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本
論
文
で
は
武
田
泰
淳
の
抱
く
民
族
意
識
か
ら
泰
淳
の
理
想
と
し
て
の
民
族
の
在

り
方
と
そ
の
論
点
が
現
代
社
会
へ
の
民
族
問
題
と
ど
の
よ
う
に
直
結
し
て
い
る
か
を

考
察
し
た
い
。
本
論
文
で
は
泰
淳
の
代
表
的
長
編
小
説
で
あ
る
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』

に
関
し
て
、
作
品
の
主
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
民
族
意
識
に
つ
い
て
考
察
し

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
は
一
九
五
五
（
昭
和
三
〇
）
年
に
『
世
界
』
八
月
号
に
て

連
載
が
開
始
さ
れ
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
五
月
号
ま
で
連
載
さ
れ
た
長
編
小
説

で
あ
る
。
作
品
は
若
い
画
工
で
あ
る
佐
伯
雪
子
の
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
民

族
の
衰
退
と
ア
イ
ヌ
民
族
の
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
へ
の
同
化
を
し
て
い
く

過
程
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
主
な
登
場
人
物
と
し
て
「
ア
イ
ヌ
統
一
委
員
会
」
と

い
う
組
織
の
池
博
士
と
い
う
人
物
や
彼
を
め
ぐ
る
ア
イ
ヌ
の
女
性
、
日
本
人
の
女
性

と
の
関
連
や
、
池
博
士
の
教
え
子
で
ア
イ
ヌ
民
族
と
し
て
日
本
人
へ
の
同
化
を
徹
底

的
に
拒
む
風
森
一
太
郎
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
く
る
。
作
品
の
主
要
な
コ
ー
ド
と

し
て
は
佐
伯
雪
子
の
視
点
か
ら
捉
え
た
、
池
博
士
と
風
森
一
太
郎
の
対
立
を
通
し
た

日
本
人
と
ア
イ
ヌ
民
族
の
対
立
関
係
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
点
は

風
森
一
太
郎
が
自
ら
を
ア
イ
ヌ
民
族
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
作
中
で
実
は
日
本
民
族
の
血
統
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
ア
イ
ロ
ニ
ー

が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
を
解
釈
す
る
う
え
で
先
行
研
究
で
は
様
々
な
読
み

が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
初
期
の
評
価
と
し
て
臼
井
吉
見
は
こ
の
作
品
を
長
編
小
説

と
し
て
完
結
し
て
い
る
と
し
て
概
ね
高
評
価
を
し
て
い
る
。（
１
）
同
様
に
佐
伯
彰
一
も

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
臼
井
吉
見
と
同
様
に
高
評
価
を
付
し
て
い
る
が
、（
２
）
こ
の
作

品
に
つ
い
て
批
判
的
な
声
と
し
て
は
日
野
啓
三
が
指
摘
す
る
よ
う
に
文
学
的
な
表
現

技
法
と
し
て
こ
の
作
品
が
「
中
途
半
端
」
で
あ
り
作
品
の
「
曖
昧
」
さ
が
生
じ
る
の

は
「
不
可
避
」
で
あ
る
と
し
た
評
価
が
あ
る
。（
３
）
同
様
の
見
解
と
し
て
中
村
光
夫
に

よ
る
評
価
は
作
中
の
芸
術
家
と
し
て
の
佐
伯
雪
子
に
お
け
る
表
現
に
つ
い
て
上
手
く

描
き
き
れ
て
い
な
い
と
し
、
な
お
か
つ
小
説
の
方
法
論
上
と
し
て
も
欠
陥
が
あ
る
と

し
て
こ
の
作
品
に
対
し
て
批
判
的
な
指
摘
を
し
て
い
る
。（
４
）
そ
の
後
の
論
点
と
し
て

は
兵
藤
正
之
助
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
泰
淳
の
代
表
的
評
論
で
あ
る
「
滅
亡
に
つ
い

て
」
に
お
け
る
文
明
観
で
あ
る
諸
行
無
常
、
栄
枯
盛
衰
と
い
っ
た
観
念
が
こ
の
作
品

に
投
影
さ
れ
て
お
り
、
衰
退
し
て
い
く
ア
イ
ヌ
民
族
も
ま
た
日
本
民
族
に
収
斂
さ
れ

て
い
く
こ
と
に
解
釈
の
一
端
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。（
５
）
今
日
的
に
は
木
田
隆
文

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
こ
の
作
品
を
一
つ
の
観
光
小
説
と
し
て
の
読
み
が
展
開
さ
れ

て
お
り
、
作
品
を
通
し
て
舞
台
で
あ
る
北
海
道
の
大
自
然
を
感
じ
る
こ
と
に
作
品
の

意
義
が
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。（
６
）
主
要
な
先
行
研
究
で
は
ア
イ
ヌ
民
族
や
日
本

民
族
の
明
確
な
定
義
や
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
論
点
が
あ
ま
り
散
見
さ
れ
な
い
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。

　

泰
淳
自
身
は
内
田
吐
夢
と
の
対
談
で
ア
イ
ヌ
民
族
も
日
本
人
に
同
化
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
一
つ
の
民
族
の
在
り
方
を
示
し
、
こ
の
点
で
先
程
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ

た
よ
う
な
諸
行
無
常
、
栄
枯
盛
衰
と
い
う
観
念
で
こ
の
作
品
を
描
い
た
意
図
が
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。（
７
）

　

で
は
、
本
論
文
で
は
日
本
人
、
あ
る
い
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
定
義
を
あ
る
程
度
、
明

―
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湖
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確
に
し
た
う
え
で
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
が
持
つ
作
品
の
意
義
を
再
検
討
し
て
い
く

も
の
と
す
る
。

　

ま
ず
、
日
本
人
の
明
確
な
定
義
は
現
時
点
で
生
物
学
的
な
見
地
や
様
々
な
要
素
か

ら
考
察
し
た
う
え
で
も
明
確
な
定
義
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
日
本
人
を
単
一

民
族
、
あ
る
い
は
多
民
族
と
し
て
定
義
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
人
類
学
、
民
族
学
な

ど
の
見
地
か
ら
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
民
族
意
識
と
し
て
福
岡
安
則
は
血
統
、

文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
国
籍
の
三
つ
か
ら
考
察
を
し
、
血
統
、
文
化
的
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
国
籍
の
全
て
が
日
本
を
意
識
し
て
い
る
民
族
が
純
粋
な
日
本
人
と

し
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

　

で
は
、
福
岡
安
則
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
定
義
を
し
た
か
に
つ
い

て
も
見
解
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
福
岡
安
則
は
血
統
、
文
化
的

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二
つ
が
ア
イ
ヌ
を
意
識
し
、
国
籍
の
み
日
本
を
指
し
て
い
る

の
が
ア
イ
ヌ
民
族
だ
と
定
義
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
逆
説
的
に
言
え
ば
ア
イ
ヌ
民
族
の
定
義
と
同
様
な
状
況
を
想
起
し
て
い

る
民
族
は
純
粋
な
日
本
人
で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
は
な
く
独
自
の
民
族
意
識
を
保
持

し
て
い
る
と
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。（
８
）
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ

ン
は
「
国
民
国
家
」
の
成
立
に
お
い
て
国
家
と
は
想
像
さ
れ
た
共
同
体
で
あ
り
、
国

家
自
体
が
民
族
に
お
け
る
共
通
認
識
と
し
て
の
共
同
体
で
あ
る
と
し
た
。
つ
ま
り
、

人
々
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
り
民
族
識
別
を
行
う
こ
と
に
近
代
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
本
質
が
あ
る
と
し
て
い
る
。（
９
）

　

日
本
人
の
民
族
に
お
け
る
定
義
を
考
慮
す
る
う
え
で
以
上
の
よ
う
な
論
点
を
考
慮

す
る
と
日
本
の
民
族
体
制
の
特
徴
が
明
ら
か
に
な
る
。
日
本
が
戦
時
中
に
多
民
族
国

家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
肯
定
し
、
多
民
族
を
統
合
す
る
こ
と
で
日
本
人
は
単
一
民

族
で
あ
る
と
い
う
説
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
仮
説
に
基
づ
き
日

本
人
な
い
し
、
日
本
民
族
の
定
義
を
試
み
る
と
植
民
地
支
配
に
お
け
る
民
族
体
制
や

日
本
人
の
優
性
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
単

一
民
族
と
い
う
神
話
や
仮
説
を
根
拠
に
し
て
、
植
民
地
に
お
け
る
民
族
を
強
引
に
日

本
人
な
い
し
、
日
本
民
族
と
し
て
組
み
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
日
鮮

同
祖
論
や
内
鮮
結
婚
の
奨
励
に
よ
る
民
族
的
同
化
や
、
日
本
民
族
白
人
説
に
お
け
る

日
本
人
の
優
性
を
裏
付
け
よ
う
と
す
る
論
調
が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
こ
こ
に
日
本
人

の
民
族
意
識
や
定
義
の
大
き
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
前
出
の

血
統
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
国
籍
が
ラ
ン
ダ
ム
に
意
識
の
対
象
と
し
て
日

本
や
そ
れ
以
外
の
要
素
を
認
識
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
ど
れ
か
が

日
本
人
へ
の
意
識
を
保
持
さ
せ
る
こ
と
で
強
引
に
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
へ

の
編
入
を
可
能
と
し
て
し
ま
う
。（
10
）

　

戦
後
の
日
本
に
お
い
て
は
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
の
認
識
は
象
徴
天
皇
制

に
よ
り
日
本
人
は
血
統
、
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
国
籍
に
よ
る
日
本
人
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
に
よ
り
多
民
族
統
治
と
は
異
な
る
視
点
で
日
本
人
の
単

一
民
族
性
が
浸
透
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
日
本
人
に
お
け
る
民
族
意
識
は
比
較

考
慮
し
て
い
く
こ
と
は
日
本
人
の
特
殊
性
や
日
本
人
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
考
慮
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
歴
史
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。（
11
）

　

以
上
の
よ
う
に
日
本
人
の
定
義
を
試
み
る
こ
と
は
歴
史
的
な
側
面
や
日
本
民
族

を
裏
付
け
る
決
定
的
な
根
拠
が
な
い
限
り
非
常
に
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ビ
ン
・

コ
ー
エ
ン
は
『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』（
12
）
で
流
動
的
な
民
族
単
位
で
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
布
を
考
慮
し
、
被
害
者
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
、
労
働
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
、

帝
国
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
、
交
易
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
、
文
化
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
い
う
識
別
を

行
い
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
民
族
識
別
へ
の
布
石
を
敷
い
た
。
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日
本
人
は
日
系
移
民
や
海
外
定
住
の
人
々
が
存
在
す
る
た
め
に
ロ
ビ
ン
・
コ
ー
エ

ン
は
こ
の
よ
う
な
人
々
を
一
種
の
労
働
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
、
交
易
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
で
あ

る
と
い
う
分
布
を
し
て
い
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
歴
史
的
な
側
面
か
ら
考
察
す

れ
ば
明
治
政
府
は
北
海
道
開
拓
を
理
由
と
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
土
地
、
つ
ま
り
当
時

の
蝦
夷
を
ロ
シ
ア
か
ら
の
南
下
防
止
と
い
う
名
目
で
日
本
人
の
住
む
土
地
へ
と
改
造

し
て
き
た
。
政
策
レ
ベ
ル
で
は
こ
の
よ
う
な
介
入
は
日
本
が
朝
鮮
、
台
湾
、
沖
縄
へ

の
介
入
へ
と
論
理
的
に
直
結
す
る
こ
と
を
こ
の
時
点
で
色
濃
く
残
し
て
い
る
。
明
治

政
府
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
住
む
蝦
夷
を
日
本
化
す
る
こ
と
を
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
。

　

日
本
人
は
西
欧
諸
国
か
ら
は
排
斥
の
対
象
と
し
て
認
知
さ
れ
る
民
族
で
あ
り
な
が

ら
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
む
し
ろ
差
別
し
、
支
配
を
し
よ
う
と
す
る
両
義
性
を
保
持
し

て
い
る
。（13
）
岩
谷
英
太
郎
は
ア
イ
ヌ
政
策
と
し
て
「
撲
滅
主
義
」、「
変
種
主
義
」、

「
秦
皇
主
義
」、「
急
進
主
義
」、「
漸
化
主
義
」
の
五
つ
の
政
策
主
義
を
挙
げ
、
後
に

「
欧
化
主
義
」、「
保
存
主
義
」、「
同
化
主
義
」
の
三
つ
を
展
開
し
た
。
岩
谷
英
太
郎

は
「
撲
滅
主
義
」
と
「
変
種
主
義
」
の
二
つ
は
露
骨
な
差
別
化
と
日
本
人
へ
の
同
化

を
施
す
論
理
だ
と
し
実
現
不
可
能
な
も
の
だ
と
し
た
が
、
岩
谷
英
太
郎
は
「
秦
皇
主

義
」（「
保
存
主
義
」）、「
急
進
主
義
」（「
欧
化
主
義
」）、「
漸
化
主
義
」（「
同
化
主
義
」）

の
三
つ
を
検
討
し
て
い
る
。（
14
）「
秦
皇
主
義
」（「
保
存
主
義
」）
は
ア
イ
ヌ
の
習
慣
、

風
俗
を
保
存
す
る
こ
と
に
大
き
な
重
点
を
置
い
た
。
し
か
し
、
近
代
化
を
進
め
る
う

え
で
こ
の
よ
う
な
論
点
は
当
時
、
整
合
性
の
と
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

近
代
化
の
波
に
対
抗
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
精
神
性
や
習
慣
を
保
持
し
て
い
く
こ
と

は
当
時
の
時
代
背
景
か
ら
考
察
し
て
も
困
難
で
あ
っ
た
。「
急
進
主
義
」（「
欧
化
主

義
」）
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
も
積
極
的
に
民
族
的
改
良
を
行
い
欧
化
し
て
い
く
こ
と
を

意
味
す
る
が
岩
谷
英
太
郎
は
こ
の
論
調
を
と
ら
ず
、「
漸
化
主
義
」（「
同
化
主
義
」）

に
よ
り
ア
イ
ヌ
民
族
へ
の
対
応
を
す
べ
き
だ
と
し
た
。
こ
の
論
理
は
ゆ
る
や
か
に
ア

イ
ヌ
民
族
を
日
本
人
へ
と
同
化
さ
せ
る
べ
き
だ
と
し
た
論
調
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と

し
て
は
後
述
す
る
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
に
お
い
て
実
践
さ
れ
て
い
く
同
化
志

向
に
な
る
が
、
岩
谷
英
太
郎
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
日
本
人
へ
の
同
化
を
あ
る
程
度
、
肯

定
的
に
捉
え
て
い
た
と
言
え
る
。
ア
イ
ヌ
民
族
を
日
本
人
化
し
、
ゆ
る
や
か
に
同
化

さ
せ
保
護
す
る
こ
と
で
日
本
人
へ
と
編
入
を
さ
せ
日
本
の
領
土
の
拡
大
を
目
指
す
こ

と
を
そ
れ
は
意
味
す
る
。
な
お
か
つ
欧
米
と
の
競
争
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
民
族
を
前
述

の
「
急
進
主
義
」（「
欧
化
主
義
」）
で
欧
化
し
て
い
く
こ
と
は
ア
イ
ヌ
民
族
を
欧
米

に
包
含
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
適
切
で
は
な
い
と
し
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
日
本
人
に
編

入
さ
せ
る
こ
と
と
、
欧
米
に
は
同
化
さ
せ
な
い
と
い
う
二
重
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ

を
明
治
政
府
は
考
慮
し
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
論
理
は
日
本
の
近
代
が
抱
え
て
い

る
矛
盾
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
論
理
か
ら
当
時
の
論
調
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
日
本
人
へ
の
同
化
あ
る
い

は
漸
化
を
進
め
る
べ
き
だ
と
し
た
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
時
期
を
前
後

し
て
こ
の
論
点
が
進
行
す
る
中
で
「
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
」
が
成
立
し
て
い
く
。

　

こ
の
法
案
の
主
な
論
旨
は
岩
谷
英
太
郎
の
「
漸
化
主
義
」（「
同
化
主
義
」）
と
根

本
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
治
政
府
と
い
う
国
家
の
体
制
を
強
固
な
も
の
に
す

る
た
め
に
領
土
の
拡
大
を
名
目
に
し
て
ゆ
る
や
か
に
ア
イ
ヌ
民
族
を
学
校
教
育
や
農

耕
の
方
法
に
よ
っ
て
日
本
人
化
し
て
い
く
た
め
の
手
段
と
し
て
こ
の
法
案
を
用
い
た

と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
政
策
レ
ベ
ル
で
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
日
本
人
化
を
当
時
の
論

調
で
は
肯
定
的
に
捉
え
て
お
り
、
こ
の
時
点
で
ア
イ
ヌ
民
族
は
日
本
人
と
は
異
な
る

価
値
観
を
持
っ
た
民
族
で
あ
る
と
当
時
の
日
本
人
は
認
知
し
て
い
た
と
言
え
る
。
加

え
て
明
治
政
府
は
均
質
的
な
国
民
の
創
出
を
目
指
す
こ
と
が
急
務
で
あ
り
、
前
出
の

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
言
う
近
代
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
「
国
民

国
家
」
の
体
制
を
整
え
る
の
は
明
治
政
府
の
大
き
な
命
題
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
民
族
を
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日
本
人
に
編
入
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
他
者
と
し
て
の
ア
イ
ヌ

民
族
と
い
う
論
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
ア
イ
ヌ
民
族
は
近
代
以
降
、
日
本
人
か
ら
の
強

制
的
な
政
策
を
受
け
る
被
害
が
発
生
し
て
い
る
と
言
え
る
。（
15
）
つ
ま
り
ア
イ
ヌ
民

族
は
ロ
ビ
ン
・
コ
ー
エ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
被
害
者
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
該
当
す
る

と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。
主
な
論
拠
と
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
は
自
ら
の
精
神
性
を
日
本

人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
お
ら
ず
、
精
神
性
の

依
拠
を
あ
く
ま
で
ア
イ
ヌ
民
族
に
求
め
て
い
る
。
加
え
て
ア
イ
ヌ
民
族
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
を
営
む
う
え
で
の
差
別
的
な
認
識
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
る
よ
う
だ
。（
16
）
つ
ま
り
、
日
本
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
民
族
と
し
て
生
活
し
て
い

く
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
特
殊
性
と
日

本
人
と
の
差
異
を
認
知
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
被
害
者
デ
ィ
ア
ス

ポ
ラ
の
概
念
は
様
々
な
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
類
型
に
共
通
し
て
い
る
民
族
的
迫
害
を
受

け
て
い
る
こ
と
が
根
底
に
あ
る
が
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
対
す
る
明
治
政
府
の
対
応
は
ゆ

る
や
か
で
は
あ
る
が
一
方
的
な
強
制
と
迫
害
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
察

し
て
も
ア
イ
ヌ
民
族
は
一
種
の
被
害
者
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
し
て
判
断
で
き
る
と
思
わ

れ
る
。

　

で
は
こ
の
よ
う
な
論
点
か
ら
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
を
解
読
す
る
と
ど
の
よ
う
な

解
釈
が
展
開
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。
前
述
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
し
て

の
ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す
る
考
察
か
ら
検
討
す
れ
ば
、
泰
淳
の
創
作
の
意
図
と
あ
い

ま
っ
て
こ
の
作
品
が
衰
退
し
て
い
く
民
族
の
栄
枯
盛
衰
、
諸
行
無
常
と
い
う
観
念
が

投
影
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
鵠
を
得
て
い
る
。
今
日
的
な
解
釈
で
あ
る

観
光
小
説
と
し
て
の
読
み
は
こ
の
点
で
作
品
の
主
題
で
あ
る
民
族
意
識
と
し
て
は
若

干
、
趣
が
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
と
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
民
族
へ
と
論
点
を
広
げ
て
い
く
と
、
こ
の
作
品
の
主
題

で
あ
る
民
族
の
栄
枯
盛
衰
、
諸
行
無
常
は
単
に
日
本
に
お
け
る
民
族
問
題
の
み
に
留

ま
ら
ず
、
様
々
な
解
釈
を
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は

日
本
の
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
に
よ
る
植
民
地
支
配
に
対
す
る
戦
後
の
罪
悪
感
や
批

判
と
し
て
こ
の
作
品
を
解
釈
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
作
品
の
主

要
な
コ
ー
ド
で
あ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
し
て
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
抵
抗
と
い
う
要
素
が

こ
こ
で
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
日
本
は
近
代
化
し
て
い
く
際
に
西
洋

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
一
方
的
に
受
容
し
た
が
、
そ
の
近
代
化
に
お
け
る
過
程
で
民
族

意
識
に
お
け
る
抵
抗
と
い
う
概
念
が
弱
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
隣
国
の
中
国
は
そ

の
点
で
民
族
意
識
の
強
さ
か
ら
く
る
回
心
や
抵
抗
が
日
本
よ
り
強
力
で
あ
っ
た
こ
と

を
加
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
泰
淳
は
「
中
国
文
学
研
究
会
」
に
お
い
て
中
国
認

識
や
中
国
蔑
視
に
対
す
る
是
正
や
新
た
な
中
国
認
識
を
試
み
よ
う
と
し
た
こ
と
は
特

筆
す
べ
き
事
項
で
あ
る
。『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
が
提
示
す
る
衰
退
し
て
い
く
民
族

に
お
け
る
栄
枯
盛
衰
、
諸
行
無
常
に
お
い
て
風
森
一
太
郎
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
し
て

の
ア
イ
ヌ
民
族
の
徹
底
的
な
抵
抗
は
日
本
人
が
近
代
化
し
て
い
く
際
に
欠
如
し
て
い

た
姿
勢
で
あ
る
こ
と
を
泰
淳
は
意
図
的
に
こ
の
作
品
に
投
影
し
、
そ
れ
を
読
者
に
提

示
し
て
い
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
は
風

森
一
太
郎
の
抵
抗
が
実
を
結
ば
ず
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族

に
収
斂
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
現
代
的
に
は
近
代
化
を
問
う
際
の
「
近
代
化
す

る
こ
と
の
善
」
と
い
う
一
方
的
な
解
釈
や
、
中
国
の
近
代
化
の
際
の
民
族
意
識
の
強

さ
か
ら
く
る
民
族
の
主
体
性
を
強
調
し
た
抵
抗
が
結
局
、
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
り
逆
説
的
で
は
あ
る
が
日
本
人
、

あ
る
い
は
日
本
民
族
の
主
体
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
持
を
強
調
し
、
近
代
化

に
伴
う
ア
ジ
ア
認
識
に
お
い
て
正
当
な
理
解
を
試
み
て
い
く
の
に
新
た
な
創
造
的
な

見
解
を
読
者
に
抱
か
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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さ
ら
に
重
要
な
点
は
前
述
し
た
よ
う
に
作
品
に
お
い
て
風
森
一
太
郎
は
自
ら
を
ア

イ
ヌ
民
族
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ァ
イ
し
て
い
る
が
、
実
は
日
本
民
族
と
し
て
の

血
統
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
告
発
が
風
森
一
太
郎
の
知
ら
ぬ
際
に
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
る
精
神
性
に
お
い
て
風
森
一
太

郎
は
ア
イ
ヌ
民
族
で
も
な
く
、
ま
た
日
本
民
族
で
も
な
い
と
い
う
二
律
背
反
性
を
保

持
し
た
作
品
の
重
要
人
物
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

作
品
に
お
い
て
の
風
森
一
太
郎
の
民
族
意
識
を
根
底
に
し
た
抵
抗
は
カ
オ
ス
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
が
、
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
こ
の
よ
う
な
権
力
状
態
の
混
沌
を

法
の
統
治
外
に
あ
る
「
例
外
状
態
」
と
し
て
定
義
し
た
。（
17
）
作
品
の
「
例
外
状
態
」

を
招
く
役
目
で
あ
る
風
森
一
太
郎
は
あ
る
種
の
民
族
的
超
越
性
を
保
持
し
て
い
る
。

　

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
は
「
例
外
状
態
」
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
法
的
な
罰

則
も
さ
れ
ず
、
宗
教
的
な
束
縛
も
さ
れ
ぬ
両
義
性
を
持
ち
権
力
を
寡
占
し
〈
生
〉
の

状
態
を
剥
き
出
し
に
す
る
役
目
を
担
う
人
間
を
古
代
西
洋
に
存
在
し
た
「
ホ
モ
・
サ

ケ
ル(

聖
な
る
人
間)

」
と
し
て
定
義
し
た
。（
18
）
風
森
一
太
郎
の
精
神
性
に
お
け
る

両
義
性
と
二
律
背
反
性
、
そ
し
て
そ
の
民
族
的
自
我
の
超
越
性
は
ア
ガ
ン
ベ
ン
の
言

う
「
ホ
モ
・
サ
ケ
ル(

聖
な
る
人
間)

」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
泰
淳

は
風
森
一
太
郎
の
民
族
的
自
我
の
超
越
性
に
前
述
し
た
日
本
人
に
欠
け
て
い
る
精
神

的
な
側
面
で
の
強
い
民
族
意
識
を
託
し
描
写
す
る
こ
と
で
固
定
化
さ
れ
た
強
い
民
族

意
識
を
投
影
し
た
と
い
う
創
作
の
意
図
を
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は

単
一
、
あ
る
い
は
多
民
族
統
合
に
よ
る
単
一
民
族
で
あ
る
と
し
た
不
明
確
な
日
本
人

と
い
う
定
義
と
解
釈
に
対
し
て
深
い
洞
察
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
論
点
で

は
日
本
人
の
民
族
意
識
が
ア
ジ
ア
内
部
で
は
弱
い
と
指
摘
し
た
が
、
日
本
内
部
で
の

民
族
意
識
は
日
本
人
と
い
う
概
念
が
多
数
の
強
固
な
民
族
意
識
の
衝
突
に
よ
り
成
立

し
て
い
る
と
し
た
論
点
を
、
こ
の
作
品
は
問
題
意
識
と
し
て
投
与
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
広
義
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
民
族
問
題
を
考
慮
す
れ
ば
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
に

お
け
る
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
と
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
民
族
的
対
立
を
様
々
な

民
族
問
題
へ
の
援
用
を
す
る
接
合
点
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

泰
淳
の
「
滅
亡
に
つ
い
て
」
の
本
文
を
引
用
し
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　
　

 　
滅
亡
は
私
た
ち
だ
け
の
運
命
で
は
な
い
。
生
存
す
る
す
べ
て
の
も
の
に
あ

る
。
世
界
の
国
々
は
か
つ
て
滅
亡
し
た
。
世
界
の
人
種
も
か
つ
て
滅
亡
し
た
。

こ
れ
ら
、
多
く
の
国
々
を
滅
亡
さ
せ
た
国
々
、
多
く
の
人
種
を
滅
亡
さ
せ
た
人

種
も
、
や
が
て
滅
亡
す
る
で
あ
ろ
う
。
滅
亡
は
決
し
て
咏
嘆
す
べ
き
個
人
的
悲

惨
事
で
は
な
い
。
も
っ
と
物
理
的
な
、
も
っ
と
世
界
の
空
間
法
則
に
し
た
が
っ

た
正
確
な
事
実
で
あ
る
。
星
の
運
行
や
、
植
物
の
成
長
と
全
く
同
様
な
、
正

確
き
わ
ま
り
な
く
、
く
り
か
え
さ
れ
る
事
実
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
大
き
な
構
成

物
は
、
人
間
の
個
体
が
植
物
や
動
物
の
個
体
た
ち
の
生
命
を
う
ば
い
、
そ
れ
を

噛
み
く
だ
き
の
み
く
だ
し
、
消
化
し
て
自
分
の
栄
養
を
摂
る
よ
う
に
、
あ
る
民

族
、
あ
る
国
家
を
滅
亡
さ
せ
て
は
、
自
分
を
維
持
す
る
栄
養
を
と
る
も
の
で
あ

る
。（
19
）

　

こ
の
こ
と
か
ら
も
泰
淳
の
民
族
意
識
は
非
常
に
広
い
範
囲
を
捉
え
て
お
り
、
決
し

て
日
本
や
そ
の
周
辺
地
域
の
み
の
民
族
問
題
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
地
球
規
模

で
の
人
類
の
歴
史
や
そ
れ
に
関
す
る
民
族
の
滅
亡
、
誕
生
、
興
隆
、
衰
退
と
い
っ
た

文
明
観
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

本
論
文
で
は
武
田
泰
淳
の
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
を
題
材
と
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ

る
民
族
意
識
や
広
義
で
の
ア
ジ
ア
認
識
な
い
し
中
国
認
識
に
つ
い
て
先
行
研
究
が
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フ
ァ
ジ
ー
に
し
て
き
た
要
素
で
あ
る
日
本
人
、
あ
る
い
は
日
本
民
族
や
ア
イ
ヌ
民
族

に
対
す
る
意
識
や
精
神
性
、
そ
れ
に
付
随
す
る
歴
史
的
な
観
点
か
ら
作
品
を
読
み
解

く
こ
と
で
先
行
研
究
と
は
異
な
っ
た
視
点
で
作
品
を
捉
え
る
解
釈
を
提
示
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
と
い
う
作
品
が
訴
え
か
け

て
い
る
民
族
問
題
や
そ
れ
に
関
す
る
民
族
意
識
は
今
日
的
に
も
特
定
の
地
域
の
み
な

ら
ず
世
界
規
模
で
の
民
族
問
題
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
味
合
い
を
含
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
民
族
状
況
に
お
い
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
日

本
人
の
民
族
体
制
を
理
解
す
る
の
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
論
点
と
し
て
文
献
を
解
読
す

る
こ
と
で
様
々
な
地
域
に
お
け
る
民
族
問
題
へ
の
建
設
的
な
論
点
を
東
ア
ジ
ア
に
お

け
る
ケ
ー
ス
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
で
民
族
問
題
に
お
い
て
重
要
な
視
点
を
提
供
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
政
策
レ
ベ
ル
で
の
民
族
問
題
へ
の
解
決
に
何
ら
か

の
要
素
と
し
て
文
化
的
摩
擦
の
緩
和
を
促
す
も
の
と
し
て
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
く
こ

と
は
渇
望
さ
れ
る
べ
き
民
族
問
題
へ
の
解
決
の
糸
口
で
あ
る
。

〈
注
釈
〉

（
１
） 

臼
井
吉
見
「
完
結
し
た
武
田
の
力
作
」『
朝
日
新
聞
』　

一
九
五
八
年
四
月
十
六
日

（
２
） 

佐
伯
彰
一
「
近
年
に
な
い
魅
力
小
説
／
武
田
泰
淳
著
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』」『
北
海
道

新
聞
』　

一
九
五
八
年
七
月
十
七
日

（
３
） 

日
野
啓
三
「『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
に
つ
い
て
」『
近
代
文
学
』　

一
九
五
八
年
九
月

（
４
） 

中
村
光
夫
「
現
代
の
長
篇
小
説
―
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
声
』   

一
九
五
八
年
十
月

（
５
） 

兵
藤
正
之
助
「
泰
淳
の
死
お
よ
び
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
を
め
ぐ
っ
て
―
地
獄
を
見
詰

め
た
作
家
の
「
諸
行
無
常
の
定
理
」」『
武
田
泰
淳
論　

昭
和
史
に
閃
鑠
す
る
作
家
』
冬

樹
社　

一
九
七
八
年

（
６
） 

木
田
隆
文
「
武
田
泰
淳
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
の
言
説
圏
―
〈
観
光
〉
小
説
を
視
座
と

し
て
―
」『
龍
谷
大
・
国
文
学
論
叢
』　

二
〇
〇
四
年
二
月

（
７
） 

武
田
泰
淳
・
内
田
吐
夢
（
対
談
）「
文
学
と
映
画
の
間
『
森
と
湖
の
ま
つ
り
』
を
中
心
に
」

『
キ
ネ
マ
旬
報　

一
二
月
上
旬
号
』　

一
九
五
八
年

（
８
） 

福
岡
安
則
『
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
』
中
公
新
書   

一
九
九
三
年　

五
ペ
ー
ジ
図
二
を
参
照

（
９
） 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
著
）
白
石
さ
や
・
白
石
隆
（
訳
）『
増
補　

想
像

の
共
同
体
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版　

一
九
九
七
年

（
10
） 

小
熊
英
二
『
単
一
民
族
神
話
の
起
源   〈
日
本
人
〉
の
自
画
像
の
系
譜
』   

新
曜
社   

一
九
九
五
年
を
参
照

（
11
） 

注
釈
（
10
）
と
同
文
献
を
参
照

（
12
） 

ロ
ビ
ン
・
コ
ー
エ
ン
（
著
）
駒
井
洋
（
監
訳
）
角
谷
多
佳
子
（
訳
）『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ

ア
ス
ポ
ラ
』
明
石
書
店　

二
〇
〇
一
年

（
13
） 

小
熊
英
二
『〈
日
本
人
〉
の
境
界　

沖
縄
・
ア
イ
ヌ
・
台
湾
・
朝
鮮　

植
民
地
支
配
か

ら
復
帰
運
動
ま
で
』
新
曜
社　

一
九
九
八
年　

五
六
ペ
ー
ジ
を
参
照

（
14
） 

注
釈
（
13
）
と
同
文
献　

六
三

－

六
六
ペ
ー
ジ
を
参
照

（
15
） 

注
釈
（
13
）
と
同
文
献　

六
六
ペ
ー
ジ
を
参
照

（
16
） 

関
口
由
彦
『
首
都
圏
に
生
き
る
ア
イ
ヌ
民
族
―
「
対
話
」
の
地
平
か
ら
』
草
風
館   

二
〇
〇
七
年
を
参
照

（
17
） 

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
著
）
田
中
浩
・
原
田
武
雄
（
訳
）『
政
治
神
学
』
未
来
社   

一
九
七
一
年

（
18
） 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
（
著
）
高
桑
和
巳
（
訳
）『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル　

主
権
権
力

と
剥
き
出
し
の
生
』
以
文
社　

二
〇
〇
三
年

（
19
） 

武
田
泰
淳
「
滅
亡
に
つ
い
て
」『
武
田
泰
淳
全
集　

第
十
二
巻
』　

筑
摩
書
房   

一
九
七
二
年　

九
二
‐
九
三
ペ
ー
ジ
か
ら
引
用

〈
主
要
参
考
文
献
〉

小
熊
英
二
『
単
一
民
族
神
話
の
起
源   〈
日
本
人
〉
の
自
画
像
の
系
譜
』   

新
曜
社   

一
九
九
五
年

小
熊
英
二
『〈
日
本
人
〉
の
境
界　

沖
縄
・
ア
イ
ヌ
・
台
湾
・
朝
鮮　

植
民
地
支
配
か
ら
復
帰
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運
動
ま
で
』
新
曜
社　

一
九
九
八
年

カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
著
）
田
中
浩
・
原
田
武
雄
（
訳
）『
政
治
神
学
』　

未
来
社   

一
九
七
一
年

川
西
政
明
『
武
田
泰
淳
伝
』
講
談
社　

二
〇
〇
五
年

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン
（
著
）
高
桑
和
巳
（
訳
）『
ホ
モ
・
サ
ケ
ル　

主
権
権
力
と
剥
き

出
し
の
生
』　

以
文
社   

二
〇
〇
三
年

関
口
由
彦
『
首
都
圏
に
生
き
る
ア
イ
ヌ
民
族
―
「
対
話
」
の
地
平
か
ら
』　

草
風
館   

二
〇
〇
七
年

武
田
泰
淳
『
武
田
泰
淳
全
集　

第
七
巻
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
二
年

武
田
泰
淳
『
武
田
泰
淳
全
集　

第
十
二
巻
』
筑
摩
書
房　

一
九
七
二
年

東
村
岳
史
『
戦
後
期
ア
イ
ヌ
民
族
―
和
人
関
係
史
序
説
―
１
９
４
０
年
代
か
ら
１
９
６
０
年

代
後
半
ま
で
』
三
元
社　

二
〇
〇
六
年

兵
藤
正
之
助
『
武
田
泰
淳
論　

昭
和
史
に
閃
鑠
す
る
作
家
』
冬
樹
社　

一
九
七
八
年

福
岡
安
則
『
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
』
中
公
新
書　

一
九
九
三
年

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
著
）
白
石
さ
や
・
白
石
隆
（
訳
）『
増
補　

想
像
の
共
同

体
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版　

一
九
九
七
年

ロ
ビ
ン
・
コ
ー
エ
ン
（
著
）
駒
井
洋
（
監
訳
）
角
谷
多
佳
子
（
訳
）『
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア

ス
ポ
ラ
』
明
石
書
店　

二
〇
〇
一
年

（
と
さ　

け
い
じ
・
本
学
修
士
課
程
人
文
科
学
研
究
科
国
際
文
化
専
攻
）


