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本
特
集
は
、
越
境
者
の
事
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
華
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
論

文
も
、
華
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
に
関
す
る
「
定
説
」
の
根
拠
と
さ

れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
歴
史
上
の
出
来
事
を
従
来
と
は
異
な

る
視
点
か
ら
見
つ
め
直
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
出
来

事
の
傍
ら
で
起
こ
っ
て
い
た
「
定
説
」
と
は
異
な
る
志
向
性

を
持
つ
動
き
に
着
目
し
た
り
し
て
、「
定
説
」
を
相
対
化
す

る
新
た
な
解
釈
の
可
能
性
を
探
る
試
み
を
行
っ
て
い
る
。
こ

こ
で
「
定
説
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
華
人
お
よ
び
ユ
ダ

ヤ
人
が
自
前
の
国
民
国
家
を
建
設
し
、
そ
の
国
家
を
通
じ
て

自
ら
を
世
界
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
歴
史
の
頂
点
と
す
る
よ

う
な
見
方
で
あ
る
。
な
お
こ
う
し
た
見
方
は
、
個
人
は
民
族

と
し
て
ま
と
ま
り
、
自
前
の
国
家
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
自

立
し
う
る
と
い
う
考
え
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
考
え

そ
の
も
の
は
華
人
や
ユ
ダ
ヤ
人
を
対
象
と
す
る
研
究
の
み
に

限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
特
集
は
、
華
人
と
ユ

ダ
ヤ
人
の
事
例
を
通
じ
、
越
境
者
と
国
家
と
の
関
係
を
と
ら

え
る
新
た
な
視
点
の
導
入
を
試
み
た
い
。

越
境
者
に
関
す
る
議
論
は
、
越
境
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
所
在
を
主
な
論
点
の
一
つ
と
し
、
そ
れ
を
国
家
と
の

関
わ
り
で
と
ら
え
る
も
の
が
多
い
。
過
去
の
研
究
で
は
、
一

民
族
一
国
家
を
理
念
型
と
す
る
国
民
国
家
の
枠
に
当
て
は
め

て
論
じ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
の
際
、
民
族
を
同

じ
く
す
る
者
が
自
決
の
単
位
と
し
て
国
家
を
作
る
こ
と
と
、

特
集
２ 

「
三
つ
の
祖
国
」
に
生
き
る
越
境
者

﹇
特
集
に
あ
た
っ
て
﹈

三
つ
の
祖
国
―
―
ル
ー
ツ
の
祖
国
、暮
ら
し
の
祖
国
、理
念
の
祖
国

篠
崎
香
織
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文
化
的
な
共
同
体
と
政
治
的
な
共
同
体
が
一
致
す
る
こ
と
が

前
提
と
さ
れ
た
。
だ
が
こ
う
し
た
見
方
は
、
徐
々
に
相
対
化

を
迫
ら
れ
て
き
た
。
現
実
の
世
界
で
は
、
一
つ
の
国
家
の
な

か
に
複
数
の
民
族
が
存
在
し
た
り
、
一
つ
の
民
族
が
複
数
の

国
家
に
分
か
れ
て
い
た
り
す
る
な
ど
、
文
化
的
な
共
同
体
と

政
治
的
な
共
同
体
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
む
し
ろ
一
般
的
だ

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
人
の
個
人
に
一
つ
の
国

籍
と
い
う
前
提
す
ら
も
、
重
国
籍
を
認
め
る
国
家
が
一
九
九

〇
年
代
以
降
増
加
し
て
い
る
と
い
う
現
実
の
な
か
で
、
相
対

化
が
迫
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
特
集
で
扱
う
華
人
と
ユ

ダ
ヤ
人
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

Ⅰ
華
人
と
ユ
ダ
ヤ
人
を
め
ぐ
る
視
点

東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
以

下
の
よ
う
な
境
遇
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て

き
た
。「
ホ
ー
ム
」
を
失
い
、
あ
る
い
は
「
ホ
ー
ム
」
を
離

れ
離
散
し
た
彼
ら
は
、
移
住
先
の
権
力
者
に
金
庫
番
と
し
て

重
用
さ
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
一
八
世
紀
末
頃

か
ら
、
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
は
一
九
世
紀
末
頃
か
ら
そ
の
地

位
を
失
っ
た
（Reid 1997: 48

）
が
、
そ
れ
ま
で
に
経
済

的
・
社
会
的
に
実
力
を
つ
け
て
お
り
、
移
住
先
の
社
会
に
進

出
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
新
た
な
競
合
者
で
あ
る
彼
ら
は
、

移
住
先
の
社
会
に
お
い
て
歓
迎
さ
れ
ざ
る
存
在
と
し
て
扱
わ

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
移
住
先
の
社

会
へ
の
同
化
を
志
向
す
る
人
が
い
た
一
方
で
、
自
前
の
国
民

国
家
を
作
る
こ
と
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
人
も
現
れ

た
（Reid 1997 ; 

ゲ
ル
ナ
ー 

二
〇
〇
〇
）。

こ
の
う
ち
、
自
前
の
国
民
国
家
の
建
設
に
つ
い
て
、
以
下

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
き
た
。

中
国
を
離
れ
東
南
ア
ジ
ア
に
移
っ
た
華
人
は
、
清
朝
政
府

が
一
八
六
〇
年
代
に
在
外
華
人
を
積
極
的
に
包
摂
す
る
政
策

に
転
じ
た
な
か
で
、
居
住
国
に
お
け
る
保
護
を
中
国
の
公
権

力
に
期
待
し
た
。
そ
の
期
待
は
中
華
民
国
の
成
立
で
一
気
に

高
ま
り
、
東
南
ア
ジ
ア
の
華
人
は
自
前
の
国
家
で
あ
る
中
華

民
国
へ
の
志
向
性
を
強
め
た
。
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
と

社
会
主
義
と
い
う
普
遍
性
の
追
求
に
、
希
望
を
見
い
だ
す
者

も
多
か
っ
た
。

「
ホ
ー
ム
」
の
公
権
力
を
盾
に
し
て
世
界
に
自
ら
を
位
置

づ
け
よ
う
と
い
う
こ
う
し
た
戦
略
は
、「
ホ
ー
ム
」
を
失
っ

た
ユ
ダ
ヤ
人
に
は
採
り
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な

か
で
一
九
世
紀
末
頃
か
ら
、
失
っ
た
「
ホ
ー
ム
」
を
取
り
戻

し
、
ユ
ダ
ヤ
人
に
よ
る
国
民
国
家
の
建
設
を
目
指
す
シ
オ
ニ

ズ
ム
と
い
う
動
き
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ

人
の
間
に
現
れ
た
。
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
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が
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
説
明
は
、
個
人
が
自
ら
を
世
界
に
位
置
づ
け
る

う
え
で
、
民
族
を
同
じ
く
す
る
者
で
構
成
さ
れ
た
一
民
族
一

国
家
を
通
じ
た
対
応
と
い
う
側
面
を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
現
在
に
い
た
る
ま
で
に
、
一
民
族
一
国
家
を
通
じ

た
対
応
以
外
の
側
面
が
指
摘
さ
れ
、
そ
う
し
た
対
応
が
積
極

的
・
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

二
〇
世
紀
半
ば
以
降
の
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
自
ら
を
中
国

の
国
民
で
は
な
く
、
居
住
国
の
正
当
な
一
員
と
し
て
積
極
的

に
位
置
づ
け
る
華
人
が
増
大
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
華

人
の
思
い
を
掬
う
よ
う
に
し
て
、
文
化
的
な
共
同
体
と
政
治

的
な
共
同
体
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
こ
と
、
ま
た
個
人
の

帰
属
意
識
も
政
治
的
な
意
識
と
文
化
的
な
意
識
と
を
切
り
離

す
こ
と
が
で
き
、
相
互
に
矛
盾
し
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た＊

１
。

ま
た
、
多
民
族
国
家
に
お
け
る
国
家
建
設
が
包
摂
と
排
除
を

繰
り
返
す
な
か
で
、
多
文
化
主
義
的
な
包
摂
の
試
み
に
肯
定

的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き
た＊

２

。
こ
う
し
た
な
か
で
、
多
民

族
国
家
の
一
構
成
員
と
い
う
華
人
の
存
在
が
、
観
察
者
の
視

点
の
み
な
ら
ず
現
実
社
会
に
お
い
て
も
認
知
を
得
つ
つ
あ

る
。
他
方
で
、
東
南
ア
ジ
ア
に
移
住
し
た
華
人
や
、
そ
の
子

孫
と
し
て
東
南
ア
ジ
ア
で
生
ま
れ
育
っ
た
華
人
の
中
に
は
、

東
ア
ジ
ア
や
欧
米
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
域

外
に
越
境
す
る
者
も
少
な
く
な
い
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
帰

属
意
識
の
最
終
地
点
を
東
南
ア
ジ
ア
の
居
住
国
に
固
定
し
て

と
ら
え
る
こ
と
に
も
留
意
が
求
め
ら
れ
始
め
て
い
る＊

３

。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
問
題
を
生
み

出
し
た
。
こ
れ
に
関
し
て
、「
ユ
ダ
ヤ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ホ
ー

ム
の
誕
生
は
、
か
つ
て
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
迫
害
さ
れ

る
被
害
者
と
な
っ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
人
が
主
権
国
家
の
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
と
な
り
、
他
者
を
抑
圧
す
る
加
害
者
の
立
場
に
転
落

し
た
こ
と
を
示
す
、
ほ
ろ
苦
い
歴
史
的
道
標
と
も
な
っ
て
い

る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
（
赤
尾
・
早
尾 

二
〇
一
一
）。
こ
う

し
た
な
か
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
た
め
の
国
民
国
家
で
あ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
政
教
分
離
の
原
則
を
め
ぐ

る
問
題
や
、
多
様
な
地
域
か
ら
の
移
民
で
構
成
さ
れ
る
ユ
ダ

ヤ
人
社
会
の
言
語
的
・
文
化
的
多
様
性
、
ア
ラ
ブ
人
と
い
う

少
数
派
の
存
在
な
ど
、
実
体
と
し
て
は
多
様
性
に
富
む
社
会

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
臼
杵 

一
九
九
八 ; 

二
〇

〇
八; 

二
〇
〇
九
）。
ま
た
、
離
散
の
否
定
に
行
き
う
る
シ
オ

ニ
ズ
ム
は
、
本
来
は
離
散
の
中
に
生
き
る
た
め
の
方
策
と
し

て
構
想
さ
れ
て
い
た
側
面
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
な

ど
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
国
家
を
通
じ
て
自
己
を
世
界
に
位
置
づ
け

る
な
か
で
、
本
来
は
多
様
な
あ
り
方
が
構
想
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
改
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
想
が
、
本
来

の
構
想
と
の
断
絶
を
も
は
ら
み
つ
つ
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
や
国

際
政
治
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
惑
と
結
び
つ
き
、
一
民
族
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一
国
家
的
な
国
民
国
家
に
行
き
つ
く
過
程
が
、
改
め
て
検
討

さ
れ
て
い
る＊

４

。

こ
れ
ら
の
議
論
は
、
一
民
族
一
国
家
的
な
あ
り
方
が
少
数

派
を
抑
圧
し
う
る
側
面
に
着
目
し
、
そ
れ
が
ひ
い
て
は
個
人

の
抑
圧
に
も
つ
な
が
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
う

し
た
限
界
を
乗
り
越
え
る
う
え
で
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
そ

の
も
の
を
否
定
し
た
り
回
避
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
多

様
性
に
対
応
し
う
る
国
家
を
構
築
す
る
試
み
に
着
目
し
た

り
、
そ
う
し
た
試
み
が
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
国
家
の

構
成
員
の
多
様
性
を
白
日
の
下
に
さ
ら
し
た
り
す
る
。
こ
の

な
か
で
、
多
様
性
を
提
供
す
る
一
背
景
と
し
て
、
越
境
者
の

存
在
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
本
特
集
に
収
め
た
論
文

は
、
こ
う
し
た
最
近
の
研
究
を
踏
ま
え
、
華
人
や
ユ
ダ
ヤ
人

を
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
「
三
つ
の
祖
国
」

越
境
者
に
関
す
る
議
論
は
、
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
所
在
に
つ
い
て
、
多
様
な
可
能
性
を
提
示
し
よ
う
と
努
め

て
き
た
。
し
か
し
そ
の
試
み
は
、
十
分
に
成
功
し
て
い
な
い

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
に
、
越
境
前
の
国

家
と
越
境
後
の
国
家
と
い
う
二
つ
の
軸
を
設
定
し
、
そ
の
間

で
越
境
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
き

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
軸
は
対
極
的
な
関
係
に
置

か
れ
る
た
め
に
、
越
境
者
の
立
ち
位
置
は
ど
ち
ら
の
国
家
に

あ
る
か
が
問
わ
れ
が
ち
と
な
っ
て
し
ま
う＊

５

。

本
特
集
に
収
め
ら
れ
た
五
本
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
複
雑

な
立
ち
位
置
を
と
る
越
境
者
の
事
例
を
扱
っ
て
い
る
。
い
ず

れ
の
事
例
も
、「
越
境
前
の
国
家
か
？　

越
境
後
の
国
家

か
？
」
と
い
う
視
点
や
、「
出
自
国
か
？　

居
住
国
か
？
」
と

い
う
視
点
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、
据
わ
り
の
悪
い
事
例

と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
う
し
た
据
わ
り
の
悪
さ
が
、

越
境
者
を
取
り
巻
く
本
質
的
な
状
況
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
な
か
で
本
特
集
で
は
、「
三
つ
の
祖
国
」
と
い

う
枠
組
み
を
試
み
に
導
入
し
て
み
た
い
。
三
つ
の
祖
国
と

は
、「
ル
ー
ツ
の
祖
国
」「
暮
ら
し
の
祖
国
」「
理
念
の
祖

国
」
で
あ
る
。

ル
ー
ツ
の
祖
国
と
は
、
自
ら
の
出
自
を
た
ど
れ
る
場
所
を

指
す
。
そ
れ
は
、
越
境
者
が
越
境
す
る
前
に
生
ま
れ
育
っ
た

場
所
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
父
祖
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所

で
は
あ
る
が
、
自
ら
は
直
接
的
な
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
場

合
も
あ
る
。
暮
ら
し
の
祖
国
と
は
、
生
活
の
基
盤
や
拠
点
と

な
る
場
所
で
あ
る
。
理
念
の
祖
国
と
は
、
自
ら
を
取
り
巻
く

現
状
を
改
善
し
て
い
く
う
え
で
、
参
考
と
な
り
う
る
理
想
的

な
社
会
や
秩
序
が
実
現
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
場
所
で
あ
る
。
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三
つ
の
祖
国
を
時
間
軸
に
置
き
換
え
る
な
ら
、
ル
ー
ツ
の
祖

国
は
「
祖
先
や
自
ら
の
た
ど
っ
て
来
た
道
の
り
と
し
て
の
過

去
」
に
、
暮
ら
し
の
祖
国
は
「
現
状
を
肯
定
す
る
現
在
」
に
、

理
念
の
祖
国
は
「
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
の
未
来
」
に
そ
れ
ぞ
れ

対
応
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
空
間
軸
に
置
き
換
え

る
な
ら
、
ル
ー
ツ
の
祖
国
は
「
出
自
国
」
に
、
暮
ら
し
の
祖
国

は
「
居
住
国
」
に
、
理
念
の
祖
国
は
「
こ
れ
か
ら
の
永
住
国
」

に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
三
つ
の
祖
国
と
、
時
間
軸
お
よ
び
空
間
軸
と
の

こ
う
し
た
対
応
は
、
あ
く
ま
で
も
モ
デ
ル
の
一
つ
に
す
ぎ
な

い
。
実
際
の
対
応
関
係
は
、
本
特
集
に
収
め
た
そ
れ
ぞ
れ
の

論
文
が
示
す
よ
う
に
、
は
る
か
に
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
。

そ
れ
は
越
境
者
が
、
自
ら
の
関
わ
る
場
に
対
す
る
認
識
の
変

化
に
応
じ
て
戦
略
的
に
越
境
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
で
あ

り
、
ま
た
越
境
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
か
で
場
に
対
す
る
認

識
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
自
ら
の
置
か
れ
た
状
況
に
適
応
す

る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
三
つ
の
祖
国
と
時
間
軸
お
よ

び
空
間
軸
と
の
対
応
は
複
雑
な
も
の
と
な
る
ば
か
り
か
、
二

つ
以
上
の
祖
国
が
同
じ
空
間
に
重
複
し
て
存
在
し
た
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
祖
国
が
複
数
存
在
し
た
り
、
祖
国
が
現
れ
た
り
消

え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

越
境
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
必
ず
し
も
特
定
の
国

民
国
家
に
一
元
的
に
収
斂
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
本

特
集
で
は
、
越
境
者
と
国
家
と
の
関
わ
り
に
着
目
す
る
と
い

う
立
場
か
ら
、「
祖
国
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
と
し
た

い
。
本
特
集
で
各
論
文
が
着
目
す
る
越
境
は
、
単
な
る
場
所

の
移
動
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
の
制
度
や
ル
ー
ル
が
流
通
す

る
場
の
間
で
の
移
動
を
扱
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
本
特
集

で
は
、
あ
る
特
定
の
制
度
や
ル
ー
ル
が
流
通
す
る
場
を
国
家

と
表
現
し
、
そ
の
中
に
は
国
民
国
家
の
み
な
ら
ず
、
帝
国
や

植
民
地
国
家
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
統
治
原
理
に
基
づ
く
国
家
を

含
め
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
越
境
者
の
生
き
方
が
国
家
に
規
定

さ
れ
る
側
面
と
、
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
自
ら
の
手
で

国
家
を
規
定
し
直
そ
う
と
積
極
的
に
関
与
す
る
越
境
者
の
生

き
方
の
両
方
に
目
を
配
る
こ
と
を
目
指
す
。

Ⅲ
各
論
の
位
置
づ
け

村
岡
論
文
は
、
ア
メ
リ
カ
で
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
動
き
が
現
れ

た
時
期
に
、
一
民
族
一
国
家
と
は
異
な
る
発
想
で
同
胞
を
救

お
う
と
し
た
試
み
を
示
す
。
こ
の
中
で
示
さ
れ
る
の
は
、
日

露
戦
争
中
に
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
が
日
本
を
積
極
的
に
支

持
し
た
事
例
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末
の
ア
メ
リ
カ
に
は
、
ロ

シ
ア
で
頻
発
す
る
ポ
グ
ロ
ム
（
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
）
を
逃
れ
、

東
欧
系
ユ
ダ
ヤ
人
が
押
し
寄
せ
て
来
た
。
当
時
す
で
に
ア
メ
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リ
カ
社
会
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
溶
け
込
み
、
社
会
的
上
昇
を

遂
げ
て
い
た
ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
東
欧
系
ユ
ダ
ヤ
人
が

自
ら
を
「
他
者
」
と
し
て
目
立
た
せ
う
る
こ
と
を
懸
念
し
な

が
ら
も
、
東
欧
系
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
助
け
、
ロ
シ
ア
の
ユ
ダ
ヤ

人
問
題
に
対
し
て
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
し
た
。
ア
メ
リ
カ

の
ユ
ダ
ヤ
人
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
自
由
と
平
等
を
愛
す
る
ア

メ
リ
カ
人
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の

外
交
力
を
盾
に
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
ア
メ
リ
カ
を
後
ろ
盾

に
し
て
ロ
シ
ア
の
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
に
対
応
し
た
。
こ
の
事
例

に
お
い
て
、
暮
ら
し
の
祖
国
は
ア
メ
リ
カ
に
あ
た
る
。
ル
ー

ツ
の
祖
国
は
、
父
祖
や
自
身
が
ア
メ
リ
カ
に
移
住
す
る
前
に

暮
ら
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
い
う
認
識
が
強
く
、
ア

メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人
社
会
に
お
け
る
多
様
性
が
ユ
ダ
ヤ
人
自

身
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
理
念
の
国
は
、
自
由
と
平

等
を
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
二
〇
世
紀
初
頭

の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
が
高
ま
る
可
能
性
が
懸

念
さ
れ
、
理
念
が
完
全
に
実
践
さ
れ
る
か
ど
う
か
危
う
い
状

況
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
ア
メ
リ
カ
・
ユ
ダ
ヤ
人

は
、
暮
ら
し
の
祖
国
と
理
念
の
祖
国
を
一
致
さ
せ
る
行
動
を

率
先
す
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
で
の
自
ら
の
居
場
所
を
確
保

す
る
と
と
も
に
、
東
欧
の
同
胞
を
救
お
う
と
し
た
。

北
論
文
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
建
国
を
契
機
と
し
て
中
東
で

数
次
に
わ
た
る
紛
争
が
巻
き
起
こ
っ
た
時
期
に
、
主
流
派
の

論
理
を
逆
手
に
取
り
、
文
化
的
背
景
が
異
な
る
人
び
と
と
連

帯
を
組
み
、
非
主
流
派
の
居
場
所
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
ア

メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
着
目
す
る
。
東
欧
か
ら
の
ユ
ダ
ヤ
人

の
流
入
は
結
局
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
引

き
起
こ
し
た
。
そ
の
一
つ
が
、
大
学
入
学
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ

人
学
生
数
の
制
限
で
あ
っ
た＊

６

。
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
自
ら
に
と
っ

て
よ
り
よ
い
秩
序
を
構
築
す
る
う
え
で
、
平
等
、
自
由
、
正

義
と
い
う
「
ア
メ
リ
カ
の
理
想
」
を
自
ら
実
践
す
る
こ
と
を

掲
げ
、
一
九
四
八
年
に
ア
メ
リ
カ
に
ブ
ラ
ン
ダ
イ
ス
大
学
を

創
設
し
た
。
同
大
学
の
学
生
た
ち
は
、
公
民
権
運
動
に
積
極

的
に
参
加
し
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
積
極
的
に

支
援
し
た
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
る

場
所
に
国
民
国
家
イ
ス
ラ
エ
ル
が
成
立
し
て
い
た
が
、
イ
ス

ラ
エ
ル
が
ル
ー
ツ
の
祖
国
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
事
例
で
は
、
村
岡

論
文
と
同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
が
暮
ら
し
の
祖
国
で
あ
り
、
か

つ
理
念
の
祖
国
で
も
あ
っ
た
が
、
村
岡
論
文
が
扱
っ
た
時
代

に
比
べ
、
二
つ
の
祖
国
の
間
で
乖
離
が
顕
著
と
な
っ
て
い

た
。
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は
、
こ
の
乖
離
を
修
正
す
る
た

め
に
、
理
念
を
率
先
し
て
実
践
し
、
そ
の
な
か
で
文
化
的
背

景
が
異
な
る
人
び
と
と
連
帯
し
た
。
ユ
ダ
ヤ
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
試
み
た
民
族
を
超
え
た
連
帯
は
、
多
民
族
の
国
民
国
家

ア
メ
リ
カ
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
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人
は
民
族
を
超
え
た
連
帯
を
実
現
す
べ
く
、
そ
れ
が
実
現
し

そ
う
な
制
度
や
ル
ー
ル
が
実
践
さ
れ
て
い
る
と
目
さ
れ
る
場

に
移
り
、
自
ら
に
望
ま
し
い
か
た
ち
で
そ
の
制
度
や
ル
ー
ル

を
強
化
す
べ
く
積
極
的
に
関
与
し
た
結
果
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

篠
崎
論
文
は
、
華
人
の
中
国
志
向
が
一
気
に
高
ま
っ
た
と

さ
れ
る
中
華
民
国
の
成
立
期
に
、
ペ
ナ
ン
に
お
い
て
最
も
積

極
的
に
中
国
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所

を
取
り
上
げ
る
。
ペ
ナ
ン
華
人
商
業
会
議
所
に
関
わ
っ
て
い

た
華
人
に
と
っ
て
、
暮
ら
し
の
祖
国
と
し
て
最
も
重
み
を
持

つ
の
は
ペ
ナ
ン
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
暮
ら
し
は
中
国
と
の

人
・
物
・
金
・
情
報
の
や
り
取
り
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
た

た
め
、
中
国
は
ル
ー
ツ
の
祖
国
で
も
あ
り
、
暮
ら
し
の
祖
国

で
も
あ
っ
た
。
暮
ら
し
の
祖
国
が
二
つ
の
異
な
る
公
権
力
の

管
轄
下
に
あ
る
た
め
に
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
公

権
力
と
の
関
係
構
築
に
努
め
た
。
ま
た
暮
ら
し
の
祖
国
と
し

て
最
も
重
み
を
持
つ
ペ
ナ
ン
で
は
、
政
治
に
参
加
す
る
機
会

に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
人
は
欧
米
人
と
同
等
の
権
利
を
持
た
な

か
っ
た
。
ペ
ナ
ン
の
華
人
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
制
度
や
価
値

に
照
ら
し
て
、
ペ
ナ
ン
に
お
い
て
欧
米
人
と
同
等
の
権
利
を

自
ら
に
与
え
る
よ
う
海
峡
植
民
地
政
府
に
求
め
た
。
暮
ら
し

の
祖
国
に
お
け
る
自
ら
の
状
況
を
改
善
す
る
う
え
で
参
照
し

た
イ
ギ
リ
ス
は
、
ペ
ナ
ン
の
華
人
に
と
っ
て
理
念
の
祖
国
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

奈
倉
論
文
は
、
社
会
主
義
と
い
う
普
遍
性
を
追
求
す
る

「
新
中
国
」
に
共
鳴
す
る
華
人
が
現
れ
た
時
代
を
扱
う
。

ミ
ャ
ン
マ
ー
で
生
ま
れ
育
ち
、
一
〇
代
半
ば
で
文
革
期
の
中

国
に
移
っ
た
華
人
女
性
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
追
い
、
越

境
の
中
で
構
築
さ
れ
る
「
ホ
ー
ム
」
や
祖
国
と
い
っ
た
認
識

の
複
雑
さ
を
示
す
。
こ
の
女
性
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
い
た
頃

は
、
オ
テ
ィ
エ
ゴ
ン
が
暮
ら
し
の
祖
国
で
あ
り
、
ル
ー
ツ
の

祖
国
を
祖
父
の
出
身
地
で
あ
る
福
建
省
安
渓
に
、
理
念
の
祖

国
を
「
新
中
国
」
に
そ
れ
ぞ
れ
見
い
だ
し
て
い
た
。
し
か
し

中
国
に
移
っ
た
後
、
想
像
と
は
異
な
る
現
実
を
過
ご
す
な
か

で
、
中
国
は
彼
女
に
と
っ
て
も
は
や
理
念
の
祖
国
で
は
な
く

な
っ
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
幼
少
時
を
過
ご
し
た
ミ
ャ
ン

マ
ー
・
オ
テ
ィ
エ
ゴ
ン
が
ル
ー
ツ
の
祖
国
と
し
て
浮
か
び
上

が
る
側
面
も
あ
っ
た
。
他
方
で
中
国
は
、
自
ら
の
家
族
を
築

い
た
暮
ら
し
の
祖
国
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
国
家
に
配
属
さ

れ
て
三
〇
年
間
暮
ら
し
た
江
西
省
撫
州
と
、
自
ら
の
意
志
で

移
っ
て
き
た
福
建
省
厦
門
と
で
は
、
祖
国
の
重
さ
が
異
な
っ

て
お
り
、
個
人
の
立
ち
位
置
を
国
家
単
位
で
と
ら
え
る
こ
と

の
限
界
が
指
摘
さ
れ
る
。

北
村
論
文
も
奈
倉
論
文
と
同
様
、「
新
中
国
」
成
立
前
後

に
東
南
ア
ジ
ア
の
居
住
国
を
後
に
し
た
華
人
を
扱
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
か
ら
移
住
し
た
華
人
を
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扱
う
北
村
論
文
は
、「
新
中
国
」
で
は
な
く
、
旧
植
民
地
宗

主
国
で
あ
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
に
向
か
っ
た
人
た
ち
を
事
例
と
す

る
。
こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
ス
カ
ル
ノ
期
（
一
九
四
五
～
六

六
年
）
お
よ
び
ス
ハ
ル
ト
期
（
一
九
六
六
～
一
九
九
八
年
）

へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
秩
序
の
移
行
期
を
中
心
に
整
理
す
る
。
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
に
移
住
し
た
華
人
は
、
現

状
よ
り
よ
い
生
活
を
目
指
し
た
結
果
オ
ラ
ン
ダ
に
行
き
着

き
、
そ
こ
で
生
活
の
基
盤
を
構
築
し
て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
が

理
念
の
祖
国
で
あ
り
、
暮
ら
し
の
祖
国
で
あ
る
と
言
え
る
。

彼
ら
に
は
、
ル
ー
ツ
の
祖
国
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
中
国
で

あ
る
。
文
化
的
・
社
会
的
に
現
地
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
オ
ラ

ン
ダ
）
化
の
度
合
い
が
高
く
と
も
、
ま
た
当
事
者
が
そ
の
こ

と
を
ど
れ
ほ
ど
強
く
自
覚
し
て
い
よ
う
と
も
、
彼
ら
は
他
者

か
ら
華
人
と
し
て
括
ら
れ
て
き
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
地
域
か

ら
オ
ラ
ン
ダ
に
移
住
し
た
人
た
ち
は
、
ル
ー
ツ
の
祖
国
で
あ

る
中
国
に
向
き
合
う
経
験
を
二
重
に
し
て
き
た
と
言
え
る
。

も
う
一
つ
の
ル
ー
ツ
の
祖
国
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
る
。

自
ら
が
文
化
的
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
化
し
て
い
る
こ
と
を
、

「
プ
ラ
ナ
カ
ン
」
と
い
う
語
で
自
称
す
る
者
が
い
る
。
ま
た

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
名
前
を
冠
す
る
組
織
に
所
属
し
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
残
る
家
族
と
の
関
係
を
維
持
し
た
り
、
若
い
世
代

の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
留
学
生
と
交
流
し
た
り
す
る
な
か
で
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
者
も
い
る
。

越
境
者
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
、
出
自
国
か
居
住
国
か
を

問
わ
な
い
こ
う
し
た
見
方
は
、
古
田
元
夫
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

概
念
に
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
古
田
は

ベ
ト
ナ
ム
の
事
例
に
即
し
て
、
個
人
が
自
己
を
世
界
に
位
置

づ
け
る
う
え
で
何
ら
か
の
人
間
集
団
の
ま
と
ま
り
を
形
成
す

る
過
程
と
、
そ
の
人
間
集
団
が
自
ら
を
世
界
に
位
置
づ
け
る

う
え
で
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
選
ぶ
過
程
と
を
、
区
別
し
て

と
ら
え
て
い
る
。
文
化
的
な
共
同
体
と
政
治
的
な
共
同
体
と

を
一
致
さ
せ
、
自
決
の
単
位
で
あ
る
国
民
国
家
を
創
出
す
る

過
程
に
注
目
す
る
議
論
（
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン 

一
九
九
七 ; 

ス
ミ

ス 

一
九
九
九 ; 

ゲ
ル
ナ
ー 

二
〇
〇
〇
）
に
対
し
、
古
田
は
、

人
間
集
団
の
あ
り
方
は
必
ず
し
も
独
自
の
国
民
国
家
の
形
成

に
収
斂
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
個
人
と
国
家
と
の
関
係
の
結

び
方
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
、
人
間
集
団
が
よ
り

よ
い
生
き
方
を
柔
軟
に
追
求
す
る
過
程
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
。
そ
の
た
め
、
国
民
を
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
の
に
対
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
構
成
員
に
な
る
可
能
性
を

想
定
し
て
、
文
化
的
な
人
間
集
団
の
ま
と
ま
り
を
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
と
呼
ぶ
（
古
田 

一
九
九
五
：
四
―
五
）。

本
特
集
に
収
め
ら
れ
た
各
論
文
が
示
す
の
は
ま
さ
に
、
個

人
と
民
族
と
国
家
と
を
一
対
一
の
関
係
で
固
定
的
に
結
び
付

け
ず
、
個
人
や
民
族
が
よ
り
よ
い
生
き
方
を
柔
軟
に
追
求
す

る
過
程
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
複
雑
な
様
相
を
と
ら
え
る
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軸
と
し
て
、「
三
つ
の
祖
国
」
と
い
う
軸
の
立
て
方
の
可
能

性
を
検
討
し
て
行
き
た
い
。

◉
注

＊ 

１ 
こ
う
し
た
研
究
の
例
と
し
て
、
河
部
（
一
九
七
二
）、
岡

部
（
一
九
七
一 ; 

一
九
八
九
）、
戴
（
一
九
八
〇
）、
田
中
（
一

九
九
〇 ; 
一
九
九
五 ; 

二
〇
〇
二
）
な
ど
が
あ
る
。

＊ 

２ 

貞
好
（
一
九
九
三
）
と
金
子
（
二
〇
〇
一
）
は
、
民
族

の
枠
組
み
が
溶
解
す
る
連
帯
や
、
す
べ
て
の
民
族
が
政
治
的
・

社
会
的
に
平
等
の
権
利
を
保
障
さ
れ
る
体
制
が
な
ぜ
生
じ
な

か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
華
人
の
試
み
を
中
心
に
論
じ
て
い

る
。「
な
ぜ
生
じ
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
は
、

生
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と

言
え
る
。

＊ 

３ 

こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
研
究
と
し
て
石

井
（
一
九
九
九
）
や
奈
倉
（
二
〇
一
一 ; 

二
〇
一
二
）
な
ど
が

あ
る
。

＊ 

４ 

ロ
シ
ア
帝
国
や
ア
メ
リ
カ
な
ど
多
民
族
的
な
国
家
に
お

い
て
、
今
い
る
国
家
で
生
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
尊
厳
あ
る
民

族
と
し
て
認
知
さ
れ
、
他
の
民
族
と
同
等
の
待
遇
を
受
け
る
べ

く
、「
流
浪
の
民
」
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
な
か
で
、
ユ
ダ

ヤ
人
が
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
強
調
す
る
に
い
た
っ
た
側
面
に
つ
い

て
、
鶴
見
（
二
〇
一
一
）
お
よ
び
池
田
（
二
〇
一
一
）
が
論
じ

て
い
る
。
ま
た
西
村
（
二
〇
一
一
）
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
で
活
発

化
し
た
運
動
で
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
と
対
置
さ
れ
る
ブ
ン
デ
ィ
ズ
ム

に
着
目
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
、
多
民
族
社
会
の
正
統

な
一
構
成
員
と
し
て
自
ら
を
認
知
さ
せ
る
た
め
に
ユ
ダ
ヤ
人
の

文
化
的
固
有
性
を
言
語
を
中
心
に
押
し
出
す
が
、
一
民
族
一
国

家
的
な
シ
オ
ニ
ズ
ム
を
否
定
し
、
階
級
闘
争
の
論
理
で
ロ
シ
ア

帝
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
と
連
帯
し
、
国
家
の
あ
り
方
を
変

え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
自
ら
も
含
め
た
少
数
派
が
生
き
や
す
い

多
民
族
国
家
の
構
築
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
し
た
事
例
に
着

目
し
て
い
る
。
森
（
二
〇
一
一
）
は
、
民
族
自
治
と
い
う
制
度

が
広
く
存
在
し
て
い
た
帝
国
（
ロ
シ
ア
帝
国
、
オ
ス
マ
ン
帝

国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
＝
ハ
ン
ガ
リ
ー
帝
国
）
が
解
体
し
、
同
質

的
な
主
権
国
家
が
誕
生
す
る
な
か
で
、
シ
オ
ニ
ズ
ム
の
力
点
が

民
族
自
治
の
獲
得
か
ら
主
権
国
家
の
実
現
へ
と
力
点
を
変
化
さ

せ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
市
川
（
二
〇
〇
八
）
は
、
西
欧
に
お
け

る
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
を
、
近
代
的
な
国
民
国
家
の
成
立
と
い
う
文

脈
の
中
で
整
理
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
流
れ
が
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト

に
よ
っ
て
、
ま
た
難
民
化
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
処
遇
を
め
ぐ
る
第

二
次
大
戦
後
の
英
米
の
対
応
に
よ
り
大
き
く
断
絶
し
、
イ
ス
ラ

エ
ル
の
建
国
に
い
た
る
過
程
や
、
必
ず
し
も
自
ら
の
意
志
で
パ

レ
ス
チ
ナ
に
渡
っ
た
わ
け
で
は
な
い
ユ
ダ
ヤ
人
も
少
な
く
な

か
っ
た
こ
と
を
、
野
村
（
二
〇
一
一
）
が
整
理
し
て
い
る
。

＊ 

５ 

二
者
択
一
的
な
見
方
に
よ
ら
ず
華
人
を
と
ら
え
る
試
み

と
し
て
、
山
本
（
二
〇
〇
六
）
が
あ
る
。

＊ 
６ 

ア
メ
リ
カ
で
は
一
九
一
〇
年
代
末
か
ら
一
九
四
〇
年
代

半
ば
に
か
け
て
、
高
等
教
育
機
関
に
お
い
て
ユ
ダ
ヤ
人
学
生

「
割
当
制
」
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
（
二
〇

〇
九
）
を
参
照
。
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地
域
研
究
。

⑤
学
歴
…
…
東
京
女
子
大
学
現
代
文
化
学
部
、
東
京
女
子
大
学
大
学
院
現

代
文
化
研
究
科
・
修
士
課
程（
現
代
文
化
研
究
専
攻
）、
東
京
大
学
大
学

院
総
合
文
化
研
究
科
・
修
士
課
程（
地
域
文
化
研
究
専
攻
）、
東
京
大
学

大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
・
博
士
課
程（
地
域
文
化
研
究
専
攻
）。

⑥
職
歴
…
…
在
マ
レ
ー
シ
ア
日
本
国
大
使
館
専
門
調
査
員（
三
五
歳
、
任
期

二
年
）、
北
九
州
市
立
大
学
外
国
語
学
部
准
教
授（
三
七
歳
）。

⑦
現
地
滞
在
経
験
…
…
マ
レ
ー
シ
ア（
マ
ラ
ヤ
大
学
歴
史
学
科
・
研
究
生
、

二
七
歳
、
二
年
、
現
地
調
査
、
三
三
歳
、
一
年
、
在
マ
レ
ー
シ
ア
日
本

国
大
使
館
・
専
門
調
査
員
、
三
五
歳
、
二
年
）、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル（
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
歴
史
学
科
・
客
員
研
究
員
、
三
〇
歳
、
五
ヶ
月
）。

⑧
研
究
手
法
…
…
マ
ラ
ヤ
大
学
で
の
寮
生
活
・
部
活
動
、
ハ
ウ
ス
シ
ェ
ア
、

下
宿
な
ど
を
通
じ
て
マ
レ
ー
シ
ア
人
と
さ
ま
ざ
ま
な
関
わ
り
を
持
っ
た

経
験
が
、
資
料
の
行
間
を
読
み
解
く
現
地
感
覚
と
な
っ
て
い
る
。

⑨
所
属
学
会
…
…
日
本
マ
レ
ー
シ
ア
学
会
、
東
南
ア
ジ
ア
学
会
、
ア
ジ
ア

政
経
学
会
、
日
本
華
僑
華
人
学
会
。

⑩
研
究
上
の
画
期
…
…
二
〇
〇
四
年
一
二
月
二
六
日
に
発
生
し
た
ス
マ
ト

ラ
沖
地
震
・
津
波
お
よ
び
二
〇
〇
八
年
七
月
の
ペ
ナ
ン
・
ジ
ョ
ー
ジ
タ

ウ
ン
と
マ
ラ
ッ
カ
の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
文
化
遺
産
登
録
。
ス
マ
ト
ラ
島
北

部
、
ペ
ナ
ン
、
タ
イ
南
西
部
に
お
い
て
、
歴
史
的
な
つ
な
が
り
を
相
互

に
強
調
す
る
動
き
が
現
れ
る
な
か
で
、
ペ
ナ
ン
の
意
義
を
と
ら
え
る
視

点
が
大
き
く
開
い
た
。

⑪
推
薦
図
書
…
…
古
田
元
夫『
ベ
ト
ナ
ム
の
世
界
史
―
―
中
華
世
界
か
ら
東
南

ア
ジ
ア
世
界
へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）。
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