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フ
ラ
ン
ス
の
移
民
政
策
と
そ
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

中

谷

真

憲

は
じ
め
に

二
〇
〇
五
年
秋
に
発
生
し
た
郊
外
を
舞
台
と
し
た
若
者
た
ち
の
暴
動
事
件
を
受
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
移
民
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
大
き

な
政
策
変
更
が
行
わ
れ
た
。
サ
ル
コ
ジ
内
相
（
当
時
）
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
基
づ
く
「
移
民
及
び
統
合
に
関
す
る
二
〇
〇
六
年
七
月
二
四

日
の
法
律
第
二
〇
〇
六
―

九
一
一
号
」（
以
下
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
と
呼
ぶ
）
に
よ
る
選
択
的
移
民
政
策
の
導
入
で
あ
る
。
同
法
に
よ
っ

て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
家
族
呼
び
寄
せ
を
中
心
と
し
た
こ
れ
ま
で
の
移
民
受
け
入
れ
の
あ
り
方
か
ら
の
転
換
を
は
か
り
、
国
家
が
積
極
的
に
高

い
能
力
を
持
つ
移
民
を
選
択
す
る
方
向
へ
と
進
む
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
法
律
の
理
念
は
、
押
し
つ
け
ら
れ
た
移
民
（im

m
igration subie

）
か
ら
選
択
的
移
民
（im

m
igration choisie

）
へ
、
と
説
明
さ
れ

た
が
、
こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
は
移
民
の
都
合
に
よ
る
移
民
の
受
け
入
れ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
と
見
て
い
い
だ

ろ
う
。

具
体
的
な
法
律
の
中
身
（
１
）と
し
て
目
を
引
く
の
は
、「
滞
在
許
可
証
∧
能
力
・
才
能
∨
」
の
新
設
（
２
）や
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
十
年
間
以
上
の

居
住
証
明
に
基
づ
く
滞
在
の
例
外
的
許
可
（
正
規
化
）
規
定
の
廃
止
（
３
）、「
滞
在
証
∧
個
人
及
び
家
庭
生
活
∨
」
の
交
付
条
件
の
厳
格
化
（
４
）、
そ

し
て
「
受
入
・
統
合
契
約
」（
二
〇
〇
三
年
導
入
）
の
義
務
化
（
５
）な
ど
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
れ
ら
の
大
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
移
民
政
策
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス
の
議
論
の
枠
組
み
自
体
は
実
は
そ
う
変
化
し
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
選
択
的
移
民
、
と
い
う
語
に
は
共
和
主
義
的
な
普
遍
主
義
か
ら
の
逸
脱
を
想
起
さ
せ
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
と
は
い
え
、「
滞
在
証
∧
能
力
・
才
能
∨
」
の
新
設
を
除
い
て
は
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
も
基
本
的
に
こ
れ
ま
で
の
移
民
法
改

正
、
な
い
し
国
籍
法
改
正
の
中
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
右
派
の
考
え
方
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
同
化
で
き
な
い
も
の
を

あ
ら
か
じ
め
「
入
り
口
」
段
階
で
見
分
け
て
排
除
し
よ
う
と
す
る
二
〇
〇
六
年
移
民
法
の
発
想
は
、
た
と
え
ば
一
九
九
三
年
の
国
籍
法
改
正

に
お
け
る
「
意
思
表
明
条
項
」
や
、
移
民
に
対
す
る
規
制
を
強
化
し
た
パ
ス
ク
ワ
法
と
精
神
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
社
会
党
ら
左
派

が
言
う
よ
う
に
、
開
か
れ
て
い
る
は
ず
の
共
和
主
義
の
否
定
な
の
だ
ろ
う
か
。
左
派
に
と
っ
て
は
そ
う
だ
が
、
右
派
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
共

和
主
義
の
強
化
で
あ
る
。
右
派
は
移
民
が
滞
在
許
可
証
や
国
籍
取
得
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
共
和
国
精
神
を
理
解
し
フ
ラ
ン
ス
語
能
力
が
あ

る
、
と
い
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

右
派
、
左
派
が
と
も
に
共
和
主
義
に
こ
だ
わ
り
な
が
ら
、
そ
の
解
釈
が
異
な
る
と
す
れ
ば
、
議
論
の
主
戦
場
が
ま
す
ま
す
共
和
主
義
と
移

民
政
策
と
の
整
合
性
の
問
題
に
固
定
さ
れ
が
ち
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
移
民
政
策
は
、
共
和
主
義
を
巡
る
論
争
の
中
で
展

開
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
常
態
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。

暴
動
に
ま
で
発
展
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問
題
を
、
人
の
移
動
が
激
し
く
な
っ
た
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
の
先

鋭
な
あ
ら
わ
れ
と
見
る
こ
と
は
た
ぶ
ん
間
違
っ
て
は
い
な
い
。
こ
の
見
方
は
敷
衍
す
れ
ば
、
世
界
の
先
進
国
で
多
か
れ
少
な
か
れ
ど
こ
に
で

も
起
こ
り
う
る
例
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
問
題
を
と
ら
え
る
考
え
方
に
行
き
着
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
そ
の
暴
動
の
規
模
の

大
き
さ
や
激
し
さ
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
例
が
い
く
ぶ
ん
特
殊
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問

題
に
特
殊
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
先
に
顕
著
な
特
徴
と
し
て
述
べ
た
、
問
題
の
論
じ
方
そ
の
も
の
と
関
わ
る
の
で
は
な
い

か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問
題
を
考
え
る
上
で
、
そ
こ
に
特
殊
性
が
あ
る
と
し
た
ら
何
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
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に
つ
い
て
、
考
え
て
お
く
こ
と
は
有
益
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
こ
の
こ
と
を
目
的
に
こ
の
小
論
を
す
す
め
る
も
の
と
す
る
。

註（
１
）

二
〇
〇
六
年
移
民
法
（L

oi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’im
m

igration et à l’intégration

）
の
改
正
点
に
つ
い
て
は
、
高
山
直

也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
法
移
民
対
策
と
社
会
統
合
」（
国
立
国
会
図
書
館
『
外
国
の
立
法
』
Ｎ
ｏ
．
二
三
〇
、
二
〇
〇
六
年
一
一
月
）
が
詳
し

い
。次

章
で
も
原
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
上
で
依
拠
し
た
。
以
下
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。http://w

w
w

.ndl.go.jp/jp/data/publication/

legislation2006.htm
l

ま
た
、
同
法
と
入
国
滞
在
法
典
（C

ode de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

）
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、http://w

w
w

.

legifrance.gouv.fr/

か
ら
参
照
し
た
。

（
２
）
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
三
一
五
│
一
条
〜
Ｌ
第
三
一
五
│

九
条
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
第
一
五
条

（
３
）
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
三
一
三
│
一
四
条
第
三
項
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
第
三
二
条

（
４
）
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
三
一
三
│
一
一
条
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
第
三
一
条

（
５
）
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
三
一
一
│

九
条
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
第
五
条

第
一
章

移
民
問
題
の
全
体
的
枠
組

（
一
）
移
民
受
け
入
れ
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
的
特
徴

フ
ラ
ン
ス
は
、
過
去
二
世
紀
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
っ
と
も
移
民
を
受
け
入
れ
て
き
た
国
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
も
似
た
移
民
国
と
し
て
の
歴
史
を
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
三
〇
年
の
時
点
で
、
人
口
十
万
人
あ
た
り
の
外
国
人
人
口
は
フ
ラ
ン

ス
が
五
一
五
人
で
あ
る
の
に
対
し
ア
メ
リ
カ
は
四
九
二
人
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
を
も
凌
駕
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
６
）。
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フ
ラ
ン
ス
が
移
民
に
対
し
て
開
放
的
で
あ
っ
た
理
由
は
、
人
口
増
大
へ
の
指
向
、
植
民
地
と
の
歴
史
的
つ
な
が
り
、
共
和
主
義
的
な
理

想
、
そ
し
て
労
働
力
補
填
の
必
要
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
数
え
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ホ
ス
ト
国
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
側
の
要
因
と
し
て
最
大

の
も
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
労
働
力
の
補
填
で
あ
り
、
こ
れ
は
十
九
世
紀
か
ら
第
一
次
、
第
二
次
大
戦
後
に
至
る
ま
で
、
も
っ
と
も
自
覚

的
に
追
求
さ
れ
た
。
十
九
世
紀
の
産
業
発
展
は
都
市
部
で
の
労
働
力
を
必
要
と
し
た
し
、
大
戦
後
は
ま
ず
は
戦
後
復
興
の
た
め
、
そ
し
て
経

済
成
長
の
た
め
の
労
働
力
が
不
足
し
た
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
労
働
政
策
と
し
て
の
移
民
受
け
入
れ
を
コ
ア
と
し
な
が
ら
、
上
に
挙
げ
た
そ
の
他
の
要
因
に
よ
っ
て
、
移
民
の
流
入
に

概
し
て
無
頓
着

4

4

4

と
い
っ
て
よ
い
姿
勢
を
見
せ
て
き
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
か
ら
の
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い
る
社
会
状
況
が
あ
る
限
り

は
、
レ
ッ
セ
・
フ
ェ
ー
ル
的
で
市
場
任
せ
の
移
民
流
入
が
放
置
さ
れ
、
不
法
移
民
も
か
な
り
安
易
に
事
後
承
認
す
る
よ
う
な
傾
向
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
経
済
成
長
期
に
フ
ラ
ン
ス
に
や
っ
て
き
た
移
民
は
、
国
立
入
国
管
理
局
（
Ｏ
Ｎ
Ｉ
）
の
正
式

な
手
続
き
に
よ
ら
な
い
不
法
入
国
で
あ
っ
て
も
、
ひ
と
た
び
フ
ラ
ン
ス
の
地
を
踏
ん
で
し
ま
え
ば
比
較
的
簡
単
に
合
法
的
地
位
を
得
る
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
（
７
）。
移
民
は
、
戦
後
当
初
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
出
身
者
が
多
く
を
占
め
た
も
の
の
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

の
経
済
環
境
が
平
準
化
し
て
い
く
に
つ
れ
、
彼
ら
に
代
わ
っ
て
マ
グ
レ
ブ
（
モ
ロ
ッ
コ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
）
諸
国
出
身
者

が
、
そ
し
て
七
〇
年
代
末
か
ら
は
東
南
ア
ジ
ア
出
身
者
、
九
〇
年
代
か
ら
は
サ
ハ
ラ
以
南
出
身
者
が
増
大
し
て
い
く
（
８
）。

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
中
最
大
の
、
五
〇
〇
万
人
と
も
推
計
さ
れ
る
ム
ス
リ
ム
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）
が
居
住
し
て
い
る
の

は
、
明
ら
か
に
植
民
地
と
の
歴
史
的
つ
な
が
り
に
よ
る
。
第
三
共
和
制
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
内
に
対
し
て
は
国
民
国
家
と
し
て
の
充
実
、
外
に

対
し
て
は
植
民
地
支
配
の
推
進
、
と
い
う
ヤ
ヌ
ス
の
顔
を
持
つ
体
制
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
「
啓
蒙
の
思
想
」
と
「
普
遍
主
義
の
理
想
」
の

二
様
の
現
れ
方
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
植
民
地
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
明
の
光
の
下
に
植
民
地
住
民
を
教
化
せ
ん
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
教
育
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を
は
じ
め
と
す
る
同
化
政
策
が
熱
心
に
展
開
さ
れ
―
し
か
し
権
利
と
法
的
地
位
に
関
し
て
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
め
っ
た
に
同
じ
で
は
な
か
っ
た

―
結
果
と
し
て
、
ア
フ
リ
カ
の
地
に
は
広
大
な
フ
ラ
ン
ス
語
地
域
が
広
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
次
大
戦
後
に
非
植
民
地
化
が
進
む
中

で
、
経
済
的
チ
ャ
ン
ス
を
求
め
る
フ
ラ
ン
ス
語
圏
ア
フ
リ
カ
の
人
々
が
、
移
民
と
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
を
目
指
す
の
は
ご
く
当
た
り
前
の
成
り

行
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ホ
ス
ト
国
フ
ラ
ン
ス
の
側
も
、
労
働
政
策
上
の
必
要
性
、
か
つ
て
の
宗
主
国
と
し
て
の
鷹
揚
さ
、
人
権
大
国
と

し
て
の
意
識
、
な
ど
が
微
妙
に
入
り
交
じ
り
つ
つ
移
民
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
戦
後
の
「
栄
光
の
三
十
年
」
の
間
は
、

移
民
に
国
を
閉
ざ
す
理
由
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
社
会
の
移
民
受
け
入
れ
に
対
す
る
無
頓
着
な
姿
勢
に
は
お
そ
ら
く
、
よ
り
散
文
的
な
事
実
も
介
在
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
移
民

に
関
す
る
統
計
的
な
デ
ー
タ
が
不
足
し
て
お
り
、
事
態
の
客
観
的
な
把
握
が
難
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
エ
ス
ニ
ッ
ク

的
帰
属
も
宗
教
的
帰
属
も
個
人
の
事
柄
に
過
ぎ
ず
、
そ
う
い
っ
た
事
柄
に
つ
い
て
の
公
式
の
統
計
が
保
存
さ
れ
な
い
。
回
答
者
の
宗
教
が
特

定
さ
れ
た
国
勢
調
査
は
一
八
七
二
年
が
最
後
で
あ
り
、
一
九
七
八
年
に
は
人
種
的
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
デ
ー
タ
に
関
す
る
公
式
統
計
の
記
録
が

法
的
に
も
制
限
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
（
９
）。
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
自
体
が
共
和
主
義
思
想
に
由
来
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
、
逆
に
無
責
任
な
当
て
推
量
的
数
値
が
飛
び
交
う
こ
と
を
む
し
ろ
許
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
ム
ス
リ
ム
移
民
の
数
は
研

究
者
や
公
的
機
関
の
推
定
で
は
お
お
よ
そ
最
大
五
〇
〇
万
人
あ
た
り
に
落
ち
着
く
こ
と
が
多
い
（
亜
）。
し
か
し
、
公
式
統
計
が
な
い
が
ゆ
え
に
、

ず
っ
と
よ
り
過
大
な
数
字
が
政
治
的
意
図
の
元
で
極
右
国
民
戦
線
等
に
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
利
用
さ
れ
て
も
防
ぎ
よ
う
が
な
い
（
唖
）。

ま
た
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
、
宗
教
的
な
移
民
の
内
訳
だ
け
で
な
く
、
移
民
の
総
数
に
つ
い
て
も
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
統
計
は
「
外
国

で
生
ま
れ
出
生
時
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
定
住
者
」
で
あ
る
移
民
一
世
―
こ
の
中
に
は
定
義
上
、
フ
ラ
ン
ス
人

と
外
国
人
の
双
方
が
含
ま
れ
る
―
に
つ
い
て
は
記
録
し
て
も
、
国
民
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
移
民
二
世
、
三
世
に
つ
い
て
は
痕
跡
を
残
さ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
三
世
に
つ
い
て
は
国
籍
の
自
動
取
得
条
項
が
生
き
て
い
る
限
り
、
出
生
地
主
義
と
血
統
主
義
の
組
み
合
わ
せ
の
中
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で
、
自
動
的
に
必
ず
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
た
め
、
正
確
な
統
計
的
把
握
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
一
九
九
三
年
の
国
籍
法
が
こ
の
自
動
取
得

条
項
を
廃
止
す
る
以
前
の
条
件
で
、
移
民
一
世
が
国
籍
を
取
得
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
そ
の
子
孫
た
ち
は
ど
う
な
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
や
や
簡
略
化
し
て
記
す
が
、「
外
国
生
ま
れ
の
外
国
人
の
両
親
の
も
と
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
供
た
ち
は

外
国
人
（
Ａ
）」
で
あ
る
。
こ
の
移
民
二
世
で
あ
る
（
Ａ
）
は
未
成
年
の
間
は
そ
の
親
に
よ
っ
て
国
籍
取
得
の
手
続
き
を
取
る
こ
と
が
で

き
、
ま
た
一
八
歳
の
成
人
時
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
放
棄
の
宣
言
を
し
な
い
限
り
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
「
自
動
的
に
」
取
得
で
き
る
。（
Ａ
）

が
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
た
場
合
は
、
そ
の
子
供
の
三
世
は
「
両
親
の
う
ち
ど
ち
ら
か
が
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
れ
ば
、
そ
の
子
は
フ
ラ
ン
ス

人
」
で
あ
る
た
め
自
動
的
に
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
。
ま
た
、
移
民
二
世
で
あ
る
（
Ａ
）
が
国
籍
を
取
得
せ
ず
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
結
婚
し
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
子
で
あ
る
三
世
は
「
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
外
国
人
の
両
親
の
も
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
た
子
供
は
出
生
時
に

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
有
す
る
」
た
め
、
結
局
は
「
自
動
的
に
」
フ
ラ
ン
ス
人
と
な
る
（
娃
）。

こ
の
よ
う
な
開
か
れ
た
国
籍
の
あ
り
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
こ
そ
が
も
っ
と
も
平
等
主
義
的
で
差
別
の
な
い
国
だ
と
い
う
誇
り
を
生
ん
で
き

た
。
市
民
権
に
段
階
を
設
け
る
―
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
か
つ
て
の
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
の
よ
う
に
―
こ
と
は
、
一
級
市
民
と
二
級
市

民
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
り
、
国
籍
＝
市
民
権
に
つ
い
て
は
、「
も
つ
か
、
も
た
な
い
か
」
の
選
択
し
か
な
い
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
社

会
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
阿
）。
そ
し
て
た
し
か
に
生
粋
の
フ
ラ
ン
ス
人
（Français de souche

）
同
様
の
国
民
と
し
て
の
権
利
を
、

数
多
く
の
移
民
に
与
え
て
き
た
こ
の
国
を
、
多
文
化
主
義
的
立
場
に
立
た
な
い
と
い
う
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
差
別
的
だ
と
見
な
す
こ
と
は
間

違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
は
紛
れ
も
な
く
大
変
に
「
開
か
れ
た
国
」
で
あ
り
、
移
民
を
国
家
の
構
成
員
と
し
て
抱
え
て
い
く
こ
と
に

寛
容
で
あ
り
、
無
頓
着
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
国
民
と
し
て
の
根
本
的
な
権
利
を
与
え
て
い
る
以
上
、
そ
の
後
の
こ
と
は
個
人
的
事
柄
に
属
す
る
問
題

だ
、
と
い
う
態
度
に
帰
着
し
や
す
い
。
権
利
と
し
て
の

4

4

4

4

4

4

「
入
り
口
」
を
ど
う
設
計
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
、
つ
ま
り
国
籍
付
与
を
規
定
す
る
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国
籍
法
や
、
国
民
化
に
つ
な
が
る
定
住
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
移
民
法
（
入
国
滞
在
法
）
に
関
す
る
議
論
が
―
左
右
両
派
の
間
で
対
立
し
つ

つ
―
盛
ん
で
あ
る
の
に
比
べ
、
実
質
的
な

4

4

4

4

社
会
統
合
政
策
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
同
化
主
義
も
し
く

は
統
合
主
義
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
は
社
会
統
合
の
た
め
の
権
利
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
と
し
て
の
積
極

的
な
同
化
、
統
合
を
進
め
る
政
策
に
は
む
し
ろ
欠
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

（
二
）
移
民
問
題
の
登
場
と
政
策
の
蛇
行

現
在
の
移
民
若
年
層
問
題
の
根
本
は
、
一
九
七
四
年
の
移
民
の
受
け
入
れ
停
止
に
始
ま
る
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
る
全
欧
的
な
景
気
後
退

の
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
も
他
の
欧
州
諸
国
と
同
じ
く
移
民
の
受
け
入
れ
を
停
止
し
た
。
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
マ
グ
レ
ブ
系
が
、
つ
い
で
九
〇

年
代
に
は
サ
ハ
ラ
以
南
ア
フ
リ
カ
諸
国
出
身
者
が
移
民
流
入
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
石
油
シ
ョ
ッ
ク
後
の
帰
国
奨
励
策

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
国
の
さ
ら
に
劣
悪
な
環
境
を
嫌
っ
た
移
民
の
多
く
は
出
国
す
る
道
を
選
ば
ず
、
ま
た
家
族
再
結
合
の
権
利
は
一
九
七

八
年
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
決
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
（
哀
）た
め
に
、
移
民
は
増
え
こ
そ
す
れ
減
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
、

他
の
国
に
比
べ
て
目
立
つ
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
移
民
の
子
供
が
国
民
に
転
化
し
や
す
い
シ
ス
テ
ム
を
有
し
て
い
る

が
ゆ
え
に
、
経
済
的
に
そ
し
て
広
く
社
会
的
に
、
劣
悪
な
環
境
で
育
つ
新
た
な
国
民
や
潜
在
的
国
民
を
大
量
に
抱
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
実
質
上
の
二
級
市
民
は
、
国
民
と
し
て
の
フ
ル
な
権
利
を
持
っ
て
い
る
―
あ
る
い
は
も
つ
は
ず
―
こ
と
か
ら
、
問
題
が
か

え
っ
て
看
過
さ
れ
や
す
い
立
場
に
お
か
れ
た
。

何
よ
り
も
万
人
平
等
の
公
教
育
が
、
移
民
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
、
宗
教
的
出
自
か
ら
解
き
放
ち
共
和
国
の
市
民
へ
と
生
育
し
て
い
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
た
し
、
大
学
に
至
る
ま
で
無
償
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
制
度
が
能
力
向
上
の
た
め
の
機
会
の
平
等
を
保
障
し
て
い
る
は
ず

で
も
あ
っ
た
。
そ
の
期
待
が
ガ
ラ
ガ
ラ
と
音
を
立
て
て
崩
れ
去
っ
た
か
に
見
え
た
の
が
、
パ
リ
郊
外
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
（
中
学
校
）
を
舞
台
と
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し
て
始
ま
っ
た
、
一
九
八
九
年
の
イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
（
ヴ
ェ
ー
ル
）
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
後
の
章
で
ま
た
取
り
上
げ

る
が
、
こ
こ
で
は
彼
女
た
ち
が
一
九
七
四
年
以
後
の
環
境
で
育
ち
、
こ
の
頃
に
ち
ょ
う
ど
思
春
期
を
迎
え
た
年
頃
で
あ
っ
た
こ
と
に
だ
け
注

意
を
促
し
て
お
こ
う
。

一
九
八
〇
年
代
以
降
の
政
府
の
移
民
政
策
は
、
政
権
後
退
が
あ
る
た
び
に
右
派
と
左
派
で
シ
ー
ソ
ー
の
よ
う
に
揺
れ
て
き
た
（
愛
）。
そ
れ
は
主

に
入
国
管
理
、
不
法
移
民
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
滞
在
許
可
証
の
取
得
、
国
籍
の
取
得
、
な
ど
の
条
件
を
巡
る
も
の
で
、
お
お
む
ね
右

派
が
厳
格
化
し
左
派
が
緩
和
す
る
と
い
う
形
で
、
入
国
滞
在
法
と
国
籍
法
の
改
正
に
結
び
つ
い
て
き
た
。

言
葉
の
罠
に
陥
ら
な
い
た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
不
法
移
民
（
サ
ン
パ
ピ
エ
）
は
必
ず
し
も
不
法
に
入
国
、
滞
在
し
て
き
た
者
を
指
す

の
で
は
な
い
。
正
規
に
入
国
、
滞
在
し
て
き
て
、
あ
る
日
突
然
に
滞
在
許
可
証
取
得
の
条
件
が
厳
し
く
な
っ
た
が
た
め
に
そ
れ
を
更
新
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
も
の
を
も
含
む
の
で
あ
る
（
挨
）。
一
九
九
三
年
の
改
正
移
民
法
、
通
称
パ
ス
ク
ワ
法
が
生
み
出
し
た
状
況
は
こ
の
典
型

で
あ
り
、
従
来
は
認
め
て
き
た
「
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
の
子
供
の
親
」
と
し
て
の
正
規
化
の
権
利
を
廃
止
し
た
た
め
、
非
正
規
滞
在
者
が
急
増

し
た
。
子
供
が
親
と
住
む
権
利
自
体
は
尊
重
さ
れ
る
た
め
、
こ
う
し
た
例
で
は
親
も
国
外
退
去
に
は
な
ら
ず
居
留
し
続
け
る
点
は
変
わ
ら
な

い
（
姶
）。
一
九
九
六
年
の
サ
ン
タ
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
教
会
の
占
拠
に
始
ま
る
サ
ン
パ
ピ
エ
の
正
規
化
を
求
め
る
運
動
は
こ
こ
に
原
因
が
あ
っ
た
。
翌

一
九
九
七
年
に
ジ
ョ
ス
パ
ン
社
会
党
内
閣
が
発
足
す
る
と
、
即
時
に
サ
ン
パ
ピ
エ
の
正
規
化
が
通
達
さ
れ
る
の
だ
が
、
つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
は

つ
ね
に
、
右
派
的
な
〝
秩
序
の
回
復
〞
志
向
と
左
派
的
な
〝
人
道
へ
の
配
慮
〞
志
向
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
フ
ラ
ン

ス
の
正
規
化
の
頻
度
は
、
欧
州
諸
国
の
中
で
も
っ
と
も
高
い
（
逢
）。

国
籍
法
に
つ
い
て
も
、
上
述
し
た
「
自
動
的
な
」
国
籍
付
与
の
条
項
が
無
自
覚
な
ペ
ー
パ
ー
・
フ
ラ
ン
ス
人
を
生
む
と
い
う
判
断
で
右
派

に
問
題
視
さ
れ
（
葵
）、
左
派
が
そ
れ
を
ま
た
も
と
に
戻
す
、
と
い
う
ぶ
れ
が
見
ら
れ
る
。
一
九
九
三
年
の
改
正
国
籍
法
で
は
、
第
四
四
条
の
「
自

動
取
得
条
項
」
を
右
派
バ
ラ
デ
ュ
ー
ル
政
権
が
廃
止
し
、
国
籍
取
得
に
は
そ
の
「
意
思
の
表
明
」
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
。
し
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か
し
一
九
九
七
年
に
左
翼
が
政
権
を
取
り
戻
す
と
「
自
動
取
得
条
項
」
は

五
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
居
住
を
条
件
と
し
て
復
活
し
、
成
年
に
達
す
る
前
の

宣
言
に
よ
る
取
得
も
可
能
と
な
っ
た
（
茜
）。
興
味
深
い
の
は
こ
の
条
項
が
実
際

に
は
、
国
籍
取
得
に
ほ
と
ん
ど
変
化
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ハ
ー
グ
リ
ー
ヴ
ズ
の
挙
げ
る
数
字
に
従
え
ば
（
穐
）、
自
動
取
得
条
項

が
削
除
さ
れ
「
意
思
の
表
明
」
が
必
要
と
な
っ
て
い
た
一
九
九
六
年
に
、

こ
れ
に
則
っ
た
国
籍
取
得
は
二
九
八
四
五
名
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
一
九

九
三
年
以
前
の
「
自
動
条
項
」
に
よ
る
取
得
数
の
推
計
二
四
〇
〇
〇
名
程

度
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
（
む
し
ろ
増
加
し
て
い
る
）。
ま
た
、
左
翼
が

自
動
取
得
条
項
を
復
活
さ
せ
た
あ
と
の
二
〇
〇
三
年
を
と
っ
て
み
る
と
、

宣
言
に
よ
る
取
得
が
二
九
四
一
九
名
、
自
動
取
得
が
四
七
一
〇
名
で
あ

り
、
早
い
段
階
で
国
籍
を
取
得
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
移
民
二
世
の
意
図

が
う
か
が
え
る
。

入
国
滞
在
法
、
国
籍
法
と
い
っ
た
移
民
の
「
入
り
口
」
で
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
左
右
両
派
の
象
徴
ゲ
ー
ム
の
様
相
を
呈
し
、
そ
れ
が
移
民
の
適

切
な
管
理
と
い
う
本
質
的
解
決
に
は
一
向
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
（
悪
）一
方

で
、
低
家
賃
公
共
住
宅
（
Ｈ
Ｌ
Ｍ
）
の
集
ま
る
郊
外
に
犯
罪
、
暴
力
事
件

が
多
発
す
る
こ
と
は
す
で
に
七
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
認
識
さ
れ
は
じ

図 1　 重罪・軽罪に関する刑事・司法捜査着手の対象人数における未成年者（18
歳未満）の割合（1978年～ 2003年）
出典：Bauer et Raufer, p. 123
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め
、
ま
た
そ
れ
ら
は
八
〇
年
代
の
半
ば
よ
り
、
持
続
的
に
上
昇
す
る
傾
向
を
見
せ
て
き
て

い
た
（
図
１
）。
こ
の
よ
う
な
治
安
の
悪
化
と
失
業
率
と
の
関
係
に
は
政
府
も
十
分
に
気

が
つ
い
て
は
い
た
。

二
〇
〇
二
年
に
国
立
統
計
経
済
研
究
所
（
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
）
は
、「
問
題
の
起
き
や
す
い

地
区
（ZU

S: Zones urbaines sensibles

）」
で
は
、「
顕
著
な
人
口
減
少
に
も
か
か
わ
ら

ず
失
業
が
非
常
に
増
加
し
て
い
る
」
と
報
告
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
本
土
の
七
一
六
の
Ｚ

Ｕ
Ｓ
（
握
）の
う
ち
（
一
九
九
九
年
の
時
点
で
四
六
七
万
人
が
居
住
）、
一
九
九
〇
年
に
は
四
〇

万
人
程
度
だ
っ
た
失
業
者
が
一
九
九
九
年
に
は
五
〇
万
人
程
度
に
増
加
（
＋
二
二
・
八

パ
ー
セ
ン
ト
（
渥
））。
ま
た
、
表
１
に
見
る
よ
う
に
Ｚ
Ｕ
Ｓ
住
民
の
一
五
―
一
九
歳
の
男
性
と

二
〇
歳
―
二
四
歳
の
男
性
の
失
業
率
を
一
九
九
〇
年
と
九
九
年
で
比
較
し
た
場
合
、
そ
れ

ぞ
れ
、
二
六
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
四
四
パ
ー
セ
ン
ト
へ
、
二
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
三

七
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
大
幅
に
上
昇
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、
統
計
は
あ
く
ま
で
Ｚ

Ｕ
Ｓ
全
体
で
の
数
値
で
あ
っ
て
、
住
民
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
別
の
統
計
は
な
い
。
し
か
し
お
そ

ら
く
、
移
民
の
そ
れ
だ
け
に
限
れ
ば
失
業
率
は
さ
ら
に
高
い
数
値
に
な
る
可
能
性
が
あ

る
。
移
民
の
家
庭
の
親
世
代
の
技
能
資
格
の
乏
し
さ
は
、
子
供
の
社
会
進
出
に
ハ
ン
デ
ィ

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
や
は
り
実
際
の
雇
用
の
場
、
労
働
市
場
に
お
い
て
民
族
的
出
自

が
無
関
係
で
あ
る
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

差
別
は
フ
ラ
ン
ス
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
が
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
別
政
策
を
忌
避
す
る
フ
ラ

表１　地域別にみた若年層の失業率（1990年、1999年）

％ フランス全国 ZUSを含む都市部 ZUS

1990年 1999年 1990年 1999年 1990年 1999年

男性の失業率

15歳～ 19歳 16.3 24.1 19.1 29.7 26.4 44.0

20歳～ 24歳 14.8 22.5 16.7 25.2 23.5 37.2

女性の失業率

15歳～ 19歳 28.6 35.1 29.1 36.4 36.3 50.7

20歳～ 24歳 25.3 28.4 24.1 27.4 33.0 39.5

出典：Hargreaves（2007）, p. 55 （Source: INSEE data in HCI 2003: 38.）
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ン
ス
の
場
合
、
是
正
へ
の
取
り
組
み
が
遅
れ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
人
種
平
等
委
員
会
（C

R
E

: C
om

m
ission for R

acial 

E
qualit y

）に
相
当
す
る
よ
う
な
「
差
別
と
平
等
の
た
め
に
戦
う
最
高
機
関
（H

A
L

D
E

: H
aute A

utorité de Lutte C
ontre les D

iscrim
ina-

tions et pour l’E
galité)

を
フ
ラ
ン
ス
が
設
け
た
の
は
、
加
盟
国
に
独
立
し
た
反
人
種
差
別
の
機
関
を
設
置
す
る
よ
う
求
め
る
Ｅ
Ｕ
指
令
が

出
て
五
年
が
経
過
し
た
二
〇
〇
五
年
の
こ
と
で
あ
る
（
旭
）。

二
〇
〇
五
年
の
暴
動
後
の
報
道
だ
が
、
ヴ
ァ
ル
・
ド
ワ
ー
ズ
県
の
サ
ル
セ
ル
市
の
市
長
は
、
地
域
の
ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン
へ
の
国
の
補
助
金

が
二
〇
〇
三
年
以
降
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
も
削
減
さ
れ
た
た
め
、
職
業
訓
練
支
援
や
識
字
率
向
上
の
た
め
の
活
動
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

語
っ
て
い
る
（
葦
）。
こ
の
市
長
の
憤
激
は
「
地
区
に
よ
っ
て
は
失
業
率
が
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る
と
い
う
の
に
、
一
ユ
ー
ロ
も
出
せ
な

い
と
い
う
の
か
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

別
の
観
点
か
ら
見
て
み
よ
う
。
あ
る
郊
外
の
治
安
問
題
の
専
門
家
は
事
態
悪
化
の
理
由
の
一
つ
を
、
郊
外
対
策
を
審
美
的

4

4

4

な
空
間
の
再
生

を
優
先
に
進
め
る
と
い
う
政
策
ド
ク
ト
リ
ン
上
の
方
向
性
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
に
求
め
て
い
る
（
芦
）。
実
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
政
権
交
代

に
も
か
か
わ
ら
ず
政
策
の
継
続
性
が
見
ら
れ
る
の
が
面
白
い
。

こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
が
、
都
市
計
画
好
き
の
ミ
ッ
テ
ラ
ン
政
権
は
一
九
九
一
年
に
都
市
問
題
を
専
門
に
扱
う
都
市
省
を

発
足
さ
せ
て
い
た
。
八
〇
年
代
後
半
か
ら
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
郊
外
の
問
題
に
対
し
て
も
都
市
政
策
上
の
対
処
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

た
こ
の
左
派
政
権
は
、
上
に
述
べ
た
Ｚ
Ｕ
Ｓ
を
一
九
九
六
年
に
指
定
し
て
、
低
家
賃
住
宅
の
改
修
や
市
街
地
の
整
備
な
ど
の
公
共
事
業
を
重

点
的
に
進
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う
な
れ
ば
、
古
く
み
す
ぼ
ら
し
く
な
っ
た
低
家
賃
住
宅
街
を
空
間
的
審
美
的

4

4

4

4

4

4

に
再
生
し
て
周
辺
地
域

と
の
再
統
合
を
進
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
想
は
右
派
政
権
に
な
っ
て
も
引
き
継
が
れ
、「
都
市
グ
ラ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
（G

P
V: 

G
rands P

rojet de ville

）」
な
ど
の
枠
組
み
の
も
と
で
、
都
市
空
間
の
再
生
と
い
う
手
法
に
よ
る
郊
外
問
題
へ
の
取
り
組
み
は
続
い
て
い

く
。
し
か
し
財
政
的
に
多
大
な
費
用
を
費
や
し
た
こ
れ
ら
の
事
業
も
、
治
安
上
の
効
果
に
は
乏
し
か
っ
た
（
鯵
）。
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（
三
）
ま
と
め

フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問
題
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
絡
ん
で
は
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

（
１
）
植
民
地
と
の
歴
史
的
つ
な
が
り
に
よ
る
移
民
の
野
放
図
な
受
け
入
れ
、
が
根
底
に
あ
り

（
２
）
右
派
の
秩
序
志
向
と
左
派
の
人
道
志
向
の
間
で
移
民
政
策
が
象
徴
ゲ
ー
ム
化
し
、

（
３
）
デ
ー
タ
の
不
足
か
ら
実
態
把
握
が
遅
れ
る
中
で
、

（
４
）
そ
の
移
民
政
策
は
「
入
り
口
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
終
始
す
る
。
一
方
、

（
５
）
国
籍
取
得
を
し
た
後
の
「
社
会
的
現
実
」
は
基
本
的
に
個
人
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
が
ち
で
、

（
６
）
実
質
的
な
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
に
も
乏
し
い
。

と
い
う
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
す
べ
て
の
段
階
に
根
底
的
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
が
共
和
主
義
で
あ
り
、
国
籍
と

公
教
育
が
統
合
を
保
障
す
る
と
い
う
幻
想
で
あ
る
。

共
和
主
義
は
議
論
の
す
べ
て
の
レ
ベ
ル
に
関
係
し
て
く
る
が
ゆ
え
に
、
論
理
が
自
己
撞
着
を
起
こ
し
や
す
い
。
共
和
主
義
的
政
策
が
悪
い

と
い
う
よ
り
も
、
共
和
主
義
そ
の
も
の
が
目
く
ら
ま
し
に
な
っ
て
何
も
進
ま
な
い
の
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
は
民
族
的
出
自
に
基
づ
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
は
国
民
を
分
断
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
を
拒
否
し
、
均
質
で
普
遍
的
な
国
民

（
ナ
シ
オ
ン
）
か
ら
な
る
国
家
と
い
う
形
に
こ
だ
わ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
政
策
と
は
つ
ね
に
、「
啓
蒙
思
想
と
フ
ラ
ン
ス
革
命
に
由
来
す

る
共
和
主
義
的
理
想
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
外
国
人
を
ナ
シ
オ
ン
へ
と
変
形
す
る
こ
と
（
梓
）」
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
共
和
主
義
的
同
化
モ

デ
ル
で
は
、（
移
民
）
第
二
世
代
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
的
、
民
族
的
出
自
は
消
し
去
ら
れ
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
子
供
と
の
見
分
け
は
ほ
と
ん
ど
見

分
け
が
た
い
も
の
と
な
る
（
圧
）」
が
、
見
分
け
が
た
く
な
る
が
た
め
に
統
合
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
錯
覚
も
起
き
や
す
い
。
国
籍
が
あ
っ
て
も
統

合
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
公
教
育
が
あ
る
と
考
え
る
。
共
和
国
は
学
校
に
似
て
お
り
、
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そ
の
学
校
は
共
和
国
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

共
和
国
は
人
種
的
相
違
を
等
閑
視
し
、
宗
教
的
帰
属
を
脱
ぎ
捨
て
た
学
舎
で
「
フ
ラ
ン
ス
人
、
移
民
の
子
供
双
方
に
共
通
の
市シ
ヴ
ィ
ッ
ク民
文
化

と
フ
ラ
ン
ス
的
価
値
観
へ
の
誇
り
を
教
え
込
も
う
と
す
る
（
斡
）」。

で
は
し
か
し
、
そ
の
学
校
の
中
で
共
和
主
義
が
挑
戦
さ
れ
た
ら
ど
う
な
る
の
か
？
フ
ラ
ン
ス
人
が
イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
事
件
に
感
じ
た

恐
怖
は
そ
こ
に
あ
る
が
、
そ
れ
を
論
じ
る
前
に
い
っ
た
ん
、
最
近
の
重
要
な
移
民
法
改
正
を
概
観
し
て
、
現
在
の
移
民
政
策
の
潮
流
と
共
和

主
義
と
の
関
連
を
探
っ
て
お
こ
う
。

註（
６
）

G
érard N

oiriel, “L
a

R
épublique des étrangers” dans D

ictionnaire C
ritique de la R

épublique

（V
incent D

uclert et C
hristophe P

ro-

chasson ed. F
lam

m
arion, 2002

）, p. 327

（
７
）

A
m

elie C
onstant,“Im

m
igrant

A
djustm

ent in France and Im
pacts on the

N
atives”

in E
uropean

M
igration: W

hat do w
e know

?

（K
laus F. Zim

m
erm

ann ed., O
xford, 2005

）, p. 273

（
８
）

Jacques B
arou, E

urope, terre d'im
m

igration: F
lux m

igratoires et intégration, PU
G

, 2001, p. 95

（
９
）

Jonathan L
aurence and Justin Vaisse,

Integrating Islam
: Political and R

eligious C
hallenges in C

ontem
porary France, B

rookings 

Institution P
ress, 2006, p. 17

（
10
）

ibid., pp. 19

（
11
）

ibid., pp. 17-8

極
右
の
国
民
戦
線
は
六
〇
〇
万
か
ら
八
〇
〇
万
人
と
過
大
に
見
積
も
り
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
の
危
機
を
あ
お
る
。
ま
た
、
各
イ

ス
ラ
ム
団
体
が
政
治
的
意
図
で
も
っ
て
自
団
体
に
所
属
す
る
信
者
の
数
を
水
増
し
す
る
こ
と
も
あ
る
。

（
12
）
中
野
裕
二
『
フ
ラ
ン
ス
国
家
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
―
共
生
の
「
共
和
国
」
モ
デ
ル
』（
国
際
書
院
、
一
九
九
六
年
）
六
八
―
六
九
頁
、
お
よ
び
、

M
ichèle Tribalat

（dir.

）, C
ent ans d’ im

m
igration,étrangers d’hier Français d’aujourd’hui,PU

F, 1991, p. 8

参
照
。

（
13
）
こ
の
典
型
は
レ
ジ
ス
・
ド
ブ
レ
が
、
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
フ
ラ
ン
ス
の
共
和
制
の
比
較
を
念
頭
に
お
い
て
書
い
た
有
名
な
論
考
「
あ
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な
た
は
デ
モ
ク
ラ
ッ
ト
か
、
そ
れ
と
も
共
和
主
義
者
か
」
で
述
べ
た
考
え
方
で
あ
る
。
一
部
を
引
用
し
て
お
こ
う
。「
共
和
制
に
お
け
る
シ
テ
ィ
ズ

ン
シ
ッ
プ
は
事
実
の
問
題
で
は
な
く
、
権
利
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
市
民
の
投
票
権
は
持
っ
て
い
る
か
持
っ
て
い
な
い
か
で
あ
っ
て
、
持
っ

て
い
る
の
な
ら
ば
、
全
面
的
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
民
主
権
は
分
割
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
し
、
政
治
的
権
利
に
は
上
下
の
関
係

が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
、
フ
ァ
ー
ス
ト
ク
ラ
ス
の
市
民
、
セ
カ
ン
ド
ク
ラ
ス
の
市
民
、
サ
ー
ド
ク
ラ
ス

の
市
民
と
い
っ
た
区
別
が
可
能
な
の
で
あ
る
」﹇
水
林
章
の
訳
に
よ
る
。『
思
想
と
し
て
の
∧
共
和
国
∨
―
日
本
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
た
め
に
』（
レ

ジ
ス
・
ド
ゥ
ブ
レ
・
樋
口
陽
一
・
三
浦
信
孝
・
水
林
章
、
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
六
年
）、
十
二
頁
﹈

（
14
）

A
m

elie C
onstant, op. cit., p. 274

（
15
）
外
国
人
政
策
の
変
遷
に
つ
い
て
、
高
山
直
也
が
一
覧
表
を
作
成
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
高
山
直
也
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
不
法
滞
在

者
の
隔
離
措
置
の
変
遷
」（
国
立
国
会
図
書
館
『
外
国
の
立
法
』
二
三
三
号
、
二
〇
〇
七
年
九
月
）

（
16
）

Faiza G
uelam

ine, Intervenir auprès des populations im
m

igrées, D
U

N
O

D
, 2000, p. 22

で
も
こ
の
点
を
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る
。

（
17
）
稲
葉
奈
々
子
「
サ
ン
パ
ピ
エ
と
市
民
権
」（
三
浦
信
孝
編
『
普
遍
性
か
差
異
か
』
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
一
年
所
収
）、
五
二
頁

（
18
）

P
hilippe de B

ruycker

（dir.

）, L
es R

égularisations des étrangers illégaux dans l'U
nion E

uropéenne, B
R

U
Y

L
A

N
T, 2000, p. 49

に
よ
れ
ば

一
九
七
四
年
か
ら
二
〇
〇
〇
年
の
統
計
で
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ベ
ル
ギ
ー
と
比
較
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
一
番
頻
度

が
高
く
平
均
四
・
三
年
間
隔
で
正
規
化
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
二
倍
の
頻
度
に
当
た
る
。

（
19
）
右
派
の
こ
の
動
き
の
背
景
に
は
む
ろ
ん
極
右
の
国
民
戦
線
の
伸
張
と
い
う
事
態
が
あ
る
。V

incent V
iet, L

a France im
m

igrée: construction 

d'une politique 1914-1997, Fayard, 1998, p. 463
7

（
20
）
共
和
主
義
的
議
論
が
国
籍
法
を
象
徴
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
扱
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
の
社
会
統
合
と
共
和
国

理
念
」（
河
原
祐
馬
、
植
村
和
秀
編
『
外
国
人
参
政
権
問
題
の
国
際
比
較
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
で
も
論
じ
て
い
る
。

（
21
）

A
lec G

. H
argreaves, M

ulti-E
thnic France: Im

m
igration, Politics, C

ulture and Society

（second editon

）, 2007, p. 30

（
22
）

R
alph Schor, H

istoire de l'im
m

igration en France: de la fin du X
IX

e
XX

siècle à nos jours, A
rm

and C
olin, 1996, pp. 281-2

パ
ス
ク
ワ
法
改

正
の
際
も
、
ロ
カ
ー
ル
が
そ
れ
は
選
挙
対
策
に
過
ぎ
ず
、
効
果
的
で
な
い
ば
か
り
か
社
会
的
に
危
険
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
同
法
が
移
民
問
題
の
解

決
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
事
実
だ
が
、
一
方
、
移
民
規
制
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
左
派
の
批
判
も
常
套
句
で
あ
る
。

（
23
）
Ｚ
Ｕ
Ｓ
は
一
九
九
六
年
に
指
定
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
現
在
で
七
五
一
に
増
え
て
い
る
。
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（
24
）

A
lain B

auer et X
avier R

aufer, Violences et insécurité urbaines,op. cit., p. 52
（
25
）

H
argreaves, op. cit.,p. 58

（
26
）

http://w
w

w
.lem

onde.fr/banlieues-un-an-apres/article/2005/11/05/la-reduction-des-aides-exaspere-les-m
aires-de-banlieue_

706879_706693.htm
l

（
二
〇
〇
八
年
七
月
二
五
日
現
在
）

（
27
）

B
auer et R

aufer, op. cit.,p. 53

（
28
）

ibid.,p. 53

（
29
）

A
m

elie C
onstant, op. cit.,p. 264

（
30
）

ibid., p. 264

（
31
）

ibid.,p. 264

第
二
章

二
〇
〇
六
年
移
民
法
と
共
和
主
義

移
民
政
策
に
お
け
る
画
期
を
な
し
た
と
さ
れ
る
二
〇
〇
六
年
移
民
法
だ
が
、
そ
の
内
容
を
箇
条
書
き
風
に
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

（
一
）
注
目
点

・「
滞
在
許
可
証
∧
能
力
・
才
能
∨
」
の
新
設
に
つ
い
て

Ｌ
第
三
一
五
―

一
条
は
、
こ
の
滞
在
許
可
証
の
交
付
対
象
者
と
な
る
外
国
人
と
は
「
そ
の
能
力
と
才
能
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
当
該

の
者
が
国
籍
を
有
す
る
国
の
経
済
発
展
又
は
威
光
、
特
に
知
的
、
科
学
的
、
人
道
的
若
し
く
は
ス
ポ
ー
ツ
の
威
光
に
著
し
く
及
び
持
続
的
な

方
法
で
貢
献
す
る
可
能
性
を
も
っ
た
（
扱
）」
も
の
、
と
定
め
る
。
期
間
は
三
年
で
あ
り
、
通
常
の
滞
在
許
可
証
の
一
年
に
比
べ
て
も
優
遇
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
更
新
も
可
能
で
あ
る
が
、
ア
フ
リ
カ
の
約
六
〇
カ
国
で
構
成
さ
れ
る
「
優
先
連
帯
圏
域
（la zone de solidarité 
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prioritaire

）」
出
身
者
の
場
合
、
そ
れ
は
一
回
に
限
ら
れ
て
お
り
、
移
民
創
出
国
の
人
材
流
出
懸
念
に
あ
る
程
度
配
慮
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。

・
一
〇
年
間
の
常
住
に
よ
る
正
規
化
の
廃
止
に
つ
い
て

「
一
〇
年
以
上
前
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
常
住
し
て
い
る
外
国
人
」
に
対
す
る
滞
在
証
交
付
が
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
当
然
に
」
認
め
ら

れ
る
の
で
は
な
く
、
個
別
の
ケ
ー
ス
毎
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
定
期
間
の
常
住
証
明
に
よ
る
正
規
化
の
規
定
は
基
本
的
に
社
会
党
政
権
下
の
一
九
八
四
年
以
来
存
続
し
て
き
た
。
一
九
八
四
年
の
移
民

法
（
宛
）（
第
一
条
）
で
は
、「
一
九
四
五
年
十
一
月
二
日
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
四
五
―

二
六
五
八
号
」
を
改
正
し
て
、
そ
の
第
一
四
条
で
、
三
年
以

上
継
続
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
正
規
に
居
住
し
て
い
る
外
国
人
に
対
し
て
「
居
住
者
証
（carte de résident

）」
を
交
付
す
る
と
し
た
他
、
た
と

え
ば
、
三
年
の
在
住
証
明
が
で
き
る
無
国
籍
者
（
第
一
五
条
七
項
）、
一
五
年
以
上
の
常
住
を
証
明
で
き
る
外
国
人
（
同
条
九
項
）
な
ど
に

つ
い
て
も
、
当
然
の
権
利
と
し
て
（en plein droit

）
自
動
的
に
居
住
者
証
を
交
付
す
る
、
と
規
定
し
て
い
た
。
こ
の
「
常
住
証
明
に
よ
る

自
動
的
な
正
規
化
」
と
い
う
考
え
方
は
、
右
派
の
攻
撃
の
的
に
な
り
、
上
の
第
一
五
条
九
項
は
政
権
交
代
ご
と
に
廃
止
、
復
活
を
繰
り
返
す

こ
と
に
な
る
。

・
家
族
呼
び
寄
せ
の
条
件
の
厳
格
化
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
は
外
国
人
は
一
年
間
正
規
に
滞
在
し
て
い
れ
ば
、
配
偶
者
お
よ
び
一
八
歳
未
満
の
子
供
を
フ
ラ
ン
ス
に
呼
び
寄
せ
る
こ
と
が
で

き
た
（
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
四
一
一
―

一
条
）。
こ
れ
が
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
第
四
四
条
に
よ
っ
て
一
八
ヶ
月
の
正
規
滞
在
が
必
要
と
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
呼
び
寄
せ
の
た
め
の
、
収
入
の
基
準
も
よ
り
厳
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
（
姐
）。

・
受
入
・
統
合
契
約
の
義
務
化
に
つ
い
て

「
受
入
・
統
合
契
約
（contrat d’accueil et d’intégration

）」
は
二
〇
〇
三
年
七
月
よ
り
試
行
さ
れ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
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に
よ
っ
て
滞
在
証
交
付
の
際
に
、
当
該
外
国
人
が
フ
ラ
ン
ス
国
家
と
の
間
に
こ
れ
を
結
ぶ
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
虻
）。
こ
れ

は
、「
は
じ
め
て
フ
ラ
ン
ス
滞
在
を
許
可
さ
れ
た
、
又
は
一
六
歳
か
ら
一
八
歳
ま
で
の
間
に
フ
ラ
ン
ス
に
正
規
に
入
国
し
、
継
続
し
て
と
ど

ま
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
外
国
人
は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
共
和
国
的
統
合

4

4

4

4

4

4

の
準
備
を
す
る
（
飴
）」
と
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
当
該
外
国

人
は
市
民
研
修(form

ation civique)

や
必
要
と
認
め
ら
れ
た
場
合
は
語
学
研
修
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
絢
）。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の

市
民
研
修
の
内
容
と
し
て
、「
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
及
び
共
和
国
的
価
値
観
、
特
に
男
女
平
等
と
ラ
イ
シ
テ
の
紹
介
（
綾
）」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。

・
国
外
退
去
義
務
の
新
設

こ
れ
ま
で
は
滞
在
証
の
交
付
拒
否
か
ら
、
一
ヶ
月
を
過
ぎ
て
も
当
該
外
国
人
が
国
外
退
去
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
は
じ
め
て
県
知
事
（
パ

リ
市
の
場
合
警
視
総
監
）
が
退
去
命
令
を
出
し
て
い
た
が
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
は
そ
れ
を
、
滞
在
証
の
交
付
拒
否
通
知
と
同
時
に
出
す
よ

う
に
改
め
た
（
第
五
二
条
）。
ま
た
、
国
外
退
去
除
外
規
定
を
見
直
し
て
、「
フ
ラ
ン
ス
に
一
五
年
以
上
前
か
ら
常
住
し
て
い
る
」
も
の
も
対

象
外
と
は
さ
れ
な
く
な
っ
た
（
第
五
五
条
（
鮎
））。

（
二
）
共
和
主
義
と
の
関
連

煩
雑
な
改
正
点
の
う
ち
と
く
に
注
目
さ
れ
る
点
の
み
あ
げ
て
き
た
が
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
は
全
体
と
し
て
家
族
呼
び
寄
せ
に
よ
る
移
民

を
抑
止
し
、
不
法
滞
在
の
移
民
の
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
、
そ
し
て
共
和
国
精
神
の
遵
守
を
求
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
選
択
的
移
民
」
を
導
入
し
た
と
は
い
え
、
そ
れ
も
ま
た
特
定
の
民
族
や
特
定
の
国
家
な
ど
の
差
別
的
な
取
り
扱
い
を
定
め
た
も
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
個
人
の
ス
キ
ル
に
も
と
づ
く
「
選
択
」
で
あ
り
、
普
遍
主
義
的
な
移
民
の
取
り
扱
い
と
い
う
共
和
主
義
的
原
則
は
保
た
れ

て
い
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
移
民
に
対
し
て
「
受
入
・
統
合
契
約
」
に
よ
っ
て
「
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
共
和
国
的
統
合

4

4

4

4

4

4

（intégration 
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républicaine dans la société française

）」
を
も
と
め
、
あ
る
い
は
ラ
イ
シ
テ
（
政
教
分
離
原
則
、
非
宗
教
性
原
則
）
の
理
解
を
も
と
め
る

措
置
を
講
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
む
し
ろ
露
骨
な
ま
で
の
共
和
国
精
神
の
押
し
つ
け
と
い
っ
て
も
良
い
内
容
で
あ
る
。
共
和
国
に
統
合
し
よ

う
と
し
な
い
移
民
を
排
除
し
、
共
和
国
原
理
を
自
覚
さ
せ
よ
う
と
す
る
二
〇
〇
六
年
移
民
法
は
、
不
法
移
民
の
排
除
を
進
め
た
一
九
九
三
年

の
パ
ス
ク
ワ
法
や
、
意
思
表
明
を
国
籍
取
得
の
条
件
と
し
た
メ
エ
ニ
ュ
リ
ー
法
（
或
）の
発
想
と
ま
っ
す
ぐ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

む
ろ
ん
こ
れ
は
な
ん
ら
偶
然
で
は
な
い
。
サ
ル
コ
ジ
は
二
〇
〇
五
年
秋
の
郊
外
暴
動
に
際
し
て
も
、
騒
擾
事
件
を
起
こ
す
若
者
た
ち
を
ご

ろ
つ
き
（racaille

）
と
呼
び
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
回
っ
て
い
る
中
で
彼
ら
を
追
い
出
し
て
し
ま
お
う
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
の
け
た
政

治
家
で
あ
る
。
国
家
の
益
に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
社
会
を
混
乱
さ
せ
る
移
民
な
ど
い
ら
な
い
、
と
い
う
姿
勢
に
は
本
来
パ
ス
ク
ワ
元
内
相
以

上
に
強
硬
な
も
の
が
あ
っ
た
。
従
来
に
な
い
「
選
択
的
移
民
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
ま
り
に
強
調
さ
れ
た
た
め
に
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
は

何
か
そ
れ
ま
で
の
移
民
政
策
に
な
い
斬
新
な
政
策
に
映
り
が
ち
で
あ
る
が
、
実
際
は
不
法
移
民
の
排
除
と
家
族
呼
び
寄
せ
の
抑
制
と
い
う
右

派
の
伝
統
的
な
移
民
政
策
の
強
化
と
い
っ
た
側
面
の
方
が
強
い
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

（
三
）
政
策
の
実
効
性

二
〇
〇
六
年
移
民
法
は
、
右
派
に
よ
る
共
和
国
原
理
の
解
釈
の
常
と
し
て
、
移
民
に
統
合
か
排
除
か
の
二
者
択
一
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

移
民
と
し
て
受
け
入
れ
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
人
道
的
問
題
や
尊
厳
に
配
慮
し
た
上
で
あ
れ
ば
、
ホ
ス
ト
国
が
社
会
的
伝
統
の
発
展
や
維
持
を

願
う
の
は
当
然
で
あ
り
、
ま
た
法
治
国
家
と
し
て
責
任
あ
る
移
民
管
理
を
行
う
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。「
入
り
口
」
の
段
階
で
、
自
国
の
基

本
的
な
価
値
観
に
つ
い
て
の
理
解
を
求
め
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
は
そ
れ
に
実
効
性
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点

で
あ
る
が
、
長
年
に
わ
た
っ
て
居
住
し
て
き
た
移
民
で
あ
っ
て
も
統
合
で
き
な
い
も
の
は
追
い
出
し
、
新
た
な
移
民
に
対
し
て
は
フ
ラ
ン
ス

語
と
共
和
国
的
価
値
観
を
教
え
込
む
と
い
う
手
法
に
は
危
う
さ
が
つ
き
ま
と
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
に
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
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第
一
に
、
そ
も
そ
も
、
フ
ラ
ン
ス
語
能
力
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
マ
グ
レ
ブ
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る
ア
フ
リ
カ
の
旧
植
民
地
出
身
者
が
圧

倒
的
に
有
利
で
あ
る
。
他
方
で
、
ア
ジ
ア
や
ア
メ
リ
カ
、
南
米
か
ら
の
移
民
は
フ
ラ
ン
ス
語
を
母
国
語
と
し
て
は
い
な
い
が
、
一
般
的
に

い
っ
て
「
選
択
的
移
民
」
の
掲
げ
る
優
秀
な
科
学
者
な
ど
は
こ
ち
ら
の
方
が
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
ア
ジ
ア
か
ら
大
学

教
員
が
配
偶
者
を
伴
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
研
究
留
学
す
る
場
合
で
も
、
そ
の
配
偶
者
も
「
受
入
・
統
合
契
約
」
に
基
づ
い
て
語
学
学
習
な
ど
を

強
制
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
特
に
理
系
の
研
究
者
の
場
合
、
そ
の
配
偶
者
に
ま
で
過
大
な
語
学
の
負
担
を
か
け
る
こ
と
が
フ
ラ
ン
ス
留
学

の
魅
力
を
増
す
と
は
お
よ
そ
思
え
な
い
。
ま
た
他
方
、
ホ
ス
ト
国
フ
ラ
ン
ス
の
「
入
り
口
」
ま
で
来
て
か
ら
共
和
国
的
価
値
観
遵
守
の
誓
約

を
求
め
ら
れ
、
よ
し
反
発
し
た
と
し
て
も
ま
じ
め
に
拒
否
す
る
も
の
が
ど
れ
だ
け
い
る
だ
ろ
う
か
。
二
〇
〇
六
年
移
民
法
の
発
想
が
一
九
九

三
年
の
メ
エ
ニ
ュ
リ
ー
法
に
相
似
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ
の
「
意
思
表
明
」
の
義
務
化
を
巡
っ
て
は
右
派
と
左
派
の

間
で
激
し
い
論
争
が
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
れ
は
国
籍
取
得
の
意
志
を
左
右
す
る
ほ
ど
の
意
味
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と

も
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
の
移
民
法
の
も
と
で
か
え
っ
て
不
法
移
民
の
増
大
に
拍
車
が
掛
か
る
可
能
性
で
あ
る
。
あ
る
移
民
問
題
の
専
門
家
は
、
十
年

の
常
住
に
よ
る
自
動
的
な
正
規
化
の
廃
止
や
、「
滞
在
証
∧
個
人
及
び
家
庭
生
活
∨
」
の
交
付
条
件
厳
格
化
が
う
た
わ
れ
た
二
〇
〇
六
年
移

民
法
案
が
出
さ
れ
た
際
、
そ
れ
が
ま
す
ま
す
、
不
法
移
民
で
あ
る
サ
ン
パ
ピ
エ
を
増
大
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
て
い
る
（
粟
）。
フ
ラ
ン
ス
人
の

配
偶
者
や
外
国
人
の
家
族
な
ど
で
そ
れ
ま
で
正
規
の
移
民
で
あ
っ
た
も
の
に
ま
で
規
定
の
拘
束
力
が
及
ぶ
結
果
、
不
法
移
民
に
転
落
す
る
も

の
が
多
数
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
一
方
で
は
、
家
族
に
合
流
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
に
合
法
的
に
来
る
も
の
は
後

を
絶
た
な
い
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
こ
の
新
法
の
下
で
不
法
移
民
と
さ
れ
て
も
、
今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
が
そ
の
追
放
を
妨
げ
る
可

能
性
が
あ
る
た
め
に
、「
正
規
化
す
る
こ
と
も
追
い
出
す
こ
と
も
と
も
に
で
き
な
い
」
状
態
の
移
民
が
続
出
し
か
ね
な
い
、
そ
う
見
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
、「
正
規
化
も
強
制
退
去
も
で
き
な
い
」
サ
ン
パ
ピ
エ
の
移
民
が
パ
ス
ク
ワ
法
に
よ
っ

（171）



20

て
大
量
に
生
み
出
さ
れ
、
一
九
九
六
年
の
サ
ン
タ
ン
ブ
ロ
ワ
ー
ズ
教
会
占
拠
に
は
じ
ま
る
激
し
い
正
規
化
運
動
が
お
こ
っ
た
事
例
を
思
い
起

こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
袷
）。

実
際
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
は
非
人
道
的
だ
と
の
批
判
の
高
ま
り
を
受
け
て
、
政
府
は
改
正
法
成
立
後
の
二
〇
〇
六
年
六
月
一
三
日
の
内

務
相
通
達
で
一
定
の
正
規
化
の
条
件
を
示
し
た
。
学
齢
児
童
が
い
る
家
庭
へ
の
配
慮
か
ら
、「
フ
ラ
ン
ス
生
ま
れ
か
、
十
三
歳
に
な
る
以
前

か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
る
子
供
が
い
る
」「
統
合
の
意
志
が
あ
る
」
な
ど
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
申
請
に
基
づ
い
て
審
査
し
正

規
化
す
る
と
し
た
が
、
こ
こ
で
も
「
統
合
の
意
志
」
を
判
断
基
準
に
盛
り
込
ん
だ
た
め
、
約
七
千
人
の
正
規
化
が
行
わ
れ
る
一
方
、
同
じ
よ

う
な
条
件
で
も
正
規
化
さ
れ
る
者
さ
れ
な
い
者
が
分
か
れ
る
な
ど
、
混
乱
を
招
い
て
い
る
（
安
）。

第
三
に
、
こ
の
新
移
民
法
に
も
と
づ
く
移
民
政
策
の
転
換
の
喧
伝
が
、
移
民
問
題
の
焦
点
を
真
の
論
点
か
ら
そ
ら
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ

る
点
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
サ
ル
コ
ジ
内
相
（
当
時
）
は
、
郊
外
の
暴
動
事
件
に
際
し
て
、
騒
擾
を
起
こ
す
よ
う
な
「
ご
ろ
つ
き
」
は
追

い
出
し
て
し
ま
え
と
言
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
の
と
こ
ろ
騒
擾
行
為
に
走
っ
た
移
民
系
の
若
者
た
ち
の
多
く
は
、
移
民
二
世
、
三
世
で
あ
り
フ

ラ
ン
ス
人
で
あ
る
。「
入
り
口
」
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
も
、
不
法
移
民
と
し
て
強
制
退
去
を
命
じ
る
こ
と
も
で
き
な
い
「
国
民
」
な

の
で
あ
る
。

Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｅ
の
発
表
で
は
「
外
国
で
生
ま
れ
、
出
生
時
に
フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
」
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
移
民
の
数

は
二
〇
〇
四
年
現
在
で
お
お
よ
そ
四
九
三
万
人
で
あ
る
（
庵
）。
内
訳
は
「
外
国
生
ま
れ
の
外
国
人
」
が
二
九
六
万
人
、「
外
国
で
生
ま
れ
フ
ラ
ン

ス
国
籍
を
取
得
し
た
者
」
が
一
九
七
万
人
で
あ
る
が
、「
外
国
人
の
親
か
ら
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
て
国
籍
を
取
得
し
た
移
民
二
世
」
は
こ
こ

に
は
含
ま
れ
な
い
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
移
民
二
世
以
降
は
国
籍
の
取
得
に
よ
っ
て
、
統
計
上
で
も
「
移
民
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か

ら
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。

に
も
関
わ
ら
ず
、
政
治
世
界
を
含
む
日
常
的
な
言
い
回
し
の
中
で
は
、
移
民
と
い
う
語
は
国
籍
を
取
得
し
た
移
民
二
世
、
三
世
も
含
め
て
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使
わ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
用
語
法
の
曖
昧
性
に
よ
っ
て
、
移
民
法
に
も
と
づ
く
移
民
政
策
が
、
日
常
的
な
意
味
で
の
移
民
一

般
の
問
題
を
解
決
す
る
鍵
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
が
生
ま
れ
や
す
い
。
さ
ら
に
、
語
の
区
別
に
十
分
に
留
意
し
た
と
し
て
も
、
今
度
は
国

籍
を
持
っ
て
い
る
以
上
す
べ
て
の
権
利
は
す
で
に
開
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
中
で
民
族
的
出
自
に
も
と
づ
く
よ

う
な
差
別
的
取
り
扱
い
は
で
き
な
い
と
い
う
議
論
が
そ
れ
以
上
の
政
策
的
対
応
を
阻
み
が
ち
と
な
る
。

共
和
主
義
の
も
つ
普
遍
主
義
に
対
す
る
確
信
は
左
派
も
右
派
も
同
じ
で
あ
る
。
共
和
主
義
的
議
論
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
そ
の
多
く
が
フ

ラ
ン
ス
人
で
あ
る
移
民
二
世
、
三
世
の
問
題
は
こ
う
し
て
二
重
三
重
に
見
え
づ
ら
く
対
処
し
づ
ら
い
も
の
と
な
り
が
ち
な
の
で
あ
る
。

こ
の
観
察
か
ら
す
れ
ば
、
郊
外
暴
動
は
移
民
二
世
や
三
世
が
自
ら
を
可
視
化
す
る
た
め
に
あ
げ
た
無
意
識
の
叫
び
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
サ
ン
パ
ピ
エ
の
よ
う
に
正
規
化
の
権
利
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
明
日
へ

の
手
応
え
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
「
ガ
レ
ー
ル
（galère

）」
と
呼
ば
れ
る
郊
外
の
若
者
の
日
常
と
は
、
社
会
的
排
除
そ
の

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
語
の
原
義
（
ガ
レ
ー
船
）
の
よ
う
に
使
役
さ
れ
て
苦
悩
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
雇
用
さ
れ
る
希
望
も
な

く
、
し
ば
し
ば
行
く
べ
き
学
校
も
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
に
も
父
母
の
本
国
に
も
愛
着
を
も
て
ず
、
要
す
る
に
社
会
の
中
で
身
を
落
ち
着
け
る
べ

き
場
所
を
何
ら
持
た
ず
に
、
た
だ
同
じ
よ
う
な
境
遇
の
若
者
た
ち
と
群
れ
て
過
ご
し
て
い
る
そ
の
よ
う
な
日
常
で
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
を
自
認

す
る
―
こ
こ
で
は
そ
の
宗
教
的
帰
属
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
―
若
者
の
間
で
は
、
一
切
の
学
位
を
持
た
な
い
者
、
つ
ま
り
義
務

教
育
し
か
受
け
て
い
な
い
者
が
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
が
、
こ
れ
は
一
般
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
二
倍
に
当
た
る
（
一
九
九
八
―
二
〇
〇
〇

年
調
査
（
按
））。
ガ
レ
ー
ル
は
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
生
き
る
手
応
え
と
し
て
の
破
壊
の
た
め
の
破
壊
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
移
民
系
の
若
者
た
ち
の
直
面
し
て
い
る
現
実
に
対
す
る
回
答
が
「
入
り
口
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
た
る
移
民
法
改
正

と
い
う
形
で
返
っ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
議
論
の
悪
循
環
と
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
行
き
詰
ま
り
が
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
移
民
法
を

改
正
し
た
と
こ
ろ
で
、「
国
民
」
の
問
題
は
何
ら
解
決
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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註（
32
）
高
山
、
前
掲
書
七
九
頁
。
原
文
は
以
下
の
通
り
。

“A
rt. L

. 315-1. - L
a carte de séjour “com

pétences et talents peut être accordée à l’étranger susceptible de participer, du fait de ses 

com
pétences et de ses talents, de fa çon significative et durable au développem

ent économ
ique ou au rayonnem

ent, notam
m

ent 

intellectuel, scientifique, culturel, hum
anitaire ou sportif de la France et du pays dont il a la nationalité. E

lle est accordée pour une 

durée de trois ans. E
lle est renouvelable. L

orsque son titulaire a la nationalité d’un pays m
em

bre de la zone de solidarité prioritaire, 

son renouvellem
ent est lim

ité à une fois.”

（
33
）

L
oi n °84-622 du 17 juillet 1984 portant m

odification de l ’ordonnance n ° 45-2658 du 2 novem
bre 1945 et du code du travail et 

relative aux étrangers séjournant en France et aux titre uniques de séjour et de travail.

（
34
）
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
四
一
一
│

五
条
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
第
四
五
条

（
35
）
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
三
一
一
│

九
条
、
二
〇
〇
六
年
移
民
法
第
五
条
。
同
契
約
そ
の
も
の
は
当
該
外
国
人
の
理
解
で
き
る
言
語
に
翻
訳
さ
れ
る
。

（
36
）
高
山
、
前
掲
、
八
一
頁
。
た
だ
し
傍
点
は
中
谷
の
も
の
で
あ
る
。
原
文
は”L’étranger adm

is pour la prem
ière fois au séjour en France ou 

qu i entre régulièrem
ent en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, et qui souhaite s’y m

aintenir durablem
ent, prépare 

son intégration républicaine dans la société française.”

（
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
三
一
一
―
九
条
。）

（
37
）
ち
な
み
に
二
〇
〇
八
年
に
パ
リ
第
一
大
学
に
留
学
し
た
筆
者
の
友
人
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
学
研
修
は
上
限
四
〇
〇
時
間
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

（
38
）
高
山
、
前
掲
、
八
一
頁
。
原
文
は“L

a form
ation civique com

porte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la 

R
épublique, notam

m
ent l’égalité entre les hom

m
es et les fem

m
es et la laïcité. ”

（
入
国
滞
在
法
典
Ｌ
第
三
一
一
―
九
条
）

（
39
）
高
山
、
前
掲
、
八
五
│

八
六
頁

（
40
）
外
国
人
の
両
親
を
持
ち
フ
ラ
ン
ス
で
出
生
し
た
子
供
に
、
一
六
歳
か
ら
二
一
歳
ま
で
の
間
に
「
意
思
表
明
」
に
よ
る
国
籍
申
請
手
続
き
を
義
務

づ
け
た
改
正
国
籍
法
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
論
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
移
民
の
社
会
統
合
と
共
和
国
理
念
」（
河
原
祐
馬
・
植
村
和
秀
編
『
外
国

人
参
政
権
問
題
の
国
際
比
較
』
昭
和
堂
、
二
〇
〇
六
年
所
収
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
41
）

http://w
w

w
.lem

onde.fr/opinions/article/2006/04/10/les-lim
ites-de-l-im

m
igration-choisie-par-laetitia-van-eeckhout_760016_3232.
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htm
l

（
42
）
稲
葉
、
前
掲
書
を
参
照

（
43
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
六
年
九
月
二
〇
日
朝
刊

（
44
）

Insee,P
rem

ière, n°1098 - août 2006.

（
45
）

L
aurence and Vaisse, op. cit.,p. 40

第
三
章
「
イ
ス
ラ
ム
vs
共
和
国
」
の
幻
想

（
一
）
共
和
国
と
い
う
「
宗
教
」

筆
者
は
今
、
移
民
二
世
、
三
世
の
姿
は
、
入
国
と
滞
在
を
扱
う
移
民
法
に
依
拠
し
た
移
民
政
策
の
枠
組
み
か
ら
は
外
れ
て
し
ま
う
と
書
い

た
。
こ
の
消
え
た

4

4

4

移
民
二
世
、
三
世
の
姿
が
再
発
見
さ
れ
る
議
論
の
場
が
し
か
し
、
ひ
と
つ
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
ム
ジ
ュ
ル
マ
ン
（
仏
語

で
「
イ
ス
ラ
ム
教
徒
」）
と
し
て
移
民
を
語
る
場
合
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
憲
法
第
一
条
は
「
フ
ラ
ン
ス
は
、
不
可
分
の
、
非
宗
教
的
な
、
民
主
的
な
且
つ
社
会
的
な
共
和
国
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、

出
身
、
人
種
ま
た
は
宗
教
に
よ
る
差
別
な
し
に
、
す
べ
て
の
市
民
の
法
の
下
の
平
等
を
保
障
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
す
べ
て
の
信
条
を
尊
重

す
る
（
暗
）」
と
規
定
す
る
。
こ
れ
は
単
な
る
国
民
間
の
権
利
の
平
等
を
制
度
4

4

と
し
て
う
た
っ
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て

「
共
和
国
」
と
は
か
つ
て
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
政
治
体
制
を
超
え
て
理
念
（idée

）
で
あ
り
原
則
で
あ
り
進
歩

の
具
現
化
で
あ
る
。
特
に
、「
非
宗
教
的
（laïque

）
な
共
和
国
」
は
、
十
九
世
紀
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
長
い
闘
争
の
中
で
鍛
え
ら
れ
て
き
た

フ
ラ
ン
ス
国
家
の
精
神
的
支
柱
で
あ
り
、
公
共
の
空
間
は
徹
底
し
て
世
俗
的
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
公
共
空
間
を
宗
教
か
ら
完
全
に

切
り
離
し
、
宗
教
は
あ
く
ま
で
私
的
空
間
に
閉
じ
こ
め
る
こ
と
で
、
国
家
の
諸
宗
教
に
対
す
る
中
立
性
お
よ
び
諸
宗
教
の
真
の
共
存
を
可
能
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に
す
る
、
と
す
る
の
が
非
宗
教
性
原
理
（
ラ
イ
シ
テ
：laïcité

）
の
考
え
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
公
立
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
を
排
除
し
た
一

八
八
〇
年
代
の
一
連
の
教
育
改
革
法
、
お
よ
び
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
を
経
て
定
着
し
て
い
っ
た
。
ラ
イ
シ
テ
は
長
い
共
和
国
の
歴
史

を
背
負
っ
て
い
る
理
念
で
あ
り
原
則
な
の
で
あ
る
（
案
）。

移
民
二
世
、
三
世
が
「
内
な
る
他
者
」、
つ
ま
り
国
籍
を
有
し
な
が
ら
も
フ
ラ
ン
ス
社
会
と
の
統
合
を
果
た
さ
な
い
存
在
と
し
て
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
と
き
、
国
籍
（
＝
制
度
）
に
は
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
共
和
国
精
神
4

4

の
浸
透
し
な
い
対
象
と
し
て
の
と
ら

え
方
が
浮
上
し
始
め
る
。
そ
れ
は
移
民
の
中
に
、
な
に
か
共
和
国
精
神
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
よ
う
な
本
質
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
も

あ
る
。
そ
の
〝
本
質
〞
こ
そ
イ
ス
ラ
ム
で
あ
っ
た
。

一
九
八
九
年
の
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
事
件
は
ま
さ
に
、
成
長
し
て
き
た
移
民
二
世
、
三
世
が
イ
ス
ラ
ム
と
し
て
く
く
ら
れ
て

い
く
き
っ
か
け
を
作
っ
た
。
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
闇
）、
こ
れ
は
パ
リ
郊
外
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
、
ガ
ブ
リ
エ
ル=

ア
ヴ
ェ
校
に
お

い
て
、
マ
グ
レ
ブ
系
の
女
子
中
学
生
三
人
が
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
を
被
っ
た
ま
ま
授
業
を
受
け
よ
う
と
し
、
こ
れ
が
公
教
育
の
場
は
宗
教

的
に
中
立
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
原
理
に
背
く
と
い
う
こ
と
で
問
題
と
さ
れ
、
全
国
的
な
反
響
を
呼
ん
だ

事
件
で
あ
る
。
類
似
の
問
題
は
そ
の
後
も
十
数
年
に
わ
た
っ
て
続
い
た
が
、
公
立
校
に
お
い
て
「
こ
れ
見
よ
が
し
（ostensible

）」
な
宗
教

的
標
章
、
服
装
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
禁
じ
る
「
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
排
除
法
」
が
二
〇
〇
四
年
に
成
立
す
る
に
及
ん
で
、
現
在
は
一
応
の
決

着
を
見
て
い
る
。

こ
の
法
律
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
大
き
な
十
字
架
や
ユ
ダ
ヤ
教
の
キ
ッ
パ
帽
も
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
決
し
て
イ
ス
ラ
ム
の
排
除
で
は

な
い
。
誤
解
さ
れ
や
す
い
が
、
決
し
て
〝
ス
カ
ー
フ
禁
止
〞
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
は
自
国
の
原
則
に
照
ら

し
つ
つ
責
任
あ
る
明
確
な
基
準
を
示
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ス
カ
ー
フ
論
争
の
影
響
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
宗
教
的
シ
ン
ボ
ル
排
除
法
の
成
立
で
は
な
い
。
法
律
そ
れ
自

（176）
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体
は
、
宗
教
的
標
章
に
関
す
る
公
立
学
校
の
こ
れ
ま
で
の
慣
行
的
基
準
か
ら
そ
う
隔
た
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
一
連
の

議
論
の
過
程
で
〝
イ
ス
ラ
ム
VS
学
校
〞、
そ
し
て
〝
イ
ス
ラ
ム
VS
共
和
国
〞
と
い
う
視
角
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
事

態
の
新
し
さ
が
あ
る
（
鞍
）。

し
か
も
そ
う
し
た
議
論
は
む
し
ろ
左
派
知
識
人
の
問
題
提
起
を
受
け
て
進
ん
で
き
た
。
一
九
八
九
年
の
ス
カ
ー
フ
事
件
直
後
、
レ
ジ

ス
・
ド
ブ
レ
（R

égis D
ebray

）
ら
は
『
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
オ
プ
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ゥ
ー
ル
』
誌
に
お
い
て
、「
原
則
（discipline

）
と
差
別

（discrim
ination

）
の
混
同
は
原
則
を
破
壊
す
る
」
と
し
て
、
共
和
国
の
原
則
で
あ
る
ラ
イ
シ
テ
の
厳
格
な
遵
守
を
訴
え
、
大
き
な
議
論
を

巻
き
起
こ
し
た
（
杏
）。「
共
和
国
の
基
礎
は
学
校
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
学
校
の
破
壊
は
共
和
国
の
破
壊
を
進
め
か
ね
な
い
」
と
す
る
、
彼
ら
の

言
説
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
の
闘
争
の
中
で
一
連
の
教
育
改
革
に
よ
っ
て
、
公
教
育
に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
原
理
を
確
立
し
て
い
っ
た
ジ
ュ
ー

ル
・
フ
ェ
リ
ー
の
精
神
を
今
に
受
け
継
い
だ
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

一
八
八
〇
年
代
の
ジ
ュ
ー
ル
・
フ
ェ
リ
ー
の
闘
い
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
十
字
架
を
教
室
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
一
九
八

九
年
以
降
の
共
和
派
の
闘
い
は
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
を
教
室
か
ら
排
除
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
公
立
学
校
は
昔
も
今
も
、
宗
教
に
よ
っ

て
分
断
さ
れ
な
い
共
和
国
の
ひ
な
が
た
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ラ
イ
シ
テ
の
厳
格
な
運
用
を
求
め
る
「
ラ
イ
シ
テ
教
条
派
」
が
ド
ブ
レ
や
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
（A

lain Finkielkraut

）
で
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
差
異
へ
の
権
利
を
尊
重
し
て
よ
り
柔
軟
に
考
え
よ
う
と
す
る
立
場
を
と
っ
た
の
が
当
時
の
文
相
ジ
ョ
ス
パ
ン
（L

ionel Jospin

）

で
あ
り
、
こ
れ
は
「
ラ
イ
シ
テ
寛
容
派
」
と
呼
ば
れ
た
（
以
）。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
歴
史
家
の
ク
リ
ー
ジ
ェ
ル
（A

nnie K
riegel

）
が
事
件

直
後
か
ら
率
直
に
「
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
は
イ
ス
ラ
ム
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
中
で
は
把
握
し
や
す
い
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
よ
う

に
（
伊
）、
イ
ス
ラ
ム
は
本
質
的
に
聖
俗
分
離
の
概
念
を
も
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
に
裏
打
ち
さ
れ
た
非
宗
教
性
原
理
に
も
と
づ
く
こ
の
共

和
国
モ
デ
ル
が
、
果
た
し
て
イ
ス
ラ
ム
に
も
通
用
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

（177）
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翌
一
九
九
〇
年
に
『
統
合
の
フ
ラ
ン
ス
（
位
）』
を
出
し
、
多
様
に
開
か
れ
た
共
和
主
義
を
主
張
す
る
穏
健
派
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
（D

om
inique 

Schnapper

）
も
ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
が
ラ
イ
シ
テ
原
則
と
根
本
的
に
衝
突
し
う
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
た
。
シ
ュ
ナ
ペ
ー
ル
は

「
イ
ス
ラ
ム
の
伝
統
は
私
た
ち
の
よ
う
に
宗
教
を
政
治
か
ら
分
離
し
た
り
は
し
な
い
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
ラ
イ
シ
テ
を
も
た
な

い
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
治
形
態
に
は
容
易
に
組
み
込
ま
れ
る
」
と
、
述
べ
て
い
る
（
依
）。

ス
カ
ー
フ
事
件
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
象
徴
的
に
ラ
イ
シ
テ
原
理
と
衝
突
す
る
か
に
見
え
る

4

4

4

か
ら
こ
そ
、
共
和
国
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論

を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
論
争
は
、
共
和
国
モ
デ
ル
は
イ
ス
ラ
ム
系
若
年
フ
ラ
ン
ス
人
を
統
合
し
う
る
の
か
、
と
い
う
点
へ
と
収
斂
し

て
い
き
、
移
民
政
策
そ
の
も
の
よ
り
は
、
共
和
国
モ
デ
ル
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
共
和
国
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
、
実
践
的
と

い
う
よ
り
は
政
治
的
で
観
念
的
な
性
格
を
帯
び
た
主
張
が
論
壇
を
賑
わ
す
こ
と
に
な
る
。

レ
ヴ
ィ
（R

évah-L
évy

）
ら
は
二
〇
〇
二
年
に
出
版
し
た
あ
る
本
の
中
で
、
ス
カ
ー
フ
事
件
を
め
ぐ
る
言
説
を
分
析
し
、
フ
ラ
ン
ス
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
シ
ー
ン
が
《
共
和
国
と
い
う
「
宗
教
」》
に
彩
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
警
告
を
発
し
て
い
る
（
偉
）。
た
し
か
に
、
ド
ブ
レ
や
フ
ィ

ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
ら
が
言
う
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
の
次
元
で
は
共
和
国
原
理
に
の
っ
と
っ
た
公
教
育
に
よ
る
移
民
の
社
会
統
合
、
と
い
う

考
え
方
は
立
派
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
現
実
の
次
元
で
は
、
全
校
生
徒
の
半
数
以
上
が
イ
ス
ラ
ム
系
で
あ
る
ク
レ
イ
ユ
の
中
学
校
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
校
外
の
い
く
つ
か
の
学
校
は
ゲ
ッ
ト
ー
化
し
、
普
遍
主
義
的
な
公
教
育
モ
デ
ル
と
は
存
在
自
体
と
し
て
遠
い
と
こ
ろ
に

あ
る
と
い
う
苦
い
事
実
で
あ
る
（
囲
）。

レ
ヴ
ィ
ら
は
「
統
合
の
、
フ
ラ
ン
ス
人
化
の
、
共
和
主
義
化
の
装
置
と
し
て
の
学
校
は
も
は
や
機
能
し
て
い
な
い
（
夷
）」
と
考
え
て
い
る
。

（
二
）
イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
事
件
と
は
何
で
あ
っ
た
か

移
民
系
の
若
者
を
イ
ス
ラ
ム
と
規
定
す
る
限
り
、
論
理
的
に
は
ラ
イ
シ
テ
原
則
と
、
そ
し
て
つ
ま
り
は
共
和
国
原
理
と
の
衝
突
は
避
け
が

（178）
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た
く
見
え
る
。
公
私
を
厳
格
に
分
離
し
、
公
共
空
間
か
ら
宗
教
的
事
柄
を
排
除
す
る
と
い
う
共
和
国
の
ラ
イ
シ
テ
原
則
と
、
聖
俗
分
離
の
概

念
を
持
た
ず
、
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
覆
う
イ
ス
ラ
ム
の
考
え
方
で
は
、
本
質
的
に
相
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ス
カ
ー
フ
（
ヴ
ェ
ー
ル
）
は
た
し
か
に
そ
れ
が
イ
ス
ラ
ム
の
シ
ン
ボ
ル
と
見
な
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
（
委
）、
ラ
イ
シ
テ
原
則
に
照
ら
し
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
移
民
問
題
が
イ
ス
ラ
ム
問
題
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
違
う
。

論
争
の
発
端
と
な
っ
た
一
九
八
九
年
の
ク
レ
イ
ユ
の
事
件
で
は
、
五
〇
〇
人
を
超
え
る
イ
ス
ラ
ム
系
学
生
の
う
ち
、
ス
カ
ー
フ
事
件
の
当

事
者
と
な
っ
た
の
は
女
子
中
学
生
三
人
の
み
で
あ
る
。
他
の
例
を
見
て
も
ス
カ
ー
フ
着
用
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
よ
う
な
現
象
は
、
実
は
ど
こ
に

も
生
じ
て
は
い
な
い
。
内
務
省
の
報
告
（
威
）で
は
、
二
〇
〇
三
年
の
時
点
で
フ
ラ
ン
ス
の
学
校
で
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
て
き
た
も
の
は
、
だ
い
た

い
二
五
万
人
の
イ
ス
ラ
ム
系
女
子
学
生
が
い
る
と
思
わ
れ
る
中
で
一
二
五
四
名
。
ち
な
み
に
一
九
九
四
年
は
二
〇
〇
〇
人
で
あ
る
か
ら
か
な

り
減
少
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
尉
）。
教
師
に
ス
カ
ー
フ
を
取
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
も
従
わ
な
か
っ
た
も
の
は
一
九
九
四
年
に
は
三
〇
〇
名
、

二
〇
〇
二
年
に
は
一
五
〇
名
で
あ
る
。
宗
教
色
排
除
法
が
国
民
議
会
で
審
議
さ
れ
た
二
〇
〇
四
年
二
月
の
頃
も
、
反
対
集
会
は
あ
っ
た
も
の

の
規
模
も
小
さ
く
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
（
惟
）。

そ
れ
で
は
、
宗
教
色
排
除
法
が
施
行
さ
れ
た
後
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
怒
り
の
炎
は
燃
え
さ
か
っ
た
だ
ろ
う
か
？
ノ
ー
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の

メ
デ
ィ
ア
が
―
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
も
―
期
待
し
た
ほ
ど
の
、
ド
ラ
マ
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
系
移
民
に
対
す

る
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
〝
同
化
〞
政
策
が
う
ま
く
行
く
は
ず
は
な
い
、
と
い
う
諸
外
国
の
思
い
こ
み
も
ま
た
、
ま
さ
に
思
い
こ

み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

宗
教
色
排
除
法
試
行
直
後
の
二
〇
〇
四
年
九
月
の
新
学
期
を
見
れ
ば
、
始
業
の
日
に
ス
カ
ー
フ
を
被
っ
て
き
た
も
の
は
六
三
九
名
。
教
育

省
の
発
表
に
よ
れ
ば
、
教
師
の
説
得
に
よ
り
、
そ
の
数
は
一
〇
月
一
五
日
に
は
七
二
名
に
ま
で
減
じ
た
。
こ
の
年
退
校
処
分
と
な
っ
た
も
の

が
四
八
名
、
公
立
校
を
や
め
て
転
学
し
た
も
の
が
一
四
三
名
で
あ
る
（
意
）。
こ
の
転
校
組
は
イ
ス
ラ
ム
系
の
私
立
学
校
、
も
し
く
は
皮
肉
な
こ
と

（179）
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だ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
系
私
立
学
校
に
向
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

共
和
国
の
危
機
が
あ
れ
ほ
ど
に
叫
ば
れ
な
が
ら
、
拍
子
抜
け
の
よ
う
な
結
果
に
終
わ
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
？
フ
ラ
ン
ス
の
未
来

と
い
う
ベ
ル
ト
を
賭
け
て
、
赤
コ
ー
ナ
ー
に
は
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
共
和
国
精
神
ラ
イ
シ
テ
、
青
コ
ー
ナ
ー
に
は
最
強
の
挑
戦
者
イ
ス
ラ
ム
が
立

ち
、
ゴ
ン
グ
が
鳴
る
ま
で
に
足
か
け
十
五
年
も
に
ら
み
合
っ
た
と
い
う
の
に
、
実
に
ワ
ン
サ
イ
ド
な
ゲ
ー
ム
で
は
な
い
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
試
合
な
ど
は
じ
め
か
ら
成
立
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
フ
ラ
ン
ス
は
自
ら
の
影
と
シ
ャ
ド
ウ

ボ
ク
シ
ン
グ
を
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
い
ざ
リ
ン
グ
に
出
て
み
る
と
相
手
側
コ
ー
ナ
ー
に
、
や
る
気
の
あ
る
挑
戦
者
な
ど
い
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

実
際
、
宗
教
色
排
除
法
案
が
、
目
立
つ
宗
教
的
標
章
・
服
装
を
生
徒
が
身
に
つ
け
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
教

徒
（
自
分
で
認
め
た
も
の
）
に
対
し
賛
否
を
聞
い
た
二
〇
〇
四
年
一
月
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
が
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
賛
成
が
四
二
パ
ー
セ

ン
ト
、
反
対
が
五
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
わ
ず
か
に
反
対
が
上
と
い
う
程
度
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
の
、
ス
カ
ー
フ
問
題
に

関
す
る
議
論
が
、
十
分
か
、
ま
だ
不
十
分
か
、
も
う
た
く
さ
ん
か
、
と
い
う
設
問
で
は
、
七
割
以
上
の
圧
倒
的
多
数
が
「
も
う
た
く
さ
ん
」

と
回
答
し
て
い
る
（
慰
）。

た
し
か
に
、
ス
カ
ー
フ
事
件
は
そ
の
象
徴
性
か
ら
し
て
、
移
民
問
題
の
中
で
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
指
標
が
前
面
に
出
た
形
の
事
件
で
は
あ
っ

た
。
対
応
に
当
た
っ
た
現
場
の
混
乱
を
考
え
る
と
、
国
が
統
一
的
な
基
準
を
示
す
必
要
は
あ
っ
た
し
、
そ
れ
が
ラ
イ
シ
テ
に
依
拠
せ
ざ
る
を

得
な
い
理
由
も
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
、
共
和
国
原
理
が
イ
ス
ラ
ム
か
ら
の
挑
戦
を
受
け
る
形
と
な
る
よ
う
な
事
件
と
は
、
実
は
か
な
り
例

外
的
な
事
例
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
政
府
を
困
惑
さ
せ
、
論
壇
を
に
ぎ
わ
せ
る
大
き
な
事
件
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ

は
ス
カ
ー
フ
の
も
つ
宗
教
的
象
徴
性
が
実
際
以
上
に
事
件
の
構
図
を
大
き
な
も
の
に
見
せ
て
し
ま
っ
た
、
そ
の
反
映
な
の
だ
。
イ
ス
ラ
ム
原

理
主
義
と
は
関
わ
り
の
な
い
一
般
の
移
民
が
、
イ
ス
ラ
ム
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
か
ざ
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
の
よ
う
な
共
和
国
の
支
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柱
的
原
理
へ
の
異
議
を
申
し
立
て
る
例
は
、
む
し
ろ
他
に
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
一
年
の
サ
ッ
カ
ー
ス

タ
ジ
ア
ム
事
件
（
易
）に
し
て
も
、
二
〇
〇
五
年
秋
の
郊
外
暴
動
事
件
に
し
て
も
、
移
民
系
の
若
者
た
ち
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
宗
教
心
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
件
で
は
な
い
。

一
連
の
ス
カ
ー
フ
事
件
も
、
そ
の
す
べ
て
が
イ
ス
ラ
ム
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
公
共
の
場
で
発
露
す
る
こ
と
を
望
ん
で
の
も
の

で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、
コ
ー
ラ
ン
に
規
定
の
な
い
ス
カ
ー
フ
そ
の
も
の
の
宗
教
的
意
味
合
い
自
体
、
か
な
り
曖
昧
な
も
の

に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
た
か
ら
と
言
っ
て
宗
教
的
帰
属
の
表
明
と
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ス
カ
ー
フ
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
、
ロ
ベ
ー
ル
（Jacques R

obert

（（

）
が
整
理
し
た
も
の
が
手
が
か
り
と
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
若

い
女
性
た
ち
の
ス
カ
ー
フ
着
用
の
理
由
に
は
四
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
（
椅
）。（
１
）
宗
教
的
理
由
か
ら
で
は
な
く
、
慣
習
・
伝
統
・
し
つ
け
と

い
っ
た
理
由
で
、
家
族
の
薦
め
に
よ
っ
て
被
る
場
合
。（
２
）
さ
ま
ざ
ま
な
圧
力
を
受
け
て
、
ス
カ
ー
フ
を
被
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
強

制
さ
れ
て
い
る
場
合
。
父
や
兄
弟
や
夫
が
そ
れ
を
嫉
妬
深
く
監
視
し
て
お
り
、
彼
女
た
ち
は
そ
の
挑
発
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
差
異
性
、
信
仰
の
深
さ
を
証
明
し
た
く
て
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
。（
３
）
自
ら
の
身
を
守
る
た
め
着
用
す
る
場

合
。
郊
外
の
治
安
の
悪
さ
か
ら
、
流
行
の
格
好
を
す
る
よ
り
も
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
方
が
ち
ょ
っ
か
い
を
う
け
に
く
い
。（
４
）
単
な
る

装
い
と
し
て
自
由
に
選
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
。
神
秘
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
異
性
を
引
き
つ
け
た
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
容
姿
に
関
し
て

変
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
く
な
い
場
合
な
ど
。

ロ
ベ
ー
ル
は
フ
ラ
ン
ス
が
監
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
（
２
）
の
場
合
だ
け
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
つ
ま
り
は
イ
ス
ラ
ム
と
共
和
国

原
理
の
衝
突
と
い
え
る
ケ
ー
ス
は
、
ス
カ
ー
フ
事
件
の
中
で
も
こ
の
タ
イ
プ
の
事
例
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
と
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の

母
か
ら
生
ま
れ
た
姉
妹
が
、
信
仰
の
自
由
の
権
利
を
叫
ぶ
こ
と
で
メ
デ
ィ
ア
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
よ
う
と
し
た
よ
う
な
事
例
も
あ

る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
思
春
期
の
反
抗
精
神
の
表
れ
だ
が
、
こ
う
し
た
例
に
い
た
っ
て
は
鼻
に
ピ
ア
ス
を
す
る
こ
と
と
大
し
た
違
い
は
な
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か
っ
た
の
で
あ
る
（
為
）。
ム
ス
リ
ム
女
性
に
髪
の
毛
を
見
せ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
、
性
的
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
に
当
た
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
畏
）が
、
十

二
分
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
と
は
い
え
、
こ
れ
は
フ
ァ
ト
ワ
や
イ
ス
ラ
ム
団
体
の
見
解
に
か
な
り
左
右
さ
れ
る
問
題
だ
ろ
う
。
そ

し
て
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
団
体
は
最
終
的
に
は
共
和
国
の
法
に
従
う
よ
う
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。

諸
外
国
が
驚
き
、
時
に
寛
容
の
精
神
を
欠
く
も
の
と
し
て
非
難
す
ら
し
た
宗
教
色
排
除
法
が
、
と
り
あ
え
ず
は
比
較
的
穏
和
な
形
で
移
民

社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
背
景
に
は
、
上
述
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
事
件
と
形
容
す
る
こ
と
で
、
こ
の
事
件
の

背
景
に
何
か
強
固
な
イ
ス
ラ
ム
的
精
神
の
存
在
を
仮
定
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
だ
け
で
な
く
、
外
国
メ
デ
ィ
ア
の
側
で
も
同

じ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
シ
テ
教
条
派
は
、
公
教
育
を
通
じ
た
移
民
の
教
化
と
同
化
の
た
め
に
拳
を
握
り
し
め
、
外
国
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
〝
同

化
〞
政
策
の
強
烈
さ
に
違
和
感
を
覚
え
、
そ
し
て
と
も
に
均
質
な
―
ラ
イ
シ
テ
教
条
派
な
ら
、
等
し
く
理
性
的
な
、
と
形
容
す
る
だ
ろ
う
―

国
民
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
均
質
な
国
民
を
育
て
る
国
民
国
家
の
、
共
和
国
の
、
危
機
を
喧
伝
し
た
。
し
か
し
、
い
わ
ば
ど
ち
ら
も
そ
れ
ぞ

れ
違
う
方
向
に
大
フ
ァ
ー
ル
を
打
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
移
民
の
側
は
全
体
と
し
て
は
、
ゲ
ー
ム
の
ル
ー
ル
で
あ
る
共
和
国
の
原
則
を
そ
れ
4

4

な
り
に

4

4

4

理
解
し
て
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
り
、
原
理
的
な
対
決
姿
勢
な
ど
ご
く
一
部
を
除
い
て
見
ら
れ
な
か
っ
た
。〝
同
化
〞
政
策
に
対
す

る
イ
ス
ラ
ム
の
反
抗
、
な
る
も
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問
題
の
焦
点
だ
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
む
し
ろ
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
社
会
の
深

い
と
こ
ろ
で
進
行
し
て
い
る
現
実
と
し
て
の
郊
外
の
移
民
社
会
の
ゲ
ッ
ト
ー
化
（
異
）の
傾
向
の
方
が
よ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
だ
ろ
う
。
そ
の
ゲ
ッ

ト
ー
化
は
む
ろ
ん
、
ス
カ
ー
フ
を
教
室
で
禁
じ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
い
は
許
可
し
た
と
こ
ろ
で
、
解
決
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
で
も
ま
だ
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
郊
外
の
街
区
が
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
一
つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
に
固
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
な

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
共
和
国
的
「
統
合
」
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
民
族
集
団
へ
の
閉
塞
も
ま
た
、
起
き
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。
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（
三
）
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
イ
ス
ラ
ム
観

フ
ラ
ン
ス
移
民
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
ハ
ー
グ
リ
ー
ヴ
ズ
（A

lec G
. H

argreaves

）
が
挙
げ
る
、
一
九
九
〇
年
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
世

論
調
査
の
結
果
（
移
）を
見
る
と
、
移
民
系
若
者
の
側
が
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
対
し
て
文
化
的
な
相
違
を
さ
ほ
ど
感
じ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
ホ
ス
ト

社
会
の
フ
ラ
ン
ス
人
側
の
方
が
彼
ら
を
イ
ス
ラ
ム
と
見
な
し
、
統
合
が
難
し
い
と
感
じ
て
い
る
、
と
い
う
構
図
が
見
て
と
れ
る
。

た
と
え
ば
一
九
九
三
年
の
調
査
で
は
、
マ
グ
レ
ブ
系
若
者
の
内
、
七
割
が
家
族
の
そ
れ
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
文
化
に

対
し
て
、
よ
り
親
近
感
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
対
照
的
に
フ
ラ
ン
ス
人
の
側
は
、
イ
ス
ラ
ム
が
マ
グ
レ
ブ
の
統
合
を
妨
げ
る
主
な

障
害
だ
と
見
な
し
て
お
り
、
一
九
九
一
年
の
調
査
で
は
イ
ス
ラ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
基
底
的
な
諸
規
範
と
あ
ま
り
に
異
な
る
た
め
、
イ
ス

ラ
ム
教
徒
の
統
合
を
不
可
能
に
し
て
い
る
と
答
え
た
も
の
が
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
最
終
的
に
は
統
合
さ
れ
う
る
と
考

え
る
も
の
に
い
た
っ
て
は
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
し
か
い
な
い
、
と
い
う
結
果
が
出
て
い
る
。

よ
り
明
確
な
指
標
は
ロ
ー
レ
ン
ス
（Jonathan L

aurence

（（

）
ら
が
挙
げ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
（
維
）、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
に
か
け
て

の
調
査
で
、「
イ
ス
ラ
ム
の
価
値
観
」
は
「
共
和
国
の
価
値
観
」
と
両
立
し
う
る
か
、
と
い
う
設
問
に
対
し
、
肯
定
し
た
も
の
は
三
〇
パ
ー

セ
ン
ト
の
み
、
否
定
し
た
も
の
は
五
〇
〜
六
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
し
た
。
一
方
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
間
で
は
、
こ
の
設
問
に
対

し
肯
定
で
答
え
た
も
の
は
七
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
上
る
。

フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
各
宗
教
な
い
し
価
値
観
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
で
は
、
予
想
さ
れ
た
こ
と
な
が
ら
イ
ス

ラ
ム
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
が
も
っ
と
も
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
対
し
て
ラ
イ
シ
テ
に
対
す
る
支
持
は
七
割
弱
と
突
出
し
て
高
い
（
緯
）。

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
が
示
す
、
イ
ス
ラ
ム
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
拒
否
的
姿
勢
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ム
の
接
近
、
と

い
う
結
果
は
、〝
イ
ス
ラ
ム
VS
共
和
国
〞
と
い
う
視
角
が
基
本
的
に
フ
ラ
ン
ス
社
会
側
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
ス

カ
ー
フ
事
件
か
ら
宗
教
色
排
除
法
成
立
ま
で
の
時
代
は
、
ち
ょ
う
ど
サ
ル
マ
ン
・
ラ
シ
ュ
デ
ィ
の
「
悪
魔
の
詩
」
事
件
、
パ
リ
地
下
鉄
爆
破
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テ
ロ
事
件
、
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
、
ロ
ン
ド
ン
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
な
ど
、
国
際
的
な
イ
ス
ラ
ム
関
連
の
事
件
の
続
発
す
る
年
代

に
重
な
る
。
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
に
関
与
し
て
起
訴
さ
れ
た
犯
人
グ
ル
ー
プ
の
う
ち
に
、
フ
ラ
ン
ス
国
籍
の
モ
ロ
ッ
コ
人
が
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
で
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
衝
撃
が
走
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
社
会
が
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
言
葉
に
身
を
固

く
す
る
の
に
、
不
思
議
は
な
い
状
況
は
整
っ
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
色
排
除
法
の
ま
ず
ま
ず
成
功
と
い
え
る
結
果
が
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
側
に
一
定
の
安
堵
を
生
ん
だ
の
も
た
し
か
で
あ

る
。
ス
カ
ー
フ
着
用
禁
止
に
つ
い
て
は
、「
Ｓ
Ｏ
Ｓ
人
種
差
別
」
な
ど
移
民
団
体
の
側
で
も
む
し
ろ
理
解
を
示
し
て
き
た
経
緯
が
あ
り
（
胃
）、
宗

教
色
排
除
法
案
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
・
ム
ス
リ
ム
評
議
会
（
Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｍ
）
―
こ
れ
は
法
案
を
検
討
し
た
ス
タ
ー
ジ
委
員
会
に
も
非
公
式
な

が
ら
出
席
し
証
言
を
求
め
ら
れ
て
い
る
―
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
団
体
も
、
反
対
色
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
と
は
い
え
、
さ

ほ
ど
目
立
っ
た
行
動
は
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
事
情
に
加
え
て
、
今
度
は
あ
る
国
際
事
件
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
の
イ
メ
ー

ジ
を
引
き
上
げ
る
の
に
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
二
〇
〇
四
年
に
イ
ラ
ク
で
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
二
名
が
誘
拐
さ
れ
、
そ
の
解
放
条
件
と
し
て
、
犯
人
側
が
「
イ
ス
ラ

ム
・
ヴ
ェ
ー
ル
を
禁
止
し
た
法
律
」
の
撤
回
を
求
め
て
き
た
事
件
で
あ
る
が
、
イ
ラ
ク
戦
争
後
の
テ
ロ
事
件
、
拉
致
事
件
の
中
で
も
異
色
の

出
来
事
で
あ
っ
た
。
Ｃ
Ｆ
Ｃ
Ｍ
ば
か
り
か
、
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ス
ラ
ム
組
織
連
合
（
Ｕ
Ｏ
Ｉ
Ｆ
）
な
ど
よ
り
強
硬
な
イ
ス
ラ
ム
団
体
も
含
め
、

こ
の
事
件
の
解
決
に
当
た
っ
て
は
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
諸
団
体
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
協
力
し
て
、
ラ
イ
シ
テ
が
宗
教
共
存
の
原
理
で
あ
る

こ
と
を
犯
人
グ
ル
ー
プ
に
説
く
役
回
り
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。
人
質
は
解
放
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
は
ル
モ
ン
ド
誌
の
形
容
に
よ

れ
ば
、
共
和
国
の
犠
牲
者
か
ら
共
和
国
の
ヒ
ー
ロ
ー
へ
と
そ
の
像
を
変
え
た
の
で
あ
る
（
萎
）。

フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ム
団
体
が
、
外
国
勢
力
の
〝
内
政
干
渉
〞
を
非
難
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
ム
ス
リ
ム
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
確

に
し
て
宗
教
色
排
除
法
を
弁
護
し
た
こ
の
事
件
は
、
ム
ス
リ
ム
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
へ
の
統
合
が
実
は
、
深
い
と
こ
ろ
で
は
進
み
つ
つ
あ
る
こ
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と
を
示
し
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
本
来
、
そ
の
定
義
上
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
の

ム
ス
リ
ム
は
統
一
的
で
国
家
横
断
的
な
ウ
ン
マ
（
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
）
の
一
員
と
し
て
よ
り
も
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
ま
ず

求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
衣
）。
あ
る
イ
ス
ラ
ム
専
門
家
は
「
フ
ラ
ン
ス
の
ム
ス
リ
ム
が
共
和
主
義
者
で
あ
り
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の

ワ
ッ
ハ
ー
ブ
派
で
は
な
い
」
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
し
、「
フ
ラ
ン
ス
の
ム
ス
リ
ム
は
つ
い
に
自
分
た
ち
が
い
か
に
共
和
国
の
法
に
結
び
つ
い

て
い
る
か
に
つ
い
て
、
自
ら
に
問
い
か
け
始
め
た
の
だ
」
と
総
括
を
し
て
い
る
（
謂
）。

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
も
、
現
実
の
レ
ベ
ル
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
ム
ス
リ
ム
は
同
化
主
義
的
、
あ
る
い
は
統
合
主
義
的
な
共
和
国
原
理
と
対
立

を
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
と
共
存
す
る
能
力
が
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
問
題
が
「
共
和
国
の
危
機
」
の
よ
う
に

映
っ
て
し
ま
う
の
は
、
一
つ
に
は
移
民
問
題
を
イ
ス
ラ
ム
問
題
に
変
形
し
て
ラ
イ
シ
テ
と
対
立
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
広

く
見
ら
れ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
あ
り
方
の
せ
い
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
は
多
文
化
主
義
は
善
で
あ
る
と
い
う
思
い
こ
み
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の

〝
同
化
〞
主
義
に
移
民
政
策
の
失
敗
の
原
因
を
求
め
る
外
国
メ
デ
ィ
ア
の
無
理
解
の
せ
い
で
も
あ
る
。

（
四
）
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
実
践

イ
ス
ラ
ム
信
仰
を
移
民
問
題
の
焦
点
と
見
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
系
の
若
者
の
お
か
れ
て
い
る

現
状
が
移
民
問
題
に
関
係
し
な
い
わ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。

図
２
と
図
３
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
信
仰
実
践
の
実
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
第
一
に
、
禁

酒
と
ラ
マ
ダ
ン
の
遵
守
の
姿
勢
が
際
だ
つ
一
方
で
、
日
々
の
祈
り
に
は
熱
心
で
な
く
モ
ス
ク
な
ど
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
参
加
率
が
低
い
こ

と
。
第
二
に
、
信
仰
の
熱
心
さ
は
一
九
八
九
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
の
間
に
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
上
昇
傾
向
に
あ
る
こ
と
。
こ
の
二
点
で
あ

る
。
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図 3　フランスのムスリムにおける断食の実践（％）
出典：Lawrence and Vaisse, p. 79 　

図２　フランスのムスリムの信仰と実践 2001年（％）
出典：Lawrence and Vaisse, p. 78
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前
者
は
信
仰
が
家
族
か
ら
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
も
離
れ
て
個
人
化
し
つ
つ
あ
る
傾
向
を
示
し
、
後
者
は
若
年
世
代
の
方
が
上
の
世
代
に

比
べ
て
む
し
ろ
再
イ
ス
ラ
ム
化
し
て
い
る
傾
向
を
示
す
。
両
者
を
圧
縮
し
て
述
べ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
個
人
的
な
行
き
場
の
な
い
イ

ス
ラ
ム
信
仰
が
、
若
年
層
の
間
で
増
大
す
る
傾
向
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
世
代
の
問
題
で
も
あ
る
。
移
民
二
世
、
三
世
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
か
ら
つ
ね
に
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
受
け

入
れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
小
論
の
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
イ
ミ
グ
レ
（
移
民:im

m
igré

）
と
い
う
呼
称
が
つ
い
て
回
る
存
在

で
あ
る
。
他
方
、
彼
ら
は
フ
ラ
ン
ス
し
か
知
ら
ず
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
や
モ
ロ
ッ
コ
人
と
も
言
え
な
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
路
が
閉

ざ
さ
れ
て
お
り
、
上
の
世
代
の
よ
う
な
ブ
ー
ル
（
ア
ラ
ブ
人
）
と
し
て
の
自
覚
を
持
っ
た
市
民
団
体
に
も
、
両
親
の
出
身
国
の
団
体
に
も
親

近
感
を
持
て
な
い
で
い
る
（
違
）。
若
年
世
代
の
再
イ
ス
ラ
ム
化
の
背
景
は
、
要
す
る
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
な
の
で
あ
る
。

こ
の
若
年
層
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
に
は
上
の
世
代
の
経
済
的
苦
境
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ハ
ー
グ
リ
ー
ヴ
ズ
は
、

「
マ
グ
レ
ブ
系
移
民
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
中
で
最
底
辺
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
外
国
人
労
働
者
の
リ
ク
ル
ー
ト

を
促
進
し
て
き
た
戦
後
数
十
年
の
時
代
が
過
ぎ
て
経
済
環
境
が
よ
り
困
難
な
も
の
と
な
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
に
移
民
層
の
中
で
も
も
っ
と
も

目
立
つ
要
素
と
し
て
登
場
し
て
き
た
こ
と
、
と
い
う
二
重
の
不
幸
を
抱
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
遺
）。
そ
の
子
供
の
世
代
は
フ
ラ
ン
ス
で

育
ち
、
こ
の
家
庭
の
現
実
を
日
々
体
験
し
な
が
ら
、
共
和
主
義
的
価
値
観
に
つ
い
て
公
教
育
の
課
程
で
学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
統
合
を
押
し
つ

け
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
拒
否
感
と
い
う
よ
り
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
統
合
の
約
束
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
へ
の
幻
滅
が
つ
の
る

4

4

4

4

4

4

の
は
当
然
と
言
え
よ

う
。共

和
国
原
理
は
、
そ
れ
が
寛
容
で
な
い
か
ら
、
あ
る
い
は
抑
圧
的
に
過
ぎ
、
同
化
を
求
め
す
ぎ
る
か
ら
機
能
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。

価
値
と
し
て
原
理
と
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
も
の
は
、
イ
ス
ラ
ム
団
体
を
含
め
、
ま
ず
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
移
民
社
会
か
ら
見
る
と
、

現
実
を
説
明
し
、
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
に
は
あ
ま
り
に
理
想
的
に
過
ぎ
て
空
々
し
く
響
い
て
い
る
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
同
化
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主
義
的
で
普
遍
主
義
的
な
共
和
国
原
理
は
、

移
民
問
題
の
犯
人
な
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ

れ
に
対
し
て
ほ
ぼ
無
力
な
だ
け
な
の
で
あ

る
。表

２
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
各
宗
教
人
口
と
礼

拝
施
設
の
比
率
を
表
し
た
も
の
だ
が
（
医
）、
イ
ス

ラ
ム
の
施
設
の
少
な
さ
が
よ
く
分
か
る
。
ム

ス
リ
ム
の
方
が
そ
の
他
の
宗
派
に
比
べ
て
信

仰
実
践
の
率
が
高
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

と
、
不
足
ぶ
り
は
な
お
さ
ら
に
際
だ
つ
だ
ろ

う
。移

民
系
若
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク

ラ
イ
シ
ス
と
暴
動
等
の
事
件
は
深
く
結
び
つ

い
た
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
若
年
層
の
信
仰

が
個
人
化
し
社
会
と
接
点
を
持
た
な
く
な
っ

て
い
る
現
状
か
ら
見
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ム
施
設

に
つ
い
て
は
こ
れ
を
増
や
し
、
若
年
層
の
社

会
統
合
へ
の
仕
掛
け
と
し
て
積
極
的
に
活
用

表 2　フランスの各宗教人口に対する礼拝施設の割合

礼拝施設 信者数
礼拝施設あたり
の信者数の割合

プロテスタント教会 1,200箇所
カトリック教会 43,569箇所
イスラム教礼拝所 1,685箇所

プロテスタント 800,000人
カトリック教徒 45,000,000人
イスラム教徒 5,000,000人

671：1
1,033：1
2,967：1

出典：Lawrence and Vaisse,  p. 83

表 3　フランスのイスラム教に関する意識調査（％）

回答 1989年 1994年 2001年 2003年

ムスリムの要望があった場合、フラ
ンスにモスクを建設することをどう
思いますか？
賛成
反対
どちらでもいい／わからない

33
38
26

30
31
37

31
22
46

49
47
4

自分の自治体の長にムスリムが選ば
れることに反対ですか？
はい 63 55 35

「ムスリム」の政党や労働組合に対
して敵意を感じますか
はい 68 70 52

出典：Laurence and Vaisse, p. 68
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す
る
方
が
お
そ
ら
く
有
益
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
イ
ス
ラ
ム
と
共
和
国
は
む
し
ろ
協
力
関
係
に
立
つ
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
人
社
会
も
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
、
徐
々
に
態
度
が
は
っ
き
り
と
し
て
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
モ
ス
ク
を
フ
ラ
ン
ス
内
に
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
、
反
対
も

増
え
た
が
、
賛
成
も
増
え
、
無
関
心
派
が
減
っ
て
き
た
の
だ
（
表
３
）。

サ
ル
コ
ジ
は
こ
の
点
に
関
す
る
認
識
で
は
お
そ
ら
く
歴
代
の
大
統
領
の
誰
よ
り
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
、
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
発

言
を
し
て
い
る
。
言
葉
遣
い
の
慎
重
さ
に
は
ま
っ
た
く
欠
け
、
ま
た
前
章
の
移
民
法
改
正
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
「
受
入
・
統
合
契
約
」
の
推

進
な
ど
有
効
と
も
思
え
な
い
政
策
に
拘
泥
す
る
面
は
あ
る
が
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
は
こ
と
の
本
質
を
つ
い
た
も
の
だ
ろ
う
。
い
わ

く
「
共
和
主
義
的
メ
ル
テ
ィ
ン
グ
ポ
ッ
ト
の
中
で
、
統
合
が
自
然
に
進
む
だ
ろ
う
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
問
題
を
無
視
し
て

き
た
」「
こ
の
戦
略
は
、
ム
ス
リ
ム
の
文
化
的
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
否
定
す
る
が
故
に
破
滅
的
だ
っ
た
。
否
定
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
急
進
化
す
る
も
の
だ
（
井
）」。
そ
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
的
積
極
的
差
別
是
正
措
置
を
導
入
す
る
べ
き
だ
と
す
る
サ
ル
コ
ジ
も
ま
た
、
そ
れ
は
空
間
的
な
区
別
に
基
づ
く
べ
き

で
あ
っ
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
区
別
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
、
と
表
明
し
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
、
見
か
け
と
は
裏
腹
に
実
は
本
質
的
に
新
し
い
発

想
は
何
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
（
亥
）、
少
な
く
と
も
共
和
国
原
理
論
争
が
問
題
を
覆
い
隠
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
は
一
歩
前
進
し

た
よ
う
で
あ
る
。

註（
46
）
中
村
義
孝
編
訳
『
フ
ラ
ン
ス
憲
法
史
集
成
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
、
二
一
九
頁

（
47
）
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
に
関
し
て
は Jean B

aubérot,H
istoire de la laïcité en France, PU

F, 2000

を
参
照

（
48
）
林
瑞
枝
「
イ
ス
ラ
ム
・
ス
カ
ー
フ
事
件
と
非
宗
教
性
」（
三
浦
信
孝
編
、
前
掲
書
に
所
収
）
に
こ
の
経
緯
は
詳
し
い
。

（
49
）

Y
van G

astaut, L’im
m

igration et l’opinion en France sous la V
eR

épubluque, Seuil, 2000, p. 593 

一
九
八
九
年
の
ス
カ
ー
フ
論
争
の
初
期

（189）
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の
頃
に
比
べ
、
一
九
九
四
年
の
バ
イ
ル
ー
通
達
の
頃
に
は
ス
カ
ー
フ
を
共
和
国
の
脅
威
と
考
え
る
論
調
が
各
紙
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
50
）

L
e N

ouvel O
bservateur, 24 novem

bre 1989.
（
51
）

G
astaut, op. cit., pp. 578-87

を
参
照
。

（
52
）

A
nne R

évah-L
évy et M

aurice Szafran,M
alaise dans la R

epublique-intégration et désintegration, plon, 2002, p. 60

（
53
）

D
om

inique Schnapper, L
a France de l’intégration-sociologie de la nation en 1990, G

allim
ard, 1991

（
54
）

L
ibération, 24 novem

bre 1989.

（
55
）

R
évah-L

évy et Szafran, op. cit. p. 43

（
56
）

ibid., p. 62

（
57
）

ibid., p. 53

（
58
）

G
astaut, op. cit., pp. 588-9 

そ
も
そ
も
〝
ス
カ
ー
フ
（
ヴ
ェ
ー
ル
）〞
を
指
す
名
称
が
各
紙
で
異
な
り
、
ど
の
用
語
を
用
い
る
か
で
も
立
場
の

違
い
が
表
れ
て
い
た
。
ル
モ
ン
ド
誌
が
中
立
的
な
「
ス
カ
ー
フ
（foulard

）」、
リ
ベ
ラ
シ
オ
ン
誌
が
「
ヴ
ェ
ー
ル
（voile

）」
で
こ
れ
も
中
立
的
だ

が
や
や
宗
教
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。
コ
テ
ィ
デ
ィ
エ
ン
・
ド
・
パ
リ
誌
の
「
チ
ャ
ド
ル
（tchador

）」
は
ペ
ル
シ
ア
語
由
来
で
神
秘
的
ニ
ュ
ア
ン

ス
が
感
じ
ら
れ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
「
イ
ス
ラ
ム
の
ス
カ
ー
フ
（foulard islam

ique

）」
と
表
記
し
た
り
ヘ
ジ
ャ
ブ
（hidjeb

）
と
し
た
例
も
あ
る
。
し

か
し
、
各
誌
で
違
っ
て
も
同
じ
テ
ー
マ
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
以
上
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
間
で
用
語
が
ど
れ
も
等
置
可
能
な
よ
う
に
見
な
さ
れ
て
い

く
の
は
避
け
が
た
か
っ
た
。

（
59
）

L
aurence and Vaisse, op. cit., p. 165

（
60
）
む
ろ
ん
こ
の
数
字
は
過
小
か
も
し
れ
な
い
。
シ
ラ
ク
大
統
領
に
委
嘱
を
受
け
て
ス
カ
ー
フ
問
題
に
取
り
組
ん
だ
ス
タ
ー
ジ
委
員
会
の
あ
る
委
員

の
推
計
で
は
五
千
か
ら
一
万
名
ほ
ど
と
見
て
い
る
。﹇L

aurence and Vaisse, op. cit., p. 80, p. 165

﹈

（
61
）
二
回
に
わ
た
っ
て
数
千
人
規
模
の
抗
議
集
会
は
あ
っ
た
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
大
き
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。﹇L

aurence and Vaisse, op. cit., p. 

170

﹈

（
62
）
読
売
新
聞
、
二
〇
〇
五
年
三
月
四
日
朝
刊
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
全
国
で
六
三
四
名
の
女
子
生
徒
が
ス
カ
ー
フ
を
被
っ
て
登
校
し
、
う
ち
法
律
に

従
っ
た
も
の
が
五
三
四
名
、
従
わ
ず
に
退
学
、
転
学
し
た
も
の
が
一
〇
一
名
で
あ
る
。

（
63
）

 L
aurence and Vaisse, op. cit., pp. 168-9

（190）
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（
64
）
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
六
日
に
フ
ラ
ン
ス
国
立
競
技
場
で
行
わ
れ
た
サ
ッ
カ
ー
の
「
フ
ラ
ン
ス
対
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
」
に
お
い
て
、
移
民
系
の
若

者
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
国
家
マ
ル
セ
イ
エ
ー
ズ
を
侮
辱
し
た
事
件
。
Ｔ
Ｖ
放
送
が
さ
れ
て
い
た
た
め
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

（
65
）

Jacques R
obert,L

a fin de la laïcité, O
dile Jacob, 2004, pp. 163-4

（
66
）

L
aurence and Vaisse, op. cit., p. 166

二
〇
〇
三
年
十
月
の
オ
ベ
ー
ル
ビ
リ
エ
に
お
け
る
レ
ヴ
ィ
姉
妹
の
例
。
宗
教
的
実
践
は
し
て
い
な
い
が

ユ
ダ
ヤ
人
の
父
と
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
カ
ビ
ー
ル
地
方
出
身
の
母
（
宗
教
的
に
は
不
可
知
論
者
）
の
間
に
生
ま
れ
た
が
、
父
と
母
は
長
く
別
居
し
て

い
た
。

（
67
）
内
藤
正
典
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ス
ラ
ー
ム
―
共
生
は
可
能
か
』
岩
波
新
書
、
一
四
七
頁

（
68
）

B
auer et R

aufer, op. cit., p. 36

に
よ
れ
ば
二
〇
〇
四
年
の
時
点
で
、
要
注
意
地
区
六
三
〇
の
内
三
〇
〇
に
ゲ
ッ
ト
ー
化
の
傾
向
が
あ
る
。

（
69
）

H
argreaves, op. cit., pp. 146-147

（
70
）

L
aurence and Vaisse, op. cit., P. 64

（
71
）

ibid., p. 64

イ
ス
ラ
ム
に
つ
い
て
の
肯
定
的
評
価
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
強
で
し
か
な
く
、
ま
た
、
他
の
宗
教
と
異
な
り
、
唯
一
否
定
的
評
価
の

方
が
上
回
っ
て
い
る
。

（
72
）
山
口
昌
子
『
大
国
フ
ラ
ン
ス
の
不
思
議
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
九
一
頁

（
73
）

L
aurence and Vaisse, op. cit., p. 172

（
74
）

ibid.p. 172

（
75
）

ibid., p. 172
B

runo E
tienne

の
指
摘
で
あ
る
。

（
76
）

ibid., p. 93

（
77
）

H
argreaves, op. cit. p. 146

（
78
）
こ
の
表
か
ら
は
ユ
ダ
ヤ
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
除
い
た
。
誤
記
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
79
）

H
argreaves, op. cit. P. 90

（
80
）

ibid., p. 196
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お
わ
り
に

マ
リ
ア
ン
ヌ
は
口
う
る
さ
く
理
想
主
義
的
で
教
育
熱
心
な
母
親
で
あ
る
。
こ
の
女
神
は
共
和
主
義
の
守
り
手
と
し
て
、
す
べ
て
を
ま
ず
フ

ラ
ン
ス
革
命
の
精
神
か
ら
、
自
由
―

平
等
―

友
愛
か
ら
、
人
間
理
性
の
尊
重
か
ら
、
説
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
に
は
お
さ
ま
ら
な
い
。
理
性
の
神

マ
リ
ア
ン
ヌ
は
ラ
イ
シ
テ
が
お
気
に
入
り
で
あ
る
。

ラ
イ
シ
テ
は
国
家
の
宗
教
か
ら
の
独
立
を
保
障
し
、
宗
教
の
共
存
を
促
す
原
理
で
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
人
の
理
解
に

お
い
て
は
寛
容
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
然
に
、
そ
の
よ
う
な
寛
容
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
の
非
宗
教
性
そ
れ
自
体
の
価
値

を
積
極
的
に
肯
定
す
る
。
ラ
イ
シ
テ
は
た
と
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
イ
ス
ラ
ム
と
、
あ
る
い
は
無
神
論
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
る
価
値
態
度
で

は
な
い
。
そ
れ
ら
す
べ
て
の
上
に
君
臨
し
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
共
存
せ
し
め
る
基
礎
条
件
で
あ
る
。
ラ
イ
シ
テ
は
複
数
の
真
理
、
複
数
の
価

値
の
共
存
を
計
る
。
つ
ま
り
ラ
イ
シ
テ
と
は
、
本
質
的
に
神
に
よ
る
真
理
の
独
占
と
闘
っ
て
人
間
理
性
に
基
づ
く
公
共
性
を
希
求
す
る
よ
う

な
精
神
を
土
台
と
し
、
ま
た
こ
の
土
台
を
守
る
こ
と
自
体
を
そ
の
使
命
と
す
る
。
ラ
イ
シ
テ
の
存
在
理
由
は
神
々
の
共
存
の
仕
掛
け
以
上
の

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
つ
ま
り
市シ
ヴ
ィ
ッ
ク
・
バ
ー
チ
ュ

民
的
徳
の
涵
養
で
あ
る
。

ラ
イ
シ
テ
は
し
た
が
っ
て
「
教
化
」
を
好
む
。
フ
ラ
ン
ス
の
公
民
教
育
課
程
に
ラ
イ
シ
テ
学
習
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
は
当
然
な
の
で

あ
る
（
域
）。
人
間
理
性
に
よ
っ
て
い
ま
だ
征
服
さ
れ
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
る
精
神
は
、
ラ
イ
シ
テ
に
よ
る
「
教
化
」
に
さ
ら
さ
れ
る
。
信
仰
の

放
棄
が
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
ラ
イ
シ
テ
は
人
間
理
性
の
名
の
下
に
、
神
の
教
え
を
も
市
民
生
活
の
中
で
は
相
対
化
し
、
他
の
価
値
と
の

共
存
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
そ
れ
は
観
念
と
し
て
の
学
習
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ス
カ
ー
フ
事
件
に
見
る
よ
う
に
公
教

育
の
空
間
そ
の
も
の
に
体
現
さ
れ
、
そ
こ
で
体
験
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
空
間
を
生
き
、
こ
の
空
間
で
学
ぶ
こ
と
で
、

「
市
民
」
か
ら
共
和
国
が
成
り
立
つ
こ
と
を
教
え
る
。
そ
れ
が
ラ
イ
シ
テ
で
あ
る
。
現
代
の
ラ
イ
シ
テ
も
ま
た
、
ま
さ
に
啓
蒙
主
義
的
な
人
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間
理
性
主
義
、
普
遍
的
共
和
主
義
の
思
想
で
あ
っ
て
、
植
民
地
を
文
明
の
光
で
照
ら
そ
う
と
し
た
一
九
世
紀
の
「
文
明
化
の
使
命
」
論
の
系

譜
に
た
つ
の
で
あ
る
。

一
般
の
フ
ラ
ン
ス
人
が
植
民
地
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
ド
イ
ツ
に
よ
る
占
領
下
の
時
期
だ
と

言
わ
れ
る
（
育
）。
そ
し
て
、
労
働
者
で
は
な
く
移
民
と
し
て
、
か
つ
て
の
植
民
地
出
身
の
人
間
を
自
国
に
見
い
だ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
移
民
受

け
入
れ
を
停
止
し
た
一
九
七
四
年
以
降
で
あ
り
、
そ
の
子
供
た
ち
が
物
心
つ
い
て
成
長
し
て
い
く
初
め
が
八
〇
年
代
で
あ
っ
た
。

ス
カ
ー
フ
事
件
に
よ
っ
て
、
移
民
の
子
供
た
ち
が
イ
ス
ラ
ム
的
な
4

4

装
い
の
も
と
で
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
中
に
可
視
化
さ
れ
た
と
き
、
フ
ラ
ン

ス
人
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
、
啓
蒙
化

4

4

4

が
い
ま
だ
成
功
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
見
な
し
た
。
マ
リ
ア
ン
ヌ
が
ア
ラ
ー
を

啓
蒙
し
、
馴
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
難
問
に
自
ら
は
ま
り
こ
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
移
民
、
移
民
二
世
の
フ
ラ
ン
ス

人
、
マ
グ
レ
ブ
、
ア
ラ
ブ
、
ム
ジ
ュ
ル
マ
ン
（
イ
ス
ラ
ム
教
徒
）
な
ど
の
言
葉
が
、
ま
る
で
相
互
に
変
換
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
る
中
で
、〝
イ
ス
ラ
ム
VS
ラ
イ
シ
テ
〞
の
舞
台
で
あ
る
公
教
育
空
間
の
あ
り
方
が
論
争
の
主
題
と
な
っ
た
。
ス
カ
ー
フ
事
件
の
よ
う
な

〝
イ
ス
ラ
ム
問
題
〞
を
扱
う
限
り
で
は
、
憲
法
と
政
教
分
離
法
に
基
づ
き
ラ
イ
シ
テ
と
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然

で
あ
る
。

実
際
に
は
、
移
民
の
社
会
統
合
問
題
を
扱
う
上
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
論
も
公
教
育
も
、
す
で
に
現
実
を
遠
く
離
れ
た
議
論
に
な
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
問
題
は
混
同
さ
れ
、
移
民
若
年
層
の
社
会
的
排
除
の
現
実
を
ど
う
打
破
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
、
し
ば
し
ば
共
和

主
義
的
統
合
の
是
非
と
い
う
議
論
に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
加
え
て
外
国
メ
デ
ィ
ア
が
共
和
主
義
的
同
化
主
義
の
行
き
過
ぎ
を
批
判
す

る
だ
け
に
、
共
和
主
義
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
は
さ
ら
に
強
く
な
る
。
こ
う
し
て
、
教
条
主
義
的
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
言
説

自
体
は
力
強
く
美
し
い
共
和
主
義
の
〝
宗
教
〞
の
も
と
で
、
問
題
の
あ
り
か
は
ま
す
ま
す
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
っ
た
。

移
民
の
同
化
に
成
功
し
て
き
た
共
和
主
義
的
な
移
民
統
合
モ
デ
ル
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
叫
ぶ
こ
と
は
、
そ
れ
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
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を
前
提
に
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
同
化
の
推
進
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
も
そ
も
同
化
政
策
と
は
、
か
つ
て
日
本
が

行
っ
た
よ
う
な
創
氏
改
名
政
策
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
。
そ
れ
は
極
端
と
し
て
も
、
積
極
的
に
同
化
を
迫
る
よ
う
な
措

置
を
ど
れ
ほ
ど
と
っ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
い
や
た
し
か
に
フ
ラ
ン
ス
が
一
九
世
紀
以
降
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
で
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
の
、
ム
ス
リ

ム
の
精
神
世
界
の
征
服
を
も
く
ろ
ん
で
展
開
し
た
諸
政
策
こ
そ
同
化
主
義
的
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
に
苗
字
を
も
た
な
か
っ
た
ム
ス
リ
ム
に
そ

れ
を
強
制
し
た
の
も
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
（
郁
）。

今
日
で
は
強
制
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
強
い
こ
の
言
葉
を
避
け
て
統
合
と
い
う
言
葉
を
好
む
傾
向
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
第
五
共
和
制
の

フ
ラ
ン
ス
は
、
人
種
や
民
族
に
即
し
た
政
策
の
区
分
は
し
な
い
、
宗
教
は
一
律
に
教
室
に
持
ち
込
ま
せ
な
い
、
な
ど
の
普
遍
的
禁
止
4

4

を
規
定

し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
同
化
の
た
め
に
何
か
積
極
的
な
政
策
を
創
造
し
た
訳
で
は
な
い
。
教
育
と
行
政
の
場
に
お
い
て
フ
ラ
ン
ス
語
を

徹
底
し
て
き
た
歴
史
は
あ
る
と
し
て
も
、
ご
く
シ
ン
プ
ル
に
言
え
ば
共
和
主
義
的
な
同
化
政
策
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
国
民
共
通

の
公
教
育
が
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
軍
隊
が
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
（
磯
）。
そ
し
て
軍
隊
が
同
化
主
義
的
で
あ
る
の
は
他
の
国
で
も
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
積
極
的
な
同
化
装
置
の
範
疇
に
何
と
か
入
る
の
は
公
教
育
だ
け
で
は
な
い
か
。

政
策
は
欠
如
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
存
在
し
な
い
政
策
モ
デ
ル
を
め
ぐ
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
だ
け
が
お
び
た
だ
し
く
そ
こ
に
あ
っ
た
。
こ
れ

ほ
ど
奇
妙
な
風
景
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

「
文
明
化
の
使
命
」
が
内
に
対
し
て
は
普
遍
的
な
共
和
国
、
外
に
対
し
て
は
文
明
の
名
の
下
に
植
民
地
化
を
正
当
化
す
る
帝
国
の
論
理
と

し
て
機
能
し
た
こ
と
を
歴
史
は
記
憶
し
て
い
る
（
一
）。
今
日
の
移
民
も
ま
た
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
と
っ
て
、
内
な
る
他
者
な
の
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
吐
露
し
て
お
け
ば
、
筆
者
は
そ
れ
で
も
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
統
合
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
成
功
の
部
類
に
入
る
と
い
う
、
Ｅ
・
ト
ッ

ド
（E

m
m

anuel Todd

）
の
議
論
（
壱
）に
一
定
の
共
感
を
抱
い
て
い
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
を
頭
か
ら
否
定
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
。
こ
れ
は
矛

盾
で
は
な
い
。
こ
の
小
論
で
も
、
移
民
た
ち
は
共
和
主
義
の
原
理
と
衝
突
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
価
値
観
自
体
は
む
し
ろ
受
け
入
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れ
て
い
る
―
あ
る
い
は
聞
き
流
し
て
い
る
―
と
い
う
点
を
主
張
し
て
き
た
。
人
口
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
三
〇
万
人
も
の
移
民
人
口
を
抱
え

て
い
る
国
と
し
て
は
、
こ
れ
は
む
し
ろ
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
り
、『
移
民
の
運
命
』
の
ト
ッ
ド
や
『
フ
ラ
ン
ス
を
つ
く
る
』
の
ト
リ
バ
ラ

（M
ichèle Tribal （

溢
）

at

）
ら
、
共
和
主
義
モ
デ
ル
の
成
功
を
主
張
す
る
も
の
が
い
る
の
も
、
そ
れ
な
り
に
う
な
ず
け
る
思
い
が
あ
る
。

ト
ッ
ド
の
論
考
は
本
質
的
に
は
、
あ
れ
こ
れ
の
政
策
効
果
を
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的
な
家
族
形
態
に
由
来
す
る

普
遍
主
義
的
な
政
治
文
化
や
価
値
観
が
移
民
の
包
摂
に
好
意
的
に
作
用
し
て
き
た
こ
と
を
立
証
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人

種
間
結
婚
率
の
高
さ
を
実
質
的
な
統
合
の
証
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問
題
は
価
値
観
の
衝
突
に
よ
る

も
の
で
は
な
く
、
社
会
的
排
除
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
、
統
合
へ
の
希
求
の
表
れ
だ
と
見
る
筆
者
の
考
え
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

と
は
い
え
、
ト
ッ
ド
ら
の
見
解
は
楽
観
的
に
過
ぎ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
移
民
問
題
は
、
同
化
主
義
の
放
棄
や
多
文
化
主
義
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
解
決
す
る
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
真
の
移
民
統
合
政

策
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
る
問
題
で
あ
る
。
共
和
主
義
的
統
合
を
め
ぐ
る
お
び
た
だ
し
い
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
が
そ
の
現
実
を
覆
い
隠
し
て
き

た
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
人
種
間
結
婚
率
が
、
社
会
的
排
除
の
現
実
に
十
分
な
政
策
の
光
を
当
て
る
こ
と
を
不
必
要
に
す
る
ほ
ど

に
上
昇
す
る
と
も
筆
者
に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

最
後
に
次
の
一
言
の
み
を
述
べ
て
こ
の
さ
さ
や
か
な
論
考
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
よ
う
。
ア
メ
リ
カ
が
ゲ
ッ
ト
ー
に
悩
み
な
が
ら
も
ア
メ
リ

カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
の
神
話
を
ど
こ
か
で
維
持
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
郊
外
に
悩
み
な
が
ら
も
共
和
主
義
の
神
話
を
ど
こ
か
で

維
持
し
続
け
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
ゲ
ッ
ト
ー
の
住
民
、
郊
外
の
住
民
に
神
話
に
過
ぎ
な
い
と
疑
わ
れ
つ
つ
も
、
完
全
に
否
定
さ
れ
て
は
い
な

い
。
そ
れ
が
国
の
背
骨
で
あ
る
。
背
骨
の
あ
る
国
の
強
さ
の
方
を
、
今
の
私
は
信
じ
た
い
気
持
ち
で
い
る
。
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註（
81
）
拙
稿
、「
宗
教
教
育
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
非
宗
教
性
原
理
と
公
民
教
育
」（
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
研
究
会
編
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
教
育

学
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
六
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
82
）
杉
本
淑
彦
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
帝
国
意
識
の
形
成
」（
北
川
勝
彦
・
平
田
雅
博
編
『
帝
国
意
識
の
解
剖
学
』
世
界
思
想
者
、
一
九
九
九
年
）、

九
二
頁

（
83
）
シ
ャ
ル
ル
＝
ロ
ベ
ー
ル
・
ア
ー
ジ
ュ
ロ
ン
『
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
近
現
代
史
』
白
水
社
、
二
〇
〇
二
年
、
八
七
頁

（
84
）

A
m

elie C
onstant

は
統
合
を
支
え
る
制
度
と
し
て
、「
学
校
、
軍
隊
、
ユ
ニ
オ
ン
、
フ
ラ
ン
ス
共
産
党
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
を
挙
げ
て
い

る
。A

. C
onstant,op.cit., p. 264

（
85
）
工
藤
庸
子
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
批
判
序
説
―
植
民
地
・
共
和
国
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年

（
86
）
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ト
ッ
ド
『
移
民
の
運
命
―
同
化
か
隔
離
か
』（
石
崎
晴
己
・
東
松
秀
雄
訳
、
藤
原
書
店
、
一
九
九
九
年
）

（
87
）

M
ichèle Tribalat, Faire la France, L

a D
écouverte, 1995
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