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異
文
化
共
存

へ
の
試
み

ー

ス
リ
ラ
ン
カ
の
権
限
委
譲
と
言
語
政
策
を
巡
る
議
論
を
事
例
と
し
て
ー

中

山

敬

〈要

旨
〉

ス
リ

ラ
ン
カ

の
少
数
派

民
族

に
自
治
を

与
え

る
権
限
委

譲
や

タ
ミ
ル
語
を
公
用
語
化

す

る
言
語
政
策

を
異
文
化

共
存

へ
の
試
み
と
位
置

づ
け
る
。

ス
リ
ラ

ン
カ

の
民
族
紛
争

を

理
解

す
る

に
は
、

「
シ
ン

ハ
ラ

・
オ

ン
リ
ー
」

の
よ
う
な
少
数

民
族

の
抑

圧
に

つ
な
が

る
政
策

の
考

察
だ
け

で
は
不
十
分

で
あ

る
。

一
九

五
七
年

の
バ

ン
ダ

ラ
ナ
ー
ヤ

カ

・
チ

ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ

ム
合
意

は
、
の
ち
に
撤

回
さ
れ
る
が

、
タ
ミ

ル
語

の
公
用
語
化

と
権
限
委
譲

に

つ
い
て
の
合
意

が
成
さ
れ

て

い

た
。

そ

の
後

タ
ミ

ル
語

に

つ
い
て
は

教
育

、
行
政

、
法

律

の
分

野
に
お

い
て
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
憲
法

の
中

で
認
め
ら
れ

て
い
く
。

一
九
八
七
年

の
憲
法
第
十

三
次

修
正
条

項
に
よ

っ
て
、
タ
ミ

ル
語

の
公

用
語
化

と
権

限
委

譲
が
法
制
化

さ
れ
た
。

し
か
し

、
州
議
会
選
挙

は
行

わ
れ
た
も

の

の
、
実
際

に
は

州
議
会

へ
権
限

が
委

譲
さ

れ

て
い
か

な

い
。
そ

の
理
由

は
州
議
会
業
務

の
実
施
が
申
央

政
府
と

大
統
領

の
意

向

に
左

右
さ
れ

る
よ
う

に
憲
法
第
十

三
次
修

正
条

項
が
定
め
ら
れ

て

い
た
か
ら

で
あ

る
。
現

政
権
も

「民
族

紛
争
」
解
決

の
手
段
と

し
て
権

限
委

譲
を
提

案
し

て

い
る
が

、
武
力

に
よ
る
闘
争

が
続

く
状
況

で
は

、
権
限
委
譲

が
実

施
さ
れ
た
と

し

て
も

「
民
族
紛
争
」
が
終
わ
る
保
証

は
な
い
。

異
文

化
共
存

へ
の
試
み
は

そ
れ
ぞ
れ

の

「
文
化
」

の
主
張

を
認

め
る

こ
と

で
あ
り

、

そ
れ

は
差
異
が
強

調
さ
れ

る
こ
と

で
あ

っ
て
逆

に
対
立
を
招

く

こ
と

に
も

つ
な

が
る
。

し
か
し
、
対
立
す
る

「
文
化
」
が

つ
く
ら
れ

て
き
た
過
程
と
と
も

に
、
「
文
化
」

を
共
存

さ
せ
る
試

み
も
ま
た
文
化

の
問
題

で
あ

る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

文
化

ス
リ
ラ
ン
カ

権
限
委
譲

言
語

共
存
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一
章

異
文
化
共
存
と

い
う
視
点

「私
た
ち
す
べ
て
が
人
種

・
宗
教

・
カ
ー
ス
ト
の
違

い
を
こ
え
て

一
致
団
結

し
、
そ
の
多
様
性
と

い
う
財
産
を
強
さ
に
変
え
て

一
つ
の
国
民
を
つ
く
っ
て
い

く
」
β、〉。
国
民
国
家
が
目
指
す
理
想

と
し
て
こ
れ
以
上
の
言
葉
は
な

い
。
ス
リ

ラ
ン
カ
独
立
五
十
周
年
記
念
式
典

で
の
チ
ャ
ン
ド
リ
カ

・
バ
ン
ダ

ラ
ナ
ー
ヤ

カ

・
ク
マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領

の
こ
の
言
葉
は

「民
族
紛
争
」
解
決

へ
の
意

欲
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
言
葉

の
実
現

へ
向
け
て
は
な
か
な
か
進
ま
な
い
の

が
現
状
で
あ
る
。

そ
の
式
典
は
、

コ
ロ
ン
ボ
郊
外

の
行
政
上
の
首
都
ス
リ
ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ
ー
ナ

プ
ラ

・
コ
ッ
テ
に
あ
る
国
会
議
事
堂

の
前

の
広
場
で
行
わ
れ
た
。
シ
ン
ハ
ラ

人

・
タ
ミ
ル
人

・
ム
ス
リ
ム
の
高
校
生
に
よ
る
シ
ン
ハ
ラ
語

・
タ
ミ
ル
語

・
英

語
に
よ
る
お
互
い
の
融
和
を
誓
う

言
葉
や
各
民
族

・
各
地
方

の
ダ
ン
ス
は
、
ク

マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領
の
い
う

ス
リ
ラ
ン
カ
の
多
様
性
と
そ
の
融
和
を
図
る

姿
勢
を
表
わ
し
て
い
た
。

一
方
で
、
ク
マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領
の
ス
ピ
ー
チ
が
英
語
で
行
わ
れ
た
こ

と
と
イ
ギ
リ
ス
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
皇

太
子
を
主
賓
に
迎
え
た
こ
と
は
式
典
終
了
後

議
論
を
呼
ぶ
と
こ
ろ
と
な
る
。
英
語
は
現
在
の
憲
法
に
よ
れ
ば
シ
ン
ハ
ラ
語
と

タ
ミ
ル
語
を
媒
介
す
る

「リ
ン
ク
語
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

「公
用
訊
巴

で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
は

こ
の
英
語
も
含
め
ス
リ
ラ
ン
カ
社
会
の
様

々

な
面
に
見
て
取
れ
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
は

「民
族
紛
争
」
に
つ
い
て
も

肯
定

・
否
定
の
両
面
で
関
わ
り
を
持

つ
。

そ
し
て
式
典
直
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
ス
リ
ラ
ン
カ
が
現
在
抱
え
る
問
題
を

映
し
出
す
こ
と
と
な
る
。
こ
の
式
典
は
当
初
キ
ャ
ン
デ
ィ
で
行
わ
れ
る
予
定
だ

つ
た
。
キ
ャ
ン
デ
ィ
で
は
新
し
い
競
技
場
の
建
設
が
進
み
町
全
体
は
仏
歯
寺
や

ク
イ
ー
ン
ズ
ホ
テ
ル
か
ら
小
さ
な
店
ま
で
白

一
色
に
塗
り
直
さ
れ
る
作
業
が
進

み
祝
賀
ム
ー
ド
に
包
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
式
典
開
催

一
週
間
前
に
ト
ラ
ッ
ク

が
仏
歯
寺

の
前
で
爆
発
し
開
催
地
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

八
十
年
代
初
頭
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
で
は

「民
族
紛
争
」
が
続
い
て
い
る
。
「民

族
紛
争
」
で
は
な
く
政
府
軍
と
反
政
府
ゲ
リ
ラ
と
の

「戦
争
」
あ
る
い
は

「
テ

ロ
行
為
」
が
あ
る
だ
け
だ
と

い
う
見
方
も
あ
る
。
ま
た

コ
ロ
ン
ボ
で
は

一
九
入

三
年
の

「暴
動
」
あ
る
い
は

「大
虐
殺
」
が
起
こ
っ
た
こ
と
な
ど
信
じ
ら
れ
な

い
ほ
ど
タ
ミ
ル
人
や
ム
ス
リ
ム
が
シ
ン
ハ
ラ
人
と
混
在
し
て
生
活
し
て
い
る
。

し
か
し
実
際
の
生
活
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。

私
の
友
人
で
大
学
に
入
学
す
る
前
に
英
語
を
学
び
に
コ
ロ
ン
ボ
に
来
て
い
た

人
が

い
る
。
あ
る
日
彼
は
大
学
入
学
の
た
め
の
書
類
を
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て

し
ま

っ
た
。
幸
い
に
も
そ
れ
を
み
つ
け
た
人
が
連
絡
を
し
て
く
れ
て
、
そ
の
人

の
家
に
書
類
を
取
り
に
行
く
こ
と
に
な

っ
た
。
バ
ス
に
乗
り
と
な
り
に
乗
り
合

わ
せ
た
人
に
行
き
先
に
つ
い
て
英
語
で
た
ず
ね
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
バ
ス
が

止
ま
り
警
察
官
が
乗
り
込
ん
で
き
た
。
バ
ス
に
は
他
に
英
語
を
話
せ
る
人
が

い

て
そ
の
人
に
通
訳
し
て
も
ら

い
事
情
を
説
明
し
て
も
ら

っ
た
。
そ
の
後
今
度
は

ト
ラ
イ
シ
ョ
ー
で
そ
の
運
転
手
に
英
語
で
書
か
れ
た
住
所
を
示
し
目
的
地
に
向

か

っ
た
。
だ
が
着

い
た
と
こ
ろ
は
警
察
だ

っ
た
。
彼
は
東
部
ア
ン
パ
ラ
地
方
出

身
の
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
ボ
で
は
L
T
T
E

(タ
ミ
ル
国
家
解
放
の
虎
)
の
仕
業
と
さ
れ
る
テ

178



ロ
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
そ
の
た
め

「
テ
ロ
防
止
法
」
と
い
う
法
律
が
あ

っ
て

「怪
し
い
」
と
思
え
る
人
を
何
の
証
拠
が
な
ぐ
て
も
警
察
に
連
行
し

=
疋
機
関
拘

留
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ほ
と
ん
ど
根
拠
の
な
い
違

い
を
タ
ミ
ル
人
の
特
徴
と

思

い
込
ん
で
い
る
人
は
多

い
が
、
実

際
に
は
タ
ミ
ル
人
も
ム
ス
リ
ム
も
外
見
上

シ
ン
ハ
ラ
人
と
違

い
が
な
い
の
で
、
言
葉
は
そ
の
違

い
を
判
断
す
る

一
つ
の
材

料
と
な
る
。
ほ
と
ん
ど
の
ム
ス
リ
ム
も
タ
ミ
ル
語
が
母
語
で
あ
る
。

コ
ロ
ン
ボ

で
生
活
す
る
タ
ミ
ル
人
や
ム
ス
リ
ム
と
違

い
、
地
方
で
タ
ミ
ル
人
や
ム
ス
リ
ム

の
村
で
生
活
し
て
い
る
人
は
あ
ま
り

シ
ン
ハ
ラ
語
を
話
せ
な
い
。
前
述
の
彼
も

シ
ン
ハ
ラ
語
を
話
さ
な
い
た
め
に

「怪
し
い
」
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

ご
く
普
通
の
生
活
が
コ
ロ
ン
ボ
で
は
あ
た
り
ま
え
で
は
な
く
な
る
。
公
衆
電

話
に
電
話
を
か
け
に
行
き
話
し
中
だ

っ
た
の
で
三
回
同
じ
公
衆
電
話
に
行
く
と

警
察
に
連
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が

タ
ミ
ル
人
に
は
起
こ
る
。
「
テ
ロ
行
為
」
あ

る
い
は

「戦
争
」
と
位
置
づ
け
た
と
し
て
も
、
「民
族
紛
争
」
と
い
う
と
き
と
同

じ
よ
う
に

「文
化
」
の
問
題
に
触
れ
な

い
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ
る
。
と

い
う
よ
り
ス
リ
ラ
ン
カ
の
よ
う
に
多
様
な
社
会
だ
と

「文
化
」
に
触
れ
る
0
は

容
易
で
あ
る
。
ど
こ
に
で
も

「文
化
」
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
文
化

の
問
題
は
そ
の
よ
う
な

「文
化
」
だ
け
を
扱

い
そ
の
対
立
を
み
る
だ
け
に
は
と

ど
ま
ら
な

い
。

ス
リ
ラ
ン
カ
の

「民
族
紛
争
」
を
扱
う
議
論
は
、
シ
ン
ハ
ラ
語
だ
け
を
公
用

語
と
す
る

「
シ
ン
ハ
ラ

・
オ
ン
リ
ー
」
な
ど
、
そ
の
意
図
が
何
で
あ
れ
結
果
的

に
少
数
民
族
を
差
別
す
る
こ
と
に

つ
な
が
る
政
策
に
の
み
言
及
す
る
こ
と
が
多

い
。
し
か
し
単
に
少
数
民
族
を
抑
圧
す
る
政
策
だ
け
で
な
く
、
少
数
民
族
に
配

慮
し
た
政
策
も
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
タ
ミ
ル
語
は
現
在
で
は
法
律
上
シ
ン
ハ
ラ

語
と
同
じ
く
公
用
語
と
な

っ
て
い
て
、
タ
ミ
ル
人
が
多
く
居
住
す
る
北
部
州
お

よ
び
、
タ
ミ
ル
人
と
ム
ス
リ
ム
が
多
数
を
占
め
る
東
部
州
で
は
、
そ
の
行
政
手

続
き
を
タ
ミ
ル
語
で
行
な
え
る
こ
と
が
法
律
に
よ

っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九
九
四
年
以
来
政
権
に
つ
い
て
い
る
ク
マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領
率

い
る

人
民
連
合
は
、

}
九
九
七
年
十
月
権
限
委
譲
を
含
む
憲
法
改
正
の
た
め
の
草
案

を
公
表
し
た
。
提
案
さ
れ
て
い
る
権
限
委
譲
と
は
、
現
在
の
州
を
基
準
に
し
て

八
あ
る
い
は
九
の

「地
域
」
に
そ
れ
ぞ
れ

「地
域
議
会
」
を
設
置
し
、
委
譲
す

る
権
限
を
定
め
て
あ
る
程
度
の
地
方
自
治
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
形
式
上
す

べ
て
の

「地
域
」
に
自
治
を
認
め
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
目
的
は
少

数
民
族
が
多
数
を
占
め
る
北
部

・
東
部
地
方
に
少
数
民
族
に
よ
る
自
治
を
認
め

る
こ
と
に
あ
る
。
「地
域
」
が
入
あ
る
い
は
九
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
多
数
派
少

数
民
族
タ
ミ
ル
人
は

「北
部
地
域
」
と

「東
部
地
域
」
を
統
合
し
て

一
つ
の

「地
域
」
と
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
が
、
「東
部
地
域
」
は
少
数
派
少
数
民

族
で
あ
る
ム
ス
リ
ム
が
多
く
居
住
し
て
い
る
こ
と
と

「東
部
地
域
」
で
は
少
数

派
に
な
る
シ
ン
ハ
ラ
人
に
配
慮
し
て
、
そ
の

「東
部
地
域
」
の
統
合

・
分
離
は

「東
部
地
域
」
の
住
民
投
票
に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
権
限
に
つ
い
て
は
中
央
政
府
が
行
使
す
る

「保
留
リ
ス
ト
」
と

「地
域
議

会
」
に
委
譲
さ
れ
る

「地
域
リ
ス
ト
」
に
分
け
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
「地
域
リ

ス
ト
」
に
は
中
央
政
府
の
方
針
に
反
し
な
い
範
囲
で
は
あ
る
が
、
「地
域
」
自
前

の
警
察
を
持
て
る
こ
と
や
外
国
か
ら
の
直
接
投
資
や
援
助
を

「地
域
」
が
直
接

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
含
む
六
十
四
の
項
目
が
あ
る
。
(2)

こ
の
権
限
委
譲
と
い
う
政
策
は
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お

い
て
新
し

い
も
の
で
は
な

い
。
二
章
で
見
る
よ
う
に

一
九
五
七
年
の
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ

・
チ

ェ
ル
ワ
ナ

異文化共存への試み179



ー
ヤ
ガ
ム
合
意
の
な
か
に
そ
の
骨
子
は
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
三
章
で

見
る
よ
う
に

一
九
入
七
年
に
は
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
と
し
て
法
制
化
さ
れ

て
も

い
る
。

こ
の
よ
う
な
政
策
に
触
れ
ず
に
、
そ
の
理
由
ど
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て

も
少
数
民
族
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
な
る
政
策
の
み
を

「民
族
紛
争
」
に
結
び
つ

け
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
激
し
く
な
り
終
り

の
見
え
な

い

「民
族
紛
争
」
を
理
解
す
る
に
は
、
言
語
政
策
や
権
限
委
譲
の
よ
う
な
少
数
民
族

に
配
慮
し
た
政
策
の
内
容
と
そ
の
扱
わ
れ
方
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

権
限
委
譲
の
よ
う
な

「「文
化
」
を
視
野
に
い
れ
た
政
治
的
公
正
の
政
策
に
お
い

て
は
、
ま
ず

こ
れ
ま
で
の
不
公
正
を
是
正
す
る
目
的
で
、
少
数
者
の
権
利
を
守

り
、
尊
重
す
る
こ
と
を
行
う
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
少
数
者
に
は
特
権

(
い
わ

ゆ
る
逆
差
別
)
が
与
え
ら
れ
る
。
多
数
派
は
そ
れ
に
不
満
を
持

つ
こ
と
が
多
く
、

ま
た
少
数
派
が
社
会
の
な
か
に
文
化
上
の
囲
い
地
を

つ
く

っ
て
し
ま
う
こ
と
に

違
和
感
を
も
つ
」
(、
)。
こ
の
権
限
委

譲
に
よ

っ
て
タ
ミ
ル
人
に
よ
る
北
部

・
東

部
地
方

の
自
治
を
認
め
れ
ば
タ
ミ
ル
国
家
独
立
に
つ
な
が
る
、
あ
る
い
は
タ
ミ

ル
人
や
ム
ス
リ
ム
は

コ
ロ
ン
ボ
に
自
由
に
住
め
る
の
に
わ
れ
わ
れ
シ
ン
ハ
ラ
人

は
北
部

・
東
部
地
方
に
住
め
な
く
な
る
、
な
ど
の
声
は
極
端
な
意
見
で
は
な
く

一
般

の
多
く
の
シ
ン
ハ
ラ
人
か
ら
も
良
く
聞
か
れ
る
意
見
で
あ
る
。
そ
し
て
選

挙
制
度
に
よ
る
民
主
的
国
家
で
あ

る
限
り
多
数
派
の
シ
ン
ハ
ラ
人
の
不
満
も
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
こ
と
が
結
果
的
に
少
数
民
族
を
抑
圧
す
る
こ

と
に
も

つ
な
が
る
。

理
想
に
向
か
う
希
望
を
与
え
る
と
同
時
に
対
立
を
招
く
可
能
性
を
見
る
こ
と

が
で
き
る
視
点
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
あ
い
矛
盾
す
る
事
柄
を

同
時
に
扱
う
こ
と
の
で
き
る

「異
文
化
共
存
」
と

い
う
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。ク

マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領
は
独
立
五
十
周
年
記
念
式
典
の
ス
ピ
ー
チ
に
お

い
て
、
「私
た
ち
は
必
須
課
題
と
も

い
え
る
国
民
づ
く
り
に
失
敗
し
て
き
た
」

(、}と
も
述
べ
て
い
る
。
冒
頭
で
の
言
葉
と
も
考

κ
合
わ
せ
る
と
、
「国
民
国
家
」

モ
デ
ル
し
か
な
い
現
在
の
状
況
で

「国
家
」
の
あ
る
べ
き
姿
を
支
え
る

「国
民
」

を
何
と
か
つ
く
ろ
う
と
す
る
試
み
か
ら
く
る
言
葉
で
あ
る
と

い
え
る
。
し
か
し
、

「国
民
」
と
し
て
の
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
多
様
な
文
化
に
お
く
の
は
容

易
で
は
な
い
。
「戦
争
」
が
あ
り
街
の
な
か
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ

ン
ト
が
あ
り
、
生
活
の
な
か
で
つ
ね
に
タ
ミ
ル
か
シ
ン
ハ
ラ
か
と
問
わ
れ
る
こ

と
が
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
多
様
な
方
向

で
は
な

く
よ
り
自
分
の
う
ち
に
閉
じ
こ
も
る
。
「多
様
性
を
財
産
」
に
か
え
る
の
は
口
で

言
う
ほ
ど
容
易
で
は
な

い
。

一
つ
の

「文
化
」
を
国
家

の
支
配
的

「文
化
」
と

か
え
て
い
く
の
で
は
な
く
、
多
様
な

「文
化
」
を
共
存
さ
せ
て
い
く
試
み
に
は
、

そ
の
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
も
歴
史
と
し
て
も
参
照
で
き
る
モ
デ
ル
が

「国
民
国
家
」
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の

「文
化
」
に
妥
協
を
迫
る
こ

と
は
、
少
数
派
に
も
多
数
派
に
も
差
別
と
感
じ
ら
れ
、
社
会
正
義

の
拡
大
と
し

て
は
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
い
。

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は
植
民
地
か
ら
の
独
立
以
来
、
言
語
問
題
と
な
ら
ん
で
権
限

委
譲
が
絶
え
ず
政
治
の
議
題
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
間
に
は
、
二
章
で
検
討
し

て
い
く
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ

・
チ

ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
合
意

の
タ
ミ
ル
側
の
代

表
で
あ
る
チ
ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
が
、
ス
リ
ラ
ン
カ
自
由
党
政
権
が
タ
ミ
ル
語

の
公
用
語
化
や
権
限
委
譲
の
実
施
に
そ
の
合
意
後
積
極
的
な
姿
勢
を
示
さ
な
い
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た
め
に
、
そ
の
政
策
実
施
を
約
束

す
る
国
民
統

一
党
の
支
持
に
ま
わ
る
な
ど
、

「異
文
化
共
存
」
を
目
指
す
ば
ず
の
政
策
が
政
争
の
道
具
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き

た
面
も
あ
る
。

ス
リ
ラ
ン
カ
の
曲豆
か
な
多
様
性
と
そ
れ
故
の
難
し
さ
が
見
て
と
れ
る
視
点

つ

ま
り

「異
文
化
共
存
」
と

い
う
視
点

が
な
け
れ
ば
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の

「民
族
紛

争
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
章

バ

ン
ダ
ラ
ナ

ー
ヤ

カ

・
チ

ェ
ル
ワ
ナ

ー
ヤ
ガ

ム
合
意

バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ

・
チ

ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
合
意
は

一
九
五
七
年
七
月
ス

リ
ラ
ン
カ
自
由
党
党
首
で
首
相
の
ω
≒

・園
●U
・バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
と
タ
ミ
ル
政

党
の

一
つ
で
あ
る
連
邦
党
党
首
G。
9
<
.チ
ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
と
の
問
で
結
ば
れ

た
。ω

・を
・カ
・U
・バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
は
現
大
統
領
の
ク
マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領

の
父
親
に
あ
た
る
。
現
在
政
権
に
つ
い
て
い
る
人
民
連
合
の
中
心
政
党
で
あ
る

ス
リ
ラ
ン
カ
自
由
党

の
創
始
者

で
も
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
ス
リ
ラ
ン
カ
自
由

党
と
と
も
に
ス
リ
ラ
ン
カ
で
二
大
政
党
を
形
成
す
る
国
民
統

一
党
に
所
属
し
て

い
た
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
学
び
独
立
以
前
か
ら
政
治
の
表
舞
台
で
活
躍
し
、

そ
の
頃
か
ら
独
立
後
は
連
邦
制
国
家

と
す
る
こ
と
を
構
想
し
て
い
た
が
、
そ
の

た
め
に
国
民
統

一
党
内
部

の
権
力
争

い
に
や
ぶ
れ
ス
リ
ラ
ン
カ
自
由
党
を

つ
く

っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

一
方
で
独

立
前

の

一
九
四
五
年
タ
ミ
ル
語
の
公
用
語

化
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
た

「
国
家
委
員
会
」
で
は
、
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
は

賛
成
票
を
投
ず
る
こ
と
を
せ
ず
棄
権
す
る
と
い
う
態
度
を
示
し
て
い
る

(,)。
そ

の
後
仏
教
僧
の
支
援
と
ポ
ピ

ュ
リ
ズ
ム
的
要
素
を
伴

っ
て

一
九
五
六
年

の
総
選

挙
で
勝
利
を
収
め
首
相
に
就
任
す
る
。
そ
し
て
シ
ン
ハ
ラ
語
の
み
を
公
用
語
と

す
る
公
用
語
法
を
制
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の

「シ
ン
ハ
ラ

・

オ
ン
リ
ー
」
と
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
多

い
が
、
「シ

、

ン
ハ
ラ

・
オ
ン
リ
ー
」
は
国
民
統

一
党
の
主
張
で
も
あ
り
そ
の
当
時

の
大
勢
で

あ

っ
た
と
も
い
え
る
。

一
方
も
う

一
人
の
当
事
者
ω
q
・<
・チ
ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
も
は
じ
め
セ
イ
ロ
ン

タ
ミ
ル
議
会
に
属
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
新
た
に
連
邦
党
を

つ
く
り
そ
の
党
首

と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
チ
ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
が
徐
々
に
ナ
シ
ョ
ナ
ー2

ス
ト
色
を
強
め
、
そ
の
分
離
主
義
的
な
主
張
を
認
め
ら
れ
な
い
セ
イ

ロ
ン
タ
ミ

ル
議
会
と
の
あ

つ
れ
き
が
生
ま
れ
た
こ
と
に
よ
る
。
「連
邦
党
」
と
は
英
語
の
訳

で
あ
る
が
タ
ミ
ル
語
の
政
党
名
は

「タ
ミ
ル
王
国
党
」
あ
る
い
は

「タ
ミ
ル
国

家
党
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
チ

ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
的
な
姿
勢
が
は
じ
め
か
ら
タ
ミ
ル
人
の
問
で
支
持
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。

一
九
四
七
年
セ
イ
ロ
ン
タ
ミ
ル
議
会
か
ら
立
候
補
し
て
勝
利
を
得
た
と
き

と
ま

っ
た
く
同
じ
選
挙
区
で
、
連
邦
党
の
候
補
と
し
て
戦

っ
た

一
九
五
二
年

の

選
挙
で
は
国
民
統

一
党
の
タ
ミ
ル
人
候
補
者
に
敗
れ
て
い
る
。
そ
の
流
れ
が
変

わ

っ
た
の
は

一
九
五
六
年

の
公
用
語
法
で
シ
ン
ハ
ラ
語
の
み
が
公
用
語
と
さ
れ

た
と
き
か
ら
で
そ
れ
以
降
急
速
に
支
持
を
集
め
て
い
っ
た
。

公
用
語
法
に
は
、
シ
ン
ハ
ラ
語
が
セ
イ
ロ
ン
の
公
用
語
で
あ
る
こ
と
を
定
め
、

但
し
書
き
と
し
て
い
か
な
る
公
務
目
的
に
も
シ
ン
ハ
ラ
語
の
み
が
使
わ
れ
、
そ

の
た
め
の
必
要
な
措
置
を

一
九
六
〇
年
の
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
に
行
う
が
、

そ
の
措
置
が
取
ら
れ
る
ま
で
は
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
い
た

一
つ
の
言
語
あ
る
い
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は
複
数
の
言
語
を
使
う
こ
と
が
で
き

る
と
さ
れ
て
い
る
。
独
立
後

つ
く
ら
れ
た

当
時
の
憲
法
に
は
言
語
に
関
す
る
決
ま
り
に
つ
い
て
は
何
も
な
く
、
英
語
や
タ

ミ
ル
語
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
こ
の
公
用
語
法

の
但
し
書
き
を
見
て
も
分
か

る
が
、
そ
れ
を
五
年
以
内
に
す
べ
て
シ
ン
ハ
ラ
語
に
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

(・b

げ

チ
ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
を
中
心
と
す
る
タ
ミ
ル
政
治
家
は
そ
の
公
用
語
法
案

へ
の
抗
議
と
し
て
、
法
案
が
議
論
さ
れ
て
い
る
国
会
の
前
で

「サ
ッ
テ
ィ
ヤ
グ

ラ
バ
」
と
呼
ば
れ
る

ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
な

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対

し
て
タ
ミ
ル
人

へ
の
暴
動
が
起
き
る
。
そ
れ
ら
の
こ
と
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て

バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ

・
チ
ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
合
意

(以
下
B
レ
C
合
意
)
は

生
ま
れ
る
。

合
意
書
に
は
ま
ず
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
首
相
は
連
邦
制
憲
法
つ
ま
り
地
域
の

自
治
の
た
め
の
議
論
や
公
用
語
法
を
撤
回
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
そ
の
年
の
五
月
に
政
府
草
案

と
し
て
提
出
し
た
地
域
議
会
法
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
連
邦
党

の
要
求
に
見
合
う
方
策
を
探
る
と
あ
り
、
こ
れ
が
こ
の

合
意
が
行
わ
れ
る
条
件
と
な
る
。
,̂
〉

言
語
問
題
に
関
し
て
連
邦
党
は
タ
ミ
ル
語
と
シ
ン
ハ
ラ
語
に
同
等
の
位
置
づ

け
を
す
る
よ
う
求
め
て
い
た
が
、

タ
ミ
ル
語
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
と
認
め
北
部

州

・
東
部
州
の
行
政
は
タ
ミ
ル
語

で
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
で
合
意
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
の
法
案
は
タ
ミ
ル
語
を
セ
イ

ロ
ン
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
少
数
派

語
と
認
め
る
こ
と
を
明
記
し
、
公
用
語
法
に
違
反
し
な

い
範
囲
で
北
部
州

・
東

部
州
の
行
政
は
タ
ミ
ル
語
を
使
う

こ
と
が
で
き
る
が
、
北
部
州

・
東
部
州
で
少

数
派
で
あ
る
非
タ
ミ
ル
語
話
者
に
対
し
て
も
必
要
な
条
項
を

つ
く
る
と
さ
れ
て

い
る
Q
(、〉

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
と
は
分
か
り
に
く
い
言
葉
で
あ
る
。
そ
の

「ナ
シ
ョ
ナ

ル
」
と
い
う
言
葉
の
も
.つ
あ

い
ま

い
な
意
味
が
逆
に
利
用
さ
れ
て
、
実
際
に

一

九
七
入
年
の
憲
法
で
は
こ
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。

一
九
七
八
年
憲
法
四
章

十
八
条
、
ス
リ
ラ
ン
カ
の
公
用
語
は
シ
ン
ハ
ラ
語
で
あ
る
、
十
九
条
、
ス
リ
ラ

ン
カ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
言
語
は
シ
ン
ハ
ラ
語
と
タ
ミ
ル
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

定
め
ら
れ
た

「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
と
い
う
と
、

例
え
ば
教
育
に
関
す
る
条
項
で
は
、
だ
れ
で
も
が

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
の
う
ち

ど
ち
ら
か
の
言
語
で
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
し
て
大
学
教
育
に
お

い
て
も
原
則
と
し
て
そ
れ
ま
で
教
育
を
受
け
て
き
た

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
で
教

育
が
受
け
ら
れ
る
コ
ー
ス
を
設
け
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
教
育
に
関

し
て
の
条
項
は
言
語
に
関
し
て

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
て
、

教
育
に
関
し
て
は
シ
ン
ハ
ラ
語
も
タ
ミ
ル
語
も
同
等
の
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
国
会
議
員
お
よ
び
地
方
行
政
機
関
の
職
員
も

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」

を
使

っ
て
そ
の
義
務
と
職
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
権
利
を
有
す
る
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
(、)
「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
と
は

「公
用
語
」
で
は
な
い

が
、
「民
族
」
の
言
語
で
あ
る
こ
と
を

「国
家
」
が
認
め
る
と
い
う
意
味
に
よ
み

と
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
B
i
C
合
意
は
撤
回
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
言
語
問
題
に
関

し
て
は
ま
ず

一
九
五
八
年
に
タ
ミ
ル
語

(特
別
条
項
)
法
令
が
制
定
さ
れ
、
そ

の
後
タ
ミ
ル
語
の
使
用
に
つ
い
て
定
め
る
法
律
が

つ
く
ら
れ
て
い
く
。
こ
の
タ

ミ
ル
語

(特
別
条
項
)
法
令
に
は
、
教
育
、
公
務
員
試
験
、
役
所
か
ら
の
通
知
、

北
部
州

・
東
部
州
で
の
行
政
機
関
に
お

い
て
タ
ミ
ル
語
の
使
用
さ
れ
る
範
囲
が
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定
め
ら
れ
て
い
る
。
高
校
ま
で
は
政
府
あ
る
い
は
政
府
か
ら
補
助
を
受
け
て
い

る
学
校
で
タ
ミ
ル
語
で
授
業
を
受
け
る
権
利
が
与
え
ら
れ
、
大
学
に
お
い
て
も

そ
れ
ま
で
の
教
育
課
程
で
タ
ミ
ル
語
で
授
業
を
受
け
て
き
た
生
徒
は
ひ
き

つ
づ

き
タ
ミ
ル
語
で
授
業
が
受
け
ら
れ

る
。
公
務
員
試
験
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で

の
教
育
課
程
で
タ
ミ
ル
語
で
授
業
を
受
け
て
き
て
い
て
セ
イ
ロ
ン
の
公
用
語
に

関
す
る
十
分
な
知
識
を
持
ち
、
公
務
に
つ
く
こ
と
が
許
可
さ
れ
た
後

一
定
期
間

に
そ
の
知
識
を
得
る
と

い
う
条
件
を
満
た
せ
ば
、
タ
ミ
ル
語
で
試
験
を
受
け
ら

れ
る
。

一
般
の
人
は
役
所
か
ら
の
通
知
を
タ
ミ
ル
語
の
文
書
で
受
け
と
れ
、
役

人
も
他
の
役
所
か
ら
の
通
知
を
タ

ミ
ル
語
の
文
書
で
受
け
と
れ
る
。
北
部
州
お

よ
び
東
部
州
の
行
政
業
務
は
公
用
語
法
に
違
反
し
な
い
範
囲
で
規
定
の
行
政
目

的
に
つ
い
て
タ
ミ
ル
語
の
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
法
令
の

条
項
六
に
は
担
当
大
臣
が
こ
の
法
令
の
原
則
と
条
項
を
実
施
に
う

つ
す
た
め
の

条
例
を
つ
く
る
と
さ
れ
て
い
て
、
実
際
に
条
例
が
つ
く
ら
れ
こ
の
法
令
が
施
行

さ
れ
る
の
は

一
九
六
六
年
に
な
る
。
り̂

一
九
七
二
年
に
改
正
さ
れ
た
憲
法

で
は
、
三
章
と
し
て
独
立
し
た
言
語
の
章

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か

で
タ
ミ
ル
語
の
使
用
は

一
九
五
八
年
の
タ
ミ

ル
語

(特
別
条
項
)
法
令
に
準
ず
る
と
あ
る
が
、
新
た
に
法
と
裁
判
に
関
し
て

タ
ミ
ル
語
の
使
用
範
囲
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
新
た
な
条
項
に
は
、
す

べ
て
の
法
律
は
シ
ン
ハ
ラ
語
で
制
宀
疋
さ
れ
る
が
、
そ
の
制
定
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る

法
律
は
タ
ミ
ル
語
に
翻
訳
さ
れ
る
と
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
そ

の
訴
え
、
手
続
き
、
判
決
、
記
録
は
シ
ン
ハ
ラ
語
が
使
わ
れ
る
と
す
る

一
方
で
、

北
部
州

・
東
部
州
で
は
他
の
方
法

が
と
ら
れ
タ
ミ
ル
語
の
通
訳
や
翻
訳
が
利
用

で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
n
)

前
述
し
た
よ
う
に

一
九
七
八
年
に
改
正
さ
れ
た
憲
法
で
も
、
四
章
と
し
て
言

語
の
章
が
あ
り
、
ま
ず
シ
ン
ハ
ラ
語
と
タ
ミ
ル
語
が

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
と
定

め
ら
、
教
育
機
関
や
国
会
や
地
方
行
政
機
関
の
職
務
に
使
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
「ナ
シ
ョ
ナ
ル
証巴

と
い
う
言
葉
は
そ
の
ほ
か
の
条
項
に
も
使
わ
れ

「
ナ
シ

ョ
ナ
ル
語
」
の
役
割
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
法
に
関
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
法

は

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
で
あ
る
シ
ン
ハ
ラ
語
と
タ
ミ
ル
語

の
両
方
で
制
定

・
公

布
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
英
語
に
翻
訳
さ
れ
る
。
行
政
機
関
お
よ
び
裁
判
所
に
お
い

て
も
、
ま
ず
公
用
語
が
ス
リ
ラ
ン
カ
に
お
け
る
行
政
機
関
お
よ
び
裁
判
所
の
言

語
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
た
あ
と
、
但
し
書
き
に
は
タ
ミ
ル
語
は
北
部
州
お
よ
び

東
部
州
に
お
け
る
行
政
機
関
お
よ
び
裁
判
所
の
公
文
書
の
記
録

の
保
持
と
あ
ら

ゆ
る
業
務
の
手
続
き
を
行
な
う
言
語
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
北
部
州

・
東
部
州
に
限
ら
ず
ど
の
州
に
お
い
て
も

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」

で
書
か
れ
た
役
所
か
ら
の
通
知
や
手
続
き
上
の
用
紙
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
が
あ
る
。
北
部
州

・
東
部
州
は

「ナ
シ
ョ
ナ
ル
語
」
で
他
の
行
政
機
関
と
の

連
絡
業
務
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
、
官
報
と
公
文
書
も
す
べ
て

「ナ
シ
ョ
ナ
ル

語
」
で
あ
る
シ
ン
ハ
ラ
語
と
タ
ミ
ル
語
の
両
方
で
公
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
な

ど
、
タ
ミ
ル
語
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
細
か
く
明
確
に
法
制
化
さ
れ
て
い
く
。

へ
12

)

次
ぎ
に
権
限
委
譲
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
B
i
C
合
意

の
土
台
と
な

っ
た
地

域
議
会
法
草
案
と
は
、
植
民
地
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
九

つ
の
州
に
代
わ
り
新
た

な
行
政
区
と
な
る
二
十
二
の
区
域
を

つ
く
り
、
そ
の
区
域
を
も
と
に

一
つ
あ
る

い
は
幾
つ
か
の
区
域
を
統
合
し
て
地
域
議
会
を

つ
く
り

=
疋
の
権
限
を
認
め
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
地
域
議
会
が
行
う
業
務
は
住
民
の
福
祉
、
災
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害
救
助
、
農
村
開
発
、
水
資
源
の
調
査
や
貯
水
池
な
ど
の
開
発
と
維
持
に
つ
い

て
中
央
政
府
と
協
力
す
る
と

い
う
内
容
が
主
な
も

の
で
、
当
該
地
域
に
お
い
て

担
当
大
臣
の
承
認
の
も
と
徴
税
業
務
を
行
え
る
と
あ
る
ほ
か
は
、
地
域
議
会
に

与
え
ら
れ
る
権
限
は
担
当
大
臣
が
順
次
定
め
て
い
く
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
爵

一
方
合
意
書
で
は
、
地
域
議
会

に
委
譲
さ
れ
る
権
限
は
農
業
、
協
同
組
合
、

土
地
と
土
地
開
発
、
植
民
、
教
育
、
医
療
、
工
業
、
漁
業
、
住
宅
、
社
会
事
業
、

電
気
、
灌
漑
計
画
、
道
路
を
含
む
と
そ
の
権
限
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
地

域
議
会
は
徴
税
と
負
債
に
つ
い
て

の
権
限
を
持
ち
、
地
域
議
会
は
中
央
政
府
か

ら
補
助
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
〔罵)

植
民
に
つ
い
て
は
と
く
に

一
項

設
け
ら
れ
て
い
る
。
植
民
計
画
に
つ
い
て
地

域
議
会
は
そ
の
地
域
内
の
土
地
を
誰
に
譲
渡
す
る
か
に

つ
い
て
の
権
限
と
、
そ

の
計
画
の
仕
事
に
雇
う
人
を
選
ぶ
権
限
が
与
え
ら
れ
る
が
、
現
在
ガ
ル
川
局
に

よ

っ
て
管
理
さ
れ
て
い
る
地
域
の
植
民
に
つ
い
て
は
考
慮
が
必
要
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
政
府
の
行

っ
て
き
た
植
民
事
業
の
大
部
分
は
北
部
州

・

東
部
州
内
で
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
合
意
に
よ
っ
て
実
質
上
植
民
事
業
が
タ
ミ

ル
人
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
現
在
ガ
ル
川
局
に
よ

っ
て
管
理
さ
れ

て
い
る
地
域
の
植
民
に
つ
い
て
考
慮
が
必
要
と
あ
る
の
は
、
す
で
に
そ
の
地
域

に
居
住
あ
る

い
は
働

い
て
い
る
東
部
州
で
少
数
派
に
な
る
シ
ン
ハ
ラ
人

へ
の
配

慮
で
あ
る
。
(些

ま
た
、
北
部
州
を

一
つ
の
地
域
と
す
る

一
方
東
部
州
は
二
つ
な
い
し
そ
れ
以

上
の
地
域
と
す
る
こ
と
は
、
ま
ず

北
部
州

・
東
部
州
で
タ
ミ
ル
人
の
地
域
議
会

を

つ
く
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ

の
上
で
州
の
境
界
を
越
え
て
二
つ
な

い
し
そ

れ
以
上
の
区
域
か
ら

一
つ
の
地
域

議
会
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
と
く
に
東
部
州
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
な
る
シ
ン
ハ
ラ
人
と
ム
ス
リ

ム
に
も
地
域
議
会
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
。
(馬
)
こ
の
東
部
州
の

地
域
議
会
に
お
い
て
少
数
派
と
な
る
シ
ン
ハ
ラ
人
と
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
配
慮

は
現
在
政
府
が
提
案
し
て
い
る
地
方
権
限
委
譲
案
の
な
か
で
も
よ
り
洗
練
さ
れ

た
か
た
ち
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

連
邦
党
は
こ
の
B
I
C
合
意
に
対
し
て

一
定
の
評
価
を
与
え

て
い
る
。
党
の

主
張
で
あ
る
連
邦
制
や
タ
ミ
ル
語
を
シ
ン
ハ
ラ
語
と
同
じ
く
公
用
語
に
す
る
こ

と
は
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
そ
の
主
張
の
実
現
へ
向
け
て
の
契
機
と
位
置
づ

け
て
い
た
。
ま
た
多
く
の
タ
ミ
ル
人
も
こ
の
合
意
を
支
持
し
て
い
た
。
タ
ミ
ル

人
に
よ
る
B
i
C
合
意
の
受
入
れ
方
は
好
意
的
か
つ
熱
狂
的
で
こ
の
合
意
を
非

難
す
る
政
治
家
が
襲
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

っ
た
と
い
う
。
曾

こ
の
よ
う
に
タ
ミ
ル
人
か
ら
の
支
持
は
あ

っ
た
が
、
野
党
国
民
統

一
党
か
ら

だ
け
で
な
く
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
が
選
挙
で
勝
利
を
収
め
た
と
き

の
支
持
母
体

で
あ
る
仏
教
僧
か
ら
の
批
判
も
高
ま

っ
て
い
く
。
タ
ミ
ル
語
を
北
部
州

・
東
部

州
の
行
政
に
お
い
て
使
う
こ
と
を
許
す
こ
と
は
、
「シ
ン
ハ
ラ

・
オ
ン
リ
ー
」
政

策
を
無
効
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
B
i
C
合
意
に
よ
る
タ
ミ
ル
人

へ
の
権
限
委

譲
は
中
央
政
府
の
権
限
が
損
な
わ
れ
タ
ミ
ル
国
家
独
立

へ
向
け
て
の
き

っ
か
け

と
な
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

公
用
語
法
案
が
議
論
さ
れ
て
い
る
国
会
の
外
で
チ

ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
ら
が

「サ
ッ
テ
ィ
ヤ
グ
ラ
バ
」
を
行

っ
た
よ
う
に
今
度
は
仏
教
僧
が
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ

カ
の
自
宅
前
で

「サ
ッ
テ
ィ
ヤ
グ
ラ
バ
」
を
行
な

い
抗
議
を
示
す
。
そ
の
抗
議

を
受
け
て
バ
ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
は
B
I
C
合
意
を
地
域
議
会
法
草
案
と
と
も
に

撤
回
す
る
。
こ
の
年
ま
た
暴
動
が
起
こ
る
。
そ
し
て

一
九
五
九
年
ω
≒

●幻
.U
.バ
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ン
ダ
ラ
ナ
ー
ヤ
カ
首
相
は
自
宅
で

「黄
色
い
衣
」
を
ま
と

っ
た
者
に
暗
殺
さ
れ

る
。言

語
問
題
に
関
し
て
は
、
タ
ミ
ル
語

(特
別
条
項
)
法
令
、

一
九
七
二
年
憲

法
、

一
九
七
八
年
憲
法
と
B
l
C
合
意
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て
進
展
を
見
せ
法

制
化
さ
れ
て
い
く
が
、
権
限
委
譲
に
つ
い
て
は
B
i
C
合
意
が
撤
回
さ
れ
た
の

ち
次
章
で
述
べ
る
憲
法
十
三
次
修
正
条
項
ま
で
法
制
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

三
章

憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項

一
九
八
七
年
十

一
月
、
州
議
会

へ
の
権
限
委
譲
と
タ
ミ
ル
語
を
公
用
語
と
す

る
こ
と
を
定
め
た
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
が
国
会
で
正
式
に
承
認
さ
れ
る
。

憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
は
こ
の
四
か
月
前
の
七
月
ス
リ
ラ
ン
カ
大
統
領
J
.

R
.
ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ
ナ
と
イ
ン
ド
首
相
ラ
ジ
ブ

・
ガ
ン
ジ
ー
に
よ
っ
て
締
結
さ

れ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
の
平
和
と
正
常
化
を
も
た
ら
す
た
め
の
イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン

カ
協
定

(以
下
、
イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
)
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
て
い

る
。三

十
年
前

の
B
I
C
合
意
は
チ

ェ
ル
ワ
ナ
ー
ヤ
ガ
ム
率

い
る
連
邦
党
の

「サ

ッ
テ
ィ
ヤ
グ
ラ
バ
」
を
き

っ
か
け

に
ス
リ
ラ
ン
カ
の
党
首
間
に
よ
る
話
し
合
い

の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
今
回
は
そ
の
背
景
が
本
格
的
な
戦
闘
と

イ
ン
ド
の
介
入
と
に
と

っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
B
-
C
合
意
は
無
効
に
な

っ

た
が
イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
は
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
と
な
り
、
B
I

C
合
意
に
あ
る
タ
ミ
ル
語
の
公
用
語
化
と
権
限
委
譲
は
三
十
年
を
経
て
法
制
化

さ
れ
た
。

「大
虐
殺
」
と
も
呼
ば
れ
る

一
九
八
三
年
の
暴
動
以
降
タ
ミ
ル
人
の

「戦
闘

集
団
」
が
現
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
イ
ン
ド
が

「民
族
紛
争
」
解
決
の
た
め
の

仲
介
者
の
役
割
を
果
た
し
始
め
る
。
と
く
に

一
九
八
五
年
以
降
は
ス
リ
ラ
ン
カ

政
府
軍
と
タ
ミ
ル
人

「戦
闘
集
団
」
と
の
問
の
戦
争
と
、
そ
れ
に
慌
た
だ
し
く

対
応
す
る
イ
ン
ド
政
府
と
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
の
交
渉
が
目
ま
ぐ
る
し
く
繰
り
返

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

一
九
八
五
年
六
月
J
.
R
.
ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ
ナ
は
ラ
ジ
ブ

・
ガ
ン
ジ
ー
と
初

め
て
会
談
し
そ
こ
で
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
が
タ
ミ
ル
人

「戦
憫
集
団
」
を
含
む
タ

ミ
ル
人
側
と
話
し
合
い
を
始
め
る
こ
と
に
合
意
す
る
。
七
月

・
八
月
に
ブ
ー
タ

ン
の
テ
ィ
ン
プ
ー
で
行
わ
れ
た
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
と
タ
ミ
ル
人
側
と

の
交
渉
を

経
て
同
じ
八
月
に
イ
ン
ド
政
府
と
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
が
デ
リ
ー
で
交
渉
を
持
ち

そ
の
席
で
権
限
委
譲
に
基
づ
い
て
民
族
和
解
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
が

「戦
闘
集
団
」
も
含
め
て
す
べ
で
の
タ
ミ
ル

・
グ
ル
ー
プ

を
交
渉
相
手
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
今
度
は
タ
ミ
ル
人
側
の
問
に
主
導
権
争

い

が
起
こ
る
。
そ
の
結
果
武
力
を
持

つ

「戦
闘
集
団
」
の
影
響
力
が
強
く
な
り
穏

健
派
の
タ
ミ
ル
政
党
T
U
L
F

(連
邦
党
か
ら
引
き
継
が
れ
た

「
タ
ミ
ル
統

一

解
放
戦
線
」
)
は

「戦
闘
集
団
」
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
そ
の
八
月
の
イ
ン
ド
政
府

と
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
間
の
合
意

へ
の
支
持
を
取
り
下
げ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
翌

年

一
九
八
六
年
の
四
月
に
イ
ン
ド
政
府
は
代
表
団
を

コ
ロ
ン
ボ
に
送
り
話
し
合

い
で
の
解
決
を
要
求
す
る
。
そ
の
結
果
十

一
月
に
は
権
限
委
譲
を
実
現
さ
せ
る

こ
と
で
T
U
L
F
と
合
意
し
た
。
し
か
し
こ
の
頃
ま
で
に
は
L
T
T
E
が
他
の

「戦
闘
集
団
」
を
圧
倒
し
事
実
上
何
の
影
響
力
も
持
た
な
く
な

っ
た
T
U
L
F
と

の
合
意
は
意
味
を
成
さ
な
い
も
の
と
な
る
。
〔醤
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一
九
八
七
年

一
月
L
T
T
E
が
北
部

・
東
部
地
域
で
の
分
離
独
立
の
動
き
を

見
せ
た
と
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府

軍
の
L
T
T
E
へ
の
攻
撃
が
始
ま
ゐ
。
こ
れ

に
対
し
て
イ
ン
ド
政
府
が
懸
念
を
表
明
す
る
と
同
時
に
イ
ン
ド
の
タ
ミ
ル

・
ナ

ド
ゥ
州
も
独
自
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
で
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
の
武
力
行
使
に
抗
議

す
る
。
そ
の
結
果
ス
リ
ラ
ン
カ
の
シ
ン
ハ
ラ

・
タ
ミ
ル
新
年
に
当
た
る
四
月
に

ジ
ャ
ヤ
ワ
ル
ダ
ナ
大
統
領
が
停
戦
を
宣
言
す
る
。
し
か
し
そ
の
直
後
か
ら
シ
ン

ハ
ラ
人
の
村
や
コ
ロ
ン
ボ
で
テ
ロ
活
動
が
起
こ
り
始
め
る
。
五
月

ス
リ
ラ
ン
カ

政
府
軍
の
攻
撃
が
再
度
始
ま
り
ジ

ャ
フ
ナ
の

一
部
を
制
圧
し
さ
ら
に
攻
撃
を
強

め
よ
う
と
し
て
い
た
。
六
月
イ
ン
ド
政
府
は
人
道
的
援
助
と
し
て
食
料
や
日
常

品
を
送
る
が
、
そ
の
輸
送
船
は
ス
リ
ラ
ン
カ
海
軍
に
入
港
を
拒
否
さ
れ
る
。
イ

ン
ド
政
府
は
翌
日
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
の
許
可
を
得
ず
に
戦
闘
機
を
伴

っ
た
輸
送

機
で
そ
れ
ら
の
品
を
ジ
ャ
フ
ナ
に
投
下
す
る
。
イ
ン
ド
政
府
の

「人
道
的
援
助
」

に
対
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
の
イ
ン
ド
高
等
弁
務
官
事
務
所
前
で
仏
教
僧
を
含
む
大

規
模
の
デ
モ
が
起
こ
る
。
篳

そ
し
て
七
月
イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
が

コ
ロ
ン
ボ
に
お
い
て
調
印
さ
れ
、

十

一
月
イ
ン
ド
ー

ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
に
基
づ

い
て
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
が

国
会
で
承
認
さ
れ
る
。

言
語
問
題
に
関
し
て
イ
ン
ド
ー

ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
で
は
タ
ミ
ル
語
に
加
え
て

英
語
も
公
用
語
に
す
る
よ
う
求
め

て
い
る
。
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
で
は
そ

れ
を
受
け
て
タ
ミ
ル
語
は
公
用
語
と
な

っ
て
い
る
が
、
英
語
は

「リ
ン
ク
語
」

と
さ
れ
て
公
用
語
に
は
な
ら
な
か

っ
た
。

そ
れ
か
ら
約

一
年
後
の

一
九
八
八
年
十
二
月
に
承
認
さ
れ
た
憲
法
第
十
六
次

修
正
条
項
に
お
い
て
、
タ
ミ
ル
語
を
公
用
語
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
た
条

項
の
不
備
を
す
べ
て
直
す
。
例
え
ば
行
政
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
条
項
で
は
、

シ
ン
ハ
ラ
語
と
タ
ミ
ル
語
が
ス
リ
ラ
ン
カ
の
行
政
機
関
の
言
語
で
あ
る
と
明
記

さ
れ
る
よ
う
に
、
(2D
v公
用
語
と
し
て
タ
ミ
ル
語
は
シ
ン
ハ
ラ
語
と
同
等
の
位
置

づ
け
を
憲
法
上
得
る
。

法
律
上
タ
ミ
ル
語
は
公
用
語
と
な

っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
公
用
語
局
の
用
紙

が
シ
ン
ハ
ラ
語
で
し
か
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
と

い
う
こ
と
が
今
で
も
起
こ
る
な

ど
、
そ
の
法
律
が
そ
の
ま
ま
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法

制
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
少
な
く
と
も

「文
化
」
と
し
て
で
は
な
く

「権

利
」
と
し
て
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
憲
法
第
十
六
次
修
正
条
項
に
は

「リ
ン
ク
証
巴

と
し
て
の
英
語
の
役

割
も
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。

一
般
人
の
役
所
に
お
け
る
手
続
き
や
連
絡
事
項
は

英
語
で
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
州
議
会
な
ど
地
方
の
公
的
機
関
で
は
、

行
政
言
語
の
異
な
る
州
議
会
や
地
方
公
的
機
関
の
あ
い
だ
で
の
業
務
手
続
き
や

連
絡
は
、
シ
ン
ハ
ラ
語
や
タ
ミ
ル
語
で
は
な
く
英
語
で
行
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
塾

イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
に
は
権
限
委
譲
に
関
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る

前
に
ス
リ
ラ
ン
カ
国
家
の
性
格
づ
け
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ

は
多
民
族
多
言
語
、
と
く
に
シ
ン
ハ
ラ
、
タ
ミ
ル
、
ム
ス
リ
ム

(ム
ー
ア
)、
バ

ー
ガ
ー
か
ら
な
る
複
合
社
会
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
、
そ
し
て
各
民
族
集

団
は
そ
れ
ぞ
れ
文
化
的

・
言
語
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
ち
そ
れ
ら
は
大
切

に
育
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
ス
リ
ラ
ン
カ

の
特
徴
で
あ
る
多
民
族

・
多
言
語

・
多
宗
教
と
い
う
複
合
社
会
を
保
持
し
、
す

べ
て
の
市
民
が
平
和
に
安
全
に
そ
し
て
調
和
を
も

っ
て
生
活
が
で
き
自
ら
の
願
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望
を
十
分
に
か
な
え
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
と
あ
る
。
蓼

し

か
し
、
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項

に
は
こ
の
よ
う
な
国
家
の
文
化
多
元
的
性
格

に
つ
い
て
は

一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。

ま
た
現
政
権
も
政
権
に
つ
い
た
当

初
に
は
、
国
家
の
文
化
多
元
的
性
格
を
表

現
す
る
言
葉
を
そ
の
提
案

の
な
か
に
含
ん
で
い
た
。

一
九
九
五
年

の
権
限
委
譲

提
案
に
は
、
多
元
的
民
主
主
義
の
な
か
で
す
べ
て
の
共
同
体
が
建
設
的
な
パ
ー

ト
ナ
ー
を
築

い
て
い
く
と
あ
り
、
參

一
九
九
六
年
に
提
出
さ
れ
た
権
限
委
譲
提

案
の
改
訂
版
で
は
、
多
元
的
社
会
を
特
徴
づ
け
る
曲豆
か
な
文
化
的

・
民
族
的
多

様
性
を
保
持
す
る
と
あ
る
。
蓼

し
か
し
、

一
九
九
七
年
に
提
出
さ
れ
た
権
限
委

譲
を
含
む
憲
法
改
正
草
案
に
は
国
家

の
文
化
多
元
的
性
格
を
表
わ
す
よ
う
な
記

述
は
な
い
。

ま
た
、
イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
に
は
、
北
部
州

・
東
部
州
は
ス
リ
ラ
ン

カ
の
タ
ミ
ル
語
を
話
す
人
々
が
歴
史

上
居
住
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
こ
と
を
認

識
す
る
こ
と
と
あ
る
。
多

こ
れ
は
タ
ミ
ル

・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
主
張
で
あ
る

北
部
州

・
東
部
州
は
タ
ミ
ル
の

「
ホ
ー
ム
ラ
ン
ド
」
と

い
う

王
張
に
そ

っ
て
付

け
加
え
ら
れ
た
項
目
で
あ
る
。
国
家

の
性
格
づ
け
の
項
目
と
合
わ
せ
て
、
当
時

タ
ミ
ル

・
ナ
ド
ゥ
州
に
よ
る
支
援
を
含
め
、
タ
ミ
ル
人
側
に
よ
り
友
好
的
だ

っ

た
イ
ン
ド
の
意
向
の
反
映
が
伺
え

る
。
こ
の
こ
と
は
権
限
委
譲
に
つ
い
て
の
項

目
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

権
限
委
譲
に
つ
い
て
は
、
州
議
会
選
挙
を

一
九
八
七
年
十
二
月
三
十

一
日
ま

で
に
行
う
こ
と
と
、
東
部
州
を
北
部
州
と
統
合
す
る
か
分
離
す
る
か
に
つ
い
て

の
住
民
投
票
を
そ
の
選
挙
後

一
年
以
内
に
実
施
す
る
が
、
そ
の
間
暫
定
的
に
北

部
州
と
東
部
州
は
統
合
し
て

一
つ
の
州
と
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
(%
)
し

か
し
、
イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
に
は
東
部
州
で
少
数
派
に
な
る
ム
ス
リ
ム

や
シ
ン
ハ
ラ
人
に
つ
い
て
の
考
慮
は
な
い
。
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
に
も
州

の
統
合
お
よ
び
分
離
を
決
定
す
る
方
法
は
国
会
が
定
め
る
と
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
東
部
州
の
少
数
派

へ
の
配
慮
は
な
い
。

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
州
議
会
の
設
置
と
州
議
会

へ
の
権
限
委
譲
が
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
に
よ
っ
て
法
制
化
さ
れ
た
こ
と
に

あ
る
。
そ
の
法
の
も
と
暫
定
的
に
統
合
さ
れ
た
北
部

・
東
部
州
議
会
選
挙
が
行

わ
れ
た
の
は

一
九
八
八
年
十

一
月
で
、
他

の
州
議
会
選
挙
は
そ
れ
に
先
だ

っ
て

四
月
と
六
月
に
行
わ
れ
た
。
北
部

・
東
部
州
議
会
で
は
タ
ミ
ル
政
党

の
国
家
人

民
革
命
解
放
戦
線
が
与
党
と
な
り
タ
ミ
ル
人
に
よ
る
自
治
が
始
ま
る
こ
と
に
な

る
。し

か
し
、
権
限
委
譲
を
議
論
す
る
と
き
に
つ
ね
に

つ
き
ま
と
う
権
限
委
譲
は

タ
ミ
ル
国
家
独
立
に
つ
な
が
る
と

い
う
批
判
を
か
わ
す
た
め
か
、
憲
法
第
十
三

次
修
正
条
項
に
は
、
中
央
政
府
の
権
限
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
だ
け
で

な
く
、
州
議
会
に
対
す
る
中
央
政
府
と
大
統
領
の
役
割
も
綿
密
に
定
め
ら
れ
て

い
る
。

例
え
ば
、
権
限
の
分
担
に
つ
い
て
は
、
州
議
会
に
委
譲
さ
れ
る

「州
議
会
リ

ス
ト
」
と
と
も
に
、
中
央
政
府
の

「保
留
リ
ス
ト
」
と
中
央
政
府
と
州
議
会
が

協
力
し
て
行
う

「兼
務
リ
ス
ト
」
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
経
済
計
画

を
例
に
と
る
と

「州
議
会
リ
ス
ト
」
に
は
州
の
経
済
計
画
の
実
施
と
あ
り
、
「兼

務
リ
ス
ト
」
に
は
州
レ
ベ
ル
の
計
画
実
施
の
作
成
と
承
認
と
あ
る
。

つ
ま
り
、

中
央
政
府
は
計
画
作
成
に
関
わ
り
、
中
央
政
府
が
州
議
会
と
共
に
そ
の
計
画
を

承
認
し
な
け
れ
ば
、
州
議
会
は
そ
の
計
画
を
実
施
で
き
な
い
。
他
の
項
目
に
も
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同
じ
こ
と
が

い
え
、
権
限
が
委
譲
さ
れ
た
と
は
い
え
実
質
的
に
は
中
央
政
府
の

意
向
に
沿
わ
な
い
と
何
も
で
き
な

い
よ
う
に

「兼
務
リ
ス
ト
」
が

つ
く
ら
れ
て

い
る
。
蓼

ま
た
州
議
会
は
、
州
知
事
、
閣
僚
長
官
、
閣
僚
、
.議
員
で
構
成
さ
れ
る
の
だ

が
、
そ
の
う
ち
州
知
事
だ
け
は
選
挙
で
選
ば
れ
る
の
で
は
な
く
大
統
領
に
任
命

さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
て
、
大
統
領

の
意
向
に
沿

っ
て
い
る
間
は
そ
の
地
位

に
就
く
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
州
知
事
は
州
知
事
特
権
を
も

っ

て
い
て
、
州
議
会
議
員

の
な
か
か
ら
閣
僚
長
宮
を
任
命
し
、
閣
僚
長
官
の
ア
ド

バ
イ
ス
に
基
づ
き
州
議
会
議
員
の
な
か
か
ら
閣
僚
を
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
州
知
事

の
自
由
裁
量
に
よ

っ
て
成
さ
れ
た
決
定
は
最
終
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
州
知
事

の
自
由
裁
量
の
行
使
は
大
統
領
の
命
令
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
。

(嬰

こ
の
よ
う
に
大
統
領

の
意
向
も

州
議
会
を
左
右
す
る
。
大
統
領
は
、
州
知
事

か
ら
州
議
会
の
行
政
運
営
が
憲
法

に
反
し
て
い
る
と
い
う
連
絡
を
受
け
れ
ば
、

そ
の
州
議
会

に
与
え
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
権
限
を
自
分
の
権
限
に
移
す
こ
と

も
で
き
る
。
(29>

大
統
領
や
中
央
政
府
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
と
と
も
に
、
州
議
会
が
何
か
行

お
う
と
す
る
と
複
雑
な
手
続
き
が
必
要
に
な
る
。
例
え
ば
州
議
会
で
承
認
さ
れ

た
法
案

の
扱
い
に
つ
い
て
だ
が
、
ま
ず
そ
の
州
議
会
で
承
認
さ
れ
た
法
案
を
州

知
事
に
提
出
す
る
。
こ
の
際
に
は
州
知
事
は
承
認
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
法
案
に

つ
い
て
再
考
す
べ
き
点
や
変
更
す

べ
き
点
な
ど
に
つ
い
て
州
議
会
に
通
知
す
る
。

州
議
会
は
州
知
事
の
通
知
を
考
慮
し
再
度
州
議
会
で
承
認
す
る
手
続
き
を
行
う
。

そ
し
て
ま
た
州
知
事
に
同
意
を
求
め
る
た
め
に
そ
の
法
案
を
提
出
す
る
。
州
知

事
は
こ
の
時
点
で
そ
の
法
案
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
決
定
を
保

留
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
保
留
さ
れ
た
法
案
は
大
統
領
を
通
し
て
最
高
裁

判
所
に
回
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
は
そ
の
法
案
が
憲
法
に
違
反
し
て
い
な

い
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
。
最
高
裁
判
所
か
ら
合
憲
の
通
知
を
得
て
初
め
て
州
知
事
は

そ
の
法
案
を
承
認
す
る
。
(3。
)

イ
ン
ド
平
和
維
持
軍
お
よ
び
ス
リ
ラ
ン
カ
政
府
軍
と
L
T
T
E
と
の
交
戦
状

態
と
い
う
状
況
以
上
に
、
州
議
会
運
営
を
難
し
く
し
た
の
は
権
限
委
譲
を
定
め

た
憲
法
第
十
三
次
修
正
条
項
自
体
に
あ
る
。

一
九
八
八
年
十
二
月
、
北
部

・
東
部
州
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
た

一
か
月
後
、

イ
ン
ド
ー
ス
リ
ラ
ン
カ
協
定
に
も
権
限
委
譲
に
も
批
判
的
だ

っ
た
R
.
プ
レ
マ

ダ
サ
が
大
統
領
に
就
任
す
る
。

プ
レ
マ
ダ
サ
は

一
九
九
〇
年
七
月
州
議
会
修
正
法
令
を
発
令
す
る
。
憲
法
第

十
三
次
修
正
条
項
に
は
州
知
事
に
解
散
権
が
あ
る
だ
け
で
そ
の
手
続
き
に
つ
い

て
は
何
も
な

い
の
だ
が
、
こ
の
修
正
条
項
に
よ

っ
て
州
知
事
は
大
統
領

に
州
議

会

の
違
法
行
為
を
連
絡
す
る
こ
と

に
よ
り
州
議
会
を
解
散
で
き
る
こ
と
に
な

っ

た
。
篳
実
質
的
な
権
限
委
譲
を
早
期
に
実
施
す
る
よ
う
要
求
し
て
き
た
北
部

・

東
部
州
議
会
に
対
し
、
こ
の
法
案
が
適
用
さ
れ
北
部

・
東
部
州
議
会
は
州
議
会

選
挙
か
ら
二
年
も
経
ず
に
解
散
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
来
北
部
州
に
お

い
て
州

」議
会
選
挙
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

四
章

異
文
化
共
存
へ
の
試
み

C
.

ギ

ア

ー

ツ

に
よ

れ

ば

、

言

語

・
宗

教

・
人

種

な

ど

と

結

び

つ

い
た

ア

イ
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デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
主
張
を
認
め
る

こ
と
と
、
よ
り
効
果
的
な
政
治
秩
序
と
社
会

正
義
の
拡
大
を
は
か
る
国
家
を
建
設
す
る
こ
と
を
結
び

つ
け
よ
う
と
す
る
試
み

が
新
興
国
に
混
乱
を
も
た
ら
す
。
シ
ン
ハ
ラ
語
を
唯

一
の
公
用
語
に
す
る
こ
と

や
仏
教
を
最
も
重
要
な
宗
教
と
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
れ
、
タ
ミ
ル
語
を
シ
ン

ハ
ラ
語
と
同
じ
く
公
用
語
に
す
る
こ
と
や
北
部

・
東
部
地
方
に
権
限
委
譲
を
行

う
こ
と
で
あ
れ
、
「本
源
的
感
情
」
を
政
治
の
舞
台
に
の
せ
て
い
る
こ
と
に
は
か

わ
り
が
な
い
。
ス
リ
ラ
ン
カ
で
の

「統
合
的
革
命
」
は
ま
だ
訪
れ
そ
う
に
な

い
。

蠶

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に

「新
興
国
」
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
現
在
お

よ
び
将
来
の
国
家
の
問
題
で
も
あ
る
。

ク
マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
政
権
の
提
案
す
る
権
限
委
譲
を
ふ
く
む
新
憲
法
草
案
は
、

タ
ミ
ル
政
党
と
ム
ス
リ
ム
政
党
の
支
持
を
得
て
い
る
も
の
の
そ
の
法
制
化
を
実

現
さ
せ
る
の
は
難
し
い
。
憲
法
改
正
の
承
認
に
は
ま
ず
国
会
の
三
分
の
二
以
上

の
多
数
が
必
要
に
な
る
が
、
そ
れ
は
現
在
の
議
席
数
の
も
と
で
は
野
党
国
民
統

一
党
の
協
力
を
必
要
と
す
る
。
現
在

ま
で
野
党
国
民
統

一
党
は
そ
の
憲
法
改
正

に
協
力
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
な

い
。
そ
れ
が

「
草
案
」
で
あ

っ
て

「法
案
」

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
で
あ
る
。

最
近

ス
リ
ラ
ン
カ
で
は

「政
治
文
化
」
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば

「民
族
紛
争
」

も
解
決
し
な

い
と

い
う
言
い
方
が
良

く
さ
れ
る
。
パ
ジ

ェ
ロ
に
象
徴
さ
れ
る
政

治
家
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
と
政
党
が
対
立
す
る
ば
か
り
で
何
も
問
題
が
解
決
し

な

い
政
治
状
況
を
指
し
て
そ
の
言
葉

が
使
わ
れ
る
。
そ
の
対
立
は
今
に
始
ま

っ

た
わ
け
で
は
な

い
。
独
立
以
来
人
民
連
合

の
中
心
政
党
で
あ
る
ス
リ
ラ
ン
カ
自

由
党
と
国
民
統

一
党
は
、
ほ
ぼ
総
選

挙
が
行
わ
れ
る
た
び
に
政
権
を
交
代
し
て

き
た
。
政
権
が
か
わ
る
と
政
策
だ
け
で
な
く
、

一
九
七
二
年
と

一
九
七
八
年
の

政
権
交
代
の
と
き
の
よ
う
に
憲
法
ま
で
も
か
え
て
し
ま
う
。
今
回
ま
た
憲
法
改

正
で
あ
る
。

前
政
権
の
イ
ギ
リ
ス
の
閣
僚
が
仲
介
し
て
、
ク
マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領
と

野
党
の
党
首
ラ
ニ
ー
ル

・
ウ
ィ
ク
ラ
マ
シ
ン
ハ
の
問
で

「民
族
紛
争
」
解
決
の

た
め
に
協
力
を
約
束
す
る
書
簡
を
交
わ
し
た
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
政
治
に

利
用
さ
れ
て
、
お
互
い
が
そ
の
約
束
し
た
内
容
を
守

っ
て
い
な
い
と
批
判
し
あ

う
だ
け
に
お
わ
る
。
「民
族
紛
争
」
が
経
済
の
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
も
あ
り
、
最

近
で
は
ビ
ジ
ネ
ス
社
会
が
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と

っ
て
与
党
と
野
党
の
協
力
を
促

す
声
明
を
発
表
し
全
政
党
会
議
を
開
催
し
た
が
、
野
党
は
そ
れ
に
参
加
せ
ず
そ

の
対
立
を
浮
き
彫
り
に
し
た
だ
け
だ

っ
た
。

野
党
と
与
党
が
協
力
し
て
現
在
提
案
さ
れ
て
い
る
権
限
委
譲
が
実
施
さ
れ
る

こ
と
に
な

っ
て
も

「民
族
紛
争
」
が
終
わ
る
保
証
は
な
い
。
L
T
T
E
は
権
限

委
譲
で
は
満
足
せ
ず
独
立
国
家
を
強
硬
に
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ク
マ
ー
ラ
ト
ゥ
ン
ガ
大
統
領
は

一
九
九
四
年
、
南
部
州
選
挙
で
勝
利
を
収
め

た
あ
と
の
総
選
挙
で
ス
リ
ラ
ン
カ
自
由
党
を
中
心
と
し
て
左
翼
政
党
や
ム
ス
リ

ム
政
党
を
含
む
人
民
連
合
を
率
い
て
政
権
を
獲
得
し
、
十
二
月

の
大
統
領
選
挙

で
は
六
十
二
%
以
上
の
得
票
率
と
い
う
圧
倒
的
な
支
持
を
受
け
た
。
そ
こ
に
は

戦
争
が
終
り
平
和
が
訪
れ
る
こ
と

へ
の
期
待
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
実
際
に
大

統
領
選
挙
の
あ
と
L
T
T
E
と
の
平
和
交
渉
が
始
ま
る
。
し
か
し
、
そ
の
四
か

月
後
に
L
T
T
E
が
戦
闘
を
再
開
し
そ
の
交
渉
は
打
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ

以
来
、
テ
ロ
活
動
と
戦
闘
は
激
し
さ
を
増
し
、
軍
事
費
は
毎
年
国
家
予
算

の
二

五
%
を
占
め
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い
る
。
テ
ロ
活
動
と
激
し

い
戦
闘
が
起
こ
る
た

び
に
権
限
委
譲
に
つ
い
て
の
議
論
は
後
方
に
追
い
や
ら
れ
る
。
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そ
れ
で
も
最
近
の
世
論
調
査
で
は
大
多
数
の
人
が
戦
争
に
よ

っ
て
は
解
決
す

る
と
は
思
え
ず
、
何
か
し
ら
の
武
力
に
頼
ら
な
い
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
の
調
査
で
は
約
半
数
の
人
が
テ
ロ
活
動
と
戦
闘
が
起
こ
っ

て
い
る
状
況
を
考
え
る
と
権
限
委

譲
だ
け
で
は
問
題
は
解
決
し
な

い
と
み
て
い

る
。

一
方
権
限
委
譲
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
と
す
る
意
見
は
三
割
程
度
だ

っ
た
。

蓼
憲
法
を
改
正
す
る
に
は
国
会
で
承
認
を
受
け
た
あ
と
住
民
投
票
に
よ

っ
て
過

半
数
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

対
立
す
る

「文
化
」
を
共
存
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
策
が
遅
々
と
し
て
進
ま
な

い
こ
と
や
中
途
半
端
な
か
た
ち
で
実
行
さ
れ
る
あ
い
だ
に
、
社
会
環
境
も
変
わ

り
新
た
な
問
題
も
で
て
く
る
。

例
え
ば
、
言
語
に
つ
い
て
は
英

語
の
重
要
性
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
・い
る
。

そ
の
理
由
は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
ビ
ジ
ネ
ス
社
会
の

「公
用
語
」
が
英
語
で
あ
る
こ

と
に
よ
る
。
ス
リ
ラ
ン
カ
も
経
済
発
展
と
世
界
銀
行
な
ど
の
指
示
で
民
営
化
が

進
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
り
民
間
会
社

が
増
え
て
い
る
。

大
学
生
は
A
レ
ベ
ル
試
験
合
格
者
の
十
五
%
、
全
体

で
見
れ
ば
二
%
と

い
う

狭
き
門
を
通
過
し
て
き
た

エ
リ
ー
ト
的
存
在
で
あ
る
が
、
英
語
が
で
き
な
け
れ

ば
卒
業
し
て
も
就
職
す
る
の
は
難
し

い
。

一
方
ス
リ
ラ
ン
カ
に
は

「イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ス
ク
ー
ル
」
と
呼
ば
れ

る
私
立
校
が
数
多
く
あ
り
、
そ
こ
で
の
授
業
は
す
べ
て
英
語
で
行
わ
れ
る
。
そ

の
ほ
か
の
私
立
校
と
公
立
校
で
は
英
語
は

一
つ
の
科
目
で
し
か
な

い
。

つ
ま
り

高
額
の
授
業
料
を
払

っ
て
そ
の
よ
う
な
学
校
に
行
け
る
裕
福
な
家
庭
の
出
身
で
、

し
か
も
そ
の
よ
う
な
私
立
校
は
コ
ロ
ン
ボ
に
集
中
し
て
い
る
た
め
、

コ
ロ
ン
ボ

に
住
む
も
の
が
就
職
す
る
う
え
で
圧
倒
的
に
有
利
に
な
る
。
そ
の
た
め
授
業
料

無
料
の
公
立
の
学
校
で
も
英
語
を
小
学

一
年
か
ら
教
え
る
よ
う
改
革
が
成
さ
れ

た
が
、

コ
ロ
ン
ボ
の
よ
う
な
都
市
は
別
に
し
て
地
方
の
学
校
に
ま
で
そ
れ
を
実

行
す
る
に
は
教
師
が
不
足
し
て
い
る
。

権
限
委
譲
の
よ
う
な
政
治
制
度

の
改
革
は
な
か
な
か
進
ま
ず
、
新
た
な
問
題

も
で
て
き
て
は
い
る
が
、
教
育
現
場
や
行
政
機
関
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文

化
に
配
慮
し
た
こ
と
が
な
さ
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ン
ボ
の
大
規
模
な
公
立
校
で
は

さ
ま
ざ
ま
な
宗
教

・
民
族
の
生
徒
が
同
じ
教
室
に
い
る
の
も
珍
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
仏
教
徒

・
カ
ト
リ

ッ
ク

・
ム
ス
リ
ム
の
生
徒
が

一
つ
の
教
室
に
い
る
場

合
、
宗
教
の
時
間
に
は
三
人
の
先
生
が
同
じ
教
室
内
で
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
て
授
業
を
行
な
う
。

ま
た
、
行
政
機
関
に
お
い
て
も
省
レ
ベ
ル
で
は
仏
教
省
が
あ
る
だ
け
で
仏
教

へ
の
偏
り
は
見
ら
れ
る
が
、
宗
教
活
動
な
ど
の
支
援
を
お
も
な
業
務
と
す
る
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
宗
教
文
化
庁
と
ム
ス
リ
ム
宗
教
文
化
庁
が
、
宗
教
文
化
省
の
も
と
に

設
置
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
対
し
て
は
宗
教
文
化
省
に
キ
リ
ス
ト
教

部
局
が
あ
る
だ
け
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
宗
教
文
化
庁
の
設
置
も
検
討
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を

「文
化
」
の
差
異
が
強
調
さ
れ
て
い
く
だ
け
と
見
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
が
、
「文
化
」
を
認
め
る
社
会
正
義

の
拡
大
と
も
見
れ
る
。
「文

化
」
と

「政
治
」
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
を

い
か
に
見
る
か
の
違
い
で
あ
る
。

「対
立
」
か
ら
は

一
面
し
か
見
え

て
こ
な
い
。
視
点
を

「対
立
」
か
ら

「共
存
」

へ
か
え
る
必
要
が
あ
る
。

「異
文
化
共
存
」
と

い
う
と
き

「文
化
」
を
所
与
の
本
質
的
な
も
の
と
み
な

し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
「文
化
」
が
権
力
関
係
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
い
く

過
程
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
問
題
の

一
つ
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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し
か
し
、
そ
の
問
題
と
と
も
に
、

つ
く
ら
れ
る
象
徴
と
意
味
の
シ
ス
テ
ム
が
文

化
で
あ
る
な
ら
ば
、
権
力
関
係
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
た
対
立
す
る

「文
化
」
を

共
存
さ
せ
よ
う
と
試
み
る
現
在
進
行

中
の

「政
治
的
創
造
力
」
も
文
化
の
問
題

で
あ
る
。
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    Endeavours Towards the Coexistence of Other Cultures : 

       A case study of the proposals for devolution and 

            the language policy in Sri Lanka 

                      Kei NAKAYAMA 

The devolution of power to the ethnic minorities and the language policy recognizing Tamil language 

as an official language in Sri Lanka are their endeavours towards the coexistence of other cultures. In 

order to understand the 'ethnic conflict' in Sri Lanka it is not enough to study only on the policies such 

as 'Sinhala Only which lead to the suppression of ethnic minorities. 

Bandaranaike-Chelvanayakam Pact of 1957, which was abrogated later, agreed to recognize Tamil 

language as an official language and the devolution of power. The use of Tamil language in spheres of 

education, administration, and legal matters had been accepted in the constitutions after the pact. 

In the thirteenth amendament to the constitution of 1987, Tamil language became an official language 

and the devolution of power was legalized. Though the elections of the provincial councils were 

implemented, the powers were not devolved to the provincial councils because the thirteenth 

amendament to the constitution of 1987 allowed the central government and the president to have 

their influences on the various things with regard to the provincial councils. The devoluiton of power is 

proposed again by which the current government seeks to solve the problem of the 'ethnic conflict'. It, 
however, seems difficult to do it even if the proposals are approved in the parliament and by a 

referendum because of the current military confrontation in Sri Lanka. 

Endeavours towards the coexistence of other cultures accept each demand of the 'cultures', which 

emphasizes the difference among the 'cultures' and leads to the conflict between the 'cultures'. In spite 

of those facts, I think that endeavours to get the 'cultures' coexist in a society as well as the making 

processes of the 'cultures' are issues of culture. 

Key words 

   culture, Sri Lanka, devolution, language, coexistence
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