策
と
と
も
に
、
加
速
す
る
資
本
主
義
か
ら
人
々
の
時
間
・
空
間
的
自
律
性
を
維
持
す
る
重
要
な
社
会
的
装
置
で
あ
っ
た
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
改
革
」
の
対
象
と
な
る
。

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
改
革
」
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
介
入
に
は
、
ふ
た
つ
の
あ
り
方
が
想
定
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
人
々
に

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
性
を
浸
透
さ
せ
る
手
段
と
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
活
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
福
祉
国
家
に

お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
行
政
に
よ
る
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
保
障
の
手
段
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
た
。
ロ
ー
ズ
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
こ
の
制
度
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
と
も
に
民
営
化
さ
れ
、
そ
の
多
く
が
非
営
利
組
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織
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（（
（

。
そ
れ
は
い
ま
や
、
人
々
が
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
性
に
基
づ
い
て
自
己
管
理
を
行
い
、
市

場
に
お
け
る
自
ら
の
価
値
を
高
め
る
能
力
開
発
の
努
力
を
惜
し
ま
な
い
よ
う
に
動
機
づ
け
る
た
め
に
活
用
さ
れ
る
。
こ
れ
を
ロ
ー
ズ

は
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
通
じ
た
統
治
」
と
名
付
け
た）（（
（

。

　

第
二
の
介
入
の
あ
り
方
は
、「
居
場
所
」
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
物
理
的
・
実
質
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
都
市
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
低
所
得
者
層
や
貧
困
層
が
排
除
さ
れ
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
グ

ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
の
発
展
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
再
開
発
は
海
外
か
ら
の
企
業
や
投
資
を
誘
致
す
る
た
め
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
あ

る
い
は
高
度
人
材
や
富
裕
層
の
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
快
適
な
居
住
・
職
場
環
境
の
整
備
の
た
め
に
実
施
さ
れ
る
と
い
う
側

面
を
強
め
て
い
る）（（
（

。
ア
イ
フ
ァ
・
オ
ン
グ
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
国
家
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
再

開
発
は
し
ば
し
ば
「
特
区
」
と
い
う
、
国
家
内
の
他
の
地
域
と
は
異
な
る
空
間
統
制
を
伴
う）（（
（

。

　

ま
た
ニ
ー
ル
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
、
経
済
状
況
の
悪
化
に
よ
っ
て
ジ
ェ
ン
ト
リ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
沈
静
化
す
る
と
、
都
市
が
衰

退
す
る
こ
と
へ
の
憂
慮
が
高
ま
る
。
そ
し
て
、
低
所
得
者
層
や
貧
困
層
が
都
市
の
公
共
空
間
や
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
恩
恵
を
不
当
に
享

受
し
て
い
る
と
い
う
反
発
が
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
あ
い
だ
で
生
じ
る
。
そ
の
結
果
、
低
所
得
者
層
や
貧
困
層
を
積
極
的
に
都
市
か
ら
排

除
す
る
政
策
が
支
持
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
ス
ミ
ス
は
「
報
復
都
市
」
と
呼
ん
だ）（（
（

。
ジ
グ
ム
ン
ト
・
バ
ウ
マ
ン
が
論
じ
る
よ

う
に
、
こ
う
し
た
傾
向
が
さ
ら
に
強
ま
る
と
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
や
富
裕
層
は
外
部
か
ら
遮
断
さ
れ
た
「
ゲ
ー
テ
ッ
ド
・
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
」
に
引
き
こ
も
る
よ
う
に
な
り
、「
ゲ
ッ
ト
ー
」
に
住
ま
わ
ざ
る
を
得
な
い
低
所
得
者
層
・
貧
困
層
と
の
あ
い
だ
で
分
断
が
深

ま
る）（（
（

。
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
・
富
裕
層
が
自
ら
の
安
全
と
自
立
を
要
求
し
て
公
共
空
間
か
ら
撤
退
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
低
所
得
者
層
・
貧

困
層
は
放
置
・
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

６
─
３　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
場
所
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
ベ
ー
ス
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
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こ
う
し
た
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
改
革
」
は
、
積
極
的
に
支
持
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
む
し
ろ
多
く
の
人
々
は
、「
改
革
」
に

よ
っ
て
自
分
た
ち
の
ゆ
と
り
や
居
場
所
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
「
改
革
」
が
支
持
さ
れ
る
の

は
、
そ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
お
い
て
国
民
経
済
が
生
き
残
る
た
め
に
政
府
に
と
っ
て
実
施
可
能
な
唯
一
の
選
択

肢
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
改
革
」
が
人
々
の
ゆ
と
り
と
居
場
所
を
奪
う
と
わ
か
っ
て
い
て
も
「
他
に
選
択
肢
は
な
い
」

と
さ
れ
る
限
り
、
人
々
に
許
さ
れ
る
の
は
そ
の
「
痛
み
に
耐
え
る
」
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ガ
ッ
サ
ン
・
ハ
ー
ジ
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
支
配
的
な
社
会
に
お
い
て
は
「（
痛
み
に
）
耐
え
て
し
の
ぎ
き
る
こ
と
」
が
美
徳
と
さ
れ
る）（（
（

。

　

こ
う
し
た
風
潮
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
に
対
す
る
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
の
反
発
を
高
め
る
。
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
は
特
定
の
集
団
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）
に
対
す
る
行
政
支
出
で
あ
る
た
め
、
そ
の
対
象
と
な

ら
な
い
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
か
ら
の
「
わ
た
し
た
ち
の
税
金
が
特
定
の
人
々
の
権
益
（「
特
権
」「
利
権
」）
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う

福
祉
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
非
難
に
さ
ら
さ
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る）（（
（

。
そ
れ
に
加
え
て
、
社
会
的
弱
者
な
い
し
人
口
的
少
数
派

と
し
て
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
置
か
れ
た
実
情
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
国
民
に
は
伝
わ
り
に
く
く
、
民
主
主
義
的
な
意
思
決
定
過
程
に
十
分

に
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
反
人
種
主
義
や
多
文
化
主
義
に
同
意
す
る
政
治
勢
力
に
も
、
コ
ス
ト
削
減
や
規
制
緩
和
と

い
っ
た
理
由
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
の
縮
小
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

こ
う
し
て
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
影
響
力
が
強
ま
っ
た
国
民
社
会
で
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向

け
社
会
政
策
の
「
改
革
」
が
進
行
す
る
。
そ
し
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
公
正
な
社
会
統
合
を
目
指
し
た
社
会
政
策
の
手

段
で
あ
っ
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
時
間
短
縮
＝
効
率
化
と
い
う
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
統
治
性
の
貫
徹
の
た
め
の
手
段
と

な
る
。
本
論
文
で
は
こ
れ
を
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
に
お
け
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
場
所
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
）
ベ
ー
ス
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
通
じ
た
統
治
」
が
積
極
的

に
展
開
さ
れ
る
。
さ
ら
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
立
場
の
弱
さ
の
ゆ
え
に
、
時
間
短
縮
＝
効
率
化
を
極
端
に
推
し
進
め
る
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施
策
が
行
わ
れ
が
ち
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
彼
・
彼
女
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
非-

居
場
所
化
」
が
顕
在
化
し
、
そ
の
物
理
的

な
解
体
・
移
転
す
ら
検
討
の
対
象
に
な
る）（（
（

。

７　

ふ
た
つ
の
「
例
外
状
況
」
と
「
超
市
民
」「
非
市
民
」「
半
市
民
」

　

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
に
お
け
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
場
所
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
ベ
ー
ス
」
の
ア
プ
ロ
ー

チ
が
、
主
流
社
会
全
般
へ
の
政
策
に
比
べ
て
極
端
な
も
の
に
な
り
や
す
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
場
所
（
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
）
が
当
該
国
家
内
の
他
の
場
所
に
は
な
い
政
策
・
制
度
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
あ
り
方
を
も
つ
「
例
外
状
況
」
と
な
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
例
外
状
況
は
、
典
型
的
に
は
以
下
の
ふ
た
つ
の
あ
り
方
で
出
現
す
る
。

　

第
一
に
、「
高
度
人
材
」「
技
術
移
民
」「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
リ
ー
ト
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
「（
政
府
や
企
業
に
と
っ
て
）
望
ま
し
い
」

と
さ
れ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ル
チ
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
（
Ｇ
Ｍ
Ｍ
Ｃ
））

（（
（

」
を
導
入
す
る
目
的
で
出
現
す
る
例
外
化
で

あ
る
。
こ
れ
は
「
特
区
」
制
度
の
よ
う
に
、
国
外
か
ら
の
資
本
・
技
術
・
人
材
の
導
入
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
で
の
競
争
力
を

向
上
さ
せ
る
た
め
の
規
制
緩
和
を
伴
う
「
地
域
限
定
」
の
空
間
と
し
て
設
定
さ
れ
る）（（
（

。
こ
れ
を
ア
イ
フ
ァ
・
オ
ン
グ
は
「
ネ
オ
リ
ベ

ラ
ル
な
例
外
化
（
例
外
と
し
て
の
新
自
由
主
義
）」
と
呼
ぶ）（（
（

。
そ
こ
に
お
け
る
例
外
的
配
慮
は
ビ
ジ
ネ
ス
環
境
だ
け
で
は
な
く
居
住
・

生
活
環
境
全
般
に
及
び
、
Ｇ
Ｍ
Ｍ
Ｃ
が
快
適
に
生
活
で
き
る
地
域
環
境
が
整
備
さ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
例
外
化
は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
影
響
力
を
強
め
る
国
民
社
会
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

の
あ
り
方
を
変
容
さ
せ
る
。
ロ
ー
ズ
は
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
親
和
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
観
を
、
個
人
が
自
己
責
任
の
も
と
に

自
己
研
鑽
・
自
己
投
資
に
努
め
て
企
業
活
動
に
積
極
的
に
参
加
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
「
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」

と
表
現
し
た）（（
（

。
こ
う
し
た
見
方
は
、
個
人
は
あ
る
特
定
の
領
域
（
国
家
）
に
帰
属
す
る
こ
と
で
権
利
を
付
与
さ
れ
義
務
を
負
う
市
民
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に
な
る
、
と
い
う
従
来
の
領
域
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
観
か
ら
遊
離
し
て
い
る）（（
（

。
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
推
進
す
る
政
府
や
企
業

に
と
っ
て
望
ま
し
い
人
々
は
、
ど
ん
な
国
籍
や
文
化
で
あ
ろ
う
と
、
と
き
に
は
自
国
籍
保
持
者
を
さ
し
お
い
て
ま
で
歓
待
さ
れ
特
権

を
得
る
、
ア
ン
・
マ
ッ
ク
ネ
ヴ
ィ
ン
の
い
う
「
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
市
民
」）（（
（

に
な
る
の
で
あ
る
。
オ
ン
グ
も
ま
た
、
移
民
が
投
資
や
仕

事
や
家
族
を
移
住
さ
せ
る
と
い
っ
た
手
段
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
民
国
家
の
な
か
か
ら
負
担
を
回
避
し
利
益
を
最
大
化
で
き
る

国
家
を
選
ん
で
一
時
的
に
帰
属
す
る
と
い
う
あ
り
方
を
「
フ
レ
ク
シ
ブ
ル
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
」
と
呼
ん
だ）（（
（

。

　

こ
う
し
た
「
市
民
」
の
あ
り
方
は
、
従
来
の
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
依
拠
し
て
い
た
領
域
性
を
超
越
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

「
超
市
民
」
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。
超
市
民
と
し
て
の
Ｇ
Ｍ
Ｍ
Ｃ
は
、
政
府
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
優
遇
措
置
を
得
る
。
し
か
し
そ

の
国
の
国
籍
を
取
得
し
な
い
限
り
、
彼
・
彼
女
た
ち
は
自
ら
の
生
活
を
自
己
責
任
で
全
う
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
を
受
け

入
れ
る
か
ら
こ
そ
、
彼
・
彼
女
た
ち
は
領
域
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
に
基
づ
い
て
市
民
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
一
部
免
除
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
社
会
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
前
提
で
あ
る
納
税
の
義
務
に
お
い
て
も
、
優
遇
・
租
税
軽
減
措
置
が
適
応
さ
れ
る
場
合
も

あ
る）（（
（

。

　

な
お
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
特
区
」
で
の
Ｇ
Ｍ
Ｍ
Ｃ
の
快
適
な
ビ
ジ
ネ
ス
・
生
活
環
境
を
維
持
す
る
た
め
に
「
必
要
と
さ
れ
る
」
半

熟
練
／
下
層
サ
ー
ビ
ス
業
に
従
事
す
る
移
住
労
働
者
は
、
高
度
に
管
理
さ
れ
た
出
入
国
管
理
制
度
の
枠
組
み
に
基
づ
き
導
入
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
労
働
者
に
は
、
そ
の
国
の
水
準
よ
り
も
不
安
定
な
雇
用
条
件
が
「
規
制
緩
和
」
の
名
の
下
に
「
例
外
的
に
」
適
用
さ
れ
る

こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
後
述
す
る
「
半
市
民
」
と
な
る
。

　

ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
場
所
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
ベ
ー
ス
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
つ
く
り
だ
す
第
二
の
「
例
外
」
は
、「
望
ま
し
い
／
必

要
と
さ
れ
る
」
移
民
の
導
入
と
表
裏
一
体
と
な
っ
て
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
政
府
や
企
業
に
と
っ
て
「
望
ま
し
く
な
い
」
と
さ
れ
た

人
々
が
領
域
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
例
外
と
し
て
、
物
理
的
・
社
会
的
に
排
除
な
い
し
放
置
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
ば

し
ば
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
議
論）（（
（

を
援
用
し
て
分
析
さ
れ
る
、
非
正
規
滞
在
者
や
庇
護
申
請
者
の
境
遇
に
顕
著
に
現
れ
る
。
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非
正
規
滞
在
者
や
庇
護
申
請
者
は
、
国
家
に
と
っ
て
管
理
が
困
難
な
人
々
で
あ
る
が
ゆ
え
に
問
題
視
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
流

入
を
抑
止
す
る
た
め
に
彼
・
彼
女
た
ち
を
あ
え
て
非
合
法
化
す
る
方
針
が
誇
示
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
彼
・
彼
女
た
ち
は
「
非
市
民
」

と
な
り
、
領
域
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
適
用
さ
れ
な
い
空
間
に
排
除
さ
れ
る
か
、
地
域
社
会
に
お
い
て
法
的
庇
護
を
十
分
に
受
け

ら
れ
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
る）（（
（

。

　

な
お
「
国
民
」
と
し
て
の
領
域
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
形
式
的
に
は
有
し
て
い
る
少
数
・
先
住
民
族
も
、
継
続
す
る
レ
イ
シ
ズ

ム
や
経
済
的
従
属
の
影
響
で
実
質
的
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
保
障
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
出
自
の
い
か
ん

を
問
わ
ず
、
貧
困
層
の
自
律
性
を
制
限
す
る
社
会
政
策
が
採
用
さ
れ
る
傾
向
も
み
ら
れ
る）（（
（

。
こ
う
し
た
人
々
は
二
級
市
民
、
す
な
わ

ち
十
全
な
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
を
も
つ
資
質
に
欠
け
る
「
半
市
民
」
と
し
て
扱
わ
れ
る）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
場
所
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
ベ
ー
ス
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
従
来
の
社
会
政
策
の
前
提
と
な
っ

て
い
る
領
域
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
を
、
超
市
民
、
半
市
民
、
非
市
民
へ
と
分
解
し
て
い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
み
に
限
定
さ
れ
る
「
例
外
」
で
は
な
い
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
に
は
し
ば
し
ば
、
ネ
オ

リ
ベ
ラ
ル
な
例
外
状
態
を
そ
の
社
会
の
な
か
に
普
及
さ
せ
「
常
態
化
」
さ
せ
る
た
め
の
「
社
会
実
験
」
と
し
て
の
意
味
合
い
が
込
め

ら
れ
る
か
ら
だ
。
ハ
ー
ジ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
「
社
会
実
験
」
は
、
や
が
て
社
会
全
体
の
前
提
条
件
と
な
り
う
る）（（
（

。
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
に
お
け
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
場
所
（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
ベ
ー
ス
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
台

頭
は
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
国
家
に
お
け
る
人
々
の
帰
属
の
あ
り
方
の
変
容
の
兆
候
だ
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

８　

場
所
を
取
り
戻
す

　

本
論
文
で
の
理
論
的
考
察
は
、
以
下
の
よ
う
な
命
題
群
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
ネ
オ
リ
ベ
リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
影
響
を
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受
け
た
「
改
革
」
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
を
弱
体
化
さ
せ
る
。
②
さ
ら
に
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
場
所

（
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
ベ
ー
ス
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
そ
う
し
た
「
改
革
」
の
手
段
へ
と
変
え
て
し
ま

う
。
そ
の
結
果
、
人
々
の
時
空
間
的
自
律
性
（
ゆ
と
り
と
居
場
所
）
を
確
保
す
る
た
め
の
社
会
的
装
置
と
し
て
の
社
会
政
策
と
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
公
定
多
文
化
主
義
の
な
か
で
そ
の
機
能
を
低
下
さ
せ
る
。
③
こ
う
し
た
「
改
革
」
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
だ
け
の
「
例
外
状
況
」
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
社
会
実
験
」
と
い
う
仕
掛
け
を
通
じ
て
国
民
社
会
全
体
へ
と
常
態
化
し
て
い
く
。

④
そ
れ
は
、
国
民
国
家
の
領
域
的
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
概
念
の
変
質
と
い
う
重
要
な
社
会
的
帰
結
を
も
た
ら
す
。
こ
う
し
た
命
題
群

を
実
証
的
・
理
論
的
に
検
証
し
て
い
く
こ
と
で
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
向
け
社
会
政
策
／
公
定
多
文
化
主
義
研
究
の
空
間

論
的
転
回
が
構
想
可
能
と
な
る
。
本
論
文
は
、
そ
の
ほ
ん
の
糸
口
を
提
供
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
う
し
た
研
究
を
進
め
て
い
く
う
え
で
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
る
人
々
の
ゆ
と
り
と
居
場
所
の
喪
失
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
を
描
く
試
み
は
重
要
で
あ
る
。
だ
が
、
現
代
世
界
が
直
面
す
る
こ
の
大
き
な
課
題
に

答
え
る
こ
と
は
、
筆
者
の
能
力
を
超
え
る
。
こ
こ
で
は
、
場
所
を
手
段
と
し
て
人
々
に
介
入
し
よ
う
と
す
る
ネ
オ
リ
ベ
ラ
ル
な
「
改

革
」
に
対
し
て
、
人
々
が
自
分
た
ち
の
居
場
所
を
再
編
成
し
な
が
ら
対
抗
し
て
い
く
実
践
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
た
い）（（
（

。

　

猛
ス
ピ
ー
ド
で
移
動
し
て
い
る
人
々
は
、
す
れ
違
う
他
者
の
顔
を
は
っ
き
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
者
の
顔
を
み
て
話
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
お
互
い
が
ス
ピ
ー
ド
を
緩
め
て
（
ゆ
と
り
を
も
っ
て
）、
立
ち
止
ま
っ
た
と
き
で
あ
る
。
た
と
え
ネ
オ
リ

ベ
ラ
ル
／
フ
レ
ク
シ
ブ
ル
な
超
市
民
と
し
て
や
っ
て
き
た
人
々
で
も
、
立
ち
止
ま
り
、
人
と
つ
な
が
り
、
歓
待
を
受
け
、
そ
れ
に
感

謝
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
を
自
分
の
居
場
所
、
す
な
わ
ち
「
第
二
の
故
郷
（
ホ
ー
ム
）」
と
、
一
時
的
に
で
も
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
と
き
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
が
修
復
さ
れ
る
抵
抗
の
契
機
が

生
じ
る
。
つ
ま
り
な
る
べ
く
多
く
の
人
々
に
そ
の
社
会
を
「
ホ
ー
ム
」
と
感
じ
て
も
ら
う
仕
掛
け
を
つ
く
る
こ
と
が
、
ネ
オ
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
／
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
る
時
間
短
縮
＝
効
率
化
か
ら
ゆ
と
り
と
居
場
所
を
守
る
戦
略
と
な
る
。
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こ
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
が
ゆ
え
に
身
近
な
場
所
で
の
実
践
に
開
か
れ
て
い
る
。
身
近
な
場

所
で
の
抵
抗
が
社
会
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
、
ど
こ
ま
で
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
が
、
い
ま
私
た
ち
に
問

わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
1
）　

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
「
資
本
主
義
市
場
経
済
の
拡
大
と
と
も
に
国
境
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
境
界
が
ゆ
ら
ぎ
、
世
界
中
で
政
治
・

経
済
・
社
会
・
文
化
の
相
互
浸
透
・
相
互
依
存
が
進
行
す
る
過
程
」
と
定
義
さ
れ
る
（
塩
原
良
和
『
共
に
生
き
る
─
─
多
民
族
・
多
文
化

社
会
に
お
け
る
対
話
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
、
六
五
頁
）。

（
2
）　

ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
（
吉
原
直
樹
監
訳
）『
社
会
を
越
え
る
社
会
学
─
─
移
動
・
環
境
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
』（
新
装
版
）
法
政
大
学

出
版
局
、
二
〇
一
一
年
、
二
一
八
─
二
三
〇
頁
。

（
3
）　

ま
し
こ
・
ひ
で
の
り
『
加
速
化
依
存
症
─
─
疾
走
／
焦
燥
／
不
安
の
社
会
学
』
三
元
社
、
二
〇
一
四
年
。

（
4
）　

本
稿
に
お
い
て
「
場
所
（place
）」
と
は
人
々
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
た
空
間
（space

）、
す
な
わ
ち
、
人
々
に
よ
っ
て
日
常
化

さ
れ
た
空
間
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
を
参
照
。Perkins, H

arvey C. and D
avid C. T

horns, 2012, Place, Identity and 
E

veryday Life in a G
lobalizing W

orld. N
ew

 Y
ork: Palgrave M

acm
illan.

イ
ー
フ
ー
・
ト
ゥ
ア
ン
（
山
本
浩
訳
）『
空
間
の
経

験
─
─
身
体
か
ら
都
市
へ
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
、
一
一
─
二
〇
頁
。

（
（
）　Cantle, T

ed, 2014, 

“National Identity, Plurality and Interculturalism
,

” The Political Q
uarterly, V

ol. 8（, N
o. 3, pp. 

312-319. U
nited N

ations E
ducation, Scientific and C

ultural O
rganization (U

N
E

SC
O

), 2013, Intercultural 
Com

petences: Conceptual and O
perational Fram

ew
ork. U

N
ESCO

. W
einstock, D

aniel, 2013, 

“Interculturalism
 and 

m
ulticulturalism

 in Canada and Q
uebec: Situating the D

ebate,

” Balint, Peter and Sophie Guérard de Latour eds., 
Liberal M

ulticulturalism
 and the Fair T

erm
s of Integration. N

ew
 Y

ork: Palgrave M
acm

illan, pp. 91-10（.

（
6
）　Skrbiš, Zlatko and Ian W

oodw
ard, 2013, Cosm

opolitanism
: U

ses of the Idea. London: Sage, pp. 2-3.

（
（
）　
「
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
（
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
）」
の
概
念
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
大
沢
真
幸
・
塩
原
良
和
・
橋
本
努
・
和
田
伸
一
郎
『
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
─
─
越
境
と
愛
国
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
新
曜
社
、
二
〇
一
四
年
。
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（
8
）　

山
崎
望
『
来
た
る
べ
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
─
─
暴
力
と
排
除
に
抗
し
て
』
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
一
二
年
、
九
─
三
五
頁
。

（
9
）　

ア
ー
リ
前
掲
書
、
二
〇
〇
頁
。

（
10
）　

同
右
書
、
二
七
六
─
二
八
一
頁
。

（
11
）　

本
論
文
で
は
「
自
律
」
を
、
経
済
的
に
他
者
に
依
存
し
な
い
こ
と
（
自
活
・
自
立
）
で
は
な
く
、
個
人
の
自
己
決
定
可
能
性
と
し
て

と
ら
え
る
。

（
12
）　

ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
／
ア
ク
セ
ル
・
ホ
ネ
ッ
ト
（
加
藤
泰
史
監
訳
）『
再
配
分
か
承
認
か
？
─
─
政
治
・
哲
学
論
争
』
法
政
大

学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
三
三
─
三
六
頁
。

（
13
）　

同
右
書
、
四
三
頁
。

（
14
）　

ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
（
吉
原
直
樹
・
伊
藤
嘉
高
訳
）『
モ
ビ
リ
テ
ィ
ー
ズ
─
─
移
動
の
社
会
学
』
作
品
社
、
二
〇
一
五
年
、
二
七
八
─

二
八
二
頁
。

（
1（
）　

デ
レ
ッ
ク
・
ヒ
ー
タ
ー
（
田
中
俊
郎
・
関
根
政
美
訳
）『
市
民
権
と
は
何
か
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
、
一
六
四
─
一
八
六
頁
。

サ
ス
キ
ア
・
サ
ッ
セ
ン
（
伊
藤
茂
訳
）『
領
土
・
権
威
・
諸
権
利
─
─
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
現
在
』
明
石
書
店
、

二
〇
一
一
年
、
三
〇
九
頁
。

（
16
）　

Ｔ
・
Ｈ
・
マ
ー
シ
ャ
ル
／
ト
ム
・
ボ
ッ
ト
モ
ア
（
岩
崎
信
彦
・
中
村
健
吾
訳
）『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
社
会
的
階
級
─
─
近
現
代

を
総
括
す
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
』
法
律
文
化
社
、
一
九
九
三
年
、
一
五
─
一
九
頁
。

（
1（
）　

同
右
書
、
四
〇
─
六
一
頁
。

（
18
）　

武
川
正
吾
『
連
帯
と
承
認
─
─
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
個
人
化
の
な
か
の
福
祉
国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
、
一
─
三
二
頁
。

（
19
）　

Ｇ
・
エ
ス
ピ
ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン
（
渡
辺
雅
男
・
渡
辺
景
子
訳
）『
福
祉
国
家
の
可
能
性
─
─
改
革
の
戦
略
と
理
論
的
基
礎
』
桜
井

書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
九
七
頁
。

（
20
）　

Ｇ
・
エ
ス
ピ
ン-

ア
ン
デ
ル
セ
ン
（
岡
沢
憲
芙
・
宮
本
太
郎
監
訳
）『
福
祉
資
本
主
義
の
三
つ
の
世
界
─
─
比
較
福
祉
国
家
の
理
論

と
動
態
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
一
年
、
二
三
─
二
五
頁
。

（
21
）　

ジ
ェ
ラ
ー
ド
・
デ
ラ
ン
テ
ィ
（
山
之
内
靖
・
伊
藤
茂
訳
）『
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
─
─
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
社
会
理
論
の
変
容
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出

版
、
二
〇
〇
六
年
、
六
八
頁
。
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（
22
）　

同
右
書
、
二
六
〇
─
二
七
二
頁
。

（
23
）　

ロ
バ
ー
ト
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
に
よ
れ
ば
、
社
会
関
係
資
本
と
は
「
個
人
間
の
つ
な
が
り
、
す
な
わ
ち
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
お
よ
び

そ
こ
か
ら
生
じ
る
互
酬
性
と
信
頼
性
の
規
範
」
で
あ
る
。
社
会
関
係
資
本
に
は
集
団
の
構
成
員
内
部
の
互
酬
性
を
強
化
す
る
「
結
束
型
」

と
、
外
部
資
源
と
の
連
携
や
情
報
交
流
を
促
進
す
る
「
橋
渡
し
型
」
が
あ
る
（
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
（
柴
内
康
文
訳
）『
孤
独

な
ボ
ウ
リ
ン
グ
─
─
米
国
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
崩
壊
と
再
生
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
一
四
─
二
〇
頁
）。

（
24
）　Rose, N

ikolas, 1999, Pow
ers of Freedom

: R
efram

ing Political T
hought. Cam

bridge/N
ew

 Y
ork: Cam

bridge 
U

niversity Press, pp. 1（2-1（（.

（
2（
）　

デ
ラ
ン
テ
ィ
前
掲
書
、
二
三
三
─
二
五
八
頁
。

（
26
）　

前
掲
注
（
23
）
参
照
。

（
2（
）　

梶
田
孝
道
『
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
社
会
変
動
』
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
八
八
年
、
一
六
─
六
五
頁
。

（
28
）　

ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（
岡
崎
晴
輝
ほ
か
監
訳
）『
土
着
語
の
政
治
─
─
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
多
文
化
主
義
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
』

法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
二
三
─
五
四
頁
。

（
29
）　

ヒ
ー
タ
ー
前
掲
書
、
三
一
─
四
四
頁
。

（
30
）　

ナ
ン
シ
ー
・
フ
レ
イ
ザ
ー
（
仲
正
昌
樹
監
訳
）『
中
断
さ
れ
た
正
義
─
─
「
ポ
ス
ト
社
会
主
義
的
」
条
件
を
め
ぐ
る
批
判
的
省
察
』

御
茶
の
水
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
─
六
二
頁
。

（
31
）　

大
澤
ほ
か
前
掲
書
、
二
五
〇
─
二
五
一
頁
。

（
32
）　

ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（
角
田
猛
之
ほ
か
監
訳
）『
多
文
化
時
代
の
市
民
権
─
─
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
と
自
由
主
義
』
晃
洋
書
房
、

一
九
九
八
年
。

（
33
）　Fleras, A

ugie, 2009, T
he Politics of M

ulticulturalism
: M
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