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日
本
人
が
も
つ
「
国
家
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
外

国
人
の
そ
れ
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
で
「
日
本
の
国
を
図
で

表
し
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
た
日
本
人
留
学
生

の
多
く
は
、
ま
ず
、
日
本
地
図
（
国
土
）
を
描
く
。

し
か
し
、
な
ぜ
地
図
な
ど
を
描
き
だ
す
の
か
、
そ

の
行
動
は
全
く
理
解
さ
れ
な
い
。 

 

立
憲
主
義
を
前
提
と
す
る
国
家
観
の
図
の
特
徴

は
、
公
と
私
が
完
全
に
分
か
れ
て
描
か
れ
て
い
る

点
に
あ
る
。
私
た
ち
は
、
国
や
社
会
は
自
分
た
ち

で
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
も
の
だ
、
と
い
う
発
想
を

基
盤
に
、
教
育
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 
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人
権
の
視
点
か
ら
立
憲
主
義
を
考
え
る 
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講

演

要

旨 

〇
国
家
の
イ
メ
ー
ジ 

８
月
８
日
（
月
）
、
佐
賀
市
文
化

会
館
大
ホ
ー
ル
に
て
、
第
46
回
佐

賀
県
人
権･

同
和
教
育
研
究
大
会
全

体
会
を
開
催
し
ま
し
た
。 

猛
暑
の
中
、
１
１
０
０
名
を
超
す

社
会
教
育
・
学
校
教
育
関
係
者
が
集

い
、
共
に
学
び
ま
し
た
。 

開
会
行
事
で
は
、
主
催
者
挨
拶
や

大
会
基
調
提
案
が
行
わ
れ
、
そ
の
後

に
、
中
央
大
学
教
授
の
池
田
賢
市
さ

ん
に
よ
る
「
人
権
の
視
点
か
ら
立
憲

主
義
を
考
え
る
」
と
題
し
た
講
演
が

あ
り
ま
し
た
。
ご
自
身
の
体
験
な
ど

を
交
え
た
わ
か
り
や
す
い
話
は
、
参

加
者
か
ら
も
好
評
を
博
し
ま
し
た
。 

以
下
、
講
演
要
旨
を
掲
載
し
ま

す
。 
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し
か
し
な
が
ら
、
先
の
日
本
人
留
学
生
の
よ
う
に
、

日
本
人
が
抱
い
て
い
る
「
国
家
＝
最
初
か
ら
あ
る

も
の
、
動
か
せ
な
い
国
土
」
の
よ
う
な
考
え
は
、

国
は
自
分
た
ち
が
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う

意
識
が
薄
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
立
憲
主
義

が
定
着
し
て
い
な
い
現
状
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

日
本
国
憲
法
第
13
条
は
「
す
べ
て
国
民
は
、
個

人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福

追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政

の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。
」
と
規
定

し
、
個
人
が
ど
の
よ
う
な
生
活
を
す
る
か
の
「
自

由
」
を
保
障
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
家
が
そ
の

支
配
の
根
拠
を
、
人
々
の
生
活
に
つ
い
て
の
内
容

的
価
値
に
置
か
な
い
か
ら
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
近
代
立
憲
主
義
の
大
前
提
で
あ

る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
日
本
に
お
い
て
は
、
支
配
の
妥
当

性
を
特
定
の
価
値
内
容
に
求
め
て
き
た
。
そ
の
具

体
が
「
教
育
勅
語
」
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
具

現
と
し
て
「
修
身
」
が
あ
っ
た
。
数
年
後
に
道
徳

の
教
科
化
が
予
定
さ
れ
て
い
る
が
、
道
徳
は
個
人

の
良
心
の
問
題
で
あ
り
、
ま
た
、
生
き
方
の
問
題

で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
権
力
的
に
介
入
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
式
論

が
な
か
な
か
生
活
実
感
と
し
て
定
着
し
な
い
。
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
「
健
康
問
題
」
を
例
に
考
え
て

み
る
。 

 

日
本
国
憲
法
第
25
条
は
、
そ
の
第
一
項
で
「
す

べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生

活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。
」
と
し
、
そ
の
権
利
を

保
障
す
る
た
め
に
、
続
く
第
二
項
で
「
国
は
、
す

べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会

保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
国
の
責
任
を
規
定
し
て
い

る
。 

 

こ
れ
は
「
生
存
権
」
の
規
定
で
あ
り
、
立
憲
主

義
の
考
え
を
よ
く
表
し
て
い
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
２
０
０
２
年
の
健
康
増
進
法
は
、

第
二
条
で
「
国
民
は
、
健
康
な
生
活
習
慣
の
重
要

性
に
対
す
る
関
心
と
理
解
を
深
め
、
生
涯
に
わ
た

っ
て
、
自
ら
の
健
康
状
態
を
自
覚
す
る
と
と
も
に
、

健
康
の
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
し

、
健
康
で
あ
る
こ
と
を
「
権
利
」
か
ら
「
義
務
（

責
務
）
」
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
、
「
生
活

習
慣
」
を
、
俎
上
に
の
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
病

気
に
な
る
の
は
本
人
の
生
活
の
仕
方
に
問
題
が
あ

る
か
ら
だ
と
い
う
自
己
責
任
論
で
健
康
問
題
を
位

置
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 

例
え
ば
、
健
康
増
進
法
の
第
10
条
は
、
厚
生
労

働
大
臣
に
、
国
民
の
身
体
の
状
況
・
栄
養
摂
取
量

及
び
生
活
習
慣
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

調
査
権
を
与
え
、
ま
た
、
そ
の
第
16
条
で
、
国
及

び
地
方
公
共
団
体
は
、
国
民
の
生
活
習
慣
と
が
ん
、

循
環
器
病
等
と
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
、
生
活
習
慣
病
の
発
生
の
状
況
の
把
握
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
不
健
康
」
の
あ
ぶ
り
出
し
が
個

人
の
生
活
の
自
由
を
脅
か
し
、
生
活
に
規
制
を
か

け
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
た
こ
と
に
気
づ
か

ず
、
自
ら
進
ん
で
「
義
務
」
と
し
て
の
「
健
康
」

に
服
し
て
い
く
心
性
は
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

〇
健
康
と
国
家
の
関
係 
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な
状
況
下
で
は
、
健
康
至
上
主
義
が
、
一
定
の
人

々
の
身
体
状
態
に
つ
い
て
の
偏
見
と
差
別
を
も
た

ら
す
も
の
だ
、
と
い
う
反
省
的
思
考
は
育
た
な
い
。 

康
増
進
法
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
「
か
ら
だ
」

は
、
国
家
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
今
、
道
徳
の
教
科
化
に
よ
っ
て
、
「
こ
こ
ろ
」

が
同
じ
道
を
歩
も
う
と
し
て
い
る
。 

 

 

 

 

道
徳
的
判
断
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
で
個
別
的

な
性
質
を
も
つ
。
各
人
の
生
活
の
あ
り
よ
う
、
人

間
関
係
の
あ
り
よ
う
と
深
く
関
連
し
、
体
系
化
で

き
る
よ
う
な
一
般
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。「
優

し
さ
」
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ

を
表
現
す
る
具
体
的
な
行
動
や
言
動
は
、
そ
の
時

々
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。 

 

さ
ら
に
、
道
徳
教
育
と
人
権
教
育
に
は
、
課
題

設
定
の
仕
方
に
お
い
て
決
定
的
な
違
い
が
あ
り
、

差
別
や
人
権
侵
害
の
問
題
解
決
に
は
、
人
権
教
育

の
発
想
を
基
盤
と
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
個
人
の
心
の

状
態
で
解
決
さ
れ
る
問
題
で
は
な
い
。 

 
私
自
身
の
経
験
で
あ
る
が
、
自
分
は
小
学
四
年

ま
で
忘
れ
物
の
多
い
子
で
あ
っ
た
。
あ
る
時
、
彫

刻
刀
を
忘
れ
、
先
生
か
ら
「
ど
う
し
て
覚
え
て
お

か
な
か
っ
た
の
か
」
と
叱
ら
れ
た
。
結
果
的
に
は

準
備
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が
、
実
は
、
彫
刻
刀

の
こ
と
が
気
が
か
り
で
、
一
週
間
前
か
ら
ず
っ
と

そ
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
私
の
家
で
は
、

父
が
字
を
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
た
こ
と
は
な

く
、
母
も
ま
た
、
字
を
書
く
こ
と
は
苦
手
で
あ
っ

た
。
一
人
っ
子
の
私
は
、
わ
り
と
上
手
く
書
く
方

で
、
時
に
は
母
か
ら
代
筆
を
頼
ま
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
学
校
で
書
道
の
授
業
中

に
、
友
人
が
丸
め
た
半
紙
を
私
に
投
げ
て
き
た
。

そ
こ
で
私
も
そ
れ
を
投
げ
返
し
た
と
こ
ろ
を
、
た

ま
た
ま
先
生
に
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
「

た
と
え
字
が
き
れ
い
で
も
、
心
が
き
れ
い
じ
ゃ
な

い
の
は
い
け
な
い
わ
ね
。
」
と
と
が
め
ら
れ
た
。
そ

の
一
言
で
、
そ
れ
以
来
書
道
の
授
業
が
嫌
い
に
な

り
、
わ
ざ
と
字
を
き
た
な
く
書
く
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
な
思
い
出
も
あ
る
。
英
語
の
宿
題
を

広
告
用
紙
の
裏
を
利
用
し
て
書
い
た
の
で
、
そ
の

紙
の
束
を
ノ
ー
ト
の
よ
う
に
し
て
提
出
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
そ
の
時
先
生
は
「
こ
れ
で
い
い
ん
だ
。

練
習
な
ん
だ
か
ら
ね
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の

一
言
で
、
自
分
は
「
認
め
ら
れ
た
」
感
覚
に
な
っ

た
の
を
今
で
も
覚
え
て
い
る
。「
褒
め
ら
れ
る
」
の

は
、
何
か
の
基
準
に
当
て
は
め
ら
れ
る
感
じ
が
す

る
の
だ
が
、「
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
子

ど
も
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
「
救
わ
れ
る
」
こ
と

だ
と
思
う
。 

 

人
権･

同
和
教
育
を
実
践
す
る
に
は
、
部
落
問
題

や
L
G
B
T
に
つ
い
て
の
「
知
識
」
で
は
な
く 

「
視
点
」
が
問
題
と
な
る
。
事
象
を
成
り
立
た
せ

て
い
る
状
況
や
、
そ
の
子
を
取
り
巻
く
環
境
に
視

点
を
置
く
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
教
師
の
一

言
は
、
子
ど
も
に
は
大
き
く
影
響
す
る
。
大
人
が

ど
の
よ
う
な
社
会
的
認
識
を
も
っ
て
子
ど
も
と
接

す
る
か
は
実
に
大
切
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ひ

い
て
は
そ
れ
ら
が
、
人
権
の
視
点
の
価
値
判
断
の

基
準
と
な
る
か
ら
で
あ
る 

   

〇
人
権
の
視
点
の
必
要
性 
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参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト 

（
一
部
抜
粋
） 

 

〇
人
権
問
題
は
「
知
識
の
問
題
で
は
な
く
、
視
点 

の
問
題
」
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
も
の
の
見
方
、

大
切
な
人
か
ら
の
一
言
は
大
き
な
影
響
力
を
も

っ
て
い
る
。 

〇
内
容
が
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
、
池
田
先

生
の
体
験
の
中
で
、「
一
言
の
重
み
」
が
す
ご
く

心
に
残
っ
た
。 

〇
人
権
に
対
す
る
自
分
の
考
え
の
甘
さ
を
知
る
こ

と
が
で
き
た
。 

〇
ほ
め
る
こ
と
よ
り
認
め
る
こ
と
、
子
ど
も
が
で

き
な
か
っ
た
ら
そ
の
子
の
社
会
背
景
を
知
る
こ

と
、
で
き
な
い
理
由
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
こ
と･

･
･

人
権
感
覚
を
磨
い
て
い
く
大
切

さ
を
学
ん
だ
。 

〇
講
演
で
は
普
段
気
づ
か
な
か
っ
た
視
点
を
た
く

さ
ん
教
え
て
い
た
だ
い
た
。 

〇
「
人
権
の
視
点
で
教
育
を
つ
く
っ
て
い
く
」
と

い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
改
め
て

考
え
さ
せ
る
内
容
で
あ
っ
た
。 

〇
何
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
、
学
ん
だ
こ
と
を
生
か

す
、
学
ん
だ
こ
と
を
ど
う
す
る
の
か
は
自
分
自

身
だ
と
い
う
言
葉
が
心
に
残
っ
た
。 

〇
素
晴
ら
し
い
内
容
だ
っ
た
と
思
っ
た
。
健
康
問

題
の
自
己
責
任
論
は
、
以
前
か
ら
違
和
感
を
感

じ
て
い
た
が
、
今
日
、
や
っ
と
気
持
ち
の
整
理

が
で
き
た
。 

〇
と
て
も
わ
か
り
や
す
い
話
で
、
差
別
に
つ
い
て

の
視
点
の
整
理
が
で
き
た
。 

〇
日
常
の
中
で
、
何
気
な
く
い
つ
の
ま
に
か
“
普

通
”
に
な
っ
て
い
る
諸
事
に
つ
い
て
、
別
の
考

え
方
や
、
見
方
を
す
る
新
た
な
“
視
点
”
に
気

づ
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
新
鮮
な
感
覚
で
、
考
え

方
、
感
じ
方
の
枠
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る

と
思
っ
た
。 

〇
L
G
B
T
に
つ
い
て
は
同
感
。
い
つ
も
同
じ

よ
う
に
考
え
て
い
る
。 

                       

来年度（２ ０ １ ７ 年度）研究大会のご案内 
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講座（佐賀大会）開催のため中止 
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人権教育・啓発・まちづくりの取組をさらに広めていきましょう！  


