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民
族
的
求
心
力
の
形
成
論

ー

=
ω
幻
国
い
を
用
い
た
因
果
構
造
分
析

1

金

明
秀

〈
要
旨
〉

計
量
社
会
学
的
な
領
域
に
お

い
て

エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
が
研
究

さ
れ
る
場
合

、
こ
れ
ま

で

多
く

の
研
究
は
、
人
種
や
民
族
集
団
を
説
明
変
数

と
し
て
用
い
て
き

た
。
そ
の
多
く

の

場
合
、
使
用
さ
れ
る
変

数
は
、
例
え
ば
生
ま

れ
た
場
所

や
民
族
的
起
源

の
イ

メ
ー
ジ
を

尋
ね
る
よ
う

な
、
出
自

や
出
自

に
関

す
る
主
観
を
問
う
設
問

で
あ
り

、
複
雑

で
微
妙
な

エ
ス

ニ
ッ
ク

・
マ
イ
ノ
リ
テ

ィ
の
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
を
汲
み
取
る

に
は
、
あ
ま
り
に

も
粗
雑

す
ぎ

る
も
の
で
あ

っ
た

。
さ
ら

に
、
民
族

に
関
す
る
尺
度
を
説
明
変
数

に
用

い

て
い
る
た
め

、
「
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
と
は
何
か
」
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は

い
か
に
測
定
す
る

こ

と
が

可
能
か
」
と

い
う
基
本
的
な

テ
ー

マ
に
対
し

て
は
、
な
ん
ら
解
明

の
努
力
が
な
さ

れ

て
こ
な
か

っ
た
。

本
論
文
は
、

こ
の
よ
う
な
問
題

の
反
省
に
立
ち
、
民
族
的
な
統
合
を
志

向
す
る
意
識

や
行
為

(民
族
的
求
心
力
)
自
体

の
解
明
を
主
要
な
テ
」

マ
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
調

査
デ
ー
タ
は
、
在
日
朝
鮮
人

の
学
生
組
織

で
あ
る

「留

学
同
」

の
参
加
者

を
対
象

と
し

た
も

の
で
あ
る
。
民
族
的
求
心
力
が
ど
の
よ
う

な
構
造

を
持

つ
も
の
で
あ

る
か
を

子
細

に
検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
は
、
同
胞
民
族
集
団

と
の
情
緒
的
紐
帯

を
重
視
す

る
志
向
性

(関
係
志
向
)
と
、
民
族
的
な
問
題
状
況
を
意
識
し
た
手
段
的
な
色
彩

の
強

い
志

向
性

(主
体
志
向
)

に
分
節
化
さ
れ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

さ
ら

に
、
民
族
的
求
心
力

の
形
成
過
程
を
特
定
す
る
た
め
に
、
い
く

つ
か
の
説

明
変

数
を
導
入
し
た
。

こ
れ
に
よ

っ
て
、
関
係
志
向
と
主
体
志

向
は
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く

異
な

っ
た
形
成
要
因
を
持

つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
分
析
全
体

の
結
果

を
判
断

す
る
と

、
従

来
、
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
を
安
易
に
単

一
の
存
在

と
し
て
説

明
変
数

に
用

い
て
き
た
研
究

に
、

反
省
を
促
す
も
の
に
な

っ
て
い
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
、
民
族
的
求
心
力
、
関
係
志
向

、
主
体
志
向
、

リ
ズ
レ

ル
、
測
定

民族的求心力の形成論19



は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
に
も
、
計
量
的
な
手
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
や
エ
ス
ニ
ッ
ク

・
グ
ル
ー
プ
間

の
関
係
を
分
析
し
よ
う
と
し
た
取
り
組
み
は

数
多
く
発
表
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
都
市
社
会
学
的
な
分
析
枠
組
に
お
い
て
、
言
語
分
布
と
居
住
形
態

を
対
比
さ
せ
た
も
の
、
教
育
社
会
学
的
な
視
点
の
元
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク

・
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
と
教
育
程
度
の
因
果
的
関
連
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
社

会

・
経
済
的
諸
条
件
に
よ

っ
て
移
民
の
動
因
を
特
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
、
そ

し
て
周
知
の
よ
う
に
、
社
会
学
的
な
計
量
研
究
を
支
え
、
測
定
技
術
が
発
達
す

る
土
台
と
な

っ
た
社
会
階
層
と
社
会
移
動
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
も
、
民
族

的
な
出
自
が
重
要
な
説
明
変
数
の

一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
加
え

て
、
特
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
測
定
に
不
向
き
な

一
部
の
も
の
を
除
く
主

要
な
社
会
学
的
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
理
論
の
ほ
と
ん
ど
が
、
計
量
的
な
実
証
と
と
も

に
発
達
し
て
き
た
と
言

っ
て
も
よ

い
。

こ
う
し
た
計
量
研
究
に
よ

っ
て
、
有
力
な
理
論
的
洞
察
を
経
験
的
に
検
証
す

る
と
い
う
貴
重
な
作
業
が
繰
り
返
さ
れ
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
の
中
に
も

「
理

論
」
と
呼
び
う
る
業
績
が
誕
生
し

て
き
た
こ
と
は
事
実
と
言
え
よ
う
。
し
か
し

な
が
ら
そ
の

一
方
で
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
何
か
、
ま
た
エ
ス
ニ
ッ
ク

・
ア
イ

デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
と
い
う
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研

究
の
発
端
と
な

っ
た
根
源
的
な
問
題
に
回
答
を
用
意
す
る
こ
と
な
く
、
安
易
に

そ
れ
を
所
与
の
概
念
と
し
て
分
析

に
用
い
て
き
た
点
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

社
会
学
的
な
見
地
か
ら
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
測
定
す
る
場
合
の
典
型
的
な
質
問

形
態
は
、
ア
メ
リ
カ
の
セ
ン
サ
ス
に
含
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
両
親
ど
本
人

の
出
生
地
を
訊
ね
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
質
問
文
に
よ
り
問
え
る
内
容
は
、
回
答
者
の
客
観
的
な
出
自
に
限
定
さ

れ
て
お
り
、
主
観
的
な
帰
属
意
識
は
不
明
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ

①
浮
巳
o芽

と
い
う
用
語
が
必
要
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
成
員

の
柔
軟
な
帰

属
意
識
を
基
調
と
す
る
主
観
的
な
構
成
原
理
が
出
現
し
て
き
た
か
ら
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
上
記
の
質
問
文
は
現
代
の
民
族
的
存
在
を

描
出
す
る
目
的
を
持

つ
指
標
と
し
て
、
は
な
は
だ
不
十
分
な
も
の
だ
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
。

そ
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
で
も
、
当
初
よ
り
学
術
的
な
研
究
を
目
的
と
し
て
実

施

さ
れ
た
調
査
で
は
、
こ
れ
よ
り
も
や
や
出
自
に
関
す
る
主
観
的
意
識
を
重
視

　
　
　

し
た
質
問
形
態
に
変
化
し
て
き
て
い
る
。
特
に
八
○
年
代
の
半
ば
か
ら
盛
ん
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
、
複
数

の
民
族
的
集
団
に
対
す
る
帰
属
意
識

目
巳
準
Φ§
巳
o
ω
の
研
究
な
ど
は
、
典
型
的
に
そ
う
い

っ
た
志
向
性
を
内
在
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
さ
え
も
、
「
あ
な
た
の
家
族

の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
っ
た
項
目
を
併
設
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

.
た
し
か
に

日
巳
ロ
ーo
竇
三
8

の
研
究
は
、
単
純
な
が
ら
も
新
鮮
で
卓
越
し
た

視
点
か
ら
、
従
来
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
に
対
し
て
特
有
の
問
題
提
起
を
行
な

っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
(従
来
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
よ
り
も
さ

ら
に
複
雑
な
)
民
族
的
内
実
を
測
定
す
る
に
あ
た

っ
て
、
あ
ま
り
に
も
粗
雑
な

20



設
問
形
態
を
採

っ
て
い
る
こ
と
は
や
は
り
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
民
族
的
内
実

を
規
定
す
る
に
あ
た

っ
て
、
<
穹

U
Φづ
bd
興
讐
Φ
が
、
帰
属
意
識
の
よ
う
な
主

観
的
な
構
成
原
理
を
過
度
に
拡
張

す
る
こ
と
に
対
し
て
苦
言
を
呈
し
た
こ
と
は

(2
)

有
名
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
安
易
な
測
定
の
試
み
は
、
彼
の
批
判
に
た
い
し
て

何
ら
解
答
す
る
す
べ
を
備
え
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
性
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
乞
.
国
暮
巳
尻
の
研
究
が
参
考
に
な

(3
V

る
だ
ろ
う
。
彼
は
、
非
常
に
多
彩

で
多
角
的
な
指
標
を
導
入
し
な
が
ら
、
イ
ン

ド
系
イ
ギ
リ
ス
人
の

日
巳
亭
Φ些
巳
o
ω
と
し
て
の
有
り
様
と
、
そ
の
他
の
民
族

.

的
な
態
度
や
行
為
と
の
連
関
を
調
査
す
る
中
で
、
非
常
に
興
味
深
い
報
告
を
行

っ
て
い
る
。

彼
が
分
析
に
用
い
て
い
る
の
は
、
十
組
の

「
社
会
的
適
応
」
の
度
合
を
示
す

指
標
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
を
問
う

「
キ
ー
指
標
」
を
加
え

　こ

た
、
十

一
組
の
変
数
で
あ
る
。
社
会
的
適
応
変
数
は
、
主
に
ア
ジ
ア
系
イ
ギ
リ

ス
人
に
関
す
る
計
量
研
究
を
参
考

に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
①
民
族
言
語
の
使
用

状
況
、
②
映
画
の
嗜
好
、
③
見
合
婚

、
④
文
化
的
選
好
、
⑤
友
人
の
選
択
、
⑥

宗
教
と
い
う
六
つ
の
指
標
を
抽
出
し
た
上
で
、
国
彗
巳
吋
自
身
が
若
年
世
代
を

対
象
と
し
た
イ

ソ
タ
ビ

ュ
ー
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
⑦
恋
愛
の
対
象
、
⑧
衣
服

の
嗜
好
、
⑨
音
楽
の
嗜
好
、
⑩
食
事

の
嗜
好
、
と
い
う
四
つ
の
指
標
を
付
け
加

え
た
も
の
で
あ
る
。

彼
の
議
論
は
、
三
段
階
の
分
析
に
よ

っ
て
進
行
す
る
。
ま
ず
、
二
本
の
ナ
シ

ョ
ナ
ル

・
ア
イ
デ
ソ
テ
ィ
テ
ィ
尺
度
を
交
差
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
4
つ
の

象
限
を
持
つ
類
型
を
構
成
す
る
。

つ
い
で
、
社
会
的
適
応
変
数
に
ク
ラ
ス
タ
ー

分
析
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
四

つ
の
回
答
傾
向
を
抽
出
す
る
。
そ
し
て
最

後
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

・
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
と
、
社
会
的
適
応
変
数
の
関
連
を

検
討
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
国
暮
巳
犀

に
よ
る
分
析
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ

ル

・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
構
成
し
た
類
型
と
、
社
会
的
適
応
変
数
か
ら
構

成
し
た
類
型
と
の
間
に
は
、
有
意
な
関
係
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
。

彼
は
こ
う
し
た
分
析
結
果
を
受
け
て
、
「
…
行
為

の
レ
ベ
ル
で
は
高
度
に
文

化
統
合
的

(あ
る
い
は
同
化
的
で
さ
え
)
な
場
合
に
、
ア
イ
デ
.ソ
テ
ィ
テ
ィ
の

セ
ベ
ル
で
は
分
離
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
、
…
民
族
的
な
ア

イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
と
行
為
の
間
の
、
単
純
な
仮
説
を
わ
ず
か
に
支
持
し
た
。
…

二
世
世
代
に
お
い
て
、
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
日
常

の
民
族
的
行
為

　ら
　

か
ら
機
能
的
に
自
立
的
な
も
の
に
な
り
う
る
の
で
あ
る
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

彼
の
研
究
は
、
民
族
的
出
自
に
た
い
す
る
単
純
な
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
る
だ
け

で
は
、
現
状
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
民
族
的
内
実
の
全
体
を
測
定
す
る
も
の
と
は

な
り
え
な
い
と
い
う

こ
と
を
、、
十
分
に
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
と
同
時
に
、
民
族
的
な
意
識
や
行
為
す
な
わ
ち
民
族
的
求
心
力
が
、
民
族
的

な
帰
属
意
識
に
よ

っ
て
説
明
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
い
か
な
る
形
成
要

因
を
持

つ
も
の
で
あ
る
の
か
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
問
題
意
識
を
も

喚
起
し
て
く
れ
て
い
る
。

実
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
は

国
・
O
げ
岳
昜
匹

が
す
で
に

一
九
七
四
年
の

　　
　

時
点
で
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
彼
は
ま
ず
、
い
ま
だ
そ
の
実
態
が
明

確
に
な

っ
て
い
な
い
も
の
を
安
易
に
分
析
に
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
論

拠
で
、
民
族
的
出
自
を
単
純
に
独
立
変
数
と
し
て
用
い
る
計
量
研
究
を
批
判
す

る
。
そ
し
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
自
体
に
つ
い
て
の
綿
密
な
測
定
論
を
構
築
す
べ

き
こ
と
、
そ
の
上
で
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
被
説
明
変
数
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

民族的求心力の形成論21



の
形
成
過
程
を
特
定
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
提
言
し
て
い
る
。

残
念
な
が
ら
そ
の
後
、
彼
の
問
題
意
識
を
直
接
受
け
継
い
だ
研
究
が
興
隆
し

た
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
O
ぴ
象
昌
ω江

の
問
題
意
識
が
、
な
ぜ
当
時
の
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
研
究
者
に
共
有
さ
れ
な
か

っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
興
味
深
い

考
察
の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
論
文
で
は
、具
体
的
に
筆
者
の
調
査
デ
ー

タ
を
用
い
な
が
ら
民
族
的
求
心
力

の
測
定
論
を
構
成
し
、
そ
の
形
成
過
程
の
特

定
化
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
、
O
ぴ
α
言
ω
匹

の
問
題
意
識
を
実
証
的
か

つ
実
践

的
に
具
体
化
し
よ
う
と
思
う
。

一
一

デ

ー

タ

調
査
の
対
象
と
な

っ
た
の
は
、
在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会

(総
聯
)
の
傘
下

団
体
で
あ
る
在
日
本
朝
鮮
留
学
生
同
盟

(留
学
同
)
で
あ
る
。
留
学
同
自
体
に

関
す
る
調
査
は
こ
れ
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
提
出
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
た
め
、
同
団

体
の
特
質
、
す
な
わ
ち
サ
ソ
プ
ル

の
制
約
に
つ
い
て
、
簡
単
に
説
明
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

留
学
同
の
前
身
と
な

っ
た
在
日
本
朝
鮮
学
生
同
盟

(朝
学
同
)
は
、
当
時
日

本
の
大
学
に
在
学
中

の
在
日
朝
鮮
人
を
中
心
に
、

一
九
四
五
年
九
月
に
結
成
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
の

一
九
五
五
年
に
、
在
日
朝
鮮
人
は
日
本
に
お
け

る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
は
な
く
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
も
と
に
結
集
し

た
在
外
公
民
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
強
調
す
る
た
め
、
朝
学
同
は
在
日
本
朝
鮮

留
学
生
同
盟
と
名
称
を
変
更
し
、
在
日
本
朝
鮮
人
総
聯
合
会
の
傘
下
団
体
と
な

　ア
　

っ
た

。

名
称
の
変
更
や
組
織
目
標
の
変
遷
な
ど
は
あ

っ
た
が
、
同
団
体
は
、
発
足
当

初
よ
り
朝
鮮

・
韓
国
の
国
籍
を
問
わ
ず
、
全
国
の
大
学

・
短
大

・
専
門
学
校
に

通
う
在
日
朝
鮮
人
学
生
を
盟
員
と
し
て
、
相
互
の
親
睦
と
啓
蒙
な
ど
を
目
的
と

し
た
活
動
を
行

っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
も

っ
と
も
主
要
な
活
動
は
、
各
大
学

を
拠
点
に
し
て
毎
週
開
催
さ
れ
る
定
例
会
で
あ
る
。

定
例
会
の
内
容
は
各
大
学
や
地
方
に
よ

っ
て
特
色
が
異
な
る
が
、
民
族
史
や

民
族
言
語
の
学
習
、
主
体
思
想
の
紹
介
、
朝
鮮
半
島
や
在
日
朝
鮮
人
を
め
ぐ
る

社
会
情
勢
の
討
論
、
サ
ム
ル
ノ
リ
や
歌
謡
な
ど
民
族
芸
能
の
習
得
、
と
い
う
よ

う
に
非
常
に
多
岐
に
わ
た

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
、
こ
う
し
た
活
動

の
特
色
を
も

っ
と
も
典
型
的
に
示
竣
す
る
も
の
は
、
「談
話

(
タ
ム
ァ
)
」
と
呼

　ヨ
　

ば
れ
る
議
論
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
ろ
う
。

「談
話
」
と
は
、
'年
齢
も
し
く
は
学
年
を
も
と
に
し
た
序
列
が
厳
し
い
組
織

に
あ
り
が
ち
な
形
態
で
は
あ
る
が
、
活
動
の
盛
ん
な
高
学
年
の
学
生
が
、
下
級

生
と

一
対

一
で
会
談
す
る
場
所
を
設
け
、
日
常
的
な
場
面
に
お
け
る
民
族
的
な

主
体
性
の
在
り
方
を
問
い
か
け
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
対

話
の
テ
ー

マ
は
、
日
本
人
の
友
人

へ
の
出
自
の
宣
言
や
、
本
名
の
日
常
提
示
の

す
　

必
要
性
な
ど
が
中
心
と
な
る
。

同
様
の
主
旨
を
持

っ
た
学
生
組
織
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
多
く
が
単
な
る

親
睦
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ

っ
た
り
、
書
籍
上
の
学
習
を
主
眼
と
す
る
も
の

で
あ
る
中
、
留
学
同
に
固
有
の
特
徴
は
、
民
族
的
な
主
体
性
を
強
く
志
向
す
る

の
み
で
な
く
、
そ
れ
を
日
常
的
な
場
面
に
お
い
て
発
露
さ
せ
る
た
め
の
活
発
な

行
動
を
と
も
な
う
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

本
名
の
提
示
度
を
例
に
と
る
と
、
神
奈
川
県
の
実
施
し
た
調
査
で
は
、
在
日
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朝
鮮
人
全
体
の
中
で
本
名
の
使
用
の
方
が
多
い
と
い
う
人
ゆ
比
率
が
約

一
二
%

　り
　

で
あ
る
の
に
対
し
、
本
調
査
デ
ー
タ
で
は
約
六
九
%
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
数

値
だ
け
を
見
て
も
、
同
団
体
の
際
立

っ
た
民
族
主
義
的
特
性
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。留

学
同
は
、
そ
の
活
動
の

一
貫
と
し
て
、
毎
年
八
月
初
旬
に
懇
親
と
学
習
の

た
め
の
合
宿
を
実
施
し
て
い
る
が
、
本
調
査
は

一
九
八
九
年
度
の
合
宿
に
お
い

て
、
集
合
調
査
法
に
よ
り
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

同
団
体
は
、
全
国
規
模
で
の
行
事
を
毎
年
四
回
実
施
し
て
い
る
渉
、
こ
の
合

宿
は
や
や
親
睦
の
色
彩
の
強
い
催
し

で
あ
り
、
積
極
的
で
な
い
構
成
員
や
低
学

年
の
参
加
が
多
く
な

っ
て
い
る
も
の
の
、
参
加
人
数
と
し
て
は
四
回
の
う
ち
で

も
最
大
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
調
査
当
時
、
留
学
同
の
盟
員
は
約
六
百
名
で
あ

っ
た
が
、
調
査
当
日
の
参
加
者
は
二

=
ハ
名
で
あ
り
、
そ
の
全
員
を
調
査
対
象

者
と
し
て
い
る
。

回
答
者
の
男
女
構
成
と
国
籍
を
表

1
～
2
に
示
し
た
。
い
ず
れ
も
欠
損
値
は

表
記
を
省
略
し
て
あ
る
。

表
1
を
見
る
と
、
男
女
数
は
ほ
ぼ
同
数
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
デ
ー
タ
に
偏

り
は
な
い
と
い
え
る
。
数
あ
る
民
族
団
体
の
中
に
は
、
参
加
者
の
多
数
を
男
性

渉
占
め
る
と
い
う
例
も
あ
る
が
、
留
学
同
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
傾
向
は
見
ら

れ
な
い
。
留
学
同
の
盟
員
は
学
生
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、・参
加
の
チ
ャ
ソ

ス
に
男
女
で
差
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
に
理
由
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
方
、
国
籍
に
つ
い
て
は
、
在
日
朝
鮮
人
全
体
に
対
し
て
構
成
比
が
逆
転
す

る
ほ
ど
、
大
き
く
朝
鮮
に
偏

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
留
学
同
が
在
日
本
朝
鮮
人

総
聯
合
会
の
傘
下
団
体
で
あ
る
た
め
、
朝
鮮
籍
を
持
つ
学
生
の
リ
ク
ル
ー
ト
渉

容
易
で
あ
る
と
い
う

こ
と
と
、
逆
に
韓
国
籍
の
学
生
が
参
加
す
る
場
合
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
障
害
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
る
。
障
害
と
は
、
時
に
日
本
の
公
安

委
員
会
に
よ
る
嫌
が
ら
せ
な
ど
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
在
日
本
大
韓

民
国
居
留
民
団
に
参
加
す
る
家
族
の
反
対
で
あ
る
。

表
3
～
4
は
回
答
者
の
年
齢
と
学
年
で
あ
る
。
低
学
年
が
多
く
な
る
偏
り
が

見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
留
学
同
の
調
査
を
行
な

っ
た
サ
マ
ー
セ
ミ
ナ
ー
が
、
比

較
的
低
学
年
の
参
加
者
の
親
睦
と
啓
蒙
を
重
視
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と

と
、
女
性
に
短
大
生
が
多
い
こ
と
に
理
由
が
あ
る
。

ま
た
、
学
年
の
最
頻
値
が

一
回
生
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

一
八
歳
の
比
率
は

や
や
少
な
い
。
入
学
前
に
い
わ
ゆ
る
浪
人
を
経
験
し
た
も
の
と
、
現
役
入
学
者

と
の
比
率
は
類
推
す
る
し
か
な
い
が
、

一
般
の
日
本
人
学
生
に
比
べ
る
と
、
や

や
浪
人
生
の
比
率
が
多
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
留
学

同
の
盟
員
の
中
に
、
民
族
学
校
を
卒
業
し
た
学
生
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
理

由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
大
学
が
民
族
学
校
の
卒
業
生
に
受
験
資
格
を

認
め
て
い
な
い
以
上
、
民
族
学
校
の
卒
業
生
は
、
日
本
の
大
学
を
受
験
す
る
た

め
に
、
浪
人
を
七
て
受
験
資
格
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

表
5
は
家
族
の
人
数
で
あ
る
。
日
本
人
家
庭
に
比
べ
で
、
六
人
以
上
の
割
合

が
や
や
高
め
で
あ
る
が
、
際
立

っ
て
家
族
数
が
多

い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

一
般
に
、
在
日
朝
鮮
人
の
き
ょ
う
だ
い
数

・
家
族
数
は
多
い
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
調
査
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

表
6
は
、
回
答
者
の
家
族
形
態
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
調
査
対
象
が
学

生
で
あ
る
た
め
、
ひ
と
り
住
ま
い
の
場
合
は
実
家
の
こ
と
に

つ
い
て
回
答
し
て

も
ら

っ
て
い
る
。
三
世
代
型
と
は
、
祖
父
母
の
両
方
あ
る
い
は
片
方
、
お
よ
び
、
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表1性 別.人 数(%) 表2国 籍 人数(%)

男性 112(53.3) 朝鮮 141(67.1)

女性 98(46.7) 韓国 68(32.4)

表3年 齢(欠 損値省略)

総数(%) 18 19 20 21 22 23 24 27

210 34 54 57 32 15 ll 6 1

(100.0) (16.2) (25.7) (27.1) (15.2) (7.1) (5.2) (2.9) (0.5)

表4学 年(欠 損値省略)

総数(%) 1 2 3 4 5 6

1

8

215 85 48 43 29 1 1 1

(100.0) (395) (22.3) (20.0) (13.5) (0.5) (05) (05)
1 一

表5家 族人数(本 人を含む) Mean4.042

総数(%) 2 3 4 56 7～

216 7 21 47 6546 20

(100.0) (3.2) (9.7) (21.8) (30.1)・(2L3) (13.9)

表6家 族形態

総数(%) 3世代型 2世代型 その他

216(100.0) 32(14.9) 176(81.5) 8(3.8)
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両
親
の
両
方
あ
る
い
は
片
方
と
同
居
の
場
合
で
あ
り
、
二
世
代
型
と
は
、
両
親

の
両
方
あ
る
い
は
片
方
と
同
居
の
場
合
で
あ
る
。

一
見
し
て
分
か
る
と
お
り
、

二
世
代
型
つ
ま
り
核
家
族
型
が
趨
勢
を
占
め
て
い
る
。
在
日

一
世
達
の
高
齢
化

が
進
行
し
た
こ
と
な
ど
の
影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
調
査
時
点
に
お
い
て

一
世

世
代
と
同
居
し
、
家
庭
内
で
そ
の
民
族
文
化
を
伝
達
さ
れ

つ
づ
け
て
い
る
と
い

う
層
は
、
少
数
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
こ
こ
ま
で
調
査
の
母
体
と
な

っ
た
留
学
同
の
特
性
を
概
観
し
、

調
査
対
象
者
の
デ
モ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
側
面
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
次
節
か
ら

は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
い
か
に
し

て
測
定
可
能
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
形
成
過
程
を
持

つ
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
実
証
的
に
論
じ
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

三

民
族
的
求
心
力
の
測
定
論

は
じ
め
の
節
で
は
、
民
族
的
内
実

を
規
定
す
る
に
あ
た

っ
て
、
単
純
な
帰
属

意
識
だ
け
で
は
な
く
、
民
族
的
な
志
向
性
の
発
露
全
体
を
見
据
え
た
議
論
が
必

要
な
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
よ
う
な
志
向
性
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
は
民
族
的
求

心
力
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究

に
お
い
て
、
民
族
的
求
心
力
が
発
現
す
る

形
態
之
し
て
、
大
き
く
二
つ
の
方
向
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
の

一
つ
は
、

民
族
的
同
胞
集
団
と
の
情
緒
的
紐
帯
を
重
視
す
る
志
向
性
で
あ
り
、
も
う

一
つ

は
、民
族
的
な
問
題
状
況
を
意
識
し
た
手
段
的
な
色
彩
の
強
い
志
向
性
で
あ
る
。

前
者
の
視
点
が

「原
初
的

零
巨

o
a
巨

ア
プ

ロ
ー
チ
」
か
ら
、
ま
た
後
者
が

表7民 族的求心力の指標群

関係志向

Yl)恋 愛の対象

Y2)日 常の交際対象

Y3)民 族教育の継承

Y4)結 婚の対象

主体志向

Y5)政 治的知識の獲得

Yq)民 族的書籍の参照

Y7)民 族問題の議論頻度

Y8)本 名使用度

「動
員
主
義
的

霞
o
げ
ま
慧
口
o
昌
巴
響

ア
プ
ロ
ー
チ
」
か
ら
強
調
さ
れ
て
き
た

　け
　

 こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

今
回
分
析
に
用
い
る
変
数
の
中
で
、
民
族
的
求
心
力
を
測
定
す
る
た
め
も
の

は
、
表
7
に
示
し
た
八
つ
の
指
標
か
ら
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
指
標
は
、
上

に
述
べ
た
二
つ
の
志
向
性
に
着
目
し
て
操
作
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

関
係
志
向
と
は
、同
胞
と
の
情
緒
的
紐
帯
を
求
め
る
志
向
性
の
こ
と
で
あ
る
。

関
係
志
向
を
構
成
す
る
指
標
に
つ
い
て
は
、
日
本
社
会

へ
の
文
化
的
統
合
が
高

度
に
進
行
し
て
い
る
在
日
朝
鮮
人
の
若
年
層
に
と
っ
て
、
同
胞
集
団
と
の
社
会

的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

・
維
持
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
が
適
切
で
あ
る
と
の

判
断
か
ら
、
囑
尸

磯
b。
噂
囑
膳
を
設
定
し
た
。
ま
た
、
世
代
継
承
性
を
操
作
化
し

た

網
。。矯
団
膳
は
、
や
は
り
民
族
的
同
胞
集
団
と
の
連
携
を
重
視
す
る
関
係
志
向

の
立
場
に
よ
く
適
合
す
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
主
体
志
向
の
方
は
、

一
定
の
問
題
意
識
や
自
覚
的
な
行
為
規
範
を
必

要
と
す
る
よ
う
な
項
目
を
操
作
化
し
て
あ
る
。
例
え
ば
民
族
名
に
つ
い
て
は
、

民族的求心力の形成論25



原
初
主
義
の
立
場
を
代
表
す
る

出
・
切
」
ωき
o
ω
が

「基
本
的
集
団
ア
イ
デ

ン

テ
ィ
テ
ィ

び
器
8

伽q
民o弓

達
Φ暮
芽
」
を
構
成
す
る
代
表
的
な
例
と
し
て
取
り

　ど

あ
げ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
が
対
外
的
に
民
族
名
を
日

常
提
示
す
る
に
は
、
同
胞
集
団
に
対
す
る
親
密
な
愛
着
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ

自
覚
的
で
戦
略
的
な
意
志
が
必
要

だ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
本
名
使
用
度
は
主

体
志
向
の
指
標
と
し
て
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
操
作
化
の
過
程
が
、
統
計
学
的
に
妥
当
性
を
持
ち
う
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
八
つ
の
指
標
に
た
い
し
て
主
成
分
分
析
を
適
用
し

た

(表
8
)
。

表
8
を
見
る
と
、
共
通
性

(O
o
ヨ
9
彗

聾
受
)
と
第

↓
主
成
分
の
因
子
負

荷
量

(聞
99
0
民
昌
)
は
い
ず
れ
も

O
ぴ

前
後
で
安
定
し
て
高
い
値
を
示
し
て
お

り
、全
指
標
が
総
じ
て
民
族
的
求
心
力
を
よ
く
代
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

一
方
、
第
二
主
成
分
に
着
目
し

て
み
る
と
、
関
係
志
向
の
指
標
群
と
主
体
志

向
の
指
標
群
が
、
そ
れ
ぞ
れ
正
負

の
象
限
に
分
離
し
て
お
り
、
民
族
的
求
心
力

の
指
標
群
を
二
つ
の
概
念
に
分
節
化
す
る
こ
と
は
、
統
計
的
に
も
妥
当
だ
と
判

断
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
民
族
的
求
心
力
を
操
作
化
し
た
八
つ
の
指
標

か
ら
、
全
分
散
の

誤
.◎。
郭

を
説

明
す
る
主
成
分
が
二
本
抽
出
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

し
た
が

っ
て
、
こ
の
主
成
分
分
析
の
結
果
か
ら
は
、
①
全
八
指
標
が
い
ず
れ

も
民
族
的
求
心
力
を
代
表
す
る
指
標
と
し
て
の
妥
当
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
、

②
民
族
的
求
心
力
は
、
関
係
志
向

と
主
体
志
向
と
に
分
節
化
さ
れ
う
る
こ
と
、

と
い
う

二
点
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
民
族
的
求
心
力
に
影
響
を
及
ぼ
す
二
つ
の
因
子
の
間
に
、

表8民 族的求心力の主成分分析

Communality　
.65548

Factor2Factor1Variable

一.4730065708Yl

63790

.40145

.60536

・.24592

・。02214

一.56148

75989Y2

63321

53861

Y3

Y4

FactorEigenvalueCumPct

1 3.35118 41.9

2 1.11504 55.8

3 .83066 66.2

4 .75001 75.6

45122.5081943928Y582。857327

 

5

61767,3818268694Y689.654833

 

6

600412689572669Y7955.46939

 

7

496711967367677Y8100.036214
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完
全
な
直
交
関
係
を
想
定
す
る
の
は
、
社
会
的
リ
ア
リ
テ
ィ
ど
い
う
観
点
か
ら

し
て
難
点
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た
、
探
索
的
因
子
分
析
に
よ
る
単
純
構
造
の
推

定
は
、
潜
在
的
因
子
の
識
別
に
純
粋
性
が
欠
け
る
と
い
う
点
や
、
独
自
因
子
に

強

い
独
立
性
を
仮
定
し
て
い
る
と

い
う
点
か
ら
、
や
は
り
問
題
点
を
含
ん
で
い

る
。そ

こ
で
、
主
成
分
分
析
の
検
討

で
明
ら
か
に
な

っ
た
二
点
を
あ
ら
た
め
て
確

認
す
る
た
め
に
、
民
族
的
求
心
力

の
八
指
標
を
、
確
証
的
因
子
分
析
に
適
用
し

た

(図
1
)
。

民族的求心力の確証的因子分析図1

 

図
内
の
下
部
に
示
し
た
各
指
数
は
、
モ
デ
ル
と
実
測
値
の
適
合
度
を
示
す
も

の
で
あ
る
。
代
表
的
な
適
合
度
の
指
数
は
、
○
国

(O
o
o
彑
づ
Φω
の
o
』
国
け
H彳

創
⑦x
)
と

》
○
国

(b
α甘
ω8
Ω
O
o
o蟻
昌
⑦
ωω
o
h
霊
け
冒
畠
o×
)
だ
が
、
こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
経
験
的
な
水
準

(O
.㊤
以
上
)
を
十
分
に
満
た
し
て
お
り
、
か

つ
両

者
の
ず
れ
も
少
な
い
。

ま
た
標
準
的
な

口
ω
因
国
い

モ
デ
ル
に
お
い
て
は
、
各
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
の
算

出
が
最
尤
推
定
法
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
適
合
度
の
指
数
と

し
て
自
由
度
で
修
正
し
た
尤
度
比

(毛

＼
阜

h・)
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。

こ
の
指
数
は
、
仮
説
的
モ
デ
ル
に
よ
り
推
定
さ
れ
る
数
値
が
実
測
値
と
乖
離
す

る
に
つ
れ
て
高
い
値
を
取
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
が
あ
ま
り
に
も
高
い
値
を

示
す
場
合
、
と
り
も
な
お
さ
ず
仮
説
モ
デ
ル
自
体
が
重
要
な
欠
陥
を
抱
え
て
い

る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
般
に
、
こ
の
数
値
が

二
以
下
で
あ
れ
ば
仮
説
モ
デ
ル

と
実
測
値
の
適
合
度
は
好
ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
じ
こ
の
分
析
に
お
け
る
仮
説

モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
、
ミ

＼
α
.
h
畔

H
・Q。O
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
測
値
と
の

適
合
度
は
な
か
な
か
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

以
上
、
適
合
度
を
示
す
ど
の
指
数
を
検
討
し
て
も
、
こ
の
測
定
モ
デ
ル
に
つ

い
て
、
実
測
値
と
の
適
合
度
の
良
さ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が

っ

て
次
は
、
各
パ
ラ
メ
ー
タ
の
具
体
的
な
推
定
値
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
推
定
値
は
す
べ
て
完
全
標
準
化
解
で
あ
る
。

関
係
志
向
と
主
体
志
向
を
構
成
す
る
各
測
定
変
数
か
ら
の
因
子
負
荷
量
は
、

い
く
ら
か
の
ば
ら

つ
き
は
あ
る
も
の
の
、
も

っ
と
も
低
い
値
を
示
し
た
係
数
で

さ
え
も

O
・自

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
い
ず
れ
も
安
定
し
て
高
い
値
を
示

し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
定
の
測
定
変
数
に
大
き
く

偏
る
こ
と
な
く
、
各
四
変
数
の
す
べ
て
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
潜
在
概
念
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
代
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
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次
に
関
係
志
向
と
主
体
志
向

と

の
間

の
相
関
係
数

で
あ
る
が
、
こ
れ
は

O
.$

と
い
う
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
数
値
は
、
両
者
の
分
散
の
重
な
り
が

四
入
%
に
満
た
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
の
概
念
で
あ
る
と
規
定
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
社
会
調
査
に
お

い
て
概
念
間
に

O
.①⑩
と
い
う
相
関
係
数
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と

え
分
散
の
重
な
り
が
半
数
に
わ
ず
か
に
満
た
な
い
と
は
い
え
、
や
は
り
非
常
に

大
き
な
値

で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
両
概
念
の
間
に
こ
れ
だ
け
強
い
親
和

性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
2
つ
に
分
節
化
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ

る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
つ
づ
く
議
論
の
中
で
最
終
的

な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
が
存
在
す
る
と
は
い
う
も
の
の
、
以
上
の
検
討
か
ら
、
①
各

測
定
変
数
が
そ
れ
ぞ
れ
の
潜
在
概
念
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
代
表
し
て
い
る
こ
と
、

②
両
潜
在
概
念
を
相
互
に
分
割
す

る
こ
と
が
統
計
学
的
に
可
能
な
こ
と
と
い

う
、
こ
こ
で
の
測
定
論
に
か
か
わ
る
、
も

っ
と
も
重
大
な
二
つ
の
問
題
が
検
証

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が

っ
て
以
下
の
節
に
お
い
て
は
、
こ
こ
で
議
論
し
た
測
定
論
に
立
脚
し

つ
つ
、
民
族
的
求
心
力
を
分
節
化
し
た
二
つ
の
志
向
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
い
か
な

る
形
成
過
程
を
持

つ
も
の
で
あ
る
か
を
特
定
化
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

四

民
族
的
求
心
力
の
形
成
論

前
節
で
測
定
し
た
民
族
的
求
心
力
は
、

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
な
動
因
に
よ

っ
て
形
成
さ

原
初
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
代
表
す
る

一.人
と
目
さ
れ
る

国
・
図
.
♂
霽
8

は
、

獲
得
的
で
二
次
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
異
な
る
、
生
得
的
で
あ

っ
て
所

与
の
も
の
で
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
民
族

(13
)

的
同
胞
集
団
に
所
属
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
派
生
す
る
と
し
て
い
る
。

彼
の
議
論
に
な
ら
う
な
ら
ば
、
民
族
的
同
胞
集
団
へ
の
所
属
、
言
い
換
え
る

と
、生
育
過
程
に
お
け
る

一
次
的
な
民
族
的
同
胞
集
団
と
の
接
触
頻
度
こ
そ
が
、

民
族
的
求
心
力
を
形
成
す
る
重
要
な
要
因
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、

一
次
的
な
民
族
的
同
胞
集
団
と
の
接
触
頻
度
を
規
定
す
る
要
素
と

し
て
、
居
住
地
域
が
同
胞
集
住
地
域
で
あ
る
か
否
か

(居
住
地
域
内
の
同
胞
数
)

と
、
民
族
学
校
に
お
い
て
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か

(民
族
学
校

で
の
教
育
年
数
)
と
い
う
二
点
を
、
説
明
変
数
に
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、民
族
的
同
胞
集
団
と
の
接
触
頻
度
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
は
、

他
に
家
族

・
親
族
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
家
族

・

親
族
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
効
果
は
、
単
純
に
そ
の
総
量
に
よ

っ
て
数
量
化

す
る
こ
と
は
困
難
な
た
め
、
例
え
ば
宗
教
儀
礼
や
通
過
儀
礼
の
開
催

・
参
加
頻

度
、
家
族
レ
ベ
ル
で
の
民
族
組
織

へ
の
参
加
頻
度
な
ど
に
よ
り
、
多
元
的
に
測

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
調
査
デ
ー
タ
で
は
調
査
票
の

制
約
か
ら
測
定
変
数
に
含
め
ら
れ
て
い
な
い
。

一
方
、
動
員
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
は
、
民
族
的
求
心
力
を
形
成
す
る
動

(14
V

因
と
し
て
、
「
利
害
」
や

「手
段
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
強
調
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、
社
会
的
資
源
の
希
求
こ
そ
が
、
利
害
集
団
と
し
て
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を

統
合
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、社
会
的
資
源
の
希
求
水
準
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
操
作
化
し
、
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質
問
文
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「あ
な
た
は
…
が
望
ま
し
い

と
思
い
ま
す
か
」
「あ
な
た
は
…
が

必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
」
「あ
な
た
は
…
が

欲
し
い
と
思

い
ま
す
か
」
、
な
ど

の
よ
う
な
質
問
文
は
、
確
実
に
イ
エ
ス

・
テ

ン
デ
ン
シ
ー
を
引
き
起

こ
す
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
社
会
的
資
源
の
希
求

水
準
を
間
接
的
に
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、

相
対
的
剥
奪
感
を
説
明
変
数
に
設
定
し
た
。
周
知
の
と
お
り
、
相
対
的
剥
奪
感

と
は
、
あ
る
欲
求
の
希
求
水
準
と
達
成
水
準
と
の
乖
離
に
よ

っ
て
生
じ
る
不
満

感

の
こ
と
で
あ
る
。
今
回
用
い
た
指
標
は
、
「生
活
条
件

(×
O
)
」
「社
会
制
度

(図
①
)
」
「固
有
文
化

(×
刈
)
」
「医
療

(×
◎。
)」
「
教
育

(×
Φ
)
」
の
五

つ
の
設
問
か

ら
な

っ
て
お
り
、
す
べ
て

「と
て
も
そ
う
思
う
」
か
ら

「
ま

っ
た
く
そ
う
思
わ

な
い
」
ま
で
に
い
た
る
四
段
階
尺
度
に
な

っ
て
い
る
。

次
に
、
動
員
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
立
場
を
代
表
す
る
別
の
変
数
と
し
て
、

留
学
同
で
の
活
動
年
数
を
考
え
た
。
社
会
学
的
な
常
識
か
ら
す
る
と
、
団
体

へ

の
参
加
と
は
、
主
体
的
な
行
為
の
選
択
あ
る
い
は
獲
得
的
な
体
験
で
あ

っ
て
、

原
初
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
強
調
す
る
よ
う
な
、

一
次
的
な
同
胞
集
団

へ
の
所
属
で

は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
動
員
主

義
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
「利

害
」
の
達
成
を
目
的
と
し
た
手
段
的
な
行
為
の
選
択
だ
と
考
え
る
ほ
う
が
説
得

力
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
調
査
票
の
中

で
直
接
、
留
学
同
で
の
活
動
年
数
を
尋
ね
る

よ
う
な
設
問
は
設
け
て
い
な
か

っ
た
た
め
、
回
答
者
の
年
齢
で
近
似
的
に
代
表

さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
年
齢
よ
り
も
む
し
ろ
学
年
の
方
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
た

が
、
学
年
の
分
散
に
は
あ
ま
り
に
も
正
規
性
が
乏
し
い
だ
め
、
比
較
的
ま
と
も

な
年
齢
を
用

い
る
こ
と
に
し
た
。

ち
な
み
に
年
齢
と
学
年
の
相
関
係
数
は

ρ
ミ

で
あ
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
い
わ
ば

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
変
数
と
し
て
、
性
別
を
説
明
変
数

に
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
性
別
は
コ
ソ
ト
ロ
ー
ル
変
数
と
い
う
役
割
に

留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
在
日
朝
鮮
人
社
会
に
今
で
も
根
強
い
男
性
中
心
的
な

価
値
観
に
対
し
て
、
現
代
的
な
価
値
観
に
覚
醒
し
て
き
た
在
日
女
性
が
不
快
感

を
強
め
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
同
胞
社
会
と
の
接
触
、
特
に
同
胞
男
性
と
の
結

婚
に
消
極
的
に
な

っ
て
き
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
そ
し
て
官
庁
統
計
か
ら

は
、
そ
れ
を
間
接
的
に
裏
付
け
る
よ
う
な
デ
ー
タ
も
読
み
取
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
逆
に
、

一
九
八
四
年
に
改
正
さ
れ
る
ま
で
、
日
本
の
国
籍
法

が
父
系
的
な
形
態
を
と

っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
人
男
性
と
の
結
婚
に
よ

り
も
う
け
た
子
供
は
日
本
国
籍
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、

在
日
朝
鮮
人
社
会
の
間
に
は
、
同
胞
女
性
が
日
本
人
男
性
と
結
婚
す
る
こ
と
に

つ
い
て
強
い
禁
忌
観
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
在
日
朝
鮮
人
の
民
族
的
求
心
力
に
及
ぼ
す
性
別
の
影
響
は
、
現
在

の
と
こ
ろ
、
明
確
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
留
学
同
と

い
ヶ
集
団
に
限
定
し
た
形
で
は
あ
る
が
、
性
別
に
よ
る
民
族
的
求
心
力

へ
の
効

果
を
特
定
し
た
い
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
に
出
て
き
た
七
つ
の
概
念
間
に
、
原
始
的
な
因
果
序
列
を

設
け
た
モ
デ
ル
を
、
口
ω
即
国
い

を
用
い
た
分
散
共
分
散
分
析
に
適
用
し
た
。

図
2
に
示
し
た
パ

ス

・
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
が
、
そ
の
モ
デ
ル
と
分
析
結
果
で
あ

お
　

る
。
性
別
は
、
男
性
を

一
、
女
性
を
○
と

コ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
た
ダ
ミ
i
変
数
で

あ
る
。
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図2民 族的求心力の構造方程式モデル

図
2
を
見
る
と
、
》
O
国

が
や
や
低
め
に
出
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
の

指
標
は
良
好
な
値
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
モ
デ
ル
と
実
測
値
と
の
適
合
度
は
、

お
お
む
ね
望
ま
し
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
外
生
変
数
か
ら
の
因
果
的
効
果
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
族
的

求
心
力
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
を
論
じ
て
い
く
こ
と

に
す
る
。

図
中
に
直
線
の
矢
印
で
示
し
た
も
の
ば
外
生
変
数
か
ら
の
因
果
的
効
果
で
あ

る
が
、関
係
志
向
の
形
成
に
も

っ
と
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
は
、
.

民
族
学
校
で
の
教
育
年
数
で
あ
る
。
ま
た
、
民
族
学
校
で
の
教
育
年
数
と
同
様

に
、
コ

次
的
な
同
胞
集
団
と
の
接
触
頻
度
」
と
し
て
想
定
し
た
居
住
地
域
内

同
胞
数
か
ら
も
、
少
な
く
な
い
影
響
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
原
初
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き
た

.よ
う
に
、

一
次
的
な
同
胞
集
団
と
の
接
触
頻
度
は
、
(在
日
朝
鮮
人
学
生
の
)

民
族
的
求
心
力
の
形
成
に
対
し
て
、
確
か
に
有
意
な
効
果
を
持

っ
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
視
点
を
主
体
志
向
の
方

へ
移
し
て
み
る
と
、
民
族
学
校
で

の
教
育
年
数
と
居
住
地
域
内
同
胞
数
か
ら
の
影
響
力
は
、
統
計
学
的
に
有
意
な

値
を
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
関
係
志
向

へ
の
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
大
き
く
後

退
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、

一
次
的
な
同
胞
と
の
接
触
頻
度
は
、

か
な
ら
ず
し
も
民
族
的
求
心
力
の
形
成
全
体
に
、
普
遍
的
な
効
果
を
持

つ
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な

っ
た
と
言
え
る
。

さ
て
次
に
、
主
体
志
向
の
形
成
に
着
目
す
る
と
、
も

っ
と
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
も
の
は
、
留
学
同
で
の
活
動
年
数
で
あ
る
。
政
治
色
の
濃
い
民
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族
組
織
で
の
活
動
経
験
の
蓄
積
が

、
戦
略
的
な
ア
イ
デ

ソ
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
を

強
く
左
右
し
、
主
体
志
向

へ
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
構
図
は
、
実
に
正
当
な
も

の
と
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
動
員
主
義
的
視
点
か
ら
導
入
し
た
も
う

一
つ
の
説
明
変
数
で
あ
る

相
対
的
剥
奪
感
も
、
そ
れ
に
次
ぐ
大
き
な
影
響
力
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
二
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う

に
、
動
員
主
義
的
ア
プ

ロ
ー
チ
か
ら
主
張
さ

れ
て
き
た

「
利
害
」
や

「手
段
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
民
族
的
求
心
力
の

活
性
化
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
有
効
な
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、

一
次
的
な
同
胞
と
の
接
触
頻
度
で
論
じ
た
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
要
因
が
、
民
族
的
求
心
力
全
体
の
形
成
に
、
均

一
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
相
対
的
剥
奪
撼
か
ら
の
効
果
は
、
主
体
志
向

と
関
係
志
向
の
両
方
に
対
し
て
同
じ
様
に
高
い
値
を
示
し
て
い
る
が
、
留
学
同

で
の
活
動
年
数
に
つ
い
て
は
、
統
計
水
準
を
十
%
ま
で
落
と
し
て
も
、
関
係
志

向
に
対
し
て
有
意
な
影
響
が
検
出
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

民
族
的
求
心
力
を
解
明
す
る
際

に
、
「
利
害
」
や

「手
段
」
な
ど
の
キ
ー
ワ
ー

ド
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
有
効

で
な
い
側
面
を
持

つ
と
い
う
可
能
性
に
留
意

し
た
上
で
、
用
い
ら
れ
る
べ
き
も

の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
、
性
別
の
効
果
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。
性
別
に
つ
い
て
は
、

関
係
志
向
に
対
し
て
マ
イ
ナ
ス
で
や
や
弱
め
の
影
響
が
見
ら
れ
る
が
、
.主
体
志

向
に
つ
い
て
は
、
有
意
な
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
関
係
志
向
に
マ
イ
ナ
ス

の
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
ほ
ど
、
同
胞
と
の
情
緒
的
紐
帯
を
求
め

る
志
向
性
が
強

い
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
だ
け
で
は
、

な
ぜ
女
性
ほ
ど
関
係
志
向
が
強
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、

留
学
同
と
い
う
サ
ン
プ
ル
の
特
殊
性
が
現
わ
れ
た
だ
け
と
い
う
可
能
性
も
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
性
別
に
よ
る
民
族
的
求
心
力

へ
の
効
果
と
い
う
テ
ー
マ
は
、

引
き
続
き
研
究
が
必
要
な
領
域
だ
と
思
わ
れ
る
。
・し
か
し
こ
こ
で
の
結
果
は
、

少
な
く
と
も
続
く
研
究
に
対
し
て
、

一
つ
の
論
点
を
提
示
す
る
と
い
う
役
割
を

果
た
す
も
の
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
分
析
で
明
ら
か
に
な

っ
た
こ
と
を
、
以
下
に
総
括
し
て

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

①

一
次
的
な
民
族
的
同
胞
集
団
と
の
接
触
頻
度
を
規
定
す
る
民
族
学
校
で
の
教

育
年
数
や
居
住
地
域
内
同
胞
数
は
、
関
係
志
向
に
対
し
て
は
強
い
影
響
力
を

持

つ
が
、
主
体
志
向
に
対
す
る
影
響
力
は
比
較
的
弱
い
。

②

「利
害
」
の

「手
段
的
」
追
求
を
代
表
す
る
民
族
組
織

で
の
活
動
年
数
や
相

対
的
剥
奪
感
は
、
主
体
志
向
に
対
し
て
強
い
影
響
力
を
持
つ
が
、
関
係
志
向

に
対
す
る
影
響
力
は
安
定
せ
ず
、活
動
年
数
か
ら
の
影
響
は
瞥
定
さ
れ
な
い
。

③
女
性
ほ
ど
、
関
係
志
向
が
強

じ
。

ま
た
、
上
記
の
三
点
に
よ
り
、
次
の
こ
と
が
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

④
関
係
志
向
と
主
体
志
向
は
、

一
部
共
通
の
形
成
要
因
を
持

つ
が
、
そ
の
影
響

力
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。

5

議
論

本
稿
で
の
分
析
で
も

っ
と
も
明
確
に
示
さ
れ
た
こ
と
は
、民
族
的
求
心
力
は
、

そ
の
志
向
性
の
相
異
に
よ

っ
て
分
節
化
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
と
い
う
こ
と
と
、

そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
性
を
形
成
す
る
要
因
は
、
相
互
に
異
な

っ
て
い
る
と
い
う

こ
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と
で
あ

っ
た
。.

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
「
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
」
を
単

一
の
統
合
力
を
持
つ
存
在

と
し
て
安
易
に
規
定
す
る
よ
う
な
論
点
は
、
誤

っ
た

(あ
る
い
は
不
正
確
な
)

結
論
を
導
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
』

例
え
ば
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
が
盛
ん
に
な

っ
た
七
十
年
代
、
原
初
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
動
員
主
義
的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
と
る
研
究
者
の
間
に
、
視
点
の
妥
当
性

を
め
ぐ

っ
て
議
論
が
表
面
化
し
た
。
こ
の
議
論
に
つ
い
て
筆
者
は
、
各
立
場
の

研
究
者
が
、
民
族
的
求
心
力
の

「
関
係
志
向
」
的
側
面
か

「主
体
志
向
」
的
側

面
の
い
ず
れ
か

一
方

の
み
を
、
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
の
顕
在
形
態
と
し
て
認
知

し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
る
。

冒
目
Φ。。
竃
。国
翅

が
、
両
ア
ブ

ロ
ー
チ
の
問
題
点
と
有
効
性
を
指
摘
し
な
が

ら
、
両
者
を
統
合
す
る
視
点
を
明
確
に
提
示
し
て
以
来
、
い
ず
れ
か
片
方
の
視

点
の
み
で

「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
」
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
論
者
は
少
な
く
な

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
と
計
量
的
実
証
研
究
に
限

っ
て
言
え
ば
、
や
は
り

「
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
」
を
単

一
の
統
合
的
存
在
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
視
点
は
、
い
ま

だ
多
く
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
民
国
家
や
単

一
民
族
国
家
の
擬
制

性
を
、
も

っ
と
も
強
く
指
摘
し
続

け
て
き
た
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
研
究
者
が
、
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
の
単

一.性
神
話
か
ら
は
解
放
さ
れ
な
い
で
い
る
と
し
た
ら
、
な
ん
と

も
皮
肉
な
こ
と
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

現
在
、
多
く
の
研
究
者
が
注
目
す
る
よ
う
に
な

っ
た

目
巳
串
①9
巳
o
ω
の
視

点
と
同
じ
よ
う
に
、
本
稿
が
、
「
単

一
性
」
の
呪
縛
を
指
摘
す
る
働
き
を
少
し

な
り
と
も
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
と
期
待
し
て
い
る
。

最
後
に
、
本
分
析
の
問
題
点
と
限
界
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

今
回
の
分
析
は
、
民
族
的
求
心
力
に
関
す
る
計
量
研
究
の
空
隙
を
う
め
る
と

い
う
目
的
を
持

っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
ば
ア
ウ
ト

・
グ
ル
ー
プ
と
の

接
触
形
態
な
ど
は
考
察
の
対
象
と
し
な
か

っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、グ
ル
ー

プ

・
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
ス
や
エ
ス
ニ
ッ
ク

・
バ
ウ
ソ
ダ
リ
ー
を
論
点
と
す
る
研
究

者
の
関
心
に
は
、
応
え
る
す
べ
を
失
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
の
詳
細
な
デ
ー

タ
を
同
時
に
採
集
す
る
こ
と
で
対
応
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
日
常
的
な
接

触
が
む
し
ろ
ア
ウ
ト

・
グ
ル
ー
プ
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
多
い
在
日
朝
鮮

人
の
青
年
層
に
と

っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
力
を
確
認
で
き
る
か
疑
問
で
あ
る
。

た
だ
し
、
今
回
の
調
査
の
よ
う
に
留
学
同
を
対
象
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

「
同

胞
企
業
」
の
経
営
者
や
同
胞
集
住
地
域
の
居
住
者
、
.民
族
学
校
の
在
校

・
卒
業

生
な
ど
に
サ
ン
プ
ル
を
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
何
ら
か
の
知
見
が

検
出
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
認

識
し
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
今
回
の
調
査
デ
ー
タ
が
、
分
析
に
含
め
る
べ
き
変
数
の
不
備
と
い
う

問
題
を
残
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
調
査
対
象
が
ま
だ
大
学
生
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
調
査
票
に
社
会
階

層
を
代
表
す
る
変
数
は
含
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
生
育
過
程
に
お
け
る
民

族
的
接
触
体
験
な
ど
に
つ
い
て
も
、
考
察
の
対
象
に
な

っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら

の
こ
と
は
、
社
会
学
的
調
査
と
し
て
重
大
な
損
失
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
だ

ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
分
析
に
含
め
る
変
数
群
と
い
う
も
の
は
、
質
問
時
間
の
限
界
な
ど
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を
代
表
と
す
る
様

々
な
制
約
も
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
関
心
に
対
応
で
き
る
だ
け
の

変
数
を
網
羅
す
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
先

行
す
る
関
連
領
域
の
知
見
や
、
理
論
上
の
洞
察
を
十
分
に
支
え
る
だ
け
の
妥
当

性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
も
明
白
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
こ
の
点
に

つ
い
て
も
、
次
回
の
調
査
で
早
急
に
対
応
す
る
予
定
で
あ
る
。
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Ethnic Centripetal Force

In the cases where racial relations are studied in the sociornetric area, many past studies have been used 

race and ethnic groups as explanation variables. In many of these cases the variables used were questions 

asking the ethnic nativity and subjective sense of affiliation to the race and ethnic group such as the place 

of birth and image of ethnic origin, which do not adequately grasp the nature of ethnic identity compli-

cated and delicate. Furthermore, because of the use of scales related to races as explanation variables, no 

efforts for elucidation of the basic themes, i.e., "what is ethnicity?" and "how can ethnicity be 

measured?", have been made. 
This paper selected elucidation of the attitude and behavior (ethnic centripetal force) associated with a 

strong ethnic affiliation as the principle theme based on the self-examination of these problems. The in-
vestigation data were acquired from participants of "RYU-HAK-DEON", which is a student organization 

of Koreans born in Japan. It was confirmed as a result of detailed examination, that ethnic centripetal 
force can be divided into (1) ethnic orientation based on emotional ties with the brotherly ethnic group 

(relation orientation); and (2) ethnic orientaion based on instrumental behavior related to ethnic issues 

(instrumental orientation). 
Furthermore, a number of explanation variables were introduced to specity the process of formation of 

ethnic centripetal force. It was confirmed as a result that the factors that produce relation orientation and 

instrumental orientation are largely independent of one another. The result of the entire analysis suggests 

the need of a re-examination of the studies which have conventionally been using ethnicity easily as the 

sole explanatory variable.
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 ethnicity, ethnic centripetal force, relation orientation, subject orientation, LISREL, measurement
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