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四
八

は
じ
め
に

地
球
社
会
に
は
、
は
る
か
以
前
か
ら
多
様
な
文
化
が
存
在
し
て
い
る
。
文
化
と
そ
の
表
現
を
保
護
し
、
文
化
間
の
相
互
交
流
を
促
進
す

る
こ
と
は
、
人
類
の
存
続
の
た
め
に
も
平
和
の
実
現
の
た
め
に
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る（

1
（

。
ユ
ネ
ス
コ
の
文
化
多
様
性
宣
言
に
し
た
が
い
、

文
化
を
「
特
定
の
社
会
ま
た
は
社
会
集
団
に
特
有
の
精
神
的
、
物
質
的
、
知
的
、
感
情
的
特
徴
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
芸
術
・
文
学

の
み
な
ら
ず
生
活
様
式
、
共
生
方
法
、
価
値
観
、
伝
統
、
信
仰
も
含
む
も
の（

2
（

」
と
捉
え
た
場
合
、
言
語
は
そ
の
よ
う
な
文
化
を
構
成
す
る

重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
生
活
・
思
考
様
式
を
伝

え
、
個
人
お
よ
び
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
す
る
第
一
の
媒
体
で
あ
る
。
言
語
な
し
に
文
化
を
継
承
・
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
、

ほ
ぼ
不
可
能
と
い
っ
て
よ
い
。

二
〇
一
七
年
に
国
連
総
会
は
二
〇
一
九
年
を
国
際
先
住
民
族
言
語
年
（International Y

ear of Indigenous Languages

（
と
定
め
る
決

議
を
採
択
し
た
。
同
決
議
は
、
言
語
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
教
育
、
社
会
の
統
合
・
発
展
の
手
段
で
あ
る
と
共
に
人
々
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
、
歴
史
、
伝
統
、
記
憶
の
宝
庫
で
も
あ
る
と
述
べ
、
先
住
民
族
の
言
語
が
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
お
り
、
そ
の
言
語
を
保
全
・

活
性
化
す
る
た
め
国
内
・
国
際
レ
ベ
ル
で
緊
急
に
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
そ
の
言
語
を
保
護
・
発
展
さ
せ
る
こ
と

は
、
そ
れ
ら
の
言
語
を
話
す
人
々
に
利
益
を
も
た
ら
す
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
世
界
の
豊
か
な
文
化
多
様
性
に
そ
れ
ら
の
言
語
が
貢
献
し

て
い
る
こ
と
を
他
者
が
知
る
機
会
に
も
な
る
、
と
説
い
て
い
る（

3
（

。

本
稿
は
、「
言
語
的
正
義
」
の
観
点
か
ら
国
際
法
に
よ
る
少
数
者
言
語
の
保
護
に
つ
い
て
精
力
的
に
研
究
し
て
い
る
ジ
ャ
ッ
ク
リ
ー
ン
・

モ
ウ
ブ
レ
ー
の
所
論（

（
（

に
依
拠
し
て
、
現
代
国
際
法
が
少
数
者
言
語
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
か
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
問
題
点
や
課
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題
が
み
い
だ
さ
れ
る
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
、
モ
ウ
ブ
レ
ー
の
分
類
に
し
た
が
い
、
国
際
法
に
よ
る
少
数
者
言
語
の
保
護
を
「
個
人
的
権
利
を
保
護
す
る
国
際
人

権
法
に
よ
る
も
の
」「
集
団
的
権
利
を
保
護
す
る
少
数
者
保
護
法
に
よ
る
も
の
」「
文
化
保
護
法
に
よ
る
も
の
」
の
三
つ
に
分
け
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
法
に
よ
る
少
数
者
言
語
の
保
護
の
現
状
を
紹
介
す
る
（
Ⅰ
（。
次
い
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
法
に
よ
る
少
数
者
言
語
の
保
護
の
現
状

を
評
価
す
る
（
Ⅱ
（。
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
モ
ウ
ブ
レ
ー
の
所
論
全
体
に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
述
べ
る
（
お
わ
り
に
（。

Ⅰ 

国
際
法
に
よ
る
言
語
保
護
の
現
状

モ
ウ
ブ
レ
ー
は
、
国
際
法
の
言
語
保
護
の
現
状
を
三
つ
の
法
分
野
に
分
け
て
考
察
し
て
い
る（

（
（

。
第
一
に
個
人
的
権
利
を
保
護
す
る
国
際

人
権
法
で
あ
る
。
こ
の
法
は
、
個
人
の
言
語
能
力
の
限
界
が
差
別
の
根
拠
と
な
ら
な
い
よ
う
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
人
権
・
自
由
を
享
有

す
る
さ
い
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
求
め
て
い
る
。
第
二
に
集
団
的
権
利
を
保
護
す
る
少
数
者
保
護
法
で
あ
る
。
こ
の
法
は
、
少
数
者
集

団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
側
面
と
し
て
言
語
を
保
護
し
て
い
る
。
第
三
に
文
化
保
護
法
で
あ
る
。
こ
の
法
は
、
文
化
多
様
性
の
一
側

面
と
し
て
、
ま
た
、
人
類
の
文
化
遺
産
の
一
側
面
と
し
て
言
語
を
保
護
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
に
よ
る
少
数
者
言
語
の
保
護
の
し
か
た

は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
互
い
に
異
な
り
、
一
様
で
は
な
い
。
こ
の
後
す
ぐ
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
モ
ウ
ブ
レ
ー
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
法

分
野
に
お
け
る
言
語
保
護
規
定
の
検
討
と
紛
争
解
決
機
関
に
よ
る
解
釈
・
適
用
を
ふ
ま
え
て
、
各
分
野
の
言
語
保
護
の
現
状
を
導
き
出
し

て
い
る
。



五
〇

1
．
個
人
的
権
利
を
保
護
す
る
国
際
人
権
法（

（
（

個
別
的
権
利
を
保
護
す
る
国
際
人
権
法
は
、
個
人
が
自
ら
に
固
有
の
言
語
ま
た
は
自
ら
が
選
択
す
る
言
語
を
用
い
る
権
利
を
、
さ
ま
ざ

ま
な
文
脈
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
法
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
言
語
に
も
と
づ
く
差
別
の
禁
止
、
表
現
の
自
由
の
保
障
、
文
化
の
一
側

面
と
し
て
の
言
語
の
保
護
、
法
廷
に
お
け
る
言
語
の
保
障
、
教
育
へ
の
権
利
保
障
・
私
的
家
族
的
生
活
の
尊
重（

（
（

に
か
ん
す
る
条
約
規
定
か

ら
構
成
さ
れ
る
。

ま
ず
、
言
語
差
別
を
禁
止
す
る
規
定
が
あ
る
。
人
権
を
享
有
す
る
さ
い
に
個
人
は
言
語
を
理
由
と
し
た
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
あ
っ
て

は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
言
語
差
別
は
禁
止
さ
れ
る
。
そ
の
代
表
的
規
定
は
「（
略
（
法
律
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
禁
止
し
（
略
（
言
語

（
略
（
な
ど
の
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
差
別
に
た
い
し
て
も
平
等
の
か
つ
効
果
的
な
保
護
を
す
べ
て
の
者
に
保
障
す
る
」
と
定
め
る
自
由

権
規
約
二
六
条
で
あ
る（

（
（

。
紛
争
解
決
機
関
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
依
拠
し
て
言
語
権
を
保
護
し
て
き
た
。
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
ナ
ミ

ビ
ア
が
ア
フ
リ
カ
ー
ン
ス
語
を
話
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
申
請
者
と
ア
フ
リ
カ
ー
ン
ス
語
で
意
思
疎
通
し
な
い
よ
う
公
務
員
に
求
め
た
こ

と
は
、
言
語
に
も
と
づ
く
差
別
で
あ
っ
て
自
由
権
規
約
二
六
条
違
反
で
あ
る
と
認
定
し
た（

（
（

。
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
チ
ェ
コ
が
多
数
の
ロ

マ
の
児
童
が
話
さ
な
い
チ
ェ
コ
語
の
試
験
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
ら
の
児
童
を
「
特
別
学
校
」
に
入
れ
た
こ
と
は
欧
州
人
権
条
約
の
差
別
禁

止
規
定
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た（

（1
（

。
人
お
よ
び
人
民
の
諸
権
利
に
か
ん
す
る
ア
フ
リ
カ
憲
章
委
員
会
は
、
英
語
圏
企
業
に
基
本
文
書
を
フ

ラ
ン
ス
語
に
書
き
換
え
る
よ
う
求
め
る
こ
と
を
防
止
す
る
措
置
を
銀
行
に
た
い
し
て
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
南
カ
メ
ル
ー
ン
は

英
語
圏
企
業
を
不
法
に
差
別
し
た
と
認
定
し
た（

（（
（

。

第
二
に
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
が
あ
る（

（1
（

。
表
現
の
自
由
を
保
障
す
る
規
定
は
、
表
現
内
容
を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
内
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容
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
言
語
も
保
護
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
法
律
が

屋
外
の
商
業
広
告
に
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
を
用
い
る
よ
う
要
求
し
て
い
る
の
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
の
少
数
者
で
あ
る
英
語
話
者
で
あ
り
英
語
広

告
を
出
す
こ
と
を
望
ん
で
い
た
申
立
人
の
表
現
の
自
由
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
述
べ
た（

（1
（

。
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
選
挙
期
間
中
ト
ル

コ
語
以
外
の
言
語
を
用
い
た
立
候
補
者
に
刑
事
罰
を
科
し
て
い
る
ト
ル
コ
の
法
律
を
適
用
し
て
、
ト
ル
コ
が
選
挙
期
間
中
に
ク
ル
ド
語
を

用
い
た
原
告
を
処
罰
し
た
こ
と
は
、
原
告
の
表
現
の
自
由
へ
の
違
法
な
干
渉
で
あ
る
と
判
示
し
た（

（1
（

。
こ
の
よ
う
に
、
表
現
の
自
由
と
い
う

権
利
は
、
表
現
内
容
を
保
護
す
る
だ
け
で
な
く
、
個
人
が
自
分
の
選
ん
だ
言
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
権
利
も
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
文
化
の
一
側
面
と
し
て
の
言
語
保
護
に
か
ん
す
る
規
定
が
あ
る
。
社
会
権
規
約
一
五
条
一
項
ａ
は
「
す
べ
て
の
者
が
文
化
的

生
活
に
参
加
す
る
権
利
」
を
規
定
し
、
締
約
国
に
た
い
し
て
「
文
化
の
保
存
、
発
展
、
普
及
に
必
要
な
措
置
」
を
と
る
よ
う
求
め
て
い
る

（
同
二
項
（（

（1
（

。
ユ
ネ
ス
コ
総
会
は
一
九
七
六
年
に
「
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
の
文
化
的
生
活
へ
の
参
加
に
か
ん
す
る
勧
告
」
を
採
択
し

た
（
（1
（

。
社
会
権
規
約
委
員
会
は
こ
れ
を
文
化
へ
の
ア
ク
セ
ス
権
と
解
釈
し
て
き
た（

（1
（

。
社
会
権
規
約
委
員
会
は
、
文
化
を
「
生
活
様
式
や
言
語

を
含
む
人
間
存
在
の
全
表
現
を
包
摂
す
る
広
い
概
念
」
と
捉
え
て
お
り（

（1
（

、
言
語
は
文
化
の
一
要
素
と
し
て
保
護
の
対
象
に
な
る
。
同
時
に

言
語
は
、
そ
れ
を
理
解
し
な
い
人
々
の
文
化
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
げ
る
潜
在
的
障
害
物
に
も
な
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
国
は
、
そ
の
社
会

の
全
構
成
員
の
言
語
に
お
い
て
文
化
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
可
能
に
な
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
語
を
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る

こ
と
に
よ
り
、
同
委
員
会
は
、
締
約
国
が
同
委
員
会
に
提
出
す
る
定
期
報
告
へ
の
総
括
所
見
（Concluding O

bservations

（
に
お
い
て
言

語
に
頻
繁
に
言
及
し
注
意
喚
起
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
同
委
員
会
は
モ
ロ
ッ
コ
の
テ
レ
ビ
番
組
の
な
か
に
ア
マ
ジ
ク
語
（
ベ

ル
ベ
ル
語
の
原
名
（
を
用
い
る
も
の
が
ご
く
少
数
し
か
な
い
こ
と
に
懸
念
を
表
明
し（

（1
（

、
先
住
民
族
の
文
化
権
行
使
に
直
接
か
か
わ
る
も
の

と
し
て
消
滅
の
危
機
に
あ
る
先
住
民
族
言
語
の
保
存
を
州
レ
ベ
ル
で
促
進
す
る
よ
う
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
奨
励
し
て
い
る（

11
（

。



五
二

第
四
に
、
法
廷
に
お
け
る
言
語
保
障
に
か
ん
す
る
規
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
公
正
な
裁
判
お
よ
び
手
続
を
確
保
す
る
と
い
う
文
脈
に
お

い
て
、
警
察
ま
た
は
裁
判
所
の
用
い
る
言
語
を
話
さ
な
い
容
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
自
由
権
規

約
一
四
条
三
項
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
刑
事
上
の
罪
の
決
定
に
つ
い
て
、
十
分
平
等
に
少
な
く
と
も
次
の
保

障
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。 

ａ 

そ
の
理
解
す
る
言
語
で
速
や
か
に
か
つ
詳
細
に
そ
の
罪
の
性
質
お
よ
び
理
由
を
告
げ
ら
れ
る
こ
と
。

（
略
（
ｆ 

裁
判
所
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
言
語
を
理
解
す
る
こ
と
ま
た
は
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
無
料
で
通
訳
の
援
助
を
受

け
る
こ
と
」
こ
れ
に
類
似
す
る
規
定
を
も
つ
条
約
は
多
く
あ
り（

1（
（

、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
法
廷
に
お
け
る
言
語
保
障
に
つ
い
て
の
内
容
は
同

一
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
共
通
す
る
原
則
が
以
下
の
よ
う
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
第
一
に
個
人
は
自
身
が
理
解
す
る

言
語
で
罪
状
お
よ
び
逮
捕
理
由
を
告
げ
ら
れ
る
資
格
を
も
つ
こ
と（

11
（

、
第
二
に
犯
罪
を
犯
し
た
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
個
人
は
、
裁
判
所
が
用

い
る
言
語
を
理
解
で
き
な
い
と
き
は
通
訳
の
援
助
を
受
け
る
権
利
を
も
つ
こ
と（

11
（

、
第
三
に
欧
州
の
文
脈
で
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
通

訳
・
翻
訳
を
し
て
も
ら
う
権
利
は
、
防
御
権
に
と
っ
て
基
本
的
で
あ
る
場
合
に
は
口
述
に
と
ど
ま
ら
ず
文
書
に
も
お
よ
ぶ
こ
と（

11
（

、
第
四
に

先
住
民
族
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
政
治
的
・
法
的
・
行
政
的
手
続
に
お
い
て
先
住
民
族
の
人
々
が
進
行
す
る
事
態
・
手
続
を
理
解
し
、

同
時
に
そ
れ
ら
の
人
々
の
主
張
・
要
求
が
他
者
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
た
め
に
、
通
訳
・
翻
訳
は
刑
事
手
続
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
法
的

手
続
一
般
に
つ
い
て
も
提
供
さ
れ
る
べ
き
こ
と（

11
（

、
で
あ
る
。

最
後
に
、
教
育
へ
の
権
利
保
障
・
私
的
家
族
的
生
活
の
尊
重
に
か
ん
す
る
規
定
が
あ
る
。
教
育
の
権
利
は
、
い
く
つ
の
状
況
の
下
で

は
、
特
定
の
言
語
に
よ
る
教
育
を
受
け
る
権
利
を
含
む
。
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
ト
ル
コ
統
治
下
の
北
キ
プ
ロ
ス
に
お
い
て
ギ
リ
シ
ア
語

使
用
の
中
等
学
校
を
廃
止
す
る
こ
と
は
、
キ
プ
ロ
ス
の
ギ
リ
シ
ア
系
児
童
に
と
っ
て
教
育
を
受
け
る
権
利
が
実
質
的
に
否
定
さ
れ
た
と
み

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
た（

11
（

。
ま
た
、
ユ
ネ
ス
コ
が
一
九
六
〇
年
に
採
択
し
た
教
育
差
別
禁
止
条
約
は
、
禁
止
さ
れ
る
差
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国
際
法
は
言
語
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
か
？
（
西
海
）

別
と
し
て
「
何
ら
か
の
区
別
、
除
外
、
制
限
又
は
優
遇
で
あ
っ
て
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
言
語
、
宗
教
、
政
治
上
そ
の
他
の
意
見
、

国
民
的
若
し
く
は
社
会
的
出
身
、
経
済
的
条
件
又
は
門
地
に
も
と
づ
き
、
教
育
に
お
け
る
待
遇
の
平
等
を
無
効
に
し
又
は
害
す
る
こ
と
」

と
述
べ（

11
（

、
言
語
に
も
と
づ
く
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
。
他
方
、
私
的
・
家
族
的
生
活
の
尊
重
へ
の
権
利
は
、
私
的
文
脈
に
お
け
る
言
語
の

使
用
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る（

11
（

。
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
刑
務
所
内
の
服
役
者
が
ト
ル
コ
語
以
外
の
言
語
で
親
族
と
交
流
す
る
こ
と
を
ト

ル
コ
が
禁
止
し
た
さ
い
に
、
ト
ル
コ
は
不
法
に
こ
の
権
利
を
侵
害
し
た
と
判
示
し
た（

11
（

。

2
．
集
団
的
権
利
を
保
護
す
る
少
数
者
保
護
法（

11
（

1
．
で
論
じ
た
諸
規
定
は
、
個
人
的
権
利
の
枠
組
に
お
い
て
言
語
を
保
護
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
に
た
い
し
て
こ
こ
で
扱
う
諸
規
定

は
、
少
数
者
の
権
利
（
少
数
者
の
法
的
保
護
（
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
言
語
を
保
護
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
権
利
も
個
人
の
権
利
で
は
あ
る

が
、
当
該
個
人
は
少
数
者
に
属
し
て
お
り
「
そ
の
集
団
の
他
の
構
成
員
と
と
も
に（

1（
（

」
こ
れ
ら
の
権
利
を
享
有
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
権
利

は
す
べ
て
の
個
人
に
付
与
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
少
数
者
の
構
成
員
の
み
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
こ
れ
ら
の
権

利
は
1
．
で
論
じ
た
個
人
的
権
利
と
は
区
別
さ
れ
る
集
団
的
性
質
を
帯
び
て
い
る
。

国
際
法
に
よ
る
少
数
者
の
保
護
は
、
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
自
ら
に
固
有
の
言
語
を
用
い
る
権
利
を
含
む
人
種
的
、
宗
教
的
、
言

語
的
少
数
者
の
権
利
は
、
と
り
わ
け
戦
間
期
の
少
数
者
条
約
に
よ
り
保
護
さ
れ
て
き
た
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
も
そ
の
趣
旨
の
意
見
お

よ
び
判
決
を
数
度
に
わ
た
り
出
し
て
い
る（

11
（

。

そ
れ
ら
を
継
承
し
た
の
が
自
由
権
規
約
二
七
条
で
あ
る
。
同
条
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
種
族
的
、
宗
教
的
ま
た
は
言
語
的
少
数
者

が
存
在
す
る
国
に
お
い
て
、
当
該
少
数
者
に
属
す
る
者
は
、
そ
の
集
団
の
他
の
構
成
員
と
と
も
に
自
己
の
文
化
を
享
有
し
、
自
己
の
宗
教
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を
信
仰
し
か
つ
実
践
し
、
ま
た
は
自
己
の
言
語
を
使
用
す
る
権
利
を
否
定
さ
れ
な
い
」
同
条
が
少
数
者
の
言
語
使
用
を
保
護
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る（

11
（

。
実
際
に
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
が
タ
ジ
ク
語
の
新
聞
を
再
登
録
し
な
か
っ
た
こ
と

は
自
由
権
規
約
二
条
お
よ
び
二
七
条
に
違
反
す
る
と
認
定
し
た
さ
い
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
少
数
者
言
語
に
よ
る
教
育
は
少
数

者
文
化
の
基
本
的
部
分
を
な
す
。
有
意
義
で
重
要
な
で
き
ご
と
を
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
内
の
タ
ジ
ク
少
数
者
社
会
に
公
表
す
る
媒
体
と
し

て
、
編
集
者
と
読
者
の
双
方
が
少
数
者
言
語
と
し
て
の
タ
ジ
ク
語
新
聞
を
用
い
る
こ
と
は
、
タ
ジ
ク
少
数
者
文
化
の
重
要
な
要
素
で
あ

る
（
11
（

」地
域
レ
ベ
ル
で
少
数
者
の
権
利
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
拘
束
力
あ
る
国
際
文
書
と
し
て
重
要
な
の
は
、
欧
州
評
議
会
が
作
成
し
一
九
九
八

年
に
発
効
し
た
民
族
的
少
数
者
保
護
の
た
め
の
欧
州
枠
組
条
約
（
以
下
、
欧
州
枠
組
条
約
（
で
あ
る（

11
（

。
同
条
約
の
多
く
の
規
定
が
民
族
的
少

数
者
が
自
ら
の
言
語
を
使
用
す
る
権
利
を
保
護
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
同
条
約
一
〇
条
一
項
は
「
民
族
的
少
数
者
に
属
す
る
す
べ
て
の
人

は
、
自
由
に
か
つ
介
入
な
し
に
、
公
私
の
場
に
お
い
て
、
口
頭
お
よ
び
書
面
に
よ
り
、
自
ら
の
少
数
者
言
語
を
使
用
す
る
権
利
を
有
す

る
」
と
規
定
し
、
同
条
約
五
条
一
項
の
一
般
規
定
「
国
は
民
族
的
少
数
者
に
属
し
て
い
る
人
々
が
自
ら
の
文
化
を
維
持
・
発
展
さ
せ
、
自

ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
本
要
素
す
な
わ
ち
言
語
を
保
存
す
る
た
め
の
条
件
を
促
進
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
」
を
補
完
し
て
い
る
。

ま
た
、
特
定
状
況
下
で
言
語
権
を
保
護
す
る
規
定
が
同
条
約
に
用
意
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
九
条
一
項
は
、
表
現
の
自
由
に
は
情
報
や

ア
イ
デ
ア
を
少
数
者
言
語
に
よ
り
受
け
取
り
伝
え
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
と
述
べ
、
表
現
の
自
由
へ
の
少
数
者
の
権
利
を
保
護
し
て
い
る
。

一
〇
条
二
、三
項
は
、
刑
事
手
続
の
文
脈
を
含
め
公
の
機
関
と
の
間
の
意
思
疎
通
に
少
数
者
言
語
を
用
い
る
権
利
を
少
数
者
に
認
め
て
い

る
。
一
一
条
は
少
数
者
に
た
い
し
て
氏
名
、
署
名
、
地
形
表
記
に
お
い
て
少
数
者
言
語
を
用
い
る
こ
と
を
認
め
、
一
四
条
は
民
族
的
少
数

者
に
属
す
る
す
べ
て
の
人
が
自
ら
の
少
数
者
言
語
を
学
ぶ
権
利
を
保
護
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
言
語
権
の
範
囲
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？
（
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は
、
同
条
約
の
遵
守
状
況
を
監
視
す
る
枠
組
条
約
諮
問
委
員
会
に
よ
り
明
確
化
さ
れ
、
策
定
さ
れ
て
き
た
。
民
族
的
少
数
者
の
言
語
権
に

つ
い
て
、
同
委
員
会
は
「
枠
組
条
約
の
下
で
民
族
的
少
数
者
に
属
す
る
人
の
言
語
権
」
と
題
す
る
テ
ー
マ
別
コ
メ
ン
タ
リ
ー
を
作
成
し
て

い
る
（
二
〇
一
二
年
五
月
欧
州
評
議
会
採
択
（（

11
（

。

少
数
者
の
言
語
権
を
規
定
す
る
そ
の
他
の
国
際
文
書
と
し
て
、
民
族
的
・
種
族
的
・
宗
教
的
・
言
語
的
少
数
者
に
属
す
る
人
の
権
利
に

か
ん
す
る
国
連
宣
言（

11
（

、
国
連
先
住
民
族
権
利
宣
言（

11
（

、
先
住
民
族
お
よ
び
部
族
に
か
ん
す
るILO

1（（

号
条
約（

11
（

、
欧
州
安
全
協
力
機
構

（O
SCE

（
が
作
成
し
た
一
九
九
〇
年
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
文
書（

11
（

、
民
族
的
少
数
者
の
言
語
権
に
か
ん
す
る
一
九
九
八
年
オ
ス
ロ
勧
告（

1（
（

な
ど
が

あ
る
。

3
．
文
化
保
護
法（

11
（

上
で
あ
つ
か
っ
た
諸
規
定
は
、
個
人
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
少
数
者
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
と
し
て
の
言
語
話
者
が
、
特
定
の
言
語
を
用

い
る
権
利
を
保
護
す
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
言
語
話
者
を
保
護
す
る
結
果
と
し
て
、
付
随
的
に
言
語
を
保
護
し
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
文
化
保
護
法
と
括
る
こ
と
の
で
き
る
も
う
一
つ
の
国
際
法
は
、
文
化
の
一
側
面
と
し
て
、
言
語
自
体
を
直

接
保
護
し
て
い
る
。

言
語
話
者
の
利
益
で
は
な
く
言
語
自
体
を
保
護
す
る
も
っ
と
も
重
要
な
国
際
文
書
は
、
欧
州
評
議
会
が
作
成
し
一
九
九
八
年
に
発
効
し

た
地
域
言
語
・
少
数
者
言
語
の
た
め
の
欧
州
憲
章
（
以
下
、
欧
州
憲
章
（
で
あ
る（

11
（

。
欧
州
憲
章
は
、
少
数
者
言
語
問
題
を
対
象
と
し
た
最
初

の
条
約
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
「
文
化
的
富
の
表
現（

11
（

」
と
み
な
さ
れ
る
地
域
語
・
少
数
者
言
語
を
保
護
・
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
。
欧
州

憲
章
は
、
ア
ラ
カ
ル
ト
方
式
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
方
式
の
下
で
、
締
約
国
は
、
自
ら
の
領
域
内
で
地
域
言
語
・
少
数
者
言
語
を
促
進
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す
る
措
置
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
欧
州
憲
章
第
三
部
は
、
異
な
る
分
野
で
地
域
言
語
・
少
数
者
言
語
を
促
進
す
る
た
め

に
と
り
得
る
措
置
を
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
分
野
と
し
て
教
育
、
裁
判
所
、
行
政
機
関
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
、
メ
デ
ィ

ア
、
文
化
活
動
・
施
設
、
経
済
社
会
生
活
が
あ
る
。
ま
た
、
と
り
得
る
措
置
と
し
て
、
初
等
教
育
を
地
域
語
・
少
数
者
言
語
で
行
う
こ

と
（
11
（

、
民
事
手
続
（
の
一
部
（
を
地
域
語
・
少
数
者
言
語
で
行
う
よ
う
裁
判
所
に
求
め
る
こ
と（

11
（

、
地
域
語
・
少
数
者
言
語
が
使
用
可
能
な
テ

レ
ビ
局
・
ラ
ジ
オ
局
を
設
け
る
こ
と（

11
（

、
地
域
語
・
少
数
者
言
語
が
用
い
ら
れ
た
文
化
作
品
を
他
の
言
語
に
翻
訳
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と（

11
（

、

な
ど
が
あ
る
。
欧
州
憲
章
二
条
二
項
の
下
で
、
締
約
国
は
、
第
三
部
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
ま
た
は
サ
ブ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
う
ち
、
少
な
く
と
も

三
五
を
適
用
す
る
こ
と
を
約
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
締
約
国
は
、
第
三
部
に
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
地
域
語
・
少
数

者
言
語
を
保
護
す
る
諸
措
置
の
な
か
か
ら
少
な
く
と
も
三
五
の
措
置
を
選
択
し
、
そ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。
締
約
国
は

ま
た
、
第
二
部
に
含
ま
れ
て
い
る
一
般
規
定
も
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
締
約
国
が
欧
州
憲
章
上
の
義
務
を
遵
守
し
て
い
る
か
ど
う

か
は
、
欧
州
憲
章
専
門
家
委
員
会
が
監
視
す
る
。
同
専
門
化
委
員
会
は
ま
た
、
締
約
国
の
報
告
を
審
査
し
勧
告
を
行
っ
て
い
る
。

国
家
に
言
語
の
保
護
を
義
務
づ
け
る
条
約
と
し
て
重
要
な
の
は
、
ユ
ネ
ス
コ
が
採
択
し
た
諸
条
約
で
あ
る
。
無
形
文
化
遺
産
条
約

（
二
〇
〇
三
年
採
択
（
二
条
二
項
ａ
は
、
保
護
さ
れ
る
無
形
文
化
遺
産
と
し
て
「
口
承
に
よ
る
伝
統
お
よ
び
表
現
（
無
形
文
化
遺
産
の
伝
達
手

段
と
し
て
の
言
語
を
含
む
（」
を
あ
げ
て
い
る
。
同
条
約
一
一
条
は
、
締
約
国
に
た
い
し
て
、
自
国
の
領
域
内
に
存
在
す
る
無
形
文
化
遺
産

の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
文
化
的
表
現
多
様
性
条
約
（
二
〇
〇
五
年
採
択
（
は
、
前
文

に
お
い
て
、
言
語
の
多
様
性
は
文
化
の
多
様
性
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
条
約
は
、
数
多
く
の
非
拘
束
的
文
書
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
非
拘
束
的
文
書
の
一
つ
で
あ
る
文
化
多
様

性
世
界
宣
言
（
二
〇
〇
一
年
ユ
ネ
ス
コ
総
会
採
択
（
は
、
加
盟
国
に
た
い
し
て
人
類
の
言
語
遺
産
を
保
護
す
る
よ
う
求
め
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
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ユ
ネ
ス
コ
の
後
援
の
下
二
〇
一
八
年
に
中
国
の
長
沙
で
開
か
れ
た
言
語
多
様
性
の
役
割
に
か
ん
す
る
国
際
会
議
は
ユ
エ
ル
（
岳
麓
（
宣
言

を
採
択
し
た
。
同
宣
言
は
、
言
語
多
様
性
の
保
護
・
促
進
は
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達
成
に
と
り
不
可
欠
な
こ
と
、
言
語
多
様
性
の
保
護
・
促
進
は

国
際
社
会
の
全
部
門
の
前
向
き
で
説
明
可
能
で
測
定
可
能
な
参
加
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
言
語
多
様
性
の
保
護
・
促
進
と
科
学
技
術
の
発

展
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る（

11
（

。

一
九
七
六
年
に
ユ
ネ
ス
コ
総
会
が
採
択
し
た
「
多
く
の
人
々
の
文
化
的
生
活
へ
の
参
加
お
よ
び
文
化
的
生
活
へ
の
寄
与
に
か
ん
す
る
勧

告
」
は
、
国
に
た
い
し
て
「
民
族
的
・
地
域
的
言
語
を
は
じ
め
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
文
化
的
表
現
を
保
護
し
、
擁
護
し
、
そ
の
質
を

高
め
る
こ
と
」
を
求
め
て
い
る（

1（
（

。
二
〇
〇
三
年
に
ユ
ネ
ス
コ
総
会
が
採
択
し
た
「
多
言
語
主
義
お
よ
び
サ
イ
バ
ー
空
間
へ
の
普
遍
ア
ク
セ

ス
の
促
進
と
使
用
に
か
ん
す
る
勧
告
」
は
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
多
言
語
主
義
を
奨
励
し
サ
イ
バ
ー
空
間
に
お
け
る
言
語
の
存

続
と
い
う
重
要
課
題
に
つ
い
て
適
切
な
国
家
政
策
を
策
定
す
る
よ
う
」
国
に
求
め
て
い
る（

11
（

。

他
方
で
ユ
ネ
ス
コ
は
、
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
言
語
の
保
護
に
つ
い
て
有
意
義
な
実
践
を
積
み
上
げ
て
き
た
。
口
承
・
無
形
の
傑

作
人
類
遺
産
を
宣
言
す
る
ユ
ネ
ス
コ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
言
語
を
含
む
二
つ
の
傑
作
を
無
形
文
化
遺
産
と
宣
言
し
保
護
し
て
き
た
。
そ
れ

ら
は
「
ガ
リ
フ
ナ
語
、
ダ
ン
ス
、
音
楽
」
お
よ
び
「
ザ
ッ
パ
ラ
人
の
口
承
お
よ
び
文
化
表
現
」
の
二
つ
で
あ
る（

11
（

。
ユ
ネ
ス
コ
の
「
消
滅
の

危
機
に
瀕
し
た
言
語
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、
世
界
中
の
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語
を
保
護
す
る
た
め
、
文
書
を
作
成
し
、
専
門
家
会
合
を

国
際
的
に
組
織
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
計
画
を
策
定
し
て
い
る
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
活
動
に
は
、「
消
滅
の
危
機
に
あ
る
世
界
の
言
語
ア

ト
ラ
ス
」
の
発
刊
を
通
じ
て
消
滅
の
危
機
に
あ
る
言
語
保
護
の
必
要
性
を
世
界
に
訴
え
る
こ
と
や
、
言
語
保
存
に
か
ん
す
る
諸
国
の
キ
ャ

パ
シ
テ
ィ
ー
・
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
を
行
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る（

11
（

。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
か
か
わ
る
言
語
多
様
性
お
よ
び
多
言
語
主
義
に
か

ん
す
る
ユ
ネ
ス
コ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
重
要
な
活
動
で
あ
る（

11
（

。
最
後
に
、
国
際
先
住
民
族
言
語
年
（
二
〇
一
九
年
（
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の
行
動
計
画
を
率
先
し
て
発
展
さ
せ
、
運
営
し
て
い
る
の
も
ユ
ネ
ス
コ
で
あ
る（

11
（

。

Ⅱ 

国
際
法
に
よ
る
言
語
保
護
の
評
価

Ⅰ
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
モ
ウ
ブ
レ
ー
は
、
国
際
法
の
言
語
保
護
の
現
状
を
、
個
人
的
人
権
法
、
少
数
者
保
護
法
お
よ
び
文
化
保
護
法

の
三
つ
の
法
分
野
に
分
け
て
紹
介
し
て
い
る
。
次
い
で
モ
ウ
ブ
レ
ー
は
、
各
分
野
の
言
語
保
護
の
現
状
を
批
判
的
に
評
価
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
批
判
は
、
言
語
を
個
人
・
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
捉
え
る
発
想
の
欠
如
、
公
用
語
偏
重
に
よ
る
少
数
者
言
語
の
周
辺

化
（
以
上
、
個
人
的
人
権
法
に
つ
い
て
（、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
主
体
と
し
て
の
少
数
者
の
恣
意
的
選
定
、
そ
れ
に
と
も
な
う
移
民
（
言
語
（

の
保
護
対
象
か
ら
の
排
除
（
以
上
、
少
数
者
保
護
法
に
つ
い
て
（、
民
族
的
少
数
者
の
言
語
の
み
を
保
護
し
移
民
言
語
を
保
護
対
象
に
含
め
な

い
と
い
う
態
度
、「
伝
統
的
」
言
語
や
文
化
の
保
護
に
固
執
し
文
化
や
言
語
使
用
パ
タ
ー
ン
が
絶
え
ず
変
化
し
続
け
る
こ
と
へ
の
無
理
解

（
以
上
文
化
保
護
法
に
つ
い
て
（
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ⅱ
で
は
、
こ
れ
ら
の
批
判
的
評
価
を
順
次
紹
介
す
る
。

1
．
個
人
的
権
利
を
保
護
す
る
国
際
人
権
法（

11
（

Ⅰ
．
1
．
に
お
け
る
検
討
の
結
果
、
個
人
的
権
利
を
保
護
す
る
国
際
人
権
法
規
定
が
言
語
権
の
保
護
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
た
し

か
で
あ
る
。
Ⅰ
．
1
．
で
検
討
し
た
規
定
は
、
い
ず
れ
も
、
言
語
に
お
け
る
利
益
を
理
解
し
保
護
す
る
こ
と
に
つ
い
て
類
似
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
語
を
、
明
示
的
で
あ
れ
黙
示
的
で
あ
れ
、
個
人
が
他
の
人
権
や
自
由
に
ア
ク
セ
ス
す
る
さ
い
の
、
あ
る

い
は
平
等
な
構
成
員
と
し
て
社
会
に
包
摂
さ
れ
る
さ
い
の
潜
在
的
障
害
と
し
て
あ
つ
か
っ
て
い
る
点
に
み
い
だ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法



五
九

国
際
法
は
言
語
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
か
？
（
西
海
）

は
、
平
等
概
念
に
も
と
づ
い
て
個
人
が
社
会
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
、
個
人
が
公
的
分
野
、
文
化
、
裁
判
所
、
医
療
な
ど
へ
ア
ク
セ
ス
す
る

こ
と
に
、
も
っ
ぱ
ら
関
心
を
払
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
平
等
に
も
と
づ
く
包
摂
と
ア
ク
セ
ス
は
、
言
語
的
少
数
者
お
よ
び
言
語
的
少
数
者
が
話
す
言
語
に
た
い
し
て
実
質
的
保
護

を
提
供
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
法
の
作
動
域
を
い
く
つ
か
の
も
の
に
限
定
し
て
し
ま
う
。
こ

れ
ら
の
法
は
い
ず
れ
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
、
包
摂
手
段
、
ア
ク
セ
ス
手
段
と
し
て
言
語
を
捉
え
て
い
る
。
も
っ
ぱ
ら
言
語
の

道
具
的
意
義
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
法
は
特
定
の
言
語
が
諸
個
人
に
と
っ
て
有
し
て
い
る
内
在
的
意
義
、
す
な

わ
ち
諸
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
基
本
的
側
面
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
、
諸
個
人
が
自
ら
に
固
有
の
言
語

を
用
い
保
つ
さ
い
の
利
益
の
い
く
つ
か
を
認
識
せ
ず
、
保
護
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ら
の
法
は
、
消
滅
の
危
機
に
瀕
し

て
い
る
言
語
を
保
護
す
る
た
め
の
何
の
根
拠
も
提
供
し
て
い
な
い
。
少
数
者
が
そ
の
国
の
公
用
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
こ
れ
ら

の
法
は
少
数
者
が
自
ら
に
固
有
の
言
語
を
用
い
る
権
利
を
制
限
し
て
し
ま
う
。
そ
の
さ
い
に
、
少
数
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
文
化
に

と
っ
て
彼
女
ら
、
彼
ら
の
母
語
が
有
し
て
い
る
意
義
は
考
慮
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

言
語
の
道
具
的
意
義
を
重
視
す
る
こ
と
で
言
語
権
の
作
動
域
が
制
限
さ
れ
る
傾
向
は
、
公
正
な
裁
判
お
よ
び
手
続
的
公
正
性
へ
の
権
利

に
お
い
て
際
立
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
関
連
規
定
は
、
諸
個
人
が
自
ら
に
固
有
の
言
語
を
用
い
る
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な

く
、
彼
女
ら
・
彼
ら
が
理
解
す
る
（
と
推
定
さ
れ
る
（
言
語
を
用
い
る
権
利
だ
け
を
付
与
し
て
い
る
。
少
数
者
の
構
成
員
が
た
と
え
不
完

全
で
あ
れ
公
用
語
を
理
解
す
る
場
合
、
当
該
構
成
員
が
自
ら
に
固
有
の
言
語
を
用
い
る
こ
と
を
許
容
す
る
義
務
を
国
は
負
わ
な
い
。
刑
事

手
続
に
お
い
て
当
該
構
成
員
が
自
ら
を
防
御
す
る
た
め
に
固
有
の
言
語
を
用
い
た
い
こ
と
に
重
要
な
理
由
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
変

わ
ら
な
い（

11
（

。
た
と
え
被
告
人
が
法
廷
言
語
を
話
さ
な
く
て
も
、
翻
訳
は
公
正
な
裁
判
お
よ
び
手
続
的
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
最
小
限
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な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

差
別
禁
止
の
分
野
、
表
現
の
自
由
の
分
野
、
文
化
的
生
活
へ
の
参
加
の
分
野
に
お
い
て
も
、
言
語
を
道
具
的
・
手
段
的
に
捉
え
る
傾
向

が
共
通
し
て
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
言
語
の
内
在
的
意
義
に
考
慮
を
払
わ
な
い
。
こ
こ
で
言
語
の
内
在
的
意
義
と
は
、
話
者

に
と
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
標
識
と
い
う
意
義
、
人
類
に
と
っ
て
世
界
の
文
化
資
源
の
一
部
と
い
う
意
義
で
あ
る
。
人
類
に
と
っ
て

の
言
語
の
意
義
は
複
雑
か
つ
多
面
的
で
あ
る
。
言
語
の
重
要
性
は
、
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
、
そ
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

お
よ
び
文
化
の
要
素
と
し
て
の
構
成
的
機
能
に
、
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
分
野
の
国
際
法
は
、
言
語
の
道
具
的
機
能
の
み
に
注

目
し
て
い
る
た
め
、
言
語
に
か
ん
し
て
人
間
が
有
し
て
い
る
利
益
全
体
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
そ
の
よ
う
な
法
は
、
少
数

者
言
語
と
そ
の
話
者
に
逆
の
結
果
を
も
た
ら
し
、
少
数
者
集
団
と
少
数
者
言
語
を
周
辺
化
す
る
こ
と
に
積
極
的
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

国
際
人
権
法
が
付
与
す
る
個
人
的
権
利
は
、
言
語
の
使
用
を
保
護
し
少
数
者
言
語
の
話
者
に
包
摂
・
ア
ク
セ
ス
・
平
等
を
保
証
し
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
法
が
言
語
の
保
護
の
た
め
に
有
し
て
い
る
意
義
は
限
定
的
で
あ
る
。
道
具
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
法
は
、
少
数
者
集
団
お
よ
び
人
類
全
体
に
と
っ
て
の
言
語
の
内
在
的
意
義
か
ら
生
じ
る
言
語
関
連
事
項
に
と
り

く
む
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
、
こ
の
道
具
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
少
数
者
言
語
を
障
害
ま
た
は
不
全
と
捉
え
、
公
用
語
の
地
位

を
特
権
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
数
者
言
語
と
そ
の
話
者
を
周
辺
化
す
る
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
国
際
人
権
法
の
個
人
的
権
利
は
、

言
語
的
少
数
者
と
そ
の
言
語
が
直
面
し
て
い
る
よ
り
明
確
な
問
題
の
い
く
つ
か
に
と
り
く
む
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
他
方
で
、
言
語
の

不
利
益
性
・
不
平
等
性
と
い
う
よ
り
実
質
的
な
構
造
に
は
触
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
の
よ
う
な
構
造
を
覆
い
隠
し
て
し
ま

う
。
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一

国
際
法
は
言
語
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
か
？
（
西
海
）

2
．
集
団
的
権
利
を
保
護
す
る
少
数
者
保
護
法（

11
（

国
際
人
権
法
の
個
人
的
権
利
が
言
語
の
道
具
的
利
益
を
保
護
し
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
Ⅰ
．
2
．
で
言
及
し
た
少
数
者
の
権
利
規
定

は
、
言
語
の
内
在
的
利
益
を
も
保
護
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
言
語
を
少
数
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
固
有
で
重
要
な
一
側
面
と
捉
え
て

い
る
。
民
族
的
・
種
族
的
・
宗
教
的
・
言
語
的
少
数
者
に
属
す
る
人
の
権
利
宣
言
一
条
は
、
国
に
少
数
者
の
民
族
的
・
種
族
的
・
宗
教

的
・
言
語
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
護
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
欧
州
枠
組
条
約
前
文
は
、
民
族
的
少
数
者
に
属
す
る
各
人
の
民
族

的
・
種
族
的
・
宗
教
的
・
言
語
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
尊
重
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
そ
れ
ら
の
人
々
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
し
、

保
存
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
適
切
な
条
件
を
作
り
出
す
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
欧
州
枠
組
条
約
五
条
は
、
少
数
者
が

自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
本
的
要
素
す
な
わ
ち
宗
教
、
言
語
、
伝
統
、
文
化
遺
産
を
保
存
す
る
条
件
を
促
進
す
る
と
い
う
特
別
な

義
務
を
国
家
に
負
わ
せ
て
い
る
。
言
語
を
少
数
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
本
的
要
素
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
法

は
、
自
ら
の
言
語
使
用
に
お
け
る
少
数
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
関
連
の
利
益
に
重
要
な
保
護
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ

で
の
少
数
者
の
権
利
は
、
個
人
的
権
利
に
比
べ
て
よ
り
広
く
言
語
を
保
護
し
て
い
る
。
言
語
を
他
の
権
利
に
ア
ク
セ
ス
す
る
上
で
の
障
害

や
不
全
で
は
な
く
、
少
数
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
要
な
一
部
分
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
で
の
法
は
、
少
数
者
集
団
と

同
集
団
が
用
い
る
言
語
の
地
位
を
周
辺
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
位
を
高
め
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
言
語
を
少
数
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
捉
え
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
の
少
数
者
保
護
法
の
作
動
域
を
特
定
の
方
向
に

歪
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
こ
の
法
に
よ
る
少
数
者
言
語
の
保
護
範
囲
は
別
の
意
味
で
制
約
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
言
語
が
少
数

者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
重
要
な
一
側
面
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
言
語
が
保
護
さ
れ
る
場
合
、
一
体
誰
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
保
護
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二

に
値
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
分
野
の
法
は
、
そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
少
数
者
集
団
を
定
義
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く

は
民
族
的
少
数
者
ま
た
は
先
住
民
族
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
少
数
者
の
権
利
を
保
護
し
、
後
に
入
っ
て

き
た
移
民
集
団
の
言
語
は
ほ
と
ん
ど
保
護
し
て
い
な
い
。
多
く
の
国
際
文
書
は
、
民
族
的
少
数
者
が
自
ら
の
言
語
を
用
い
る
権
利
を
規
定

し
て
い
る
が
、
移
民
の
言
語
的
文
化
的
権
利
を
あ
つ
か
う
文
書
は
存
在
し
な
い（

11
（

。
さ
ら
に
、
も
と
も
と
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
少
数
者

だ
け
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
は
さ
れ
て
い
な
い
文
書
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
少
数
者
の
権
利
保
護
に
と
っ
て
有
利
な
解
釈
が
な
さ
れ

る
傾
向
が
あ
る（

1（
（

。
も
と
も
と
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
少
数
者
と
移
民
と
の
間
の
厳
格
な
区
別
は
、
こ
の
分
野
の
国
際
法
の
構
造
の
な
か

に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る（

11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
少
数
者
の
権
利
法
に
よ
り
移
民
言
語
に
付
与
さ
れ
る
保
護
は
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
正
当
化
す
る
議
論

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
分
野
に
お
け
る
国
際
法
作
動
域
へ
の
実
質
的
な
制
約
に
な
っ
て
い
る
。
人
口
移
動
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
、
大
量
移
民
の
プ
ロ
セ
ス
に
照
ら
し
た
場
合
、
も
と
も
と
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
少
数
者
と
移
民
と
を
峻
別
す
る
こ
と
は
は
た
し
て

妥
当
だ
ろ
う
か
？　

こ
の
よ
う
な
区
分
に
は
、
何
が
伝
統
的
な
言
語
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
っ
て
保
護
に
値
し
、
何
が
そ
う
で
な
い

の
か
、
と
い
う
評
価
が
必
要
に
な
る
。
こ
の
分
野
の
国
際
法
の
作
動
域
を
支
え
る
「
伝
統
的
少
数
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
い
う
考

え
方
は
、
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
（
た
と
え
ば
ガ
ス
ト
ア
ル
バ
イ
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
戦
後
ト
ル
コ
か
ら
ド
イ
ツ
に
移
民
し
た
ト
ル
コ
人
か
ら
な
る
広

大
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
（
が
そ
の
国
の
文
化
的
・
歴
史
的
構
成
要
素
の
一
部
を
な
す
に
い
た
っ
た
過
程
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
に
失
敗
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
移
民
の
特
定
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
言
語
は
、「
伝
統
的
少
数
者
」
の
そ
れ
と
同
様
、
保
護
に
値
す
る
も
の
で
は

な
い
か
。
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三

国
際
法
は
言
語
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
か
？
（
西
海
）

3
．
文
化
保
護
法（

11
（

Ⅰ
．
3
．
で
検
討
し
た
文
化
保
護
法
は
、
言
語
を
文
化
の
一
側
面
と
し
て
保
護
し
促
進
し
て
い
る
。
言
語
を
文
化
の
産
物
と
特
徴
づ
け

て
い
る
。
こ
の
分
野
の
法
の
一
つ
で
あ
る
文
化
的
表
現
多
様
性
条
約
は
、
文
化
的
多
様
性
の
た
め
に
言
語
を
保
護
す
る
こ
と
の
重
要
性
を

強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
は
、
文
化
遺
産
の
一
側
面
と
し
て
言
語
の
重
要
性
を
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
は
、
言
語
は
文
化
的
に
有
意
義
で
あ
り
人
類
全
体
の
利
益
の
た
め
に
保
存
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
通
底
し
て
い

る
。
欧
州
憲
章
は
「
文
化
的
富
の
表
現
」
と
し
て
の
言
語
を
保
護
し
、
そ
う
す
る
こ
と
が
「
欧
州
の
文
化
的
富
・
伝
統
の
維
持
と
発
展
に

寄
与
す
る
」
と
述
べ
る
。
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
は
、
言
語
を
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
一
部
分
と
し
て
、
ま
た
、
文
化
的
多
様
性
の

主
動
力
と
し
て
保
護
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
言
語
を
人
類
の
文
化
遺
産
の
一
部
と
し
て
保
存
さ
れ
る
べ
き
文
化
的
産
物
と
捉
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

の
は
、
こ
の
分
野
の
法
が
言
語
自
体
を
対
象
に
し
、
そ
の
保
護
・
保
存
の
必
要
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
言
語
の
話
者
の
利
益
は
考
慮
さ
れ
な
い（

11
（

。
そ
の
結
果
、
こ
の
分
野
の
法
は
、
言
語
自
体
を
支
援
す
る
た
め
の
直
接

的
措
置
を
と
る
よ
う
、
言
語
の
保
存
と
維
持
の
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
と
る
よ
う
、
国
家
ま
た
は
国
際
機
関
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ

こ
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
言
語
の
話
者
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
視
点
が
希
薄
で
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
分
野
の
法
は
、
地
域
語
・
少
数
者
言
語
・
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
言
語
を
保
護
す
る
国
際
的
枠
組
の
き
わ
め

て
重
要
な
一
部
分
を
構
成
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
言
語
話
者
の
利
益
よ
り
も
言
語
自
体
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
こ
の
分
野
の
法
の
作
動
域
を
制
約
し
て
い



六
四

る
。
文
化
を
人
々
の
社
会
的
慣
行
を
具
現
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
文
化
的
産
物
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
、
文
化
を
静
的
に
概
念

化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
文
化
を
伝
統
や
遺
産
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
と
、
言
語
自
体
や
異
な
る
人

間
集
団
に
と
っ
て
の
言
語
の
文
化
的
意
義
が
時
と
と
も
に
変
遷
す
る
過
程
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
静
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
際
法
に
よ
る
言
語
保
護
の
範
囲
を
限
定
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
文
化
遺
産
を
構
成
す
る
と
み
な

さ
れ
る
「
伝
統
的
」
言
語
に
焦
点
を
絞
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。
か
く
し
て
欧
州
憲
章
は
、
欧
州
の
文
化
的
富
と
伝
統
の
維
持
発
展
に
貢
献

す
る
た
め
、「
欧
州
の
歴
史
的
・
地
域
的
な
少
数
者
の
言
語
」
を
保
護
し
よ
う
と
す
る（

11
（

。
そ
の
結
果
、
欧
州
憲
章
は
特
定
の
国
に
お
い
て

「
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
」
言
語
だ
け
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る（

11
（

。
欧
州
憲
章
専
門
家
委
員
会
は
、
そ
の
よ
う
な
条
件
を
厳
格
に
解

釈
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
一
五
〇
〇
年
頃
か
ら
ロ
マ
人
が
居
住
し
始
め
た
が
、
専
門
家
委
員
会
の
関
心
は
、
現
在
デ
ン

マ
ー
ク
に
居
住
し
て
い
る
ロ
マ
人
は
、
こ
の
国
に
歴
史
的
に
存
在
し
て
い
た
ロ
マ
人
の
子
孫
で
あ
る
か
否
か
、
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
専
門

化
委
員
会
は
科
学
的
調
査
に
乗
り
出
し
、
五
〇
〇
〇
人
の
ロ
マ
人
に
た
い
し
て
彼
ら
・
彼
女
ら
が
一
九
世
紀
に
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ヒ
・
ホ
ル

シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
移
住
し
て
き
た
テ
ン
・
シ
ン
テ
ィ
家
族
の
子
孫
で
あ
る
か
ど
う
か
を
明
ら
か
に
し
た（

11
（

。
調
査
の
結
果
、
ロ
マ
ニ
語
話
者

は
一
時
的
に
こ
の
国
に
居
住
し
た
に
と
ど
ま
り
、
歴
史
的
に
継
続
し
た
ロ
マ
ニ
話
者
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
事
実
に
依

拠
し
て
、
専
門
家
委
員
会
は
、
ロ
マ
ニ
語
を
欧
州
憲
章
の
保
護
対
象
か
ら
除
外
し
た（

11
（

。
文
化
遺
産
概
念
に
た
い
す
る
こ
の
よ
う
な
狭
い
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
よ
り
新
し
く
そ
の
国
に
到
達
し
た
言
語
、
あ
る
い
は
現
在
う
ま
れ
つ
つ
あ
る
言
語
を
保
護
す
る
欧
州
憲
章
の
能
力
を
制
限

し
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
他
の
ロ
マ
ニ
語
と
は
区
別
さ
れ
る
デ
ン
マ
ー
ク
版
ロ
マ
ニ
語
が
発
展
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
は
ユ
ニ
ー
ク
な
言
語

と
し
て
同
化
圧
力
か
ら
保
護
す
る
に
値
し
、
人
類
の
文
化
遺
産
の
新
た
な
要
素
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
上
記
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
こ

の
よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



六
五

国
際
法
は
言
語
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
か
？
（
西
海
）

言
語
が
「
継
続
的
な
歴
史
的
存
在
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
、
当
該
言
語
が
欧
州
憲
章
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
、
と

い
う
考
え
方
が
、
専
門
化
委
員
会
報
告
の
な
か
に
示
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
専
門
家
委
員
会
が
有
し
て
い
る
歴
史
、
系
譜
、
欧
州
の
文
化
遺
産
と

い
う
静
的
で
歴
史
的
な
観
点
に
た
て
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
移
民
言
語
は
「
地
域
語
・
少
数
者
言
語
」
と
い
う
欧
州
憲
章
の
保
護
対

象
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
欧
州
憲
章
は
「
一
国
の
領
土
内
で
そ
の
国
の
国
民
に
よ
り
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
た
言
語
」
だ
け
を
保

護
す
る
。
そ
の
結
果
、
い
か
な
る
理
由
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
国
の
市
民
で
な
い
者
に
よ
り
話
さ
れ
た
言
語
は
保
護
対
象
か
ら
除
か
れ
て
し

ま
う
。
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
エ
ス
ト
ニ
ア
な
ど
の
国
に
お
け
る
ロ
シ
ア
語
は
、
こ
れ
ら
の
国
の
な
か
の
ロ
シ
ア
人
（
ソ
連
時
代
の
移
民
の
子
孫
（

の
社
会
が
す
っ
か
り
そ
こ
に
定
着
し
、
保
護
に
値
す
る
独
自
の
文
化
遺
産
を
有
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
護
対
象
か
ら
除
か
れ
て

し
ま
う
だ
ろ
う（

11
（

。
欧
州
憲
章
解
釈
に
示
さ
れ
る
こ
の
よ
う
な
文
化
観
は
特
殊
で
あ
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
も
の
と
さ
え
言
え
よ
う
。
そ

れ
は
二
〇
世
紀
〜
二
一
世
紀
の
移
民
の
大
波
が
生
じ
る
以
前
の
欧
州
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
伝
統
的
な
欧
州
の
文
化
観
と
言
っ
て
も
い

い
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
こ
の
分
野
の
国
際
法
が
有
し
て
い
る
偏
見
が
み
て
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
民
族
的
少
数
者
の
言
語
の
み
を

保
護
し
、
移
民
言
語
を
保
護
対
象
に
含
め
な
い
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、「
伝
統
的
」
言
語
や
文
化
の
保
護
に
固

執
し
、
文
化
や
言
語
使
用
パ
タ
ー
ン
が
絶
え
ず
変
化
し
続
け
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
い
態
度
で
あ
る
。
欧
州
憲
章
は
こ
の
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
お
も
に
「
一
国
の
領
域
内
で
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
て
き
た
」
言
語
を
保
護
し
、
イ
デ
ッ
シ
ュ
語
や
ロ

マ
ニ
語
な
ど
の
よ
う
な
欧
州
横
断
的
に
発
展
・
変
遷
し
て
き
た
言
語
は
そ
の
保
護
対
象
か
ら
除
か
れ
て
し
ま
う（

1（
（

。



六
六

お
わ
り
に

上
に
み
た
よ
う
に
、
個
人
的
権
利
を
保
護
す
る
国
際
人
権
法
、
集
団
的
権
利
を
保
護
す
る
少
数
者
保
護
法
、
お
よ
び
、
文
化
保
護
法
と

い
う
三
つ
の
法
分
野
の
言
語
保
護
に
か
ん
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
相
互
に
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
言
語
保
護
を
対

象
と
す
る
国
際
法
の
サ
ブ
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
言
語
使
用
お
よ
び
言
語
保
存
に
か
ん
し
て
互
い
に
異
な
る
利
益
と
関
心
を
有
し
て
い
る
か
ら

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
モ
ウ
ブ
レ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
法
が
言
語
の
道
具
的
利
益
に
と
ど
ま
ら
ず
言
語
の
内
在
的
利
益
も
保
護
対
象
に
し
て
い

る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
れ
ら
の
法
が
少
数
者
お
よ
び
人
類
全
体
に
と
っ
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
標
識
と
し
て
、
あ
る
い
は
文
化
的
に

意
義
あ
る
も
の
と
し
て
、
言
語
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
こ
に
内
在
し
て
い
る
問
題
点

を
、
彼
女
の
抱
く
「
あ
る
べ
き
言
語
保
護
」
の
観
点
か
ら
、
鋭
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
批
判
は
以
下
の
三
つ
に
ま
と
め
る
こ

と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
国
際
法
は
も
と
も
と
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
人
々
の
言
語
、
と
り
わ
け
民
族
的
少
数
者
や
先
住
民
族
の
言
語
の
保
護
に
熱

心
で
あ
り
、
移
民
の
言
語
保
護
に
は
あ
ま
り
関
心
を
寄
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
法
が
移
民
の
言
語
を
保
護
す
る
の
は
、
個

人
が
他
の
人
権
を
享
有
す
る
た
め
と
い
っ
た
道
具
的
な
利
益
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
と
は
、
た
と
え
ば
言
語
上
の

障
害
に
よ
り
公
正
な
裁
判
を
受
け
た
り
適
切
な
健
康
ケ
ア
に
ア
ク
セ
ス
し
た
り
で
き
な
い
場
合
で
あ
る
。
民
族
的
少
数
者
や
先
住
民
族
の

言
語
を
移
民
の
言
語
に
優
先
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
一
定
の
正
当
化
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
そ
の

国
に
居
住
し
て
い
た
人
々
の
言
語
は
大
き
な
保
護
を
受
け
る
に
値
す
る
。
過
去
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
言
語
は
不
正
に
乱
暴
に
抑
圧
さ
れ
た

の
で
、
そ
の
よ
う
な
不
正
義
か
ら
救
済
さ
れ
る
資
格
が
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
移
民
は
自
ら
そ
の
国
を
選
ん
で
入
国
し
て
く
る
の
だ
か
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国
際
法
は
言
語
を
ど
の
よ
う
に
保
護
し
て
い
る
か
？
（
西
海
）

ら
、
新
た
な
環
境
に
適
応
し
、
公
用
語
を
学
ぶ
こ
と
が
期
待
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、
現
代
世
界
は
急
速
な
人
口
移

動
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
大
量
移
民
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
、
移
民
が
自
ら
移
動
す
る
国
を
「
選
択
し
た
」
と
い
う
の
は
事
実
に

反
す
る
。
移
民
す
る
こ
と
を
即
座
に
決
め
さ
せ
、
そ
れ
を
強
い
る
不
正
義
と
不
平
等
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

も
と
も
と
そ
の
地
に
居
住
し
て
い
た
人
々
の
言
語
を
優
先
す
る
と
い
う
国
際
法
の
態
度
は
、
正
義
を
実
現
し
そ
れ
に
応
じ
た
権
利
を
個
人

に
付
与
す
る
と
い
う
国
際
法
の
権
能
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
。

第
二
に
、
国
際
法
は
一
国
の
公
用
語
に
特
権
的
地
位
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
行
政
機
関
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
交
渉

は
、
一
般
に
公
用
語
で
行
わ
れ
る
。
少
数
者
言
語
に
広
範
な
保
護
を
与
え
て
い
る
欧
州
枠
組
条
約
に
お
い
て
も
、
国
家
機
関
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
公
用
語
で
な
く
少
数
者
言
語
を
用
い
る
と
い
う
権
利
は
大
幅
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
個
人
が
法
廷
用
語
を
理
解
す
る
場

合
に
、
当
該
個
人
が
自
ら
の
言
語
を
法
的
手
続
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
拘
束
力
あ
る
国
際
法
文
書
は
存
在
し
な
い
。
国
家

機
関
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
公
用
語
を
使
う
の
は
実
用
的
か
つ
効
率
的
な
方
法
で
は
あ
る
が
、
手
放
し
で
そ
れ
を
容
認
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
国
家
機
関
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
公
用
語
は
、
多
く
の
場
合
当
該
社
会
の
支
配
的
集
団
の
言
語
だ
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
場
合
、
実
用
性
・
効
率
性
は
、
け
っ
し
て
中
立
的
な
も
の
で
も
、
無
垢
の
も
の
で
も
な
く
、
支
配
集
団
に
有
利
に
、
他
の
集

団
に
不
利
に
働
く
。「
効
率
性
」
も
力
を
行
使
す
る
さ
い
の
口
実
と
し
て
使
わ
れ
る
。
国
際
法
が
公
用
語
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
は
、
少

数
者
言
語
の
話
者
を
正
義
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
点
で
、
正
義
を
実
現
す
る
と
い
う
国
際
法
の
権
能
を
制
約
し
て
し
ま
う
。

最
後
に
言
え
る
こ
と
は
、
国
際
法
は
少
数
者
言
語
ま
た
は
消
滅
の
危
機
に
あ
る
言
語
、
お
よ
び
そ
れ
ら
の
話
者
の
周
辺
化
防
止
と
い
う

課
題
に
な
か
な
か
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
個
人
的
権
利
の
法
は
、
少

数
者
言
語
の
使
用
を
障
害
ま
た
は
不
全
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
少
数
者
言
語
の
周
辺
化
を
黙
示
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
を
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意
味
す
る
。
少
数
者
の
権
利
法
は
、
特
定
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
国
家
の
言
語
政
策
に
無
頓
着
で
あ
り
、
国

家
機
関
に
よ
る
言
語
選
択
が
そ
の
国
内
部
の
少
数
者
を
周
辺
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
文

化
保
護
法
と
し
て
の
欧
州
憲
章
は
、
保
護
の
対
象
か
ら
非
国
籍
保
有
者
、
移
民
、
ロ
マ
、
ジ
プ
シ
ー
、
旅
行
者
、
方
言
話
者
の
言
語
を
除

外
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
は
、
往
々
に
し
て
極
端
な
社
会
経
済
的
迫
害
を
被
っ
て
お
り
、
言
語
権
の
必
要
性
が
高
い

人
々
で
あ
る
。
モ
ウ
ブ
リ
ー
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
現
行
国
際
法
の
言
語
保
護
へ
の
取
り
組
み
に
一
定
の
積
極
的
評
価
を
加
え
つ
つ

も
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
限
界
を
剔
抉
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
モ
ウ
ブ
リ
ー
の
言
語
観
に
は
、
①
社
会
的
弱
者
で
あ
る
言
語
話
者
の
利
益
を
尊
重
し
、
②
現
実
世
界
の
弱
者
と
し
て
の
移

民
を
含
む
少
数
者
を
保
護
し
、
③
多
数
者
言
語
と
し
て
の
公
用
語
の
少
数
者
抑
圧
・
周
辺
化
機
能
を
警
戒
し
、
④
言
語
の
も
つ
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
機
能
を
重
視
す
る
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
国
際
法
の
言
語
保
護
機
能
に
つ
い
て
、
モ
ウ
ブ
レ
ー
は
、
こ
れ
ら
①
〜
④
の

総
体
と
し
て
の
「
言
語
的
正
義
」
の
実
現
を
国
際
法
は
担
う
べ
き
、
と
い
う
立
場
に
た
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

国
際
法
の
言
語
保
護
の
現
状
と
課
題
を
考
察
す
る
モ
ウ
ブ
レ
ー
の
研
究
は
、
示
唆
に
富
み
魅
力
的
で
あ
る
。
そ
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
言
語
権
の
通
時
的
・
共
時
的
展
開
過
程
を
確
認
・
把
握
す
る
こ
と
、
現
行
国
際
法
お
よ
び
各
国
の
国
内
法
が
言
語
を
ど
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
資
料
収
集
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
国
際
法
が
実
現
す
べ
き
言
語
的
正
義
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
る
こ
と
を
、

筆
者
の
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

（
1
（
寺
倉
憲
一
「
持
続
可
能
な
社
会
を
支
え
る
文
化
多
様
性
─
国
際
的
動
向
を
中
心
に
─
」（
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
『
持
続
可

能
な
社
会
の
構
築
』、
二
〇
一
〇
年
（
二
二
二
─
二
二
三
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
海
洋
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
イ
ヴ
・
ク
ス
ト
ー

（Jacques-Y
ves Cousteau

（
は
、
一
九
九
五
年
に
開
か
れ
た
ユ
ネ
ス
コ
五
〇
周
年
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
あ
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際
法
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語
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う
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護
し
て
い
る
か
？
（
西
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る
文
化
そ
れ
自
体
の
内
部
の
多
様
性
、
あ
る
い
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
の
間
の
差
異
は
、
我
々
人
類
の
文
明
の
活
力
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ

り
、
人
類
の
か
け
が
え
の
な
い
財
産
で
あ
る
。
文
明
社
会
に
あ
っ
て
誇
る
べ
き
豊
か
な
文
化
を
存
続
さ
せ
る
道
は
、
唯
一
、
世
界
の
文
化
多
様
性

を
保
護
す
る
こ
と
、
生
物
多
様
性
と
文
化
多
様
性
と
を
と
も
に
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
次
を
参
照
。T

okyo Sym
posium

: Science and 
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 Com
m

on Path for the Future: Final Report 

（SC-（（/W
S-1（

（, U
N

ESCO
/ U

N
U

, 1（（（, pp. 31

─33. 

（http://unesdoc.
unesco.org/im

ages/0010/0010（（/10（（（（E.pdf

（.

（
2
（U

N
ESCO

, U
niversal D

eclaration on Cultural D
iversity, adopted by the 31st Session of General Conference 

（N
ovem

ber 
2, 2001

（, Pream
ble, （th paragraph.

（
3
（U

N
 D

oc. A
/RES/（1/1（（ 

（201（

（, para. 13. https://w
w

w
.un.org/developm

ent/desa/dspd/201（/01/201（-international-year-
of-indigenous-languages/

（
（
（Jacqueline M

ow
bray, ” Language and International Law

: H
ow

 does International Law
 protect Languages and Liguistic 

Rights ? ”, Japanese Y
earbook of International Law

, V
ol. （2 

（201（

（, pp. （（

─11（ 

（
以
下M

ow
brayⅠ

（. Id., Linguistic Justice 
International Law

 and Laguage Policy, O
xford U

niversity Press, 2012 （
以
下M

ow
brayⅡ

（.

（
（
（M

ow
bray, I, pp. （（

─（（.

（
（
（
以
下
の
論
述
は
、ibid., pp. （（

─（2

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（
（
同
趣
旨
の
規
定
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
（M

ow
bray I, p. （（, note （

（。
世
界
人
権
宣
言
二
、
七
条
、
自
由
権
規
約
二
条
、
社
会
権
規
約
二

条
、
欧
州
人
権
条
約
一
四
条
お
よ
び
第
一
二
議
定
書
、
米
州
人
権
条
約
一
、
二
四
条
、
人
お
よ
び
人
民
の
諸
権
利
に
か
ん
す
る
ア
フ
リ
カ
憲
章

（
以
下
ア
フ
リ
カ
憲
章
（
二
、
三
条
。
さ
ら
に
モ
ウ
ブ
レ
ー
は
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
上
の
機
関
で
あ
る
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
は
、
言
語
差
別

が
人
種
差
別
の
一
側
面
と
み
な
さ
れ
る
場
合
、
同
条
約
規
定
が
参
照
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（M

ow
bray I, p. 

（（, note （

（。
次
を
参
照
。Concluding O
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m
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lim
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ll Form
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acial D
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.N

. D
oc. CERD
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（2010
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（
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iew
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. D
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（
11
（
こ
れ
に
類
似
す
る
規
定
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
（M

ow
bray I, p. （（, note 11

（。
世
界
人
権
宣
言
一
九
条
、
自
由
権
規
約
一
九
条
、

欧
州
人
権
条
約
一
〇
条
、
米
州
人
権
条
約
一
三
条
、
ア
フ
リ
カ
憲
章
九
条
。

（
12
（M

ow
bray I, p. （（, note 12, Ballantyne, D

avidson and M
cIntyre v Canada, V

iew
s of the H

um
an Rights Com

m
ittee, U

.N
. 

D
oc. CCPR/C/（（/D
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（; Singer v Canada, V
iew
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an Rights Com
m

ittee, U
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. D
oc. CCPR/C/（1/

D
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（
13
（M
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bray I, p. （（, note 13, Şükran A

ydın and others v T
urkey 

（A
pp （（1（（/0（

（, European Court of H
um

an Rights decision 
of 22 January 2013.  

ト
ル
コ
政
府
は
、
二
〇
二
〇
年
五
月
一
八
日
、
こ
の
判
決
を
履
行
し
た
旨
欧
州
評
議
会
閣
僚
委
員
会
に
報
告
し
（D

H
-D

D
 

（2020

（ （31

（、
同
委
員
会
は
、
同
年
六
月
一
七
日
、
ト
ル
コ
政
府
に
よ
る
判
決
履
行
を
確
認
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。https://hudoc.echr.

coe.int/eng#{%
22item

id%
22:[%

22001-203（0（%
22]}

（
1（
（
同
趣
旨
の
規
定
に
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
（M

ow
bray, I, p. （（, note 1（

（。
世
界
人
権
宣
言
二
七
条
一
項
、
ア
フ
リ
カ
憲
章
一
七
条
二
項
、

経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
権
利
分
野
に
お
け
る
米
州
人
権
条
約
議
定
書
（
サ
ン
サ
ル
バ
ド
ル
議
定
書
（
一
四
条
一
項
ａ
。

（
1（
（M

ow
bray I, p. （（, note 1（, R

ecom
m

endation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution 
to It, U

N
ESCO

 D
oc. 1（C/Res. A

nnex I

（1（（（
（, p. 2（.

（
1（
（M

ow
bray I, p. （（, note 20, G

eneral Com
m

ent 21 of the Com
m

ittee on E
conom

ic, Social and Cultural R
ights on the R

ight 
of E

veryone to T
ake Part in Cultural Life （A

rt. 15, Para. 1 （a

（ of the International Covenant on E
conom

ic, Social and 
Cultural R

ights

（, U
.N

. D
oc. E/C.12/GC/21 （200（

（, para. 1（.

（
1（
（Ibid, para. 11, 13.

（
1（
（M

ow
bray I, p. （0, note 2（, Com

m
ittee on E

conom
ic, Social and Cultural R

ights, Concluding O
bservations on the Fourth 

Periodic R
eport of M

orocco, U
.N

. D
oc. E/C.12/M

A
R.CO

/（ （201（

（, para. （（.

（
1（
（M

ow
bray I, p. （0, note 2（, Com

m
ittee on E

conom
ic, Social and Cultural R

ights, Concluding O
bservations on the Fourth 
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Periodic R
eport of A

rgentina, U
.N

. D
oc. E/C.12/A

RG/CO
/（ （201（

（, para. （3.
（
20
（
同
趣
旨
の
規
定
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
（M

ow
bray I, p. （1, notes 2（

─32

（。
欧
州
人
権
条
約
五
条
二
項
、
六
条
三
項
ａ
、
米
州
人
権
条
約

八
条
二
項
ａ
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
四
〇
条
二
項
ｂ
ⅵ
、
独
立
国
に
お
け
る
原
住
民
お
よ
び
種
族
民
に
か
ん
す
るILO

1（（

号
条
約
一
二
条
、
国

連
先
住
民
族
権
利
宣
言
（
以
下
、
先
住
民
族
権
利
宣
言
（
一
三
条
二
項
、
移
民
労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
権
利
保
護
に
か
ん
す
る
条
約
（
以
下

移
民
労
働
者
条
約
（
一
六
条
五
項
、
八
項
、
一
八
条
三
項
ａ
、
ｆ
。

（
21
（
同
趣
旨
の
規
定
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
（M

ow
bray I, p. （1, note 3（

（。
自
由
権
規
約
一
四
条
三
項
ａ
、
欧
州
人
権
条
約
五
条
二
項
、
六
条

三
項
ａ
、
移
民
労
働
者
条
約
一
六
条
五
項
、
一
八
条
三
項
ａ
。

（
22
（
同
趣
旨
の
規
定
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
（M

ow
bray I, p. （1, note 3（

（。
自
由
権
規
約
一
四
条
三
項
ｆ
、
欧
州
人
権
条
約
六
条
三
項
ｅ
、
米

州
人
権
条
約
八
条
二
項
ａ
、
児
童
の
権
利
条
約
四
〇
条
二
項
ｂ（
ⅵ
（、
移
民
労
働
者
条
約
一
六
条
八
項
、
一
八
条
三
項
ｆ
。

（
23
（M

ow
bray I, p. （1, note 3（, K

am
asinski v A

ustria （A
pp （（（3/（2

（（1（（1

（ 13 EH
RR 3（; H

erm
i v Italy （A

pp 1（11（/02

（（200（

（ 
（（ EH

RR （（; EU
 D

irective on the Right to Interpretation and T
ranslation in Crim

inal Proceedings, supra note 2（, A
rticle 3 

（1

（.

（
2（
（
先
住
民
族
権
利
宣
言
一
三
条
二
項
。

（
2（
（M

ow
bray I, p. （2, note 3（, Cyprus v T

urkey （A
pp 2（（（1/（（

（（2002

（ 3（ EH
RR 30, para. 2（（.

（
2（
（
同
条
約
一
条
一
項
。
な
お
、
社
会
権
規
約
委
員
会
に
お
い
て
教
育
へ
の
権
利
が
言
語
に
関
連
す
る
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、M

ow
bray II, pp. 3（

─（（
を
参
照
。

（
2（
（
そ
の
よ
う
な
条
約
規
定
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
（M

ow
bray I, p. （2, note （0

（。
自
由
権
規
約
一
七
、
二
三
条
、
欧
州
人
権
条
約
八

条
。

（
2（
（M

ow
bray I, p. （2, note （1, N

usret K
aya and others v T

urkey 
（A

pp （2（（0/0（

（, European Court of H
um

an Rights decision 
of 22 A

pril 201（.

（
2（
（
以
下
の
論
述
は
、M

ow
brayⅠ

, pp. （（

─101

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
30
（
自
由
権
規
約
二
七
条
。

（
31
（
戦
間
期
の
少
数
者
の
言
語
保
護
に
つ
い
て
、
次
を
参
照
。M

ow
brayⅡ

, p. 2（, notes （1, （2. 

ま
た
、
次
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
意
見
お



七
二

よ
び
判
決
も
参
照
。T

reatm
ent of Polish N

ationals and O
ther Persons of Polish O

rigin or Speech in the D
anzig T

erritory 

（A
dvisory O

pinion

（［1（33

］ PCIJ 

（ser A
/B

（ N
o （（; R

ights of M
inorities in U

pper Silesia （M
inority Schools

（ （Judgm
ent

（ 

［1（2（

］ PCIJ （ser A

（ No 1（; M
inority Schools in A

lbania （A
dvisory O

pinion

（［1（3（

］ PCIJ （ser A
/B

（ No （（.

（
32
（M

ow
bray I, p. （（, note （（, See G

eneral Com
m

ent 23 of the H
um

an R
ights Com

m
ittee: A

rticle 27 （R
ights of M

inorities

（, 
U

.N
. D

oc. CCPR/C/21/Rev.1/A
dd.（ （1（（（

（, para. （.3.

（
33
（M

ow
bray I, p. （（, notes （（, （（, M

avlonov and Sa’di v U
zbekistan, V

iew
s of the H

um
an Rights Com

m
ittee, U

.N
. D

oc. CCPR/
C/（（/D

/200（ （200（

（, para. （.（.

（
3（
（M

ow
bray I, p. （（, note （（, Fram

ew
ork Convention for the Protection of N

ational M
inorities, E

uropean T
reaty Series, N

o. 
1（（.

（
3（
（M

ow
bray I, p. 100, note （（, T

he Language Rights of Persons Belonging to National M
inorities under the Fram

ework Convention, 
T

hem
atic C

om
m

entary 3 of the A
dvisory C

om
m

ittee on the Fram
ew

ork C
onvention for the P

rotection of N
ational 

M
inorities, Council of Europe D

oc. A
CFC/（（D

O
C （2012

（ 001rev （2012

（.

（
3（
（U

nited N
ations D

eclaration on the Rights of Persons Belonging to N
ational or Ethnic, Religious and Linguistic M

inorities, 
U

.N
. D

oc. A
/RES/（（/13（ （1（（2

（（U
N

 M
inorities D

eclaration

（.

（
3（
（U

nited N
ations D

eclaration on the Rights of Indigenous Peoples, U
.N

.D
oc. A

/RES/（1/2（（ （200（

（

（
3（
（International Labour O

rganization Convention Concerning Indigenous and T
ribal Peoples in Independent Countries, ILO

 
Convention N

o. 1（（.

（
3（
（M

ow
bray I, p. 101, note （（, Conference on Security and Co-O

peration in Europe, D
ocum

ent of the Copenhagen M
eeting 

of the Conference on the H
um

an D
im

ension （2（ June 1（（0
（ 2（ ILM

 130（.

（
（0
（M

ow
bray I, p. 101, note （（, O

SCE, O
slo Recom

m
endations Regarding the Linguistic Rights of N

ational M
inorities 

（1（（（

（, 
available at: <https://w

w
w

.osce.org/hcnm
/oslo-recom

m
endations>.

（
（1
（
以
下
の
論
述
は
、M

ow
brayⅠ

, pp. 10（

─10（

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（2
（European Charter for Regional or M

inority Languages, E
uropean T

reaty Series, N
o. 1（（.
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（
（3
（
七
条
一
項
ａ
。

（
（（
（
八
条
一
項
ｂ
。

（
（（
（
九
条
一
項
ｂ
。

（
（（
（
一
一
条
一
項
ａ
。

（
（（
（
一
二
条
一
項
ｂ
。

（
（（
（M

ow
bray I, p. 10（, note 10（, M

ain Lines of an A
ction Plan for the Im

plem
entation of the U

N
E

SCO
 U

niversal D
eclaration on 

Cultural D
iversity, U

N
ESCO

 D
oc. 31C/Res.2（, A

nnex II, para. （.

（
（（
（M

ow
bray, ibid. Protection and Prom

otion of Linguistic Diversity of the W
orld: Yuelu Proclam

ation, adopted by the International 
Conference on the Role of Linguistic D

iversity in Building a Global Com
m

unity w
ith Shared Future, available at <https://

en.unesco.org/sites/default/files/yuelu_proclam
ation_en.pdf>.

（
（0
（M

ow
bray I, p. 10（, note 10（, Recom

m
endation on Participation by the People at Large in Cultural Life and their Contribution 

to It, U
N

ESCO
 D

oc. 1（C/Res, A
nnex I （1（（（

（, A
rticle （

（g

（.

（
（1
（M

ow
bray I, p. 10（, note 110, Recom

m
endation concerning the Prom

otion and U
se of M

ultilingualism
 and U

niversal A
ccess 

to Cyberspace, U
N

ESCO
 D

oc. 32C/Res （1, A
nnex （2003

（, A
rticle 3.

（
（2
（M

ow
bray I, p. 10（, note 111, Rieks Sm

eets, “Language as a V
ehicle of the Intangible Cultural H

eritage,” M
useum

 
International, V

ol. （（. N
o. 1

─2 （200（

（, p. 1（（.

（
（3
（M

ow
bray I, p. 10（, note 112, M

auro Rosi, “UNESCO and Languages: A
 Com

m
itm

ent to Culture and Developm
ent,” M

useum
 

International, V
ol. （0, N

o. 3 （200（

（; Janet Blake, “T
he International Legal Fram

ew
ork for the Safeguarding and Prom

otion 
of Languages,” M

useum
 International, V

ol. （0, N
o. 3 （200（

（.

（
（（
（M

ow
bray I, p. 10（, note 113, U

N
ESCO

, A
 D

ecade of Prom
oting M

ultilingualism
 in Cyberspace 

（201（

（, available at <https://
unesdoc.unesco.org/ark:/（（223/pf0000232（（3>.

（
（（
（M

ow
bray I, p. 10（, note 11（, A

ction Plan for O
rganizing the 2019 International Y

ear of Indigenous Languages, U
.N

. D
oc. 

E/C.1（/201（/（ （201（

（.



七
四

（
（（
（
以
下
の
論
述
は
、M

ow
brayⅠ

, pp. （3

─（（

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（（
（M

ow
bray I, p. （（, notes （（, （（. 

仏
の
裁
判
所
が
ブ
ル
ト
ン
語
で
自
己
を
防
御
す
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
と
し
て
、
ブ
ル
ト
ン
語
を
母
語

と
す
る
申
立
人
が
自
由
権
規
約
委
員
会
に
申
し
立
て
た
さ
い
に
、
同
委
員
会
は
申
立
人
の
主
張
を
退
け
、
フ
ラ
ン
ス
の
自
由
権
規
約
違
反
を
認
め

な
か
っ
た
。次
を
参
照
。Guesdon v France, V

iew
s of the H

um
an Rights Com

m
ittee, U

.N
. D

oc. CCPR/C/3（/D
/21（/1（（（ （1（（0

（.

（
（（
（
以
下
の
論
述
は
、M

ow
brayⅠ

, pp. 101

─10（

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（（
（
移
民
労
働
者
保
護
条
約
は
、
例
外
的
か
つ
付
随
的
に
、
移
民
労
働
者
の
言
語
使
用
を
保
護
し
て
い
る
。
移
民
労
働
者
条
約
一
六
条
五
項
、
一
八

条
三
項
ａ
、
一
八
条
三
項
ｆ
を
参
照
。

（
（0
（M

ow
bray I, p. 102, notes （（, （（, Com

m
ission on H

um
an R

ights, Com
m

entary of the W
orking G

roup on M
inorities to the 

U
N

 D
eclaration on the R

ights of Persons Belonging to N
ational or E

thnic, R
eligious and Linguistic M

inorities, U
.N

. D
oc. E/

CN
.（/Sub.2/A

C.（/200（/2 （200（

（, para. 10, 11.

（
（1
（M

ow
bray I, p. 102, note （（, Philip M

cD
erm

ott, “Language Rights and the Council of Europe: A
 Failed Response to a 

M
ultilingual Continent?” E

thnicities, V
ol. 1（, N

o. （ （201（

（, p. （03.

（
（2
（
以
下
の
論
述
は
、M

ow
brayⅠ

, pp. 10（
─11（

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
（3
（M

ow
bray I, p. 10（, note 11（, 

欧
州
憲
章
専
門
家
委
員
会
は
、
欧
州
憲
章
は
文
化
的
富
の
表
現
と
し
て
の
言
語
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
、
少
数

者
集
団
自
体
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
次
を
参
照
。A

pplication of the Charter in U
kraine, R

eport of the 
Com

m
ittee of E

xperts on the E
uropean Charter for R

egional or M
inority Languages Council of Europe D

oc. ECRM
L （2010

（ 
（ （2010

（, p. （（.

（
（（
（
欧
州
憲
章
前
文
。

（
（（
（
欧
州
憲
章
一
条
。

（
（（
（M

ow
bray I, p. 10（, note 122, A

pplication of the Charter in D
enm

ark, R
eport of the Com

m
ittee of E

xperts on the E
uropean 

Charter for R
egional or M

inority Languages, Council of Europe D
oc. ECRM

L

（2011

（1 （2011

（, para. 22.

（
（（
（Ibid., paras. 1（

─21.

（
（（
（M

ow
bray I, p. 110, note 12（, A

pplication of the Charter in D
enm

ark, R
eport of the Com

m
ittee of E

xperts on the E
uropean 
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Charter for R
egional or M

inority Languages, Council of Europe D
oc. ECRM

L

（201（

（（ （201（

（, para. 1（.
（
（（
（M

ow
bray I, p. 110, note 12（, A

pplication of the Charter in Serbia, R
eport of the Com

m
ittee of E

xperts on the E
uropean 

Charter for R
egional or M

inority Languages, Council of Europe D
oc. ECRM

L

（200（

（2 

（200（

（, paras. （

─21; A
pplication of 

the Charter in U
kraine, R

eport of the Com
m

ittee of E
xperts on the E

uropean Charter for R
egional or M

inority Languages, 
Council of Europe D

oc. ECRM
L

（2010

（（ 

（2010

（, paras. 1（

─（2; A
pplication of the Charter in Croatia, R

eport of the 
Com

m
ittee of E

xperts on the E
uropean Charter for R

egional or M
inority Languages, Council of Europe D

oc. ECRM
L

（2010

（

（ 

（2010

（, para. （; A
pplication of the Charter in Poland, R

eport of the Com
m

ittee of E
xperts on the E

uropean Charter for 
R

egional or M
inority Languages, Council of Europe D

oc. ECRM
L

（2011

（（ （2011

（, paras. （

─21.

（
（0
（M

ow
bray I, p. 110, note 12（. 

こ
れ
ら
の
国
は
独
立
を
達
成
し
た
と
き
に
、
す
べ
て
の
永
住
民
に
国
籍
を
付
与
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
ソ
連

占
領
以
前
か
ら
国
民
だ
っ
た
者
の
子
孫
に
の
み
国
籍
を
付
与
し
た
。
こ
の
と
き
以
来
、
国
籍
取
得
の
た
め
の
言
語
要
件
が
課
さ
れ
、
そ
の
結
果
、

ロ
シ
ア
系
住
民
は
国
籍
を
取
得
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
ラ
ト
ビ
ア
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
、
次
を
参
照
。T

hird O
pinion on Latvia, 

R
eport of the A

dvisory Com
m

ittee on the Fram
ew

ork Convention for the Protection of N
ational M

inorities, Council of 
Europe D

oc. A
CFC/O

P/III 

（201（
（ 001REV

 

（201（

（, pp. 11

─1（.  

も
っ
と
も
、
欧
州
憲
章
が
こ
れ
ら
の
国
々
に
お
け
る
ロ
シ
ア
語
に
適

用
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
、実
際
上
の
問
題
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、こ
れ
ら
の
国
々
の
い
ず
れ
も
欧
州
憲
章
当
事
国
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
れ
は
欧
州
憲
章
の
適
用
範
囲
の
外
延
を
示
し
て
い
る
点
で
有
用
で
あ
る
。

（
（1
（M

ow
bray I, p. 111, note 12（, Explanatory Report to the European Charter for Regional or M

inority Languages, E
uropean 

T
reaty Series, N

o. 1（（, available at <https://rm
.coe.int/CoERM

PublicCom
m

onSearchServices/D
isplayD

CT
M

Content?docum
entId=0（00001（（00cb（e（>, para. 3（.

（
（2
（M

ow
bray I, p. 11（, note 1（2, W

ill K
ym

licka and A
lan Patten, “Language Rights and Political T

heory,” A
nnual R

eview
 of 

A
pplied Linguistics, V

ol. 23 （2003

（, p. 3, especially at pp. （

─（.

（
本
学
法
学
部
教
授
（




