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年
）

手
塚
薫

二
〇
〇
七
年
四
月
に
開
設
さ
れ
た
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民

研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
記
念
す
べ
き
叢
書
の
第
１
巻

が
こ
の
書
で
あ
る
。

「
北
海
道
大
学
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
研
究
セ
ン
タ
ー
」
は
、
北
海
道

大
学
と
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
歴
史
的
経
緯
を
踏
ま
え
、
民
族
の
尊
厳
を

尊
重
し
つ
つ
、
ア
イ
ヌ
を
始
め
と
す
る
先
住
少
数
民
族
に
関
す
る
全

国
的
・
国
際
的
な
研
究
教
育
を
実
施
す
る
共
同
教
育
研
究
施
設
と
し

て
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
機
関
は
、
多
文
化
が
共
存
す
る
社
会
に
お
い

て
、
と
く
に
ア
イ
ヌ
・
先
住
民
に
関
す
る
総
合
的
・
学
際
的
研
究
に

基
づ
き
、
そ
れ
ら
の
互
恵
的
共
生
に
向
け
た
提
言
を
行
う
と
と
も

に
、
多
様
な
文
化
の
発
展
と
地
域
社
会
の
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を

活
動
の
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
の
制
定
以
降
、「
ア
イ
ヌ

政
策
の
あ
り
方
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
」
に
よ
っ
て
方
向
性
が
示

さ
れ
た
国
の
総
合
的
な
先
住
民
族
政
策
を
推
進
す
る
事
実
上
唯
一
の

国
立
の
研
究
施
設
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
も
あ

る
。本

書
冒
頭
で
「
序
」
を
担
当
し
た
文
化
人
類
学
者
桑
山
も
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
北
海
道
大
学
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
が
ア
イ
ヌ
の
こ

と
に
旧
世
代
の
人
々
の
間
に
満
ち
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。
北
海
道
大
学
に
は
、
医
学
部
に
よ
っ
て
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け

て
学
術
研
究
の
名
の
も
と
に
北
海
道
、
樺
太
、
千
島
で
発
掘
さ
れ
た

ア
イ
ヌ
人
骨
一
〇
〇
四
体
が
保
管
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
北
海
道
ウ

タ
リ
協
会
（
現
北
海
道
ア
イ
ヌ
協
会
）
の
再
三
の
問
い
合
わ
せ
に
よ

っ
て
よ
う
や
く
公
表
さ
れ
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
り
、
今

な
お
そ
の
人
骨
の
大
半
が
ア
イ
ヌ
側
の
訴
え
と
譲
歩
の
果
て
に
建
設

さ
れ
た
大
学
構
内
の
「
納
骨
堂
」
で
保
管
さ
れ
て
い
る（
１
）
。
同
セ

ン
タ
ー
の
開
設
記
念
式
典
で
常
本
セ
ン
タ
ー
長
が
「
北
大
の
歴
史
に

は
殖
民
政
策
の
先
駆
け
と
し
て
始
ま
っ
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と

は
否
定
で
き
ず
、
そ
の
後
の
歴
史
の
中
に
も
、
大
学
と
し
て
の
基
本

姿
勢
が
問
わ
れ
る
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
こ
れ
ら
の
経

験
を
深
く
記
憶
に
刻
み
、
そ
の
う
え
で
、
多
く
の
民
族
が
お
互
い
に
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理
解
し
合
い
、
支
え
合
っ
て
共
生
で
き
る
よ
う
な
未
来
に
向
け
た
活

動
を
進
め
て
い
く
の
が
当
セ
ン
タ
ー
の
責
務
で
は
な
い
か
」
と
述
べ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
経
緯
を
抱
え
る
大
学
に
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
連

携
を
旨
と
す
る
研
究
機
関
が
設
立
さ
れ
る
裏
に
は
皮
肉
な
運
命
の
め

ぐ
り
合
わ
せ
と
政
治
的
な
妥
協
の
香
り
を
感
じ
な
く
も
な
い
が
、

「
負
の
遺
産
」
を
今
後
の
糧
に
変
え
て
ア
イ
ヌ
社
会
と
の
新
し
い
共

生
の
第
一
歩
を
歩
み
出
し
た
こ
と
は
素
直
に
評
価
し
た
い
。

さ
て
、
ア
イ
ヌ
研
究
の
現
状
と
未
来
を
俯
瞰
す
る
刺
激
的
な
タ
イ

ト
ル
を
冠
す
る
本
書
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
と
一
二
月
に
同
セ
ン
タ

ー
の
主
催
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
二
つ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
報

告
と
コ
メ
ン
ト
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
評
者
は
初
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
し
か
出
席
し
て
い
な
い
が
、
会
場
は
多
く
の
聴
衆
で
埋
ま

り
、
近
年
の
同
種
の
講
演
会
に
も
み
ら
れ
な
い
熱
気
と
設
立
し
て
間

も
な
い
同
セ
ン
タ
ー
に
対
す
る
期
待
の
大
き
さ
と
が
交
錯
し
て
一
種

異
様
な
雰
囲
気
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
す
。

本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

序

桑
山
敬
己

第
１
章

歴
史
学

報
告

こ
れ
か
ら
の
ア
イ
ヌ
史
研
究
に
む
け
て

榎
森
進

コ
メ
ン
ト

自
己
を
省
察
す
る
た
め
の
当
事
者
性

新
井
か

お
り

コ
メ
ン
ト
「
ア
イ
ヌ
史
」の
構
築
を
め
ぐ
っ
て

谷
本
晃
久

第
２
章

考
古
学

報
告
「
ア
イ
ヌ
考
古
学
」の
歩
み
と
こ
れ
か
ら

佐
藤
孝
雄

コ
メ
ン
ト

岩
屋（
シ
ラ
ッ
チ
セ
）の
保
護
と
伝
承

谷
上
嶐

解
説

ア
イ
ヌ
研
究
に
お
い
て
考
古
学
の
果
た
す
べ
き
役
割

と
は
何
か

加
藤
博
文

第
３
章

形
質
人
類
学

報
告

ア
イ
ヌ
と
縄
文
人

百
々
幸
雄

コ
メ
ン
ト

ア
イ
ヌ
研
究
者
と
の
対
話
と
協
力

貝
澤
和
明

コ
メ
ン
ト

ア
イ
ヌ
人
骨
研
究
の
過
去
と
未
来

マ
ー
ク
・

ハ
ド
ソ
ン

第
４
章

法
律
学
・
政
治
学

報
告

先
住
民
族
の
権
利
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方

佐
々
木
雅
寿

コ
メ
ン
ト
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
連
宣
言
」
を

受
け
て

阿
部
ユ
ポ

コ
メ
ン
ト

先
住
民
を
め
ぐ
る
政
治
の
重
層
性
に
つ
い
て

辻
康
夫

解
説
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
の

採
択
と
そ
の
意
義

常
本
照
樹
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論
文

ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
の
意
義
と
ア
イ
ヌ
民
族
政
策
の

課
題

常
本
照
樹

第
５
章

文
化
人
類
学

報
告

文
化
人
類
学
は
な
ぜ
ア
イ
ヌ
を
忌
避
し
た
か

佐
々

木
利
和

コ
メ
ン
ト

ア
イ
ヌ
に
と
っ
て
の
先
住
民
研
究

野
本
正
博

コ
メ
ン
ト
「
ア
イ
ヌ
研
究
」
に
つ
い
て

本
田
優
子

論
文

研
究
す
る
側
と
さ
れ
る
側

岩
崎
ま
さ
み

第
６
章

言
語
学

報
告

ア
イ
ヌ
語
の
復
興
と
ア
イ
ヌ
語
研
究

佐
藤
知
己

コ
メ
ン
ト

ア
イ
ヌ
語
研
究
に
想
う
事

太
田
カ
ム
シ
オ
ッ

カ
イ
満

コ
メ
ン
ト

少
数
民
族
言
語
の
研
究
と
復
興

津
曲
敏
郎

資

料

著
者
紹
介

報
告
者
一
人
の
発
表
に
対
し
、
一
人
は
専
門
家
で
も
う
一
人
は
ア

イ
ヌ
に
よ
る
二
人
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ
る
の
が

基
本
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
に
研
究
の
対
象
の
側

に
い
る
ア
イ
ヌ
民
族
も
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、
本
書
で
討
論
さ
れ

る
テ
ー
マ
の
内
容
を
双
方
化
し
、
立
体
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い

る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
直
接
発
表
の
機
会
が
な
か
っ
た
も
の

の
、
編
集
の
過
程
で
必
要
と
さ
れ
、
報
告
内
容
を
よ
り
詳
細
に
説
明

し
た
も
の
を
「
解
説
」
と
し
て
組
み
込
み
、
別
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

発
表
さ
れ
、
本
書
と
内
容
的
に
密
接
に
か
か
わ
る
も
の
を
「
論
文
」

と
し
て
所
収
し
て
い
る
な
ど
、
意
欲
的
な
編
集
が
な
さ
れ
て
い
る
。

一
見
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
研
究
テ
ー
マ
は
人
文
科
学
か
ら
自
然

科
学
と
多
岐
に
わ
た
り
、
研
究
者
や
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
顔
ぶ
れ
も

多
彩
で
あ
る
。
本
書
を
通
底
す
る
よ
う
な
全
体
の
統
一
テ
ー
マ
が
掲

げ
ら
れ
、
そ
れ
を
多
方
面
か
ら
論
究
す
る
と
い
っ
た
形
態
を
と
っ
て

い
な
い
た
め
に
本
書
を
論
評
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
本
書
を
貫
い
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
自
覚
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
非
ア
イ
ヌ
研
究
者
が
ア
イ
ヌ
研
究
を
ア
イ
ヌ
民
族
の
意
向

を
踏
ま
え
ず
し
て
自
由
に
行
え
る
時
代
は
遠
く
に
過
ぎ
去
り
、
ア
イ

ヌ
自
身
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
常
に
意
識
し
な
が
ら
ア
イ
ヌ
研
究
の

成
果
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
段
階
に
入
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
北
米
で
は
す
で
に
、
人
類
学
者
が
先
住
民
族
の
居
住
す
る
地
域

へ
気
ま
ま
に
乗
り
込
ん
で
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
を
一
方
的
に

公
表
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
や
、
博
物
館
に
お

け
る
先
住
民
族
に
関
す
る
表
象
が
、
先
住
民
族
の
同
意
な
し
に
成
立

し
な
い
こ
と
が
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
日
本
で
も
よ

う
や
く
そ
う
し
た
状
況
に
達
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
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た
論
調
は
、
本
書
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
目
に
つ
く
。
た
と
え
ば
第
１

章
で
榎
森
は
、
こ
れ
ま
で
の
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
は

和
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
が
、
今
後
は
ア
イ
ヌ
民
族
の
研
究
者

と
和
人
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
を
よ
り
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
だ

と
明
言
し
て
い
る
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
民
族
の
立
場
に
立

っ
た
内
容
の
濃
い
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
を
研
究
す
る
こ
と
が
困
難
だ

か
ら
と
い
う
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
民
族
に
関
す
る
展
示
を
行
っ
て
い
る

博
物
館
で
は
、
必
ず
ア
イ
ヌ
民
族
と
の
共
同
研
究
を
行
い
、
そ
の
研

究
成
果
を
も
と
に
展
示
を
行
う
べ
き
と
提
言
し
て
い
る
。
そ
れ
に
異

を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
評
者
自
身
が
北
米
で
見
聞
し
た
こ
と

に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
自
由
な
研
究
課
題
を
設
定
で
き
な
い
こ
と
や
、

学
術
研
究
に
基
づ
く
成
果
を
先
住
民
族
側
の
神
話
や
伝
承
に
由
来
す

る
独
自
の
解
釈
や
宗
教
的
心
情
に
よ
っ
て
意
に
沿
わ
な
い
方
向
に
修

正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
局
面
が
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
、
そ
の
葛

藤
に
耐
え
る
た
め
に
は
よ
ほ
ど
の
覚
悟
が
必
要
に
な
ろ
う
。

調
査
さ
れ
る
側
へ
の
配
慮
を
重
視
す
る
た
め
に
は
、
研
究
倫
理
の

策
定
や
先
住
民
族
の
直
接
的
な
利
益
に
つ
な
が
る
調
査
の
実
践
が
志

向
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
第
２
章
で
加
藤
は
、
ア
イ
ヌ
の
た
め
に
な

ら
な
い
研
究
を
厳
し
く
批
判
し
、
ハ
ド
ソ
ン
は
、
自
然
人
類
学
は
人

間
社
会
に
積
極
的
に
関
わ
る
ス
タ
ン
ス
が
常
に
求
め
ら
れ
て
い
る
と

訴
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
理
念
を
口
に
す
る
こ
と
は
た
や
す
い
が

実
践
に
移
す
こ
と
は
難
し
い
。
第
５
章
で
岩
崎
は
、
人
間
を
対
象
と

し
た
研
究
に
関
し
策
定
さ
れ
た
カ
ナ
ダ
の
明
確
な
調
査
倫
理
、
そ
の

一
部
を
紹
介
す
る
と
「
研
究
対
象
者
が
調
査
結
果
の
利
益
を
受
け
る

こ
と
」、「
調
査
結
果
が
特
定
の
集
団
や
社
会
全
体
に
利
益
を
も
た
ら

す
こ
と
」
を
基
に
、
平
取
ダ
ム
建
設
予
定
地
で
調
査
地
域
の
住
民
が

主
体
的
に
調
査
に
関
わ
る
仕
組
み
を
整
え
、
さ
ら
に
は
ア
イ
ヌ
と
共

同
で
調
査
倫
理
を
策
定
す
る
画
期
的
な
調
査
手
法
を
確
立
し
た
。
明

文
化
さ
れ
た
基
準
と
手
続
き
に
の
っ
と
っ
て
調
査
が
進
行
す
る
日
本

で
初
の
試
み
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
研
究
す
る
側

と
調
査
さ
れ
る
側
が
一
体
化
し
て
、
互
い
の
信
頼
関
係
を
醸
成
し
て

調
査
に
臨
む
こ
と
の
利
点
は
大
き
い
。
第
５
章
で
佐
々
木
が
い
み
じ

く
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ

る
調
査
報
告
に
は
不
正
確
さ
が
つ
き
ま
と
い
が
ち
で
あ
り
、
そ
れ
を

克
服
す
る
に
は
結
局
の
と
こ
ろ
双
方
の
合
意
、
対
等
な
立
場
で
互
い

に
敬
意
を
払
い
合
う
以
外
の
方
法
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

岩
崎
は
カ
ナ
ダ
・
マ
ギ
ル
大
学
の
「
先
住
民
の
栄
誉
と
環
境
に
関

す
る
研
究
所
（C

IN
E

）」
と
共
同
で
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
的
健
康

の
回
復
を
主
目
的
と
す
る
応
用
人
類
学
的
な
調
査
も
実
践
し
て
い

る
。
こ
う
し
た
調
査
さ
れ
る
側
の
直
接
的
な
利
益
に
つ
な
が
る
研
究

が
現
地
の
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
一
方
で
、
形
質
人
類
学
の

分
野
で
は
、
先
史
・
古
代
人
と
ア
イ
ヌ
の
類
縁
性
を
論
じ
る
よ
う
な
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研
究
成
果
が
数
多
く
生
産
さ
れ
続
け
て
お
り
、
誤
解
が
生
じ
や
す

い
。
第
３
章
の
百
々
に
よ
る
「
ア
イ
ヌ
と
縄
文
人
」
と
い
う
報
告
で

も
、
北
東
北
の
古
代
人
が
北
海
道
ア
イ
ヌ
や
東
日
本
縄
文
人
に
類
似

す
る
と
い
う
結
論
が
示
さ
れ
、
文
化
的
な
異
同
と
形
質
的
な
そ
れ
は

本
来
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
一
般
の
人
た
ち
に
ア
イ
ヌ
の
帰

属
意
識
や
古
い
居
住
範
囲
と
の
関
連
で
受
け
と
め
ら
れ
て
し
ま
う
危

険
性
を
払
拭
し
切
れ
て
い
な
い
。
現
に
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
の
一
人

も
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。

先
住
民
族
の
要
望
を
受
け
入
れ
た
調
査
例
と
し
て
は
、
第
２
章
で

民
族
考
古
学
者
佐
藤
が
、
ア
イ
ヌ
の
ク
マ
送
り
儀
礼
が
実
施
さ
れ
て

き
た
近
現
代
の
岩
陰
遺
跡
の
実
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
条
件
は
、
ヒ

グ
マ
の
骨
を
は
じ
め
調
査
で
持
ち
出
し
た
資
料
は
調
査
後
現
地
に
戻

す
こ
と
、
お
よ
び
歴
史
的
に
女
性
の
立
ち
入
り
が
禁
じ
ら
れ
て
き
た

聖
地
ゆ
え
に
、
調
査
は
男
性
の
み
に
限
定
す
る
こ
と
の
二
点
で
あ
っ

た
。
ク
リ
ア
が
簡
単
そ
う
に
見
え
て
も
実
現
す
る
の
は
容
易
で
は
な

い
。
現
代
の
大
学
に
よ
る
学
生
が
主
体
と
な
る
調
査
で
は
、
女
性
の

参
画
は
ご
く
日
常
的
な
風
景
で
あ
り
、
本
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
納

得
し
て
も
ら
う
の
か
が
焦
点
と
な
ろ
う
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
事
態
を

複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
聖
地
に
出
入
り
し
て
い
た
人
物
は
ア

イ
ヌ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ア
イ
ヌ
猟
師
と
行
動
を
共
に
し
、
そ
の
世
界

観
に
共
感
し
た
少
な
か
ら
ぬ
和
人
も
含
ま
れ
、
ア
イ
ヌ
文
化
に
立
脚

し
た
儀
礼
行
為
を
行
っ
て
き
た
事
実
で
あ
る
。
佐
藤
は
、
こ
う
し
た

現
象
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
狩
猟
採
集
民
に
立
脚
し
た
ア
イ
ヌ
文
化
像

を
想
定
し
て
、
近
世
以
前
の
遺
跡
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に

は
、
耳
障
り
な
ノ
イ
ズ
と
し
て
忌
避
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
異
文
化

交
流
や
ア
イ
ヌ
文
化
の
越
境
性
を
物
語
る
重
要
な
歴
史
的
事
実
と
し

て
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
Ｊ
・
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
も

「
純
粋
な
文
化
」
が
過
去
に
存
在
し
、
そ
れ
が
外
部
か
ら
の
影
響
に

よ
っ
て
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
捉
え
る
叙
述
ス
タ
イ
ル
を
「
エ
ン
ト
ロ

ピ
ッ
ク
な
語
り
口
」
と
し
て
断
罪
し
て
い
る（
２
）
。
し
か
し
佐
藤

は
、
流
布
さ
れ
た
一
般
イ
メ
ー
ジ
や
「
真
正
性
」、「
原
始
性
」
を
あ

っ
さ
り
否
定
す
る
こ
と
が
ア
イ
ヌ
自
身
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
心
地

よ
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
こ
の
点
十

分
心
し
て
お
き
た
い
。

第
４
章
で
は
、
法
律
の
専
門
家
の
立
場
か
ら
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法

の
意
義
を
扱
っ
た
常
本
や
「
先
住
民
族
の
権
利
に
関
す
る
国
際
連
合

宣
言
」
や
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
先
住
民
族
の
地
位
と
権
利
の
変
遷
か
ら

ア
イ
ヌ
の
権
利
保
障
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
考
察
し
よ
う
と
し
た
佐
々
木

の
論
考
は
、
今
後
の
ア
イ
ヌ
民
族
政
策
の
推
進
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影

響
を
与
え
よ
う
。
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
特
化
し
た
ア
イ
ヌ
文
化
振

興
法
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
衣
食
住
を
は
じ
め
、
政
治
的
・
経
済

的
な
権
利
の
回
復
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
施
策
が
今
後
追
及
さ
れ
る
べ
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き
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
第
６
章
で
議
論
さ
れ
た
言
語
の
復
興
に
つ
い
て
述
べ
る
こ

と
に
し
た
い
。
ア
イ
ヌ
語
の
場
合
、
自
由
に
会
話
を
す
る
こ
と
の
で

き
る
話
者
の
数
は
き
わ
め
て
少
数
で
あ
り
、「
絶
滅
の
危
機
」
に
瀕

し
た
言
語
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
幸
い
ア
イ

ヌ
語
研
究
の
専
門
家
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
復
興
の
兆
し
は
見
え
始

め
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
前
途
に
は
幾
多
の
困
難
が
予
想
さ
れ

る
。
ア
イ
ヌ
語
研
究
者
が
や
っ
て
い
る
研
究
は
非
常
に
個
別
特
殊
な

も
の
で
あ
り
、
ア
イ
ヌ
語
の
復
興
に
す
ぐ
に
資
す
る
わ
け
で
は
な
い

と
述
べ
た
佐
藤
の
発
言
の
重
み
を
し
っ
か
り
受
け
止
め
、
そ
こ
か
ら

今
何
が
本
当
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
真
剣
に
議
論
す
べ
き
と
き

が
き
て
い
る
。

（
て
づ
か
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お
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・
北
海
学
園
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