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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
移
民
・
難
民
問
題
と
多
文
化
主
義

蔦
木
文
湖

苦
悩
す
る
欧
州

　

昨
２
０
１
５
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
き
た
い
く
つ
か
の
出
来

事
が
、
日
本
で
も
大
き
な
関
心
を
集
め
ま
し
た
。

　

そ
の
最
大
の
も
の
は
、
難
民
問
題
で
す
。
９
月
に
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
目
指
し
た
シ
リ
ア
難
民
の
幼
児
が
渡
航
中
に
命
を
落

と
し
た
写
真
が
世
界
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
たあ
。
徒
歩
や
野
宿
で

ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
へ
と
向
か
う
人
々

の
映
像
に
、
事
の
重
大
さ
を
感
じ
ら
れ
た
方
も
多
い
か
と
思
い

ま
す
。
難
民
の
積
極
的
受
け
入
れ
を
表
明
し
た
ド
イ
ツ
・
メ
ル

ケ
ル
首
相
へ
の
賛
辞
の
声
も
連
日
、
日
本
の
報
道
を
に
ぎ
わ
せ

ま
し
た
が
、
11
月
に
は
パ
リ
で
同
時
多
発
テ
ロ
が
起
き
、
直
後

の
選
挙
で
難
民
受
け
入
れ
に
反
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
極
右
政
党
が

大
き
く
票
を
伸
ば
し
て
、
難
民
受
け
入
れ
の
問
題
に
大
き
な
影

を
落
と
し
た
こ
と
も
記
憶
に
新
し
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

押
し
寄
せ
る
難
民
を
前
に

　

幼
児
の
死
を
き
っ
か
け
に
大
き
な
政
治
的
テ
ー
マ
と
し
て
報

道
さ
れ
た
の
は
９
月
で
す
が
、
そ
れ
以
前
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
大

き
な
政
治
的
課
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
２
月
に
債
務
問
題
に
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よ
っ
て
生
じ
た
ギ
リ
シ
ャ
危
機
へ
の
Ｅ
Ｕ
の
対
応
で
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
時
す
で
に
、
そ
の
対
応
に
中
心
的
役
割
を
担
っ
た

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ギ
リ
シ
ャ
危
機
よ
り
も
難
民
問
題
に
強
い

関
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
世
論
調
査
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
２
０
１
３
年
ご
ろ
か
ら
シ
リ
ア
難
民
の
難
民
申
請
が

爆
発
的
に
増
加
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
で
は
、
難
民
受
け
入
れ
予

定
施
設
へ
の
放
火
事
件
も
相
次
い
で
い
た
か
ら
で
す
。

　

Ｅ
Ｕ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、

２
０
１
０
年
に
30
万
人
弱
だ
っ
た
庇
護
申
請
者
︵asylum

 seekers

︶

が
、
２
０
１
４
年
に
は
66
万
２
６
８
０
人
と
倍
増
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
２
０
１
３
年
か
ら
は
ド
イ
ツ
の
受
け
入
れ
が
突
出
し
、

２
０
１
４
年
の
受
け
入
れ
の
う
ち
１
／
３
を
担
っ
た
の
が
ド
イ

ツ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
２
０
１
４
年
の
年
間
60

万
人
と
い
う
受
け
入
れ
を
、
実
は
す
で
に
Ｅ
Ｕ
加
盟
諸
国
は
経

験
し
て
い
ま
し
た
。
１
９
９
２
年
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
内
戦

か
ら
逃
れ
て
き
た
人
を
中
心
に
庇
護
申
請
を
し
た
人
々
は
、
当

時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
15
か
国
で
62
万
人
以
上
だ
っ
た
か
ら
で
すい
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
、
２
０
１
５
年
に
は
ド
イ
ツ
だ
け
で
１

０
０
万
人
を
超
えう、
今
後
３
年
間
で
３
０
０
万
人
と
の
試
算
も

出
て
お
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
こ
れ
ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
の
な

い
受
け
入
れ
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
受
け
入
れ
人
数
の
上
限
を

設
け
る
べ
き
か
、
テ
ロ
や
犯
罪
を
ど
う
防
い
で
い
く
の
か
な
ど
、

現
在
も
議
論
が
行
わ
れ
て
お
り
、
今
後
ど
の
よ
う
な
新
た
な
展

開
を
見
せ
て
い
く
の
か
は
注
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
の
う
え
で
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
難
民
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社

会
の
中
に
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
て
い
く
の
か
が
、
大
き
な
関

心
と
な
っ
て
い
く
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
の
移
民
・
難
民
の
受
け
入
れ
は
、
国
際

情
勢
の
変
化
に
大
き
く
影
響
を
受
け
る
形
で
数
の
増
減
は
あ
る

も
の
の
、
第
二
次
大
戦
後
、
継
続
し
て
続
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
移
民
・
難
民
の
受
け
入
れ
の
歴
史
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
け
る
現
実
の
多
文
化
社
会
化
を
も
た
ら
し
て
い
ま
す
。

　「
異
文
化
と
の
交
流
」
が
日
常
に

　

２
０
０
７
年
に
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
27
か
国
で
行
わ
れ
た
調
査
で
は
、

２
／
３
の
人
々
が
日
常
的
に
自
文
化
と
異
な
る
文
化
を
背
景
と

す
る
人
々
と
の
交
流
が
あ
る
と
の
結
果
が
で
て
い
ま
すえ
。
イ
ギ

リ
ス
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
で
は
、
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そ
の
人
口
の
２
割
近
く
が
移
民
の
背
景
を
も
つ
人
々
と
な
っ
て

お
り
、
さ
ら
に
若
者
世
代
で
は
よ
り
高
い
割
合
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
すお
。
現
実
に
多
様
な
文
化
が
存
在
し
て
い
る
と

い
う
意
味
で
の
多
文
化
社
会
化
の
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
双

方
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
内
在
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
積
み
重
ね
の
上

に
２
０
１
５
年
の
難
民
受
け
入
れ
が
あ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い

え
ま
す
。

　

１
９
５
０
年
代
か
ら
60
年
代
に
か
け
て
、ド
イ
ツ
、フ
ラ
ン
ス
、

イ
ギ
リ
ス
な
ど
い
く
つ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で
は
、
労
働

力
不
足
を
補
う
た
め
大
量
の
労
働
移
民
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
に

よ
り
新
し
い
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
作
ら
れ
て
い
き
ま
し
た
。

は
じ
め
は
、
こ
れ
ら
の
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
労
働
世
代
の
男

性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、﹁
ゲ
ス
ト
ワ
ー
カ
ー
﹂
の
言
葉

に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
籍
や
文
化
的
背
景
よ
り
も
そ
の

経
済
的
機
能
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
、
一
定
期
間
の
労
働
の

後
に
は
母
国
へ
帰
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

１
９
７
０
年
代
に
入
っ
て
労
働
者
と
し
て
の
移
民
が
制
限
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
帰
国
す
れ
ば
再
入
国
は
困
難
で
あ
る
た
め
、

定
住
と
家
族
呼
び
寄
せ
の
プ
ロ
セ
ス
が
始
ま
り
ま
す
。
移
民
の

う
ち
高
い
割
合
を
イ
ス
ラ
ム
人
口
が
占
め
て
お
り
、
そ
の
後
イ

ス
ラ
ム
人
口
は
、
第
二
第
三
世
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
生
ま
れ
の
人
々

の
割
合
が
増
加
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、１
９
８
０
年
代
に
は
、
庇
護
を
求
め
る
難
民
と
し
て
、

イ
ス
ラ
ム
の
人
々
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
加
え
て
、
北
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国
々
に
も
や
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
は
じ
め

は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
レ
バ
ノ
ン
な
ど

か
ら
で
し
た
が
、
90
年
代
に
は
い
る
と
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
や

旧
ソ
連
地
域
か
ら
の
難
民
が
大
量
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
入
し
ま

し
たか
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
、
憲
法
に
あ
た
る
基
本
法
に
庇
護
権
と
し

て
政
治
的
迫
害
か
ら
人
々
を
保
護
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
、
地

理
的
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
か
ら
も
近
い
ド
イ
ツ
を
は
じ
め
、

そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
主
要
国
に
お
い
て
も
見
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
長
い
期
間
を
か
け
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
移
民
・

難
民
を
受
け
入
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
こ
う
し
て
受
け
入
れ

ら
れ
て
き
た
人
び
と
の
第
二
第
三
世
代
が
、
社
会
を
構
成
す
る

一
部
に
も
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
特
化
し
て
言
う
な

ら
ば
、
第
二
次
大
戦
直
後
に
は
数
百
万
人
が
旧
ド
イ
ツ
領
に
あ
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っ
た
故
郷
を
追
わ
れ
、
ま
た
旧
東
ド
イ
ツ
出
身
の
人
々
の
中
に

は
ベ
ル
リ
ン
の
壁
を
越
え
て
旧
西
ド
イ
ツ
へ
移
動
し
た
人
も
お

り
、
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
受
け
入
れ
と
と
も
に
当
事
者

と
し
て
も
難
民
と
い
う
状
況
を
経
験
し
て
き
た
と
い
え
る
で

し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
移
民
・
難
民
を
ど
の
よ
う
に
社
会
に
統

合
し
て
い
く
か
が
、
長
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
課
題
と
な
っ
て
き
ま

し
た
。
移
民
の
社
会
統
合
の
あ
り
方
は
各
国
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
文
化
的
多
様
性
よ
り
も
国
民
と
し
て

の
平
等
を
重
視
し
た
共
和
国
原
理
︵R

epublican principle

︶
に
基

づ
く
同
化
政
策
︵assim

ilationism

︶、
ド
イ
ツ
は
血
統
主
義
︵Jus 

sanguinis

︶
の
国
民
概
念
の
も
と
、
自
国
を
移
民
国
と
認
め
ず
移

民
を
外
国
人
と
し
て
位
置
づ
け
る
政
策
、
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ラ
ン

ダ
、
北
欧
な
ど
は
比
較
的
多
文
化
主
義
的
な
政
策
と
い
う
よ
う

に
、
各
国
の
歴
史
に
基
づ
い
て
異
な
る
方
針
が
と
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
し
か
し
、
90
年
代
に
﹁
多
様
性
の
中
の
統
一
﹂
を
掲
げ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
統
合
が
進
展
し
て
い
く
中
で
、
こ
れ
ま
で
に

多
く
の
移
民
や
難
民
を
受
け
入
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
文

化
的
多
様
性
を
も
っ
た
多
文
化
社
会
で
あ
る
と
の
認
識
が
広
が

っ
て
い
き
ま
す
。

社
会
統
合
へ
の
模
索

　

こ
の
多
文
化
社
会
と
な
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
前
提
に
し
て
、

移
民
の
社
会
統
合
を
ど
の
よ
う
に
行
う
べ
き
か
が
、
活
発
に
議

論
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
最
も
大
き
な
議
論

が
、
多
文
化
主
義
の
是
非
で
す
。
こ
の
﹁
多
文
化
﹂
と
い
う
言

葉
で
す
が
、﹁
移
民
を
受
け
入
れ
た
結
果
、
多
様
化
し
た
社
会
﹂

と
﹁
多
様
化
し
た
社
会
を
管
理
す
る
た
め
に
必
要
な
政
策き
﹂
の

双
方
を
意
味
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
で
す
。
実
際
、
90
年
代

後
半
に
は
、
リ
ベ
ラ
ル
左
派
を
中
心
と
す
る
多
文
化
主
義
の
擁

護
派
は
も
ち
ろ
ん
保
守
派
を
中
心
と
す
る
批
判
派
も
、
大
量
の

移
民
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
多
様
性
を
高
め
、
変
化
さ
せ
て
き

た
こ
と
、
す
な
わ
ち
現
実
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
多
文
化
社
会

で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
こ
の
現
実
に

対
し
て
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
る
べ
き
か
が
、
争
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
台
頭
し
つ
つ
あ
る
極
右
政
党

は
、
こ
う
し
た
現
実
と
し
て
文
化
的
に
多
様
な
状
況
自
体
を
否

定
し
、
移
民
の
排
除
や
難
民
の
受
け
入
れ
拒
否
を
主
張
し
て
い
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る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
の
状
態
と
そ
の
状
態
へ

の
対
処
法
を
意
味
す
る
二
つ
が
多
文
化
主
義
と
い
う
概
念
で
一

緒
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
、
移
民
の
社
会
統
合
を
進
め
て
い
く

た
め
の
議
論
を
大
き
く
制
約
し
て
き
た
と
の
指
摘
が
あ
り
ま
すく
。

　

そ
こ
で
次
に
、
主
要
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
お
け
る
多
文
化

を
め
ぐ
る
論
争
を
紹
介
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
多
文
化
社
会
化
に

よ
っ
て
何
を
得
、
ど
の
よ
う
な
葛
藤
を
抱
え
て
い
る
の
か
を
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
多
文
化
主
義
も
同
化
政
策
も
「
分
断
」
を
も
た
ら
し
た

　

２
０
１
０
年
10
月
、﹁
多
文
化
社
会
の
試
み
は
失
敗
し
た
﹂
と

ド
イ
ツ
・
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
発
言
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
波
紋
が

広
が
り
ま
し
た
。
２
０
０
０
年
以
降
、
ド
イ
ツ
は
移
民
国
と
し

て
の
統
合
政
策
を
打
ち
出
し
、
二
重
国
籍
の
容
認
や
移
民
法
を

制
定
し
移
民
の
ド
イ
ツ
語
習
得
を
進
め
る
な
ど
、
そ
れ
ま
で
の

方
針
を
大
き
く
転
換
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
新
た
な
統
合
政
策

が
進
め
ら
れ
て
い
く
中
で
の
こ
の
発
言
に
つ
い
て
気
を
つ
け
な

く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
先
ほ
ど
整
理
し
た
よ
う
に
、
多
文
化

主
義
や
多
文
化
社
会
が
語
ら
れ
る
と
き
、﹁
現
実
﹂
と
し
て
の
多

文
化
と
﹁
政
策
﹂
と
し
て
の
多
文
化
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
、
メ
ル
ケ
ル
首
相
の
発
言
は
、
ド
イ
ツ
が
移
民
に
よ

っ
て
多
様
な
文
化
の
存
在
す
る
社
会
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
く
、
政
策
と
し
て
の
多
文
化
主
義
が
文
化
の
尊
重

の
名
の
も
と
に
文
化
的
民
族
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
か
ら
の

孤
立
を
生
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
保
守
派
と
左
派
と

い
う
対
立
す
る
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
論
争
の
道
具
に
陥
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

た
だ
し
、
そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
で
は
国
家
と
し
て
公
式
に
多
文
化

主
義
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
んけ
。
血
統
主
義
の
国

民
概
念
の
も
と
、
現
実
に
は
移
民
で
あ
る
人
々
を
あ
く
ま
で
将

来
帰
国
す
る
外
国
人
と
捉
え
続
け
、
社
会
へ
の
統
合
に
消
極
的

だ
っ
た
連
邦
政
府
の
一
方
で
、
ベ
ル
リ
ン
や
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト

な
ど
高
い
外
国
人
比
率
を
抱
え
た
都
市
部
を
中
心
に
、
多
文
化

主
義
的
な
対
応
が
と
ら
れ
、
そ
の
経
験
を
も
と
に
連
邦
レ
ベ
ル

で
の
政
策
へ
の
批
判
的
対
抗
策
と
し
て
、
多
文
化
主
義
が
唱
え

ら
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
で
も
同
様
に
、
２
０
１
１
年
２
月
、
デ
ー
ヴ
ィ
ッ

ド
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
が
﹁
国
と
し
て
の
多
文
化
主
義
は
失
敗
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し
た
﹂
と
発
言
し
ま
し
た
。
90
年
代
後
半
ま
で
保
守
党
の
政
権

下
、
多
文
化
主
義
的
な
発
言
は
左
派
陣
営
の
中
で
の
み
主
張
さ

れ
る
に
留
ま
っ
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
で
す
が
、
労
働
党
政
権
の
発

足
以
降
、
政
府
の
政
策
や
発
言
は
多
文
化
主
義
の
影
響
を
受
け

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
れ
以
前
よ
り
、
都
市
部
で
頻
発
し
た

移
民
の
暴
動
を
契
機
と
し
て
、
特
定
の
移
民
組
織
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
利
益
を
代
弁
す
る
指
導
者
を
指
名
し
て
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

を
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
取
り
込
む
戦
略
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
多
文
化
主
義
的
政
策
は
、
ど
の
組
織
に
も

属
さ
な
い
人
々
を
排
除
し
、
ま
た
組
織
同
士
の
利
害
を
め
ぐ
る

対
立
を
も
た
ら
し
、
社
会
の
亀
裂
を
深
め
て
し
ま
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
すこ
。

　

一
方
、
フ
ラ
ン
ス
が
移
民
に
も
適
用
し
て
き
た
国
民
統
合
の

モ
デ
ル
は
、
属
性
や
所
属
に
関
係
な
く
抽
象
的
個
人
と
し
て
人
々

を
平
等
に
扱
う
と
い
う
共
和
国
原
理
、
法
の
下
の
平
等
、
普
遍

主
義
な
ど
と
呼
ば
れ
て
き
た
も
の
で
、
文
化
的
多
様
性
に
配
慮

し
な
い
同
化
主
義
政
策
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
公
共
空
間
で

は
非
宗
教
性
が
守
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
原
理

に
基
づ
い
た
も
の
と
い
え
ま
すさ
。
こ
の
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
政

府
は
原
則
と
し
て
多
文
化
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
拒
絶
し
て
き

ま
し
た
が
、
現
実
に
は
、
北
ア
フ
リ
カ
移
民
と
そ
の
第
二
第
三

世
代
を
完
全
な
市
民
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
同
質
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
扱
い
、
社
会
の
分

裂
を
招
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
すし
。

　

イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
に
お
け
る
多
文
化
主
義
政
策
は
、
分
裂

し
た
社
会
と
そ
の
原
因
を
作
り
出
し
た
と
い
え
ま
す
が
、
フ
ラ

ン
ス
で
の
同
化
政
策
も
ま
た
同
じ
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
ま
すす
。

こ
の
よ
う
に
、
多
文
化
主
義
を
否
定
す
る
発
言
が
相
次
い
だ
背

景
に
は
、
移
民
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
文
化
的
多
様
化
が
、

社
会
の
活
力
と
な
る
一
方
、
社
会
の
分
裂
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
へ
の
危
機
感
が
年
々
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え

る
で
し
ょ
う
。
多
文
化
主
義
は
そ
の
処
方
箋
に
な
ら
な
い
ば
か

り
か
、
む
し
ろ
社
会
の
分
裂
を
強
め
る
結
果
を
も
た
ら
す
と
の

危
惧
が
あ
る
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
の
分
裂
は
、
移
民
に
よ
る
運
動
や
要
求
に

よ
っ
て
以
前
よ
り
示
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
２
０
０
０
年
代
以

降
、
イ
ス
ラ
ム
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
問
題
化
さ
れ
て
い
く
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
外
国
人
労
働
者
募
集
期
に
見
ら
れ
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た
も
の
は
、
職
場
で
の
差
別
、
強
制
送
還
、
警
察
で
の
扱
い
な

ど
に
抗
議
す
る
運
動
や
ス
ト
ラ
イ
キ
で
あ
り
、
文
化
や
宗
教
に

基
づ
く
要
求
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在
で
も
、
移
民
の

運
動
や
要
求
に
あ
っ
て
は
、
雇
用
な
ど
社
会
的
平
等
が
訴
え
ら

れ
こ
そ
す
れ
、
イ
ス
ラ
ム
固
有
の
信
仰
・
礼
拝
に
関
す
る
要
求

は
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
な
い
と
の
指
摘
も
あ
り
ま
すせ
。

　

そ
の
一
方
、
１
９
８
９
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
い
わ
ゆ
る
ス
カ
ー

フ
問
題
、
公
立
学
校
で
イ
ス
ラ
ム
の
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
て
い
た
女
子
生
徒
を
登
校
禁
止
に
す
る
措

置
が
と
ら
れ
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
世
論
を
二
分
す
る
と
い
う
事

件
が
お
き
ま
し
た
。
こ
の
ス
カ
ー
フ
問
題
は
、
そ
の
後
フ
ラ
ン

ス
だ
け
で
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
の
台
頭

　

そ
し
て
、
２
０
０
１
年
の
９
・
11
テ
ロ
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

社
会
で
は
イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
︵islam

ophobia

︶
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
イ
ス
ラ
ム
へ
の
ま
な
ざ
し
が
厳
し
く
な
り
、
両
方
向
の
懐

疑
・
恐
れ
が
社
会
の
分
裂
を
い
っ
そ
う
強
め
る
結
果
と
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
情
勢
の
中
で
、
２
０
０
４
年

２
月
、
公
立
学
校
内
で
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
の
着
用
を
禁
止
す
る

法
律
、
い
わ
ゆ
る
ス
カ
ー
フ
禁
止
法
が
フ
ラ
ン
ス
で
成
立
し
ま

すそ。
こ
の
こ
と
は
、
ス
カ
ー
フ
が
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
の

象
徴
で
あ
り
、
郊
外
で
の
暴
動
を
連
想
さ
せ
る
社
会
不
安
の
象

徴
と
し
て
も
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
側
が
彼
ら
を
排
除
し
て
い
る
と
い
う

責
任
は
問
わ
れ
ず
、
逆
に
、
宗
教
問
題
が
前
面
に
出
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
政
治
的
・
経
済
的
課
題
と
し
て
の
移
民
問
題
が
背

景
に
退
い
て
し
ま
う
危
険
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
し
た
。
平
等

な
個
人
に
基
づ
く
市
民
形
成
と
い
う
目
標
を
介
在
さ
せ
る
こ
と

で
文
化
の
相
互
変
容
と
い
う
方
向
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
共

和
国
原
理
と
衝
突
す
る
移
民
の
姿
を
強
調
す
る
結
果
に
な
り
、

移
民
の
排
除
や
社
会
の
分
裂
を
強
め
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
え

る
の
で
すた
。

　

ド
イ
ツ
で
も
、
１
９
９
５
年
に
同
様
の
ス
カ
ー
フ
問
題
が
起

き
ま
し
た
が
、
２
０
０
６
年
に
は
新
た
な
ス
カ
ー
フ
問
題
が
起

き
、
移
民
の
第
二
第
三
世
代
が
孤
立
化
し
て
い
る
状
況
の
中
で
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
イ
ス
ラ
ム
文
化
に
求
め
よ
う
と
す
る
動
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き
の
現
れ
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で

も
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
に
基
づ
く
よ
う
な
形
で
、
私
的
空
間
と
公

的
空
間
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
も
の
の
、
ス
カ
ー
フ
を
若
い
世

代
が
身
に
着
け
よ
う
と
す
る
こ
と
と
社
会
的
分
裂
状
況
と
の
関

連
性
と
い
う
本
質
的
な
議
論
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
すち
。

　

２
０
０
４
年
３
月
と
２
０
０
５
年
７
月
に
は
マ
ド
リ
ー
ド
と

ロ
ン
ド
ン
で
テ
ロ
事
件
、
２
０
０
４
年
11
月
に
は
オ
ラ
ン
ダ
で

テ
オ
・
ヴ
ァ
ン
・
ゴ
ッ
ホ
殺
人
事
件
、
２
０
０
５
年
10
月
か
ら

11
月
に
か
け
て
の
パ
リ
郊
外
で
の
若
者
に
よ
る
騒
乱
、
２
０
０

６
年
２
月
に
は
ム
ハ
ン
マ
ド
風
刺
画
事
件
な
ど
、﹁
イ
ス
ラ
ム
﹂

が
関
わ
る
も
の
と
し
て
世
界
を
揺
る
が
せ
た
一
連
の
事
件
が
続

い
て
い
き
ま
し
たつ
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
２
０
０
６
年
3
月
、

移
民
の
背
景
を
も
つ
生
徒
の
割
合
が
80
％
を
超
え
て
い
る
ベ
ル

リ
ン
の
あ
る
基
幹
学
校
︵H
auptschule

︶
で
、
生
徒
同
士
や
教
師

へ
の
暴
力
が
横
行
し
教
師
全
員
が
廃
校
を
要
請
す
る
事
態
と
な

り
、
学
校
教
育
現
場
の
荒
廃
や
移
民
の
生
徒
の
著
し
く
低
い
学

力
も
問
題
と
な
っ
て
い
ま
すて
。

　

こ
う
し
た
出
来
事
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
社
会
的
に
統
合
さ

れ
ず
、
排
除
さ
れ
て
い
る
移
民
の
存
在
で
あ
り
、
多
文
化
社
会

の
名
の
も
と
に
進
ん
で
き
た
社
会
の
分
裂
と
い
う
現
実
で
す
が
、

こ
う
し
た
現
実
が
﹁
イ
ス
ラ
ム
の
脅
威
﹂
に
す
り
か
え
ら
れ
、

さ
ら
に
分
裂
を
深
め
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
メ
ル
ケ
ル
首
相
や
キ
ャ
メ
ロ
ン
首
相
の
発
言
は
、

多
文
化
主
義
は
こ
う
し
た
社
会
の
分
裂
を
強
め
こ
そ
す
れ
解
決

す
る
手
段
に
は
な
り
え
な
い
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
現
在
、
難
民
の
受
け
入
れ
を
め
ぐ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
戦
線
を
は
じ
め
と
す
る
極
右
勢
力
の
支

持
の
上
昇
、
ド
イ
ツ
で
の
度
重
な
る
難
民
受
け
入
れ
施
設
へ
の

放
火
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
で
の
難
民
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
対
立
が

起
き
る
中
、
多
様
性
の
尊
重
さ
え
も
危
機
に
陥
っ
て
い
る
と
い

え
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
多
文
化
主
義
へ
の
不
信
が
広
が
る
中
で
、
文
化

的
多
様
性
を
認
め
た
上
で
、
ど
の
よ
う
な
政
策
を
と
る
べ
き
な

の
か
が
模
索
さ
れ
て
い
ま
す
。
２
０
０
０
年
以
降
、
統
合
を
前

面
に
押
し
出
し
て
き
た
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
語
の
習
得
や
ド

イ
ツ
の
価
値
観
の
受
け
入
れ
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
政
治
家
は
フ
ラ
ン
ス
全
体
に
共
通

す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
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こ
う
し
た
動
き
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
価
値
観
の
受
け
入
れ
を
強

い
る
も
の
と
の
批
判
が
あ
る
も
の
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
分
裂
し

た
社
会
で
は
な
く
、
文
化
的
多
様
性
の
中
で
統
合
さ
れ
た
社
会

と
し
て
い
く
た
め
の
共
通
の
基
盤
と
な
る
の
は
何
か
が
、
模
索

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

「
文
化
間
対
話
」
の
試
み

　

そ
の
模
索
の
動
き
の
中
で
注
目
し
た
い
の
が
、
文
化
間
対
話

︵intercultural dialogue

︶
の
試
み
で
す
。
文
化
間
対
話
は
、
９
・

11
テ
ロ
以
降
、
多
文
化
主
義
や
同
化
主
義
に
代
わ
る
新
し
い
ア

プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
や
欧
州
審
議
会
︵C

ouncil of Europe

︶

な
ど
で
採
用
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
文
化
間
対
話
と
は
、
異
な
る
文
化
が

独
立
し
自
己
完
結
し
た
ま
ま
で
あ
る
多
元
的
社
会
と
い
う
概
念

を
含
む
﹁
多
文
化
主
義
﹂
に
代
わ
る
も
の
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
の
﹁
多

様
性
の
中
の
統
一
﹂
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
確
か
に
す
る
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
多
文
化
の
﹁
マ
ル
チ
︵m

ulti

︶﹂
が
異

な
る
部
分
の
相
互
の
結
び
つ
き
に
言
及
す
る
こ
と
の
な
い
多
様

性
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
文
化
間
の
﹁
イ
ン
タ
ー
︵inter

︶﹂

は
結
び
つ
き
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
す
。
ま
た
、﹁
対
話
﹂
は

平
和
や
連
帯
と
い
う
Ｅ
Ｕ
創
設
の
理
念
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
え
ま
すと
。

　

Ｅ
Ｕ
は
２
０
０
８
年
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
間
対
話
年
︵Europe-

an Year of Intercultural D
ialogue 2008

︶
と
し
、
欧
州
委
員
会
教
育

文
化
総
局
︵European C

om
m

ission D
G

: D
irectorate-G

eneral Educa-

tion and C
ulture

︶
を
中
心
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し
て
い

き
ま
し
たな
。
文
化
間
対
話
に
つ
い
て
の
議
論
を
顕
在
化
さ
せ
注

目
を
集
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
文
化
的
多
様
性
や
文
化
間
対

話
、
Ｅ
Ｕ
の
共
通
の
価
値
に
基
づ
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
の
重
視
の
も
と
、
若
者
を
対
象
に
し
た
も
の
を
中

心
に
事
業
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。
催
し
と
し
て
の
文
化
事
業
に

加
え
て
、
文
化
間
対
話
に
関
す
る
議
論
の
機
会
が
設
け
ら
れ
た

こ
と
、
欧
州
審
議
会
と
の
共
同
事
業
で
イ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ュ
ラ

ル
・
シ
テ
ィ
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
実
施
さ
れ
、
現
在
99
都
市
に
拡

大
し
て
文
化
間
対
話
に
基
づ
く
都
市
政
策
の
実
施
が
継
続
し
て

い
る
こ
と
、
１
０
０
０
以
上
の
市
民
団
体
が
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
企
画
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
特
徴
的
で
す
。
こ

う
し
た
取
り
組
み
に
よ
り
文
化
間
対
話
に
対
す
る
一
般
の
人
々
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の
関
心
が
高
ま
り
、
継
続
的
な
事
業
の
実
施
に
も
結
び
つ
い
て

い
き
ま
し
た
。
こ
の
文
化
間
対
話
年
の
公
式
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の

際
の
宣
言
で
は
、﹁
異
な
る
文
化
集
団
が
分
断
さ
れ
た
ま
ま
の
多

文
化
社
会
か
ら
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
有
意
義
な
相
互

作
用
に
携
わ
る
文
化
間
社
会
に
変
化に
﹂
す
る
こ
と
の
重
要
性
が

述
べ
ら
れ
て
お
り
、
文
化
間
対
話
が
社
会
の
結
合
を
も
た
ら
す

こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う
し
た
Ｅ

Ｕ
の
取
り
組
み
か
ら
は
、
議
論
の
結
論
を
出
す
こ
と
よ
り
も
対

話
の
場
を
共
有
す
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
い
う
文
化
間
対
話
の

方
向
性
が
う
か
が
え
ま
すぬ
。

　

ま
た
、
１
９
４
９
年
に
設
立
さ
れ
た
国
際
機
関
で
あ
る
欧
州

審
議
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
で
の
社
会
文
化
分
野
で
の
活
動

を
展
開
し
て
き
た
組
織
で
す
がね
、
２
０
０
５
年
に
第
三
回
加
盟

国
首
脳
サ
ミ
ッ
ト
︵the Third Sum

m
it of the H

eads of State and 

G
overnm

ent

︶
で
、
宗
教
の
領
域
も
含
む
文
化
間
対
話
を
、
認
識
、

理
解
、
調
和
、
寛
容
の
促
進
、
対
立
の
防
止
、
統
合
の
確
立
、

社
会
の
結
合
の
手
段
と
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

背
景
に
は
、
多
様
性
が
増
加
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
、
従
来

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
文
化
的
多
様
性
を
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
す
る
上

で
、
も
は
や
不
十
分
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
最
近
ま
で
望
ま
し
い
と
さ
れ
て
き
た
多
文
化
主
義
的
ア
プ

ロ
ー
チ
や
、
よ
り
古
い
同
化
主
義
へ
の
回
帰
も
ま
た
適
切
な
も

の
で
は
な
く
、
包
摂
的
社
会
の
達
成
の
た
め
に
は
新
し
い
ア
プ

ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
り
、
文
化
間
対
話
は
そ
の
ル
ー
ト
と
な
る

と
さ
れ
て
い
る
の
で
すの
。

「
対
等
の
立
場
で
」
話
し
合
う

　

ド
イ
ツ
で
は
、
２
０
０
６
年
7
月
か
ら
年
１
回
、
統
合
サ
ミ

ッ
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
サ
ミ
ッ
ト
は
、
メ
ル
ケ
ル

首
相
を
中
心
に
、
連
邦
政
府
、
州
政
府
、
自
治
体
、
移
民
団
体
、

教
会
、
社
会
団
体
の
代
表
で
構
成
さ
れ
、
対
等
な
立
場
で
話
し

合
う
と
い
う
画
期
的
な
も
の
で
し
た
。
そ
の
一
方
、
イ
ス
ラ
ム

団
体
は
宗
派
や
傾
向
が
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
出
身
国
の
違

い
に
も
基
づ
い
た
多
数
の
組
織
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め

る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
束
ね
る
頂
上
組
織
も
存

在
し
ま
せ
ん
。
性
格
や
規
模
が
違
う
だ
け
で
な
く
、
互
い
に
対

立
す
ら
は
ら
ん
で
い
る
の
が
現
実
で
す
。
し
か
し
、
首
相
を
は

じ
め
社
会
の
指
導
的
立
場
の
人
々
が
移
民
の
代
表
と
対
等
な
立
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場
で
一
堂
に
会
し
た
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
り
、
サ
ミ
ッ
ト

の
成
果
と
し
て
、
移
民
問
題
に
つ
い
て
移
民
抜
き
で
政
治
が
語

る
時
代
は
過
ぎ
去
り
、
移
民
と
と
も
に
語
る
時
代
が
到
来
し
た

と
の
評
価
を
受
け
て
い
ま
すは
。
メ
ル
ケ
ル
首
相
が
﹁
密
度
の
高

い
対
話
へ
の
幕
開
け
﹂
と
述
べ
た
よ
う
に
、
文
化
間
対
話
が
社

会
と
移
民
と
を
結
び
つ
け
、
社
会
の
統
合
に
大
き
な
役
割
を
果

た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

移
民
の
統
合
に
お
い
て
理
想
的
な
政
策
は
、﹁
多
文
化
主
義
の

多
様
性
を
受
容
す
る
側
面
と
、
同
化
主
義
の
誰
で
も
市
民
と
し

て
扱
う
側
面
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
だひ
﹂
と
の
指
摘
も
あ
り
ま
す

が
、
文
化
間
対
話
が
こ
の
二
つ
の
側
面
を
結
合
さ
せ
る
可
能
性

を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
関
係
性
の
網
」
の
理
念

　

東
洋
哲
学
研
究
所
創
立
者
の
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
︵
創
価
学
会
イ
ン
タ

ナ
シ
ョ
ナ
ル
︶
会
長
は
、
本
年
１
月
に
発
表
さ
れ
た
Ｓ
Ｇ
Ｉ
提
言ふ

で
、
排
他
主
義
や
扇
動
に
押
し
流
さ
れ
な
い
社
会
を
築
く
た
め

に
必
要
な
土
台
は
、﹁
一
対
一
の
対
話
﹂
を
通
し
て
自
分
の
意
識

か
ら
抜
け
落
ち
て
い
る
も
の
に
気
づ
く
こ
と
で
あ
る
と
し
ま
し

た
。
ま
た
、
異
な
る
民
族
や
宗
教
に
対
す
る
認
識
も
、
難
民
の

人
々
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
も
、
迂
遠
な
よ
う
で
も
一
対
一
の
対

話
を
通
し
て
変
化
し
、
対
話
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
友
情
と
信
頼

の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
課
題
の
解
決
の
た
め
に
行
動
す
る
民

衆
の
連
帯
の
礎
が
作
ら
れ
る
と
の
確
信
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
存
在
や
出
来
事
は
、
分
か
ち
が
た
い

﹁
関
係
性
の
網
﹂
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
の
仏
法
理
念
を
紹
介
し
、

﹁
自
分
だ
け
の
幸
福
も
な
く
、
他
人
だ
け
の
不
幸
も
な
い
﹂
と
の

地
平
を
開
い
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
が
主
張
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
の
﹁
関
係
性
の
網
﹂
の
思
想
こ
そ
が
、
異
な
る
文
化
を
も
つ

人
々
を
結
び
付
け
る
文
化
間
対
話
の
共
通
の
基
盤
と
な
る
可
能

性
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

多
文
化
主
義
へ
の
批
判
を
通
し
て
示
さ
れ
た
も
の
も
、
２
０

１
５
年
の
難
民
受
け
入
れ
に
よ
っ
て
突
き
付
け
ら
れ
た
も
の
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
分
裂
状
況
に
対
す
る
危
機
感
で
あ
る
と
い

え
ま
す
。
こ
の
分
裂
状
況
を
打
開
し
目
指
す
も
の
は
、
多
様
性

の
尊
重
と
社
会
的
な
結
び
つ
き
の
醸
成
で
あ
り
、
人
間
の
尊
厳

に
裏
打
ち
さ
れ
た
平
等
や
正
義
の
実
現
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

の
文
化
間
対
話
の
取
り
組
み
が
、
こ
れ
ら
の
実
現
に
ど
う
寄
与
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し
て
い
く
の
か
、
今
後
も
注
視
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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