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は
じ
め
に

　

国
際
的
な
ヒ
ト
の
移
動
現
象
が
加
速
す
る
中
で
、
移
民
や
異
な
る
文

化
を
も
つ
彼
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
対
象
と
し
た
研
究
が
さ
か
ん
に
な

っ
て
き
て
い
る
（C

astles &
 M

iller 2009

）。
日
本
で
も
在
日
韓
国
・

朝
鮮
人
や
沖
縄
人
と
い
っ
た
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
な

ど
の
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
を
対
象
と
し
た
数
多
く
の
研
究
が
あ
る
。
こ
れ
ら

日
本
の
社
会
学
に
お
け
る
移
民
研
究
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
は
、
単
一

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
注
目
し
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
対
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

図
式
に
基
づ
き
政
治
的
・
経
済
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
、
差
別
や
抑
圧
を
生

み
出
す
日
本
の
社
会
構
造
を
問
う
も
の
が
多
い
。

　

し
か
し
よ
り
ミ
ク
ロ
な
地
域
的
・
社
会
的
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
こ

う
し
た
マ
ク
ロ
な
二
項
対
立
の
構
図
で
は
見
落
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

人
々
の
関
係
も
存
在
す
る
。
も
と
も
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

で
あ
る
移
民
は
隣
接
し
て
居
住
し
て
い
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
現
在
の

移
民
地
域
も
新
旧
移
民
の
混
住
が
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
エ
ス
ニ

ッ
ク
集
団
と
の
共
住
・
混
在
は
今
や
共
通
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
管
見
の
限
り
多
国
籍
化
、
混
住
化
の
進
む
地
域
社
会
に
は
、
マ

ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
垂
直
的
な
関
係
だ
け
で
な
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
も
つ
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
が
相
互
接
触
し
独
自
の

秩
序
を
形
成
し
て
い
る
現
実
が
あ
る
。
多
文
化
化
の
進
む
日
本
の
移
民

の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
描
き
出
す
に
は
、
従
来
の
研
究
の
よ
う
な
特
定
の

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
限
定
さ
れ
た
視
点
を
、
マ
ル
チ
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
状

況
を
と
ら
え
う
る
視
座
に
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
従
来
の
移
民
研
究
で
支
配
的
だ
っ
た
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
対

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
マ
ク
ロ
な
構
図
に
収
ま
ら
な
い
社
会
関
係
を
照

ら
し
出
す
。
そ
の
た
め
に
多
文
化
が
混
交
し
た
社
会
空
間
を
、「
地
理

多
文
化
混
交
地
域
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

―
―

接
触
領
域
の
食
か
ら
み
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ―

―
安
井 

大
輔
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的
に
も
歴
史
的
に
も
分
離
し
て
い
た
人
々
が
接
触
し
継
続
的
な
関
係
を

確
立
す
る
空
間
」（P

ratt 1992: 4

）
で
あ
る
「
接
触
領
域
」
と
し
て
と

ら
え
、
異
な
る
文
化
や
国
籍
に
基
づ
い
た
異
な
る
力
を
背
景
に
く
り
広

げ
ら
れ
る
多
様
な
人
々
の
接
触
の
様
相
を
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
特
に
横
浜
市
鶴
見
区
の
移
民
集
住
地
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に

基
づ
き
、「
食
」
と
い
う
日
常
生
活
に
密
着
し
た
実
践
を
分
析
し
、
複

数
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
関
係
が
形
成
さ
れ
て

い
る
の
か
を
描
き
出
す
こ
と
を
試
み
る
。

１　

先
行
研
究
の
検
討
と
視
点

１
・
１　

移
民
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
に
お
け
る
接
触
領
域
概
念
の
有
効
性

　

本
稿
で
対
象
と
す
る
よ
う
な
複
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
隣
接
居
住

し
多
文
化
が
混
交
す
る
空
間
を
、
文
化
人
類
学
で
は
上
述
の
よ
う
に
接

触
領
域
（
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
）
と
呼
ぶ
。
こ
の
言
葉
は
マ
ル
チ
エ

ス
ニ
ッ
ク
な「
ゾ
ー
ン
」と
い
う
具
体
的
な
空
間
を
表
す
と
と
も
に
、「
コ

ン
タ
ク
ト
」
と
い
う
双
方
向
的
な
語
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
に
、
地
域

に
あ
る
様
々
な
ア
ク
タ
ー
の
相
互
作
用
的
、
即
興
的
な
次
元
を
際
立
た

せ
る
枠
組
み
で
も
あ
る
（P

ratt 1992

）。
こ
の
認
識
枠
組
み
は
ポ
ス
ト

コ
ロ
ニ
ア
ル
な
人
類
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
が
、
そ
れ
以
前
の
文
化
人
類
学

に
み
ら
れ
た
よ
う
な
植
民
者
（
研
究
者
）
と
被
植
民
者
（
調
査
対
象
者
）

と
の
間
の
、
権
力
が
一
方
向
的
に
発
動
さ
れ
る
ラ
イ
ン
（
線
）
上
の
空

間
で
は
な
く
、
む
し
ろ
双
方
向
的
な
作
用
が
働
く
ゾ
ー
ン
（
領
域
）
で

あ
る
こ
と
を
見
出
す
。
そ
し
て
こ
の
相
対
的
に
自
立
し
独
自
の
秩
序
を

形
成
し
た
ゾ
ー
ン
で
生
じ
る
作
用
を
記
述
す
る
こ
と
を
重
視
し
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
化
、
融
合
、
弱
化
、
変
成
、
ね
じ
れ
な
ど
の
複
雑

な
力
の
交
錯
を
日
常
生
活
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
現
場
か
ら
描
き
出
そ
う
と

す
る
（
田
中 

二
〇
〇
七
）。
そ
れ
で
は
社
会
学
に
お
い
て
こ
の
接
触
領

域
の
概
念
を
用
い
る
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
日
本
の
社
会
学
で
も
異
な
る
文
化
を
も
つ
者
と
の
接
触
が

論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
前
か
ら
朝
鮮
や
沖
縄
か

ら
の
移
住
者
は
日
本
各
地
に
定
住
し
て
お
り
、
彼
ら
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー

が
地
域
ご
と
に
形
成
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
研
究
が
蓄
積
さ
れ

て
き
た
（
石
原 

一
九
八
二；

谷 

一
九
九
九
な
ど
）。
ま
た
近
年
で
は
、
ブ

ラ
ジ
ル
や
ペ
ル
ー
な
ど
南
米
諸
国
か
ら
の
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
移
民
と
地
域

住
民
と
の
軋
轢
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
九
九
年
に
は
愛
知

県
の
団
地
で
ブ
ラ
ジ
ル
人
移
民
と
日
本
人
住
民
の
衝
突
か
ら
機
動
隊
が

出
動
す
る
事
態
が
お
こ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
カ

マ
ー
移
民
と
の
文
化
的
・
社
会
的
な
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
背
景
に
、
労
働

市
場
や
行
政
シ
ス
テ
ム
（
梶
田
ほ
か 

二
〇
〇
五
）、
義
務
教
育
（
志
水
・

清
水
編 

二
〇
〇
一；

宮
島
・
太
田
編 

二
〇
〇
五
）
な
ど
地
域
社
会
の
現
場

か
ら
移
民
を
め
ぐ
る
問
題
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。

　

新
旧
の
移
民
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
二
重
国
籍
者
の
排
除
や
日
本
語
に

限
定
さ
れ
た
公
教
育
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
移
民
の
周
縁
化
さ
れ
た
状
況

を
告
発
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
政
治
的
教
育
的
な
権
利
に
つ
い
て
の
研

究
は
、
移
民
の
国
籍
・
出
身
地
域
や
彼
ら
を
取
り
巻
く
状
況
に
よ
っ
て
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違
い
は
あ
る
も
の
の
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
日
本
人
と
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
移
民
と
い
う
垂
直
的
な
関
係
を
共
通
の
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
こ

で
は
、
沖
縄
人
と
日
本
人
、
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
と
日
本
人
、
ブ
ラ
ジ

ル
人
と
日
本
人
の
よ
う
に
二
項
対
立
し
た
関
係
が
設
定
さ
れ
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
は
上
位
の
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
下
位
集
団
と
し
て
の
み
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
マ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
を
離
れ
、
ミ
ク
ロ
な
レ
ベ
ル
か
ら
実
際
の

移
民
の
日
常
世
界
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
た
ち
に
よ
る

横
断
的
関
係
も
存
在
す
る
。
移
民
の
数
が
増
加
し
多
様
化
す
る
な
か
、

異
な
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
も
つ
移
民
が
混
ざ
り
合
っ
て
暮
ら
す
多
文
化

混
在
の
傾
向
は
ま
す
ま
す
高
ま
り
、
マ
ル
チ
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
状
況
に
注

目
す
る
研
究
も
あ
ら
わ
れ
始
め
て
い
る
（
髙
智 

二
〇
〇
八；

八
尾 

二
〇
一
〇
）。
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
る
と
、
い
ま
移
民
を
め
ぐ
る

研
究
に
お
い
て
、
従
来
ど
お
り
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
対
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
構

図
を
あ
て
は
め
る
の
は
、
平
板
で
単
純
に
す
ぎ
な
く
は
な
い
か
。
こ
う

し
た
状
況
を
と
ら
え
る
た
め
に
こ
そ
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ

の
垂
直
的
な
関
係
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
力
が
作
用
す
る

中
で
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
同
士
の
「
水
平
的
」
な
関
係
を
対
象
と
す
る
接

触
領
域
の
概
念
を
用
い
る
意
義
が
あ
る
。

　

人
口
の
国
際
移
動
が
加
速
す
る
現
代
で
は
、
か
つ
て
の
二
者
接
触
の

構
図
を
は
る
か
に
超
え
て
、
異
な
る
文
化
的
背
景
を
も
つ
多
数
の
人
々

が
一
カ
所
で
接
触
す
る
と
い
う
複
雑
な
状
況
が
各
地
に
み
ら
れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
は
異
な
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
、
権
利
、
経
済
的
地
位
な

ど
を
背
景
に
異
な
る
力
関
係
を
背
負
っ
て
接
触
領
域
を
生
き
て
い
る
。

た
だ
力
を
も
っ
て
い
る
集
団
と
も
た
な
い
集
団
と
い
う
二
者
接
触
の
構

図
で
は
な
く
、
異
な
る
レ
ベ
ル
の
力
を
も
つ
多
数
の
集
団
が
状
況
に
応

じ
て
「
相
対
的
」
な
強
者
・
弱
者
の
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
現
代
的

な
接
触
領
域
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

接
触
領
域
で
は
、
従
来
の
単
純
な
二
者
間
の
構
図
で
は
な
く
、
三
者
、

四
者
が
関
わ
る
複
層
的
な
構
図
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
に

基
づ
き
複
雑
な
接
触
の
現
場
に
注
目
す
る
こ
と
で
現
代
社
会
の
多
文
化

化
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

１
・
２　

食
に
注
目
す
る
視
点

　

日
常
生
活
に
現
れ
る
文
化
接
触
を
分
析
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
食

に
注
目
す
る
。
日
常
文
化
は
衣
食
住
そ
の
他
多
く
の
項
目
を
含
む
が
、

人
間
の
生
存
に
よ
り
密
接
で
あ
る
点
で
、
食
の
重
要
性
は
よ
り
高
い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

食
は
人
類
の
文
化
に
と
っ
て
普
遍
性
と
個
別
性
と
を
同
時
に
み
る
こ

と
の
で
き
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
（
石
毛 

二
〇
〇
五
）。「
食
べ
る
」
と
い

う
生
活
実
践
は
、
食
欲
と
い
う
生
理
的
欲
求
を
満
た
す
生
物
的
行
為
と

し
て
人
類
社
会
に
お
け
る
普
遍
性
を
も
つ
と
同
時
に
、
何
を
食
べ
何
を

食
べ
な
い
か
と
い
う
食
物
規
制
の
点
か
ら
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
や

文
化
に
よ
っ
て
無
限
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
広
が
る
個
別
性
を
も
あ
わ

せ
も
つ
。
そ
れ
ゆ
え
食
は
、
一
方
で
異
文
化
の
あ
い
だ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
共
同
性
の
源
泉
と
な
り
、
他
方
で
地
域
や
宗
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教
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
各
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
指
標
と
な
る
。

　

食
べ
る
こ
と
は
単
な
る
栄
養
補
給
で
は
な
く
、
社
会
的
現
象
で
あ
り

本
質
的
に
社
会
の
あ
り
方
と
絡
み
合
っ
て
い
る
。
何
を
誰
と
い
つ
ど
の

よ
う
に
食
べ
る
か
は
文
化
と
階
級
に
左
右
さ
れ
、
個
人
に
よ
っ
て
も
変

化
す
る
。
そ
の
あ
り
方
が
、
家
族
の
状
況
や
人
間
関
係
や
社
会
集
団
の

親
疎
に
も
響
い
て
く
る
。
特
に
移
民
の
よ
う
に
異
質
と
み
な
さ
れ
る
集

団
の
場
合
、
食
べ
物
は
文
化
間
の
差
異
を
生
み
出
す
指
標
と
な
り
、
集

団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
化
す
る
道
具
と
な
る
。
ど
の
国
や
地
域

に
も
そ
の
国
・
地
域
な
ら
で
は
の
料
理
や
食
品
が
あ
り
、
ま
た
伝
統
的

に
特
別
な
料
理
が
あ
る
。
こ
う
し
た
料
理
を
食
べ
て
育
っ
た
人
々
は
、

故
郷
を
離
れ
て
異
郷
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
も
、
家
庭
の
日
常
食
や

祭
り
な
ど
の
行
事
食
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
の
食
へ
の
愛
着
を
維
持
し

再
現
す
る
こ
と
を
試
み
る
（
例：

D
evine et al. 1999

）。
一
方
で
、
移

民
と
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
社
会
は
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
う
。
特
定

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
フ
ー
ド
を
「
汚
い
」「
臭
い
」
と
嫌
う
よ
う
な
食
べ
物

を
媒
介
と
し
た
衝
突
や
差
別
が
生
じ
る
一
方
で
、
異
な
る
料
理
が
結
び

つ
き
新
し
い
料
理
や
食
事
作
法
が
誕
生
す
る
こ
と
も
あ
る
（
例：

M
iller 2006

）。

　

こ
の
よ
う
に
移
民
と
彼
ら
の
文
化
は
食
行
為
と
深
く
結
び
つ
い
て
お

り
、
彼
ら
の
生
活
に
お
け
る
食
に
注
目
す
る
視
点
が
有
効
と
な
る
。
た

だ
し
本
稿
で
い
う
「
食
」
は
栄
養
を
摂
取
す
る
と
い
う
行
為
に
限
定
し

な
い
。
食
べ
る
場
所
、
状
態
や
食
を
同
じ
く
す
る
人
々
と
の
関
係
も
食

に
含
む
も
の
と
す
る
。

２　

フ
ィ
ー
ル
ド
の
概
要

２
・
１　

横
浜
市
鶴
見
区
臨
海
部
の
文
化
接
触
領
域

　

以
上
の
前
提
を
踏
ま
え
、
筆
者
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
食
に
焦
点
を
当

て
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
て
き
た
。
具
体
的
な
調
査
地
域
は
神

奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
の
臨
海
部
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
明
治
末
期
か
ら

昭
和
初
期
に
か
け
て
、
淺
野
總
一
郎
や
安
田
善
次
郎
と
い
っ
た
事
業
家

に
よ
っ
て
埋
め
立
て
が
進
み
、
造
船
、
製
鉄
、
ガ
ラ
ス
、
製
油
な
ど
の

大
企
業
の
工
場
が
進
出
し
た
。
以
来
こ
の
臨
海
部
は
、
隣
接
す
る
神
奈

川
県
川
崎
市
の
臨
海
部
と
と
も
に
京
浜
工
業
地
帯
の
中
核
と
し
て
発
展

し
て
き
た
歴
史
を
も
つ
（
鶴
見
区
史
編
集
委
員
会
編 

一
九
八
二；

横
浜
市

鶴
見
図
書
館 

一
九
八
七；

中
嶋 

一
九
九
七
）。
京
浜
工
業
地
帯
の
発
展
と

と
も
に
、
埋
め
立
て
事
業
や
関
東
大
震
災
の
復
興
工
事
を
皮
切
り
に
、

臨
海
部
の
工
場
や
工
事
現
場
で
働
く
た
め
多
く
の
出
稼
ぎ
移
民
が
暮
ら

す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
当
時
の
劣
悪
な
環
境
で
の
仕
事
に
従
事
し

た
労
働
者
の
多
く
は
、琉
球
諸
島
や
朝
鮮
半
島
か
ら
の
移
民
で
あ
っ
た
。

　

一
九
一
七
年
頃
か
ら
、
鶴
見
に
隣
接
す
る
川
崎
の
富
士
紡
績
で
働
く

た
め
沖
縄
か
ら
五
、六
百
名
の
女
工
が
や
っ
て
き
て
働
く
よ
う
に
な
り
、

一
九
三
五
年
頃
か
ら
鶴
見
区
に
も
多
く
の
沖
縄
県
出
身
者
が
暮
ら
す
よ

う
に
な
っ
た
。
同
時
に
、
一
九
三
五
年
に
は
朝
鮮
半
島
出
身
の
労
働
者

向
け
の
夜
間
朝
鮮
語
講
習
か
ら
始
ま
っ
た
朝
鮮
学
校
が
運
営
さ
れ
る
な

ど
、
川
崎
市
か
ら
鶴
見
区
に
わ
た
る
エ
リ
ア
は
朝
鮮
半
島
に
ル
ー
ツ
を
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も
つ
人
々
の
居
住
地
域
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
現
在
も
在
日
朝
鮮
人
総

連
合
会①
の
支
部
が
置
か
れ
る
な
ど
、
鶴
見
は
朝
鮮
・
韓
国
出
身
者
の
結

節
点
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
一
九
四
五
年
の
沖
縄
で
の
地
上
戦
の
後
、
土
地
を
追
わ
れ

た
人
々
や
、
戦
地
や
植
民
地
か
ら
復
員
し
た
も
の
の
米
軍
占
領
下
の
沖

縄
に
帰
る
こ
と
が
不
可
能
な
県
内
出
身
者
た
ち
が
、
親
戚
や
地
縁
を
頼

っ
て
鶴
見
区
や
そ
の
周
辺
地
域
に
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
同
時
に

大
日
本
帝
国
の
崩
壊
に
伴
い
、
横
浜
港
か
ら
引
き
揚
げ
て
き
た
兵
士
や

植
民
地
居
住
者
た
ち
も
鶴
見
に
移
り
住
み
、
沖
縄
出
身
者
だ
け
で
な
く

朝
鮮
半
島
や
中
国
な
ど
様
々
な
国
や
地
域
の
出
身
者
が
集
ま
っ
て
暮
ら

す
よ
う
に
な
っ
た
。

　

対
象
地
域
で
沖
縄
そ
ば
屋
を
経
営
す
る
Ｈ
・
Ｙ
氏（
四
十
代
男
性
）は
、

昔
を
知
る
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
当
時
の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に

語
る
。

在
日
の
韓
国
の
人
、
中
国
人
の
人
、
そ
れ
と
沖
縄
の
人
、
そ
の
人
た

ち
が
不
法
占
拠
し
て
た
ら
し
い
で
す
よ
、
戦
後
。
そ
れ
で
戦
争
が
収

ま
っ
て
こ
っ
ち
に
や
っ
ぱ
り
来
た
ん
で
、
も
う
人
が
、
バ
ラ
ッ
ク
で

す
よ
ね
、
よ
そ
者
が
入
っ
て
く
る
と
袋
叩
き
に
あ
う
、
そ
の
よ
う
な

環
境
だ
っ
た
ら
し
い
。
無
法
地
帯
み
た
い
な
も
の
だ
っ
た
ら
し
い
。

 

（
二
〇
〇
九
年
八
月
二
一
日
聞
き
取
り
）

　

彼
の
語
り
か
ら
は
、
戦
後
す
ぐ
の
時
代
の
対
象
地
域
の
猥
雑
で
混
沌

と
し
た
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
一
九
〇
六
年
に
沖
縄
県
泡
瀬②
に
生

ま
れ
た
彼
の
祖
母
は
一
九
三
〇
年
代
に
本
土
に
渡
り
兵
庫
県
尼
崎
で
働

い
た
後
、
戦
後
の
混
乱
の
中
バ
ラ
ッ
ク
が
立
ち
並
ぶ
鶴
見
に
移
住
し
地

域
で
初
め
て
の
沖
縄
そ
ば
の
店
を
は
じ
め
た
と
い
う
。
彼
女
の
孫
と
し

て
鶴
見
に
生
ま
れ
育
っ
た
Ｈ
・
Ｙ
氏
が
二
代
目
と
し
て
現
在
の
店
を
経

営
し
て
い
る
。

　

沖
縄
は
、
日
本
国
内
の
み
な
ら
ず
海
外
へ
も
多
く
の
移
民
を
送
り
出

し
て
き
た
地
域
で
あ
る
。
日
本
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
移
民
が
開
始
さ
れ

た
一
九
〇
八
年
か
ら
、沖
縄
県
人
の
多
く
が
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
米
軍
統
治
下
の
沖
縄
で
土
地
を
追
わ
れ
た
人
々
の
開
拓
地
で

あ
る
コ
ロ
ニ
ア
・
オ
キ
ナ
ワ③
に
多
数
移
住
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、
戦

後
も
沖
縄
か
ら
南
米
各
地
へ
の
移
住
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

一
九
九
〇
年
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
改
定④
前
後
か
ら
、
ブ

ラ
ジ
ル
・
ボ
リ
ビ
ア
・
ペ
ル
ー
な
ど
か
ら
大
量
の
出
稼
ぎ
労
働
者
が
来

日
す
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
各
地
で
定
住
化
が
進
ん
で
い
る
。
南
米
出

身
者
の
う
ち
最
も
数
の
多
い
在
日
ブ
ラ
ジ
ル
人
は
二
〇
〇
八
年
末
時
点

に
は
三
二
万
人
を
超
え
た
。
同
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
後
の
世
界
同

時
不
況
に
よ
る
景
気
後
退
に
と
も
な
い
帰
国
が
あ
い
つ
ぎ
そ
の
数
は
減

少
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、二
〇
一
一
年
末
の
時
点
で
二
一
万
人
を
数
え
、

中
国
、
韓
国
・
朝
鮮
に
つ
ぎ
在
日
外
国
人
登
録
者
数
で
は
第
三
位
の
地

位
を
占
め
て
い
る
（
法
務
省
入
国
管
理
局 

二
〇
一
二
）。
そ
の
う
ち
神
奈

川
県
に
は
約
一
万
人
が
住
ん
で
い
る
（
神
奈
川
県
県
民
局
く
ら
し
文
化
部

国
際
課 

二
〇
一
二
）。
ま
た
鶴
見
区
に
は
、
他
の
区
と
比
較
し
て
も
ブ
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ラ
ジ
ル
に
加
え
ペ
ル
ー
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
出
身
者
も
多

く
、
神
奈
川
に
お
け
る
南
米
出
身
者
の
中
心
地
と
な
っ
て
い
る
（
鶴
見

区 
二
〇
〇
八；

横
浜
市
民
局
区
政
支
援
部
窓
口
サ
ー
ビ
ス
課 

二
〇
一
二
）。

こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
南
米
へ
の
移
民
に
は
沖
縄
出
身
者
が
多
く
、

そ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
介
し
て
沖
縄
出
身
南
米
人
の
二

世
、
三
世
た
ち
が
多
数
移
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
（
島
田 

二
〇
〇
〇；

広
田 

二
〇
〇
三
）。
さ
ら
に
二
〇
〇
〇
年
前
後
か
ら
彼
ら
の

つ
な
が
り
で
非
日
系
の
南
米
人
も
移
り
住
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
沖

縄
系
の
親
族
を
頼
り
に
移
住
し
て
き
た
関
係
で
、
南
米
系
の
人
々
の
暮

ら
す
地
域
は
、
沖
縄
県
人
会
会
館
な
ど
沖
縄
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
結
節

点
と
重
な
り
あ
っ
て
い
る
。
沖
縄
県
人
会
や
ブ
ラ
ジ
ル
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど

の
エ
ス
ニ
ッ
ク
組
織
は
国
や
地
域
別
に
構
成
さ
れ
社
会
集
団
と
し
て
は

別
個
の
も
の
と
し
て
活
動
し
て
い
る
が
、
個
人
や
家
族
の
レ
ベ
ル
で
は

琉
球
諸
島
と
ブ
ラ
ジ
ル
を
行
き
来
し
複
数
の
所
属
意
識
を
も
つ
人
々
も

い
る
。
た
と
え
ば
、
現
在
鶴
見
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
に
勤
め
る
Ｍ
・

Ａ
氏
（
四
十
代
女
性
）
は
自
ら
を
ブ
ラ
ジ
ル
に
渡
っ
た
日
系
二
世
で
あ

る
と
と
も
に
日
本
に
渡
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
一
世
で
あ
る
と
称
す
る
。
彼
女

の
両
親
は
沖
縄
県
恩
納
村
の
出
身
で
、
青
年
団
に
よ
る
集
団
移
住
で
サ

ン
パ
ウ
ロ
に
渡
り
、
彼
女
が
生
ま
れ
た
。
彼
女
は
大
学
生
だ
っ
た

一
九
九
〇
年
に
来
日
し
、
群
馬
県
伊
勢
崎
市
の
工
場
で
働
い
た
あ
と
、

同
時
期
に
来
日
し
て
い
た
兄
が
住
む
鶴
見
区
に
移
り
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル

人
の
仲
間
と
結
婚
し
た
。
以
後
、
鶴
見
在
住
歴
は
二
〇
年
以
上
に
お
よ

ぶ
。

　

こ
う
し
た
日
本
と
、
植
民
地
や
移
民
送
り
出
し
先
で
あ
っ
た
国
・
地

域
と
の
マ
ク
ロ
な
政
治
的
・
経
済
的
な
条
件
の
も
と
、
多
様
な
ル
ー
ツ

を
も
つ
人
々
が
集
ま
り
暮
ら
す
マ
ル
チ
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
地
域
が
鶴
見
区

に
形
成
さ
れ
た
。
対
象
地
域
は
単
に
異
な
る
文
化
を
も
つ
人
が
居
住
し

て
い
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
平
板
な
多
文
化
状
態
に
あ
る
の

で
は
な
い
。
Ｈ
・
Ｙ
氏
や
Ｍ
・
Ａ
氏
の
来
住
経
緯
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、

多
文
化
接
触
地
域
の
成
立
に
は
、
大
日
本
帝
国
の
植
民
地
支
配
と
移
民

政
策
の
歴
史
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
鶴
見
で
育
っ
た
Ｈ
・
Ｙ
氏
も
サ

ン
パ
ウ
ロ
で
育
っ
た
Ｍ
・
Ａ
氏
も
、
実
際
に
沖
縄
に
暮
ら
し
た
こ
と
は

な
い
も
の
の
沖
縄
と
い
う
共
通
の
ル
ー
ツ
を
も
つ
。人
々
の
関
係
に
は
、

こ
う
し
た
重
層
的
な
地
域
の
歴
史
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

２
・
２　

調
査
手
法
・
デ
ー
タ

　

本
稿
で
用
い
る
デ
ー
タ
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け

て
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
参
与
観
察
を
中
心
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド

ワ
ー
ク
の
記
録
に
基
づ
く
。

　

二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
に
か
け
て
は
、
レ
ス
ト
ラ
ン
・
食
堂
・

物
産
店
の
オ
ー
ナ
ー
や
従
業
員
を
対
象
と
し
た
調
査
を
行
っ
た
。
こ
こ

で
は
沖
縄
や
南
米
各
地
の
料
理
を
提
供
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
や
食
材
を
販

売
す
る
物
産
店
の
関
係
者
に
対
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
。
サ

ン
プ
ル
は
、
電
話
帳
と
鶴
見
区
発
行
の
地
域
紹
介
の
ガ
イ
ド
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
か
ら
、
沖
縄
系
飲
食
店
と
南
米
系
の
飲
食
店
を
選
出
し
た
（
東
日

本
電
信
電
話
株
式
会
社 

二
〇
〇
八；

鶴
見
区
編 

二
〇
〇
九
）。
さ
ら
に
、
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こ
れ
ら
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
店
舗
に
つ
い
て
も
、
可
能
な
か
ぎ
り
店

を
訪
ね
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
ま
た
調
査
対
象
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に

て
店
の
様
子
や
訪
れ
る
客
の
様
子
を
観
察
し
た
。

　

二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
は
一
般
家
庭
と
地
域
の
エ

ス
ニ
ッ
ク
行
事
を
対
象
と
し
た
調
査
を
行
っ
た
。
家
庭
食
の
調
査
は
地

域
に
暮
ら
す
移
民
の
経
験
と
記
憶
を
も
つ
沖
縄
、
朝
鮮
、
南
米
に
ル
ー

ツ
を
も
つ
人
々
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
。
行
事
食
の
調
査
は
地

域
行
事
に
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
参
与
観
察
す
る
と
と
も
に
、
沖
縄
県
人
会

や
エ
イ
サ
ー
サ
ー
ク
ル
、
ブ
ラ
ジ
ル
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
い
っ
た
行
事
の
運
営

者
や
イ
ベ
ン
ト
参
加
者
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
た
。

　

調
査
結
果
に
基
づ
き
、
以
下
ま
ず
３
節
で
食
が
作
ら
れ
る
エ
ス
ニ
ッ

ク
料
理
店
を
対
象
に
地
域
の
文
化
接
触
の
様
態
を
記
述
し
、
続
く
４
節

で
は
こ
の
文
化
接
触
を
生
き
る
人
々
の
関
係
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
の
変

化
と
い
う
視
点
か
ら
分
析
す
る
。

３　

食
の
場
面
か
ら
み
る
文
化
接
触

　

異
な
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
接
触
が
い
か
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の

か
、
事
例
か
ら
観
察
す
る
。
食
に
関
わ
る
表
象
と
し
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
レ

ス
ト
ラ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
、
こ
の
表
象
を
作
り
上
げ
る
店
の
オ
ー
ナ
ー
と

従
業
員
、
そ
し
て
店
側
の
提
供
す
る
料
理
と
そ
れ
を
食
べ
る
客
を
と
り

あ
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
表
象
・
生
産
・
消
費
の
三
点
か
ら
地
域
の
食
を

記
述
す
る
。

３
・
１　

エ
ス
ニ
ッ
ク
レ
ス
ト
ラ
ン
の
メ
ニ
ュ
ー

　

ま
ず
食
の
中
で
も
具
体
的
な
食
の
場
や
料
理
そ
の
も
の
に
お
い
て
、

文
化
接
触
は
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
地
域
の
レ

ス
ト
ラ
ン
メ
ニ

ュ
ー
の
形
式
に

つ
い
て
ま
と
め

た
も
の
が
表
１

だ
が
、
特
徴
的

な
例
と
し
て
ボ

リ
ビ
ア
、
ア
ル

ゼ
ン
チ
ン
、
ペ

ル
ー
、
ブ
ラ
ジ

ル
の
料
理
と
沖

縄
料
理
を
提
供

す
る
Ｅ
料
理
店

を
み
る
。

　

こ
の
店
で
提

供
さ
れ
る
料
理

を
紹
介
す
る
メ

ニ
ュ
ー
に
は
日

本
語
の
ひ
ら
が

な
と
並
び
、
ス

���������� ����� ���

��� ������ ������

��

�� ��� ������� �� �� �� �

�� ����� ������ �� �� �� �

�� ��� ��� �� �� �� �

�� �������������

�������

��� �� �� �� ��������

��������

�� ��� ������� �� �� �� �

�� ����� ��� �� �� �� �

�� ���� ��� �� �� �� �

�� �������������

���������

��� �� �� �� �������

�������

���

�� ��� ��� �� �� �� �

�� ����� ��� �� �� �� �

������ ����� ��� �� �� �� ����� ����

������

表１　エスニックレストランのメニュー：形式と使用言語一覧
（2009年 8月時点。安井 2010より）
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ペ
イ
ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
併
記
し
各
種
の
料
理
が
紹
介
さ
れ
て
い

る
。
一
冊
の
メ
ニ
ュ
ー
内
で
沖
縄
料
理
と
南
米
料
理
に
ペ
ー
ジ
が
分
け

ら
れ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
沖
縄
料
理
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
料
理
の
写
真

と
と
も
に
、
漢
字
カ
ナ
交
じ
り
の
日
本
語
で
料
理
名
が
表
記
さ
れ
、
そ

の
下
に
さ
ら
に
ロ
ー
マ
字
で
読
み
仮
名
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
南
米
料
理

の
ペ
ー
ジ
（
図
１
参
照
）
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
語
の
表
記
の
下
に
日
本
語

で
表
記
が
さ
れ
、
カ
ッ
コ
書
き
で
料
理
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
も
の
も

あ
る
。
フ
ェ
イ
ジ
ョ
ア
ー
ダ⑤
な
ど
ブ
ラ
ジ
ル
料
理
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

の
表
記
が
付
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
言
語
で
表
記
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
日
本
語
に
不
慣
れ
な
言
語
話
者
も
店
で
食
事
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
沖
縄
料
理
は
日
本
語
、
南
米
料
理
は
ス
ペ
イ

ン
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
先
に
表
記
す
る
な
ど
、
料
理
の
ジ
ャ
ン
ル
に

よ
っ
て
表
記
さ
れ
る
言
語
の
順
序
を
変
え
て
い
る
。

３
・
２　

エ
ス
ニ
ッ
ク
レ
ス
ト
ラ
ン
の
オ
ー
ナ
ー
と
従
業
員

　

次
に
各
店
ご
と
の
オ
ー
ナ
ー
の
経
歴
と
従
業
員
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
構

成
を
み
る
（
表
２
参
照
）。

　

Ｅ
店
の
オ
ー
ナ
ー
（
四
十
代
女
性
）
は
沖
縄
で
生
ま
れ
、
小
学
校
一

年
生
の
時
に
家
族
で
ボ
リ
ビ
ア
に
移
住
し
、
沖
縄
出
身
者
の
入
植
地
で

あ
る
第
一
コ
ロ
ニ
ア
・
オ
キ
ナ
ワ
で
育
ち
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
働
き
結

婚
し
た
。
そ
し
て
一
九
九
四
年
に
来
日
し
対
象
地
域
に
住
み
、
沖
縄
料

理
店
で
勤
務
し
た
の
ち
自
分
の
店
を
開
い
た
経
験
を
も
つ
。
ま
た
地
域

で
最
も
老
舗
の
ブ
ラ
ジ
ル
料
理
店
で
あ
る
Ｂ
店
の
元
オ
ー
ナ
ー
（
六
十

代
女
性
）は
島
根
県
出
身
で
あ
り
高
校
卒
業
後
東
京
で
働
い
て
い
た
が
、

一
九
六
八
年
に
鶴
見
区
在
住
だ
っ
た
沖
縄
出
身
の
夫
と
結
婚
し
、
移
り

住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
地
域
の
病
院
で
食
事
を
作
る
仕
事
を
経

て
、
無
着
色
料
・
無
添
加
物
の
惣
菜
屋
を
営
業
し
て
き
た
。
の
ち
に
地

域
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
向
け
に
弁
当
を
作
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
か
ら
、
ブ
ラ
ジ
ル
料
理
店
に
転
業
し
た
。
現
在
、
彼
女
は

娘
に
店
の
経
営
を
譲
り
、
自
身
は
近
所
の
幼
稚
園
に
て
給
食
の
調
理
を

担
当
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
レ
ス
ト
ラ
ン
オ
ー
ナ
ー
の
出
自
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
り
、
Ｂ
店
オ
ー
ナ
ー
の
よ
う
に
自
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は

別
個
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
レ
ス
ト
ラ
ン
を
営
む
も
の
も
い
る
。

図１　Ｅ店メニュー
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従
業
員
の
構
成
を
み
る
と
、
多
く
の
店
で
は
オ
ー
ナ
ー
の
両
親
や
き

ょ
う
だ
い
、
こ
ど
も
が
勤
務
し
て
い
る
。
し
か
し
規
模
が
大
き
く
な
る

に
つ
れ
、
家
族
以
外
の
従
業
員
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の
場
合
、

異
な
る
文
化
を
も
つ
人
々
を
雇
用
す
る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え

ば
、
沖
縄
料
理
店
Ｏ
店
で
は
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
男
子
高
校
生
が
働
い

て
い
る
が
、
彼
は
中
学
生
の
時
に
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
家
族
で
移
住
し
た
経

験
を
も
つ
。

　

こ
の
よ
う
に
基
本
的
に
家
族
や
親
族
な
ど
血
縁
関
係
に
基
づ
く
従
業

員
が
働
い
て
い
る
。
だ
が
経
営
規
模
が
大
き
く
な
る
と
、
一
時
的
な
雇

用
関
係
が
主
で
あ
る
も
の
の
異
な
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
が
働
い

て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
分
類
を
店
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
分
布

と
重
ね
て
み
る
と
、
規
模
の
大
き
い
店
に
は
沖
縄
系
の
店
が
多
く
、
結

果
と
し
て
南
米
系
の
従
業
員
も
雇
用
さ
れ
て
い
る
。
反
対
に
南
米
系
の

店
は
相
対
的
に
規
模
が
小
さ
い
た
め
に
従
業
員
は
家
族
や
オ
ー
ナ
ー
と

同
じ
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
に
限
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

３
・
３　

エ
ス
ニ
ッ
ク
料
理
と
客
層

　

続
い
て
実
際
に
食
さ
れ
て
い
る
料
理
は
ど
う
か
。
Ｅ
店
で
は
沖
縄
と

南
米
の
食
材
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
独
自
の
混
交
料
理
が
提
供
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
一
つ
「
ソ
バ
・
サ
ル
タ
ド
・
コ
ン
・
カ
ル
ネ
」
は
沖
縄
ソ
バ

を
使
っ
た
焼
き
そ
ば
だ
が
、
具
と
し
て
入
れ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
沖
縄

料
理
で
よ
く
用
い
ら
れ
る
豚
肉
で
は
な
く
、
ボ
リ
ビ
ア
や
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
で
よ
く
食
さ
れ
る
牛
肉
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
ソ
バ
・
サ
ル
タ
ド
・

コ
ン
・
マ
リ
ス
コ
」
は
、
同
じ
く
沖
縄
そ
ば
に
海
鮮
食
材
を
用
い
た
焼

き
そ
ば
で
あ
る
。
だ
が
ソ
ー
ス
や
塩
で
味
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
日

本
の
も
の
と
は
異
な
り
、
ト
ウ
ガ
ラ
シ
な
ど
香
辛
料
が
効
い
た
味
付
け

と
な
っ
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
ソ
バ
料
理
は
店
の

売
り
と
な
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
品
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
親
か
ら
習
っ
た
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表２　レストランオーナーと従業員の経歴
（2009年 8月時点。安井 2010より）
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沖
縄
料
理
と
南
米
各
地
で
覚
え
た
料
理
を
組
み
合
わ
せ
開
発
し
た
も
の

だ
と
い
う
。

　

た
だ
し
こ
う
し
た
混
交
料
理
を
注
文
す
る
の
は
、
主
に
観
光
目
的
で

散
発
的
に
対
象
地
域
を
訪
れ
る
地
域
外
部
か
ら
の
客
で
あ
り
、
地
元
の

顔
な
じ
み
の
客
か
ら
は
、
ゴ
ー
ヤ
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
や
ア
サ
ド
・
エ
ン
・

オ
ヤ⑥
な
ど
正
統
的
と
さ
れ
る
沖
縄
料
理
、
ボ
リ
ビ
ア
料
理
の
方
が
多
く

注
文
さ
れ
て
い
る
。
混
交
料
理
が
注
文
さ
れ
た
場
合
で
も
、
こ
れ
ら
を

楽
し
む
客
た
ち
に
「
こ
れ
は
何
料
理
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
質
問
し
て

み
た
と
こ
ろ
そ
の
答
え
は
「
新
し
い
沖
縄
料
理
」
か
「
少
し
変
わ
っ
た

ボ
リ
ビ
ア
／
ペ
ル
ー
料
理
」
で
あ
っ
た
。
混
交
料
理
は
沖
縄
と
南
米
の

食
が
完
全
に
混
じ
り
合
っ
た
第
三
者
的
な
融
合
料
理
で
は
な
く
、
既
存

の
文
化
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
延
長
さ
れ
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
レ
ス
ト
ラ
ン
、
料
理
や
そ
の
食
べ
ら
れ
方
は
地
域
の
文
化

接
触
の
実
態
を
示
す
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
文
化
は
混
交
し
て

い
る
が
、
単
純
に
融
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
レ
ス
ト
ラ
ン
の
雇

用
形
態
や
、
沖
縄
か
ボ
リ
ビ
ア
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
収
ま
る
料
理
の

消
費
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
集
団
を
分
断
す
る
境
界
自
体
は
維
持
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
接
触
領
域
の
食
に
は
、
統
合
と
分
離
が
絡
み
合

う
特
徴
が
み
ら
れ
た
。

４　

接
触
に
と
も
な
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
の
変
化

　

多
文
化
状
態
の
中
で
混
在
す
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
同
士
は
い
か
な
る
関

係
を
築
い
て
い
る
の
か
。
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
は
強
化
さ
れ
て
い
く
の

か
、
そ
れ
と
も
無
化
さ
れ
て
い
く
の
か
。
食
の
具
象
的
な
側
面
に
続
い

て
、
次
は
そ
れ
を
食
す
る
人
々
の
関
係
か
ら
文
化
接
触
の
な
か
で
の
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
変
容
を
み
る
。

４
・
１　

エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
の
強
化

　

集
団
間
の
接
触
は
平
和
な
交
流
関
係
と
は
限
ら
ず
、
対
立
関
係
が
生

じ
る
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
在
日
朝
鮮
人

二
世
の
Ｊ
・
Ｐ
氏
（
五
十
代
男
性
）
は
、
地
元
の
学
校
に
通
っ
て
い
た

一
九
七
〇
年
代
前
半
、
映
画
「
パ
ッ
チ
ギ
」⑦に
描
か
れ
た
よ
う
な
ケ
ン

カ
に
明
け
暮
れ
る
高
校
生
時
代
を
送
っ
た
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク

を
使
っ
て
殴
り
あ
う
乱
闘
の
末
、
全
治
二
カ
月
の
怪
我
を
負
っ
た
こ
と

も
あ
る
が
、
そ
う
し
た
ケ
ン
カ
の
相
手
は
だ
い
た
い
地
元
の
沖
縄
人
グ

ル
ー
プ
だ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
し
て
南
米
出
身
者
の
流
入
に
よ
り
、
対
象
地
域
の
文
化
接
触
は
ま

た
異
な
る
様
相
も
み
せ
る
。
た
と
え
ば
Ｅ
店
で
は
開
店
当
初
、
多
く
来

店
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ペ
ル
ー
人
客
た
ち
の
騒
ぐ
声
が
う
る
さ
い
と
沖

縄
系
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
の
客
か
ら
ク
レ
ー
ム
が
あ
っ
た
。
Ｅ
店
オ
ー
ナ

ー
に
よ
る
と
、
沖
縄
系
の
住
民
を
中
心
と
し
た
以
前
か
ら
の
客
が
、
新

し
く
店
に
来
る
よ
う
に
な
っ
た
非
日
系
の
ペ
ル
ー
人
若
者
た
ち
が
大
声

で
騒
ぎ
な
が
ら
飲
食
す
る
の
は
マ
ナ
ー
違
反
だ
と
訴
え
た
と
い
う
。
結

局
、
彼
女
は
コ
ン
フ
リ
ク
ト
や
そ
れ
に
伴
う
客
足
の
減
少
を
避
け
る
た

め
、
沖
縄
料
理
店
と
南
米
料
理
店
の
二
軒
に
分
け
て
解
決
を
図
っ
た
。
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衝
突
は
と
き
に
暴
力
に
転
化
さ
れ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
地
域

を
紹
介
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
で
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
ペ
ル
ー
人
、
ボ

リ
ビ
ア
人
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
人
は
南
米
出
身
者
と
し
て
同
一
集
団
の
よ

う
に
表
象
さ
れ
て
い
る
（
鶴
見
区
編 

二
〇
〇
九
）。
南
米
系
移
民
が
一
つ

と
み
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
南
米
で
も
国
・
地

域
ご
と
に
異
な
る
文
化
が
あ
り
、
そ
の
違
い
が
考
慮
さ
れ
ず
同
一
視
さ

れ
た
た
め
に
衝
突
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。
Ｅ
店
オ
ー
ナ
ー
は
自
分
の

店
で
、
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
で
あ
る
ペ
ル
ー
人
の
ホ
ー
ル
係
が
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
話
者
で
あ
る
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
の
客
に
ス
ペ
イ
ン
語
で
話
し
か
け

怒
り
を
買
っ
た
経
験
が
あ
る
と
い
う
。

ホ
ー
ル
係
ペ
ル
ー
の
人
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
出
身
の
ペ
ル
ー
の
人
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。
そ
の
人
が
、
そ
の
ブ
ラ
ジ
ル
の
人
に
ス
ペ
イ
ン
語
で

話
し
か
け
た
ら
し
い
ん
で
す
。
何
か
態
度
が
気
に
食
わ
な
か
っ
た
ん

で
し
ょ
う
ね
、
そ
れ
で
「
こ
こ
は
日
本
な
の
に
、
何
で
お
前
は
ス
ペ

イ
ン
語
使
う
ん
だ
」
と
食
っ
て
か
か
っ
て
る
ん
で
す
、
そ
の
日
系
ブ

ラ
ジ
ル
の
人
。
た
ぶ
ん
む
か
つ
い
て
い
た
の
が
、
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
っ

て
分
か
る
の
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
し
か
知
ら
な
い
の
に
、
ス
ペ
イ
ン

語
で
話
し
か
け
ら
れ
た
。「
こ
こ
は
日
本
だ
か
ら
日
本
語
話
せ
」
っ

て
言
わ
れ
て
、
す
ご
い
け
ん
か
腰
で
。
も
う
手
出
さ
ん
ば
か
り
の
感

じ
だ
っ
た
。 

（
二
〇
〇
九
年
八
月
一
二
日
聞
き
取
り
）

　

文
化
接
触
に
は
言
語
に
よ
る
違
い
が
表
面
化
し
、
身
体
的
な
コ
ン
フ

リ
ク
ト
に
ま
で
発
展
す
る
よ
う
な
関
係
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
立
は
、

接
触
の
な
か
で
出
身
地
域
や
文
化
的
背
景
の
違
い
が
表
面
化
し
エ
ス
ニ

ッ
ク
な
境
界
が
強
化
さ
れ
た
例
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、人
々
の
関
係
は
沖
縄
系
、

朝
鮮
系
、
南
米
系
の
人
々
の
あ
い
だ
で
完
結
し
た
も
の
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
同
士
の
関
係
に
は
、
マ
ジ
ョ
リ

テ
ィ
で
あ
る
日
本
人
の
存
在
が
大
き
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
た
だ
し

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
力
は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
均
一
に
及
ぶ
の
で
は
な
く
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
な
か
で
「
相
対
的
」
な
強
者
・
弱
者
の
位
置
が
揺
れ

動
く
。
接
触
領
域
の
観
点
か
ら
は
、
日
本
社
会
か
ら
一
方
的
に
抑
圧
さ

れ
る
移
民
と
い
う
構
図
の
み
に
回
収
さ
れ
な
い
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
同
士

の
複
雑
な
構
図
が
み
え
て
く
る
。

　

Ｅ
店
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
例
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
の
構
図
を
示

そ
う
。
事
例
で
は
、
客
で
あ
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
が
ペ
ル
ー
人
ホ
ー
ル
係
の

ス
ペ
イ
ン
語
が
分
か
ら
ず
、「
日
本
語
を
話
せ
」
と
怒
り
ク
レ
ー
ム
を

つ
け
た
。し
か
し
こ
の
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
た
客
は
ブ
ラ
ジ
ル
人
で
あ
り
、

母
語
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
あ
る
。
彼
が
理
解
で
き
な
い
言
語
で
話
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
て
怒
り
を
感
じ
た
の
だ
と
し
た
ら
、「
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

で
話
せ
」
と
主
張
し
た
方
が
自
然
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
彼
は
「
日
本
語

で
話
せ
」
と
主
張
し
た
の
か
。
彼
は
言
語
の
理
解
度
に
基
づ
き
ク
レ
ー

ム
を
つ
け
た
の
で
は
な
く
、「
日
本
で
は
日
本
語
を
話
す
の
が
正
し
く

そ
れ
以
外
の
言
語
を
話
す
の
は
間
違
っ
て
い
る
」
と
い
う
価
値
観
に
基

づ
く
主
張
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
接
触
領
域
に
お
け
る
複
層
的
な
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力
関
係
が
み
て
と
れ
る
。
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
た
ブ
ラ
ジ
ル
人
客
も
つ
け

ら
れ
た
ペ
ル
ー
人
ホ
ー
ル
係
も
、
と
も
に
移
民
と
し
て
日
本
社
会
の
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。
し
か
し
ブ
ラ
ジ
ル
人
客
は
自
身
が
日
系
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
相
手
の
ペ
ル
ー
人⑧
よ
り
も
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
側
に
立
っ
て
い

る
と
判
断
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
近
い
こ
と

は
、
同
じ
く
周
縁
化
さ
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
同
士
の
関
係
に
お
い
て
、

自
身
が
優
位
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
つ
ま
り
彼
の
主

張
に
お
け
る
「
日
本
語
」
は
、
日
本
社
会
に
お
け
る
自
身
の
正
統
性
を

担
保
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
Ｅ
店
で
の
事
例

は
文
化
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
で
も
あ
る
。
ク
レ
ー
ム

を
つ
け
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
客
は
自
ら
を
正
統
的
な
日
本
社
会
の
成
員
と
し

て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
は
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
境
界
を
相
対

的
に
決
定
し
て
い
る
様
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
そ
の

場
に
日
本
人
が
直
接
に
か
か
わ
っ
て
い
な
く
と
も
、
日
本
社
会
は
サ
イ

レ
ン
ト
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
し
て
常
に
参
照
せ
ず
に
は
生
き
て
い
け
な
い

対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　

人
々
は
状
況
に
応
じ
て
複
層
化
し
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
一
部
を
強
化

し
て
優
劣
を
示
す
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
接
触
領
域
で
の
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
関
係
は
均
一
で
は
な
く
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
日
本
社
会

の
存
在
が
意
識
さ
れ
な
が
ら
、
複
雑
な
関
係
を
生
成
し
て
い
る
。

４
・
２　

エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
の
脱
化
と
再
定
位

　

マ
ナ
ー
や
言
語
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
例
に
、
文
化
接
触
の
な

か
で
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
が
強
調
さ
れ
る
例
を
追
っ
て
き
た
。
そ
う

し
た
関
係
の
背
後
に
は
植
民
地
の
宗
主
国
で
あ
り
過
剰
人
口
の
送
り
出

し
国
で
あ
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
存
在
と
し
て
の
日
本
の
歴
史
が
あ
り
、

移
民
と
日
本
社
会
の
非
対
称
な
関
係
は
現
在
の
地
域
の
人
々
に
も
大
き

く
影
響
を
与
え
て
い
る
。
だ
が
文
化
接
触
を
生
き
る
人
々
の
関
係
は
、

こ
う
し
た
外
部
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
規
定
に
基
づ
く

も
の
だ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
力
が
作
用
す
る
場
面
も
多
い
も
の

の
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
に
還
元
で
き
な
い
関
係
も
あ
る
。
食
が
営
ま

れ
る
日
常
世
界
で
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
が
強
化
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
異
な
る
次
元
で
他
者
と
の
関
係
を
形
成
し
よ

う
と
す
る
営
為
も
観
察
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
生
活
レ
ベ
ル
の
実
態

か
ら
共
同
性
が
構
築
さ
れ
る
例
を
分
析
す
る
。

４
・
２
・
１　

エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
の
脱
化

　

ま
ず
エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
の
脱
化
と
呼
び
う
る
よ
う
な
関
係
が
あ
げ
ら

れ
る
。
脱
化
と
は
従
来
の
形
式
か
ら
抜
け
出
し
て
新
し
い
形
式
に
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
。
前
述
の
Ｈ
・
Ｙ
氏
の
作
る
そ
ば
は
、
彼
が
料
理
人

に
な
る
た
め
に
修
業
し
た
沖
縄
県
で
覚
え
た
味
よ
り
も
少
し
濃
い
味
に

し
て
い
る
。
ま
た
彼
の
店
は
も
っ
と
も
簡
単
な
沖
縄
そ
ば
の
場
合
で
は

注
文
後
一
分
で
提
供
さ
れ
、
客
の
滞
在
時
間
は
平
均
し
て
一
五
か
ら

二
〇
分
ほ
ど
（
Ｈ
・
Ｙ
氏
か
ら
の
聞
き
取
り
お
よ
び
筆
者
の
観
察
結
果
）

の
短
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
Ｈ
・
Ｙ
氏
は
自
分
の

店
を
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
で
あ
る
と
称
し
て
い
る
。
店
の
特
徴
は
、
地
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域
の
特
性
と
か
か
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
店
の
沖
縄
そ
ば
は
、
地

域
に
生
き
る
沖
縄
人
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
フ
ー
ド
で
あ
る
と
同
時
に
、
地
元

の
海
岸
に
広
が
る
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
で
働
く
工
場
労
働
者
の
食
で
も
あ
る

か
ら
だ
。
肉
体
労
働
に
従
事
す
る
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
は
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー

に
比
べ
て
大
量
の
カ
ロ
リ
ー
や
塩
分
を
必
要
と
す
る
た
め
、
自
然
と
味

の
濃
い
も
の
を
好
む
よ
う
に
な
る
。
ま
た
工
場
の
ラ
イ
ン
で
の
仕
事
は

集
団
作
業
で
あ
る
た
め
に
時
間
管
理
に
厳
し
く
昼
食
の
時
間
に
関
し
て

も
自
由
度
は
低
い
。
こ
う
し
た
客
層
の
嗜
好
と
要
望
に
対
応
し
て
い
っ

た
結
果
、
店
の
沖
縄
そ
ば
は
濃
厚
な
味
付
け
で
注
文
後
す
ぐ
出
さ
れ
る

フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
沖
縄
系
、
朝
鮮
系
、
南
米
系

の
異
な
る
背
景
を
も
つ
労
働
者
た
ち
が
同
じ
店
で
食
事
を
楽
し
ん
で
お

り
、
食
は
従
来
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
つ
な
が
り
に
加
え
新
し
く
社
会
階
級

に
似
た
関
係
性
を
も
生
み
出
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
を
越
え
て
社
会
階
級
を
反
映
し
た
食
と
し
て
楽

し
ま
れ
て
い
る
食
の
例
は
、
Ｈ
・
Ｙ
氏
の
沖
縄
そ
ば
だ
け
に
限
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
同
地
域
で
ブ
ラ
ジ
ル
料
理
を
提
供
す
る
Ｓ
店
が
あ
る
。
こ

の
店
の
オ
ー
ナ
ー
（
三
十
代
女
性
）
は
石
川
県
出
身
で
ブ
ラ
ジ
ル
に
移

住
し
た
祖
父
を
も
つ
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人
女
性
で
あ
り
、
出
稼
ぎ
で
来
日

し
静
岡
県
熱
海
市
の
旅
館
で
働
い
て
い
た
と
き
に
出
会
っ
た
地
元
の
日

本
人
男
性
と
の
結
婚
を
経
て
、
対
象
地
域
に
移
住
し
た
。
彼
女
の
語
る

と
こ
ろ
で
は
、
Ｓ
店
の
料
理
は
出
身
地
で
あ
る
ア
マ
ゾ
ナ
ス
州
マ
ナ
ウ

ス
の
味
を
伝
え
る
正
統
的
な
ブ
ラ
ジ
ル
料
理
で
あ
り
、
地
元
の
Ｊ
リ
ー

グ
で
活
躍
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
人
サ
ッ
カ
ー
選
手
が
来
店
し
、
店
に
は
選
手

か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
飾
っ
て
あ
る
。
し
か
し
常
連

客
は
同
じ
町
内
に
あ
る
電
気
工
事
店
を
経
営
す
る
沖
縄
出
身
の
社
長
と

従
業
員
た
ち
で
あ
る
。
Ｓ
店
オ
ー
ナ
ー
自
身
沖
縄
の
地
縁
血
縁
を
有
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
店
の
料
理
や
内
装
に
も
沖
縄
の
風
俗
や
雰
囲

気
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
は
な
い
も
の
の
、
彼
女
の
店
は
沖
縄
系
住
民
に

マ
マ
の
店
と
し
て
親
し
ま
れ
、
客
は
仕
事
明
け
の
疲
れ
た
身
体
を
カ
イ

ピ
リ
ー
ニ
ャ⑨
で
癒
し
て
い
る
。

　

沖
縄
そ
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
料
理
が
本
来
想
定
さ
れ
て
い
た
エ
ス
ニ
ッ
ク

境
界
の
外
部
の
成
員
に
も
嗜
ま
れ
て
い
る
。
食
が「
沖
縄
」「
ブ
ラ
ジ
ル
」

と
い
う
文
化
項
目
と
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
で
、
従
来
食
に
よ
っ
て
象
徴

さ
れ
て
い
た
境
界
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
も
の
と
異
な
る
社
会
関
係
を
示
す

も
の
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

４
・
２
・
２　

エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
の
再
定
位

　

同
じ
食
事
を
食
べ
合
う
こ
と
で
つ
な
が
る
と
い
う
食
の
普
遍
性
に
基

づ
き
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
紐
帯
と
は
別
の
関
係
が
形
成
さ
れ
る
一
方
で
、
食

が
営
ま
れ
る
日
常
的
な
生
活
世
界
で
は
自
ら
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
保
持

し
つ
つ
地
域
的
な
共
同
体
意
識
を
形
成
し
て
も
い
る
。

　

前
述
の
Ｈ
・
Ｙ
氏
が
祖
母
か
ら
聞
い
て
い
た
当
時
の
思
い
出
で
は
、

店
を
開
い
た
戦
後
す
ぐ
の
当
時
、
祖
母
は
店
の
客
で
あ
る
沖
縄
出
身
者

た
ち
と
頼
母
子
講⑩
を
し
て
い
た
と
語
る
。

あ
の
人
（
祖
母
）
は
日
本
の
内
地
の
人
嫌
い
だ
な
ー
っ
て
い
う
感
じ
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は
、
す
ご
く
あ
っ
た
ね
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
周
り
沖
縄
の
人
ば
っ
か

り
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
や
っ
ぱ
り
。
そ
の
中
に
入
っ
て
こ
れ
な
い
で

す
よ
、
内
地
の
人
っ
て
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
。
平
気
で
入
っ
て
こ
れ

た
の
は
在
日
の
韓
国
の
人
た
ち
。
そ
う
い
う
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
。

あ
の
人
た
ち
も
や
っ
ぱ
り
頼
母
子
講
や
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
れ
で
仲

良
く
な
っ
て
。
も
う
そ
う
い
う
と
こ
で
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
す
よ
。

そ
れ
と
お
互
い
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
共
通
す
る
も

の
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
す
か
、
意
識
と
し
て
ね
ー
、
や
っ
ぱ
り
、
言

葉
に
し
な
く
て
も
、
や
っ
ぱ
り
な
ん
か
。

 

（
二
〇
〇
九
年
八
月
二
六
日
聞
き
取
り
）

　

頼
母
子
講
は
不
払
い
に
な
る
リ
ス
ク
も
高
い
た
め
参
加
者
は
近
し
い

人
間
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
講
へ
の
参
加
は
彼
女
と
朝
鮮
人
た
ち

の
あ
い
だ
に
濃
密
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー

の
語
り
か
ら
は
被
抑
圧
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
境
遇
を
共
通
項
と
し

た
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
現
在
、
地
元
の
沖
縄
系
住
民
か
ら
構
成
さ
れ
る
鶴
見
沖
縄
県

人
会
は
、
毎
年
九
月
に
地
元
の
小
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
使
用
し
て
運
動

会
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
県
人
会
主
催
の
行
事
で
は
あ
る
が
、
非
会

員
を
含
む
地
域
の
住
民
全
体
に
ポ
ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
を
配
布
し
広
く
参

加
を
呼
び
か
け
て
い
る
。各
競
技
で
参
加
者
の
所
属
を
紹
介
す
る
際
に
、

か
つ
て
は
「
宮
古
郷
友
会
・
某
さ
ん
」
と
県
人
会
を
構
成
す
る
郷
友
会

ご
と
に
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
「
潮
田
町
・
某
さ
ん
」

と
地
元
の
各
町
名
で
も
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
、
運
動
会
の
運
営
自
体
も
県

人
会
所
属
で
な
い
人
々
が
参
加
し
や
す
い
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。結
果
、

同
地
域
に
暮
ら
す
ブ
ラ
ジ
ル
人
、
ペ
ル
ー
人
な
ど
南
米
出
身
者
も
参
加

し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
外
部
の
人
々
を
取
り
込
も
う
と
す
る
工

夫
の
背
後
に
、
県
人
会
会
員
の
高
年
齢
化
や
若
い
世
代
の
県
人
会
離
れ

に
よ
る
人
手
不
足
に
対
処
す
る
事
情
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
こ
う
し
た
エ
ス
ニ
ッ
ク
組
織
の
成
員
に
限
定
さ

れ
た
か
た
ち
で
の
み
人
々
の
関
係
が
続
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
拡
張
は
地
域
の
現
状
を
踏
ま
え
た
上
で
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
頼
母
子
講
の
例
で
み
て
き

た
よ
う
に
、
生
活
世
界
で
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
越
え
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
同

士
の
関
係
が
既
に
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、運
動
会
は
不
自
然
で
な
い
形
で
、

「
沖
縄
の
祭
り
」
か
ら
「（
鶴
見
と
い
う
）
地
域
の
祭
り
」
へ
と
転
換
さ

れ
た
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
開
放
性
は
、
実
際
に
地
域
で
生
き
て
い
る
人
々
に
よ
っ

て
指
摘
さ
れ
て
も
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
Ｊ
・
Ｐ
氏
も
地
域
の
特
性
を

「
鶴
見
は
よ
そ
も
の
に
や
さ
し
い
土
地
」
と
説
明
す
る
。
彼
の
回
想
し

た
沖
縄
人
グ
ル
ー
プ
と
の
ケ
ン
カ
に
つ
い
て
も
「
今
の
若
者
の
ケ
ン
カ

は
す
ぐ
ナ
イ
フ
を
出
し
た
り
し
て
ル
ー
ル
と
い
う
も
の
が
な
い
」
と
い

う
現
在
の
若
者
世
代
に
対
す
る
語
り
と
合
わ
せ
て
語
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
当
時
は
ブ
ロ
ッ
ク
を
使
う
よ
う
な
殴
り
合
い
で
も
限
度
が
わ
か
っ

て
い
る
も
の
だ
っ
た
と
述
懐
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
彼
ら
の
ケ
ン
カ
に
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も
了
解
事
項
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
一
定
の
ル
ー
ル

の
も
と
で
の
対
立
は
、
ケ
ン
カ
と
い
う
形
を
と
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

顔
の
見
え
る
関
係
が
あ
っ
て
こ
そ
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
な
過

程
か
ら
形
成
さ
れ
た
よ
そ
も
の
同
士
が
暮
ら
す
地
域
的
な
つ
な
が
り
の

存
在
を
示
し
て
も
い
る
。

　

対
象
地
域
の
内
部
で
は
、
外
部
の
日
本
社
会
と
は
異
な
る
「
よ
そ
も

の
」
で
あ
る
こ
と
を
共
通
項
と
し
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
境
界
が
維
持
さ

れ
つ
つ
地
域
全
体
の
共
同
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
多
種
多
様
な
移

民
の
混
住
か
ら
始
ま
っ
た
対
象
地
域
特
有
の
歴
史
か
ら
、
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
に
対
す
る
開
放
性
が
形
成
さ
れ
、
オ
ー
ル
ド
カ
マ
ー
の
沖
縄
人
と
朝

鮮
人
の
間
で
相
互
扶
助
的
な
関
係
が
作
ら
れ
、
現
在
の
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー

南
米
人
た
ち
の
受
容
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
関
係
が
形
成
さ
れ
る
と
き
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
境
界
は
排
他
的
な
弁
別
指

標
と
し
て
で
は
な
く
、
同
じ
地
域
に
生
き
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
自

他
を
認
識
す
る
枠
組
み
と
な
り
互
い
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
新
し

く
位
置
づ
け
ら
れ
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

対
象
地
域
の
沖
縄
系
、
朝
鮮
系
、
ブ
ラ
ジ
ル
を
は
じ
め
と
し
た
南
米

系
な
ど
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
に
属
す
る
人
々
は
、
外
部
の
日
本
社
会
か

ら
の
ま
な
ざ
し
に
さ
ら
さ
れ
る
な
か
で
、
状
況
に
応
じ
て
文
化
ヘ
ゲ
モ

ニ
ー
を
め
ぐ
り
衝
突
す
る
と
と
も
に
共
同
的
な
関
係
を
結
ん
で
も
い

る
。
横
浜
市
鶴
見
区
の
多
文
化
混
交
地
域
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
異
な

る
人
々
が
集
ま
り
、
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
に
同
化
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
る
こ
と
を
顕
現
さ
せ
な
が
ら
関
係
が
形
成
さ
れ

る
、
相
対
的
な
自
立
性
を
備
え
た
独
自
の
領
域
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が

確
認
で
き
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
移
民
が
出
会
い
文
化
が
接
触
す
る

な
か
で
生
じ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
、
接
触
領
域
の
食
を
通
し
て
描
写
・

分
析
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
異
な
る
文
化
が
接
触
す
る
中
で
エ
ス
ニ

ッ
ク
境
界
が
「
強
化
」「
脱
化
」「
再
定
位
」
と
い
う
変
容
の
諸
相
を
た

ど
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

注
①
在
日
朝
鮮
人
の
日
本
在
留
者
団
体
。
略
称
は
朝
鮮
総
連
。
一
九
四
五
年

に
結
成
さ
れ
一
九
四
九
年
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
で
解
散
さ
せ
ら
れ
た
在
日

本
朝
鮮
人
連
盟
（
朝
連
）
と
、
そ
の
後
一
九
五
一
年
に
結
成
さ
れ
た
在

日
朝
鮮
統
一
民
主
戦
線
（
民
戦
）
を
前
身
組
織
と
し
て
、
一
九
五
五
年

に
結
成
さ
れ
た
。

　

②
現
在
の
沖
縄
県
沖
縄
市
内
に
あ
る
地
区
。

　

③
一
九
四
五
年
以
降
に
、
ボ
リ
ビ
ア
共
和
国
に
移
住
し
た
沖
縄
県
出
身
者

が
中
心
と
な
っ
て
、
一
九
五
六
年
に
同
共
和
国
サ
ン
タ
ク
ル
ス
県
に
建

設
し
た
開
拓
移
住
地
の
こ
と
。

　

④
こ
の
法
律
の
改
定
に
よ
っ
て
、
海
外
に
住
む
日
系
人
に
特
別
な
ビ
ザ
が

与
え
ら
れ
、
日
系
人
が
日
本
に
合
法
的
に
入
国
し
働
く
こ
と
が
可
能
と

な
っ
た
。

　

⑤
ブ
ラ
ジ
ル
の
代
表
的
な
料
理
。
フ
ェ
イ
ジ
ョ
ン
豆
を
使
っ
た
料
理
を
意

味
す
る
。
豆
と
豚
肉
、
牛
肉
を
煮
込
ん
だ
料
理
。
ブ
ラ
ジ
ル
、
ポ
ル
ト
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ガ
ル
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
な
ど

ポ
ル
ト
ガ
ル
お
よ
び
そ
の
旧
植
民
地
で
食
さ
れ
て
い
る
。

　

⑥
ボ
リ
ビ
ア
料
理
の
一
種
。
牛
肉
と
ト
マ
ト
な
ど
の
野
菜
を
長
時
間
煮
込

ん
だ
も
の
。

　

⑦
二
〇
〇
四
年
製
作
、
二
〇
〇
五
年
一
月
二
二
日
公
開
の
日
本
映
画
。
京

都
に
お
け
る
日
本
人
の
少
年
と
在
日
朝
鮮
人
の
少
女
と
の
間
に
芽
生
え

る
恋
を
中
心
と
し
た
青
春
映
画
。
日
朝
の
高
校
生
た
ち
の
乱
闘
シ
ー
ン

が
有
名
な
青
春
群
像
劇
で
も
あ
る
。

　

⑧
こ
の
ブ
ラ
ジ
ル
人
客
は
会
話
や
外
見
か
ら
ホ
ー
ル
係
を
非
日
系
と
判
断

し
自
己
の
優
越
性
を
示
そ
う
と
し
た
。
た
だ
し
日
本
語
を
解
さ
な
い
日

系
の
南
米
移
民
も
多
く
、
こ
の
ペ
ル
ー
人
も
血
統
的
に
は
日
系
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
自
他
認
識
に
み
ら
れ
る
権
力
関

係
を
分
析
す
る
例
と
し
て
本
事
例
を
取
り
上
げ
た
。

　

⑨
ブ
ラ
ジ
ル
の
伝
統
的
な
カ
ク
テ
ル
の
一
種
。
ブ
ラ
ジ
ル
特
選
の
ス
ピ
リ

ッ
ト
で
あ
る
カ
シ
ャ
ー
サ
を
ベ
ー
ス
に
、
ラ
イ
ム
ジ
ュ
ー
ス
と
砂
糖
を

砕
い
た
氷
と
一
緒
に
シ
ェ
イ
ク
し
て
作
る
。

　

⑩
複
数
の
個
人
や
法
人
が
グ
ル
ー
プ
を
組
織
し
て
一
定
額
の
金
銭
を
払
い

込
み
、
定
期
的
に
一
人
ず
つ
順
番
に
金
銭
の
給
付
を
受
け
取
る
金
融
の

一
形
態
で
あ
る
。
地
域
に
よ
っ
て
、
無
尽
、
頼
母
子
な
ど
と
呼
び
方
や

方
法
が
異
な
り
、
沖
縄
県
や
奄
美
諸
島
に
お
い
て
は
、
模
合
や
寄
合
（
ユ

レ
ー
、
ユ
ー
レ
ー
）
と
も
呼
ば
れ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
、
金
融
機
関

か
ら
融
資
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
た
め
の
相

互
扶
助
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
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史
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一
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都
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一
五
一―
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井
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京
都
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。

横
浜
市
民
局
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、
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〇
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w
w
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本
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術
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興
会
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別
研
究
員
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　In the age of global migration, many multiethnic areas, where migrants from different 

cultures live together, have been produced all over the world. Such areas provide 

contact among various ethnic minorities, which are enabled by micro, local, but rich, 

relationships. However, previous ethnic and migration studies in Japan have generally 

focused on only binary ethnic relations, most notably Korean minority studies. This 

traditional view may have overlooked the multiethnic and multicultural realities of ethnic 

minorities in Japan.
　This paper views such social spaces where multiple cultures mix as the “contact zone” 
(Pratt, 1992)＊. I especially focus on the ethnicities and food in daily life, and describe 

cultural contacts and human relationships in them. This paper is mainly based on 

fieldwork conducted between 2008 and 2011 in Tsurumi Ward, Yokohama City, where 

Okinawan, Korean and Latin Americans coexist due to historical circumstances. In 

this multiethnic area, I conducted interviews in ethnic restaurants and participant 

observations of the ethnic groups.
　This paper presents the complex and tangled relationship among plural ethnic 

minorities discovered as a result of this ethnographic research, which is totally different 

from the binary relationship between the majority and the minority. Ethnic minorities 

of this area clash on cultural hegemony and build community spirit under the pressure 

of the Japanese social gaze. I confirmed that the multiethnic area in Tsurumi Ward 

is a relatively independent zone, where minorities do not assimilate entirely into 

Japanese society, but make full use of their ethnic representations to construct social 

relationships. This paper describes the dynamism which arises from contacts between 

various immigrants and cultures, and by analyzing these contacts, I discover the three 

dimensions of ethnic boundary change: strengthening, defecting, and re-fixing.

＊ Pratt, Mary Louise, 1992, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation, Routledge.


