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フ
ラ
ン
ス
の
「
少
数
民
族
」
と
は
ど
の
よ
う
な

社
会
集
団
で
あ
ろ
う
か
。「
少
数
民
族
」
が
多
数

者
と
の
相
対
化
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
な
ら

ば
、
多
数
者
は
「
少
数
民
族
」
を
そ
の
よ
う
な
集

団
と
し
て
承
認
し
、
特
定
の
社
会
的
地
位
を
与
え

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
こ
れ
ま
で
「
少
数
民

族
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
人
々
は
、
現
在
も
ま
た

「
少
数
民
族
」
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
構
成
要

素
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
現

代
フ
ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
「
少
数
民
族
」
の
存

立
を
言
語
問
題
か
ら
考
察
し
、
異
言
語
話
者
か
ら

移
民
に
ま
で
い
た
る
、「
少
数
民
族
」
の
諸
相
に

迫
り
た
い
。

　

そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
に
「
少
数
民
族
」
は
存

在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。「
少
数
民
族
」
は
そ
の
定

義
に
応
じ
て
、
存
在
す
る
と
も
、
存
在
し
な
い

と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
少
数
民
族
」
と

は
「
社
会
を
構
成
す
る
民
族
集
団
の
う
ち
で
、
支

配
的
な
民
族
集
団
と
は
異
な
る
言
語
・
宗
教
・
慣

習
を
持
ち
、
社
会
の
周
縁
部
や
被
支
配
的
な
地
位

に
あ
る
、
一
般
的
に
は
人
口
の
上
で
も
少
数
の
民

族
」（『
広
辞
苑
』）
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
定
義

に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
国
語
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス

語
以
外
の
異
言
語
を
使
用
す
る
、
あ
る
い
は
使
用

し
て
き
た
言
語
集
団
が
フ
ラ
ン
ス
に
は
存
在
す
る

こ
と
か
ら
、「
少
数
民
族
」
は
存
在
す
る
と
い
え

よ
う
。
言
語
地
図
（
図
１
参
照
）
に
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
現
在
で
も
ア
ル
ザ
ス
語
、

フ
ラ
マ
ン
語
、
ブ
ル
ト
ン
語
、
バ
ス
ク
語
、
カ
タ

ル
ニ
ア
語
な
ど
と
い
っ
た
地
域
語
が
あ
り
、
ま
た

一
九
九
九
年
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
子
ど
も
の
頃
に

家
族
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
フ
ラ
ン
ス
語

以
外
の
こ
の
よ
う
な
地
域
語
を
何
ら
か
の
割
合
で

使
用
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
人
は
二
六
％
い
る
と
い

う
（C

lanché 2002, p. 1)

。
こ
の
よ
う
な
指
標
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
対
応
し
た
言
語
集
団
の
存
在

を
含
意
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
言
語
を
使
っ
て

い
た
、
あ
る
い
は
現
在
も
使
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
人

を
「
少
数
民
族
」
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

ろ
う
。
確
か
に
、
異
言
語
話
者
の
集
団
と
い
う
視

点
か
ら
、
彼
ら
を
「
少
数
民
族
」
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
少
数
民

族
」
の
存
在
は
、
憲
法
の
定
め
る
平
等
の
精
神
の

前
で
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。

　

フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
人
権
宣
言
の
伝
統
を
受
け
、

第
五
共
和
国
憲
法
の
冒
頭
で
市
民
の
平
等
を
次
の

よ
う
に
宣
言
し
て
い
る
。「
フ
ラ
ン
ス
は
、
出
自
、

人
種
ま
た
は
宗
教
に
よ
る
区
分
な
し
に
、
す
べ
て

の
市
民
の
法
律
の
前
の
平
等
を
保
証
す
る
。」（
憲

法
第
一
条
）
こ
の
平
等
の
精
神
は
共
和
国
の
基
盤

で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
共
和
国
の
内
部
に
あ
っ

て
「
少
数
民
族
」
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
う
論
拠
で

フ
ラ
ン
ス
社
会
の
「
少
数
民
族
」
と
は
誰
か

―

異
言
語
話
者
か
ら
移
民
ま
で
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「
少
数
民
族
」
と
言
語
問
題

も
あ
る
。
ひ
と
た
び
フ
ラ
ン
ス

人
と
し
て
生
ま
れ
、
あ
る
い
は

フ
ラ
ン
ス
国
籍
を
取
得
し
て
し

ま
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
そ

の
出
自
、
人
種
、
宗
教
に
よ
り

区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
公

共
空
間
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

な
差
異
は
す
べ
て
平
等
性
に
還

元
さ
れ
、
文
化
的
民
族
的
差
異

は
差
別
を
生
み
出
す
根
拠
と

な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
ア

フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
に
代
表
さ
れ
る
優
遇
的
措
置

図1　フランスの言語地図
Cerquiglini(2003), Les langues de France, p.23.

コルシカ語

オック語

オイル語

フラマン語

バスク語

カ
タ
ル
ニ
ア
語

ブルトン語



31 特集：現代に生きる少数民族

の
対
象
に
も
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
フ
ラ
ン
ス
の

「
少
数
民
族
」
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
の
ア
ポ
リ

ア
が
潜
ん
で
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
平
等
の
精

神
は
あ
く
ま
で
も
フ
ラ
ン
ス
語
の
使
用
を
前
提
と

し
て
確
保
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
一
九
世
紀
以
来

近
年
に
い
た
る
ま
で
長
年
に
わ
た
っ
て
、
公
共
空

間
に
お
け
る
異
言
語
の
存
在
は
承
認
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
異
言
語
話
者
は
み
ず
か
ら
の

母
語
に
よ
る
教
育
や
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
そ
の
言
語
権
は
承
認
さ
れ
な
か
っ

た
。
一
九
九
九
年
に
欧
州
評
議
会
が

｢
欧
州
少
数

地
域
言
語
憲
章｣

の
署
名
な
ら
び
に
批
准
を
加
盟

各
国
に
求
め
た
際
も
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
署
名

は
す
る
も
の
の
、
批
准
せ
ず
と
の
措
置
を
と
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
。
憲
法
評
議
会
は
、
こ
の
憲
章

を

｢

分
割
不
可
能
な
一
つ
の
共
和
国
、
一
つ
の
国

民｣

と
い
う
政
体
や
法
の
下
で
の
平
等
と
い
う
憲

法
の
規
定
と
矛
盾
す
る
と
考
え
、
批
准
を
違
憲
と

判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

言
語
問
題
を
抜
き
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
少

数
民
族
」
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
中
核
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
と

い
う
国
家
の
創
成
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
フ
ラ
ン

ス
は
、
カ
エ
サ
ル
の
率
い
る
ロ
ー
マ
帝
国
に
編
入

さ
れ
た
時
代
を
起
源
と
す
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も

無
住
の
地
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ガ
リ
ア
人
と

呼
ば
れ
る
民
族
が
フ
ラ
ン
ス
の
先
住
民
と
し
て
暮

ら
し
て
お
り
、
ガ
リ
ア
語
と
呼
ば
れ
る
言
語
を
使

用
し
て
い
た
。
こ
の
ガ
リ
ア
語
は
文
字
を
持
た
な

い
言
語
で
あ
っ
た
た
め
に
、
現
在
で
は
ど
の
よ
う

な
言
語
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
詳
細
は
わ
か
ら
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
基
層
に
残
存
す
る
い
く
つ
か

の
単
語
よ
り
そ
の
原
型
を
想
像
す
る
の
み
で
あ
る
。

　

こ
の
ガ
リ
ア
人
は
ロ
ー
マ
人
の
侵
略
を
受
け
、

ロ
ー
マ
帝
国
に
同
化
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
原

型
と
な
っ
て
ゆ
く
。
当
時
の
ガ
リ
ア
人
に
は
自
分

た
ち
の
母
語
を
保
持
し
よ
う
と
の
発
想
が
全
く
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
優
れ
た
文
明
語
と
し

て
の
ラ
テ
ン
語
へ
と
主
体
的
に
言
語
乗
り
換
え
を

行
い
、
ラ
テ
ン
語
の
表
現
す
る
ロ
ー
マ
文
明
の
吸

収
に
努
め
た
。
そ
の
後
、
ラ
テ
ン
語
は
次
第
に
土

地
の
色
彩
を
帯
び
、
土
着
化
し
、
俗
ラ
テ
ン
語
へ
、

そ
し
て
南
部
で
は
オ
ッ
ク
語
へ
、
北
部
で
は
オ
イ

ル
語
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
。
こ
の
二
つ
の
言
語
は

そ
れ
自
体
多
く
の
地
域
変
種
、
い
わ
ゆ
る
方
言
か

ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
標
準
化
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
オ
ッ
ク
語
の
支
配
す
る
南
フ
ラ
ン
ス
は

ト
ゥ
ル
バ
ド
ー
ル
や
宮
廷
恋
愛
の
文
化
に
輝
き
、

繁
栄
を
極
め
、
オ
ッ
ク
語
は
当
時
の
文
化
語
と
な

る
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ス
が
次
第
に
中
央
集
権
国
家

へ
と
整
備
を
進
め
る
な
か
で
、
王
権
は
パ
リ
を
中

心
に
構
築
さ
れ
、
そ
の
地
方
の
土
着
語
で
あ
っ
た

オ
イ
ル
語
の
一
変
種
が
次
第
に
権
力
を
握
る
こ
と

と
な
り
、
南
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
語
で
あ
っ
た
オ
ッ

ク
語
は
周
縁
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
現
在
の
フ
ラ
ン

ス
語
の
原
型
と
な
る
オ
イ
ル
語
は
権
力
の
言
語

と
な
り
、
他
の
言
語
を
周
縁
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
地
位
の
正
当
化
を
は
か
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

　

権
力
の
中
核
を
担
う
言
語
が
他
の
言
語
を
周
縁

化
し
、
抑
圧
す
る
構
造
は
近
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
も
再
現
さ
れ
る
。
大
革
命
時
代
に
フ
ラ
ン
ス
語

は
「
人
間
と
市
民
の
権
利
を
は
じ
め
て
明
確
に
確

立
し
た
言
語
」、「
自
由
と
い
う
至
上
の
思
想
と
政

治
に
つ
い
て
の
最
も
偉
大
な
考
察
を
世
界
に
伝
え

る
責
務
を
担
う
言
語
」（
バ
レ
ー
ル
、
二
〇
〇
二
、

二
六
一
頁
）
と
考
え
ら
れ
、
共
和
主
義
普
及
の
道

具
と
し
て
承
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
フ
ラ
ン

ス
語
以
外
の
「
方
言
」
は
す
べ
て
反
革
命
的
で
あ

る
と
の
烙
印
を
押
さ
れ
て
、
抑
圧
の
対
象
と
な
る
。

こ
れ
は
、
ブ
ル
ト
ン
語
を
始
め
、
バ
ス
ク
語
、
ア

ル
ザ
ス
語
、
コ
ル
シ
カ
語
を
話
す
フ
ラ
ン
ス
人
を

「
迷
妄
の
道
具
」
に
縛
ら
れ
た
「
少
数
民
族
」
と

定
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
た
。
ア
ル
ザ
ス
語
は

ド
イ
ツ
語
の
一
変
種
で
あ
り
、
コ
ル
シ
カ
語
は
イ

タ
リ
ア
語
の
一
変
種
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ

う
な
言
語
を
話
す
人
々
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
い
う
よ

り
も
、
ド
イ
ツ
人
や
イ
タ
リ
ア
人
に
近
い
と
考
え

ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
の
地
域
語
を
使
用
す

る
人
々
は
、
中
央
政
府
に
従
う
よ
り
も
、
外
国
政

府
に
通
じ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
地
域
語
の
使
用
を
禁
ず
る
こ
と
が
、
革
命
思

想
の
普
及
に
不
可
欠
だ
と
考
え
た(C

hanet 1996)

。

し
か
し
言
語
の
撲
滅
は
や
す
や
す
と
進
む
も
の
で

は
な
い
。
大
革
命
か
ら
半
世
紀
を
経
た
一
八
六
三

年
で
さ
え
、
四
分
の
一
の
フ
ラ
ン
ス
人
は
フ
ラ
ン

ス
語
を
話
せ
な
か
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
語
は
革
命
思
想
を
伝
播
す
る
使
命
を

有
し
、
そ
れ
を
使
用
し
な
い
者
は
反
共
和
主
義
的

で
あ
る
、
と
の
言
説
は
学
校
教
育
を
通
じ
た
方
言

の
一
掃
へ
と
突
き
進
み
、
こ
の
言
語
政
策
は
第
三

共
和
政
下
の
一
八
八
〇
年
代
に
一
連
の
フ
ェ
リ
ー

法
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
フ
ェ
リ
ー
法
は
、
非

宗
教
、
無
償
、
義
務
と
い
う
、
現
在
に
ま
で
至
る

共
和
国
学
校
の
原
理
を
創
設
し
た
が
、
共
和
国
学

校
で
は
も
っ
ぱ
ら
フ
ラ
ン
ス
語
が
使
用
さ
れ
、
学

校
と
い
う
公
共
空
間
か
ら
地
域
語
が
徹
底
的
に
排

除
さ
れ
た
。
そ
れ
で
も
地
域
語
が
完
全
に
撲
滅
さ

れ
、「
少
数
民
族
」
が
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
す
共
和

主
義
的
市
民
へ
と
同
化
す
る
に
は
、
さ
ら
に
長
い

時
間
が
必
要
だ
っ
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
に
あ
た
り
、
各
地
か
ら
フ
ラ

ン
ス
人
が
徴
兵
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
指
揮
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国
か
ら
の
移
民
で
は
な
く
、
そ
の
出
自
は
い
っ
そ

う
多
様
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
四
五
年
か
ら
七
五

年
ま
で
「
栄
光
の
三
〇
年
」
と
称
さ
れ
る
経
済
成

長
の
時
期
に
流
入
し
た
移
民
は
、
フ
ラ
ン
ス
が
一

九
六
〇
年
代
ま
で
植
民
地
支
配
下
に
定
め
て
い
た

マ
グ
レ
ブ
諸
国
や
黒
人
ア
フ
リ
カ
諸
国
出
身
の
単

純
労
働
者
が
中
心
で
、
彼
ら
の
多
く
は
現
在
も
フ

ラ
ン
ス
に
居
住
し
て
い
る
。
し
か
し
近
年
の
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
の
移
民
は
旧
植
民
地
の
出
身

者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
界
各
地
か
ら
の
多
様
な
国

籍
の
人
々
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
も
と
よ
り
農
業
国
で
あ
り
、
フ
ラ

ン
ス
人
は
流
れ
作
業
に
よ
る
工
場
労
働
を
好
ま
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
高
度
経
済
成
長
期
に
は
自

動
車
産
業
の
躍
進
に
対
し
て
、
植
民
地
よ
り
労
働

力
を
移
入
す
る
必
要
が
あ
り
、
な
か
で
も
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
は
労
働
力
の
供
給
源
と
し
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
。

　

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
一
八
三
〇
年
に
フ
ラ
ン
ス
に

よ
る
軍
事
攻
略
を
皮
切
り
に
植
民
地
支
配
の
桎
梏

系
統
の
確
立
さ
れ
る
必
要
か
ら
兵
士
の
フ
ラ
ン
ス

語
化
は
進
み
、
彼
ら
の
帰
還
後
に
よ
う
や
く
フ
ラ

ン
ス
語
は
全
土
に
行
き
渡
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
で
も
戦
間
期
の
一
九
二
五
年
に
は
「
フ
ラ
ン
ス

の
言
語
的
統
一
の
た
め
に
、
ブ
ル
ト
ン
語
は
消
滅

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
公
教
育
大
臣
の
通

達
が
発
布
さ
れ
た
よ
う
に
、
地
域
語
の
撲
滅
は
容

易
で
は
な
か
っ
た
（C

haubet 2008

）。
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
な
り
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
が
大
衆
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
普
及
は
飛

躍
的
に
高
ま
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
く
ら
い
ま
で

は
異
言
語
話
者
と
い
う
「
少
数
民
族
」
が
存
続
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
以
降
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀

末
か
ら
の
学
校
教
育
は
共
和
主
義
の
実
践
の
場
と

し
て
導
入
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
の
「
少

数
民
族
」
は
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
し
て
同
化
さ
れ
、

そ
の
地
域
語
を
奪
い
取
ら
れ
、
ま
た
自
発
的
に
そ

れ
を
放
棄
し
て
い
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
現
代
フ
ラ

ン
ス
社
会
に
お
い
て
「
少
数
民
族
」
は
消
滅
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。と
こ
ろ
が
、「
少
数
民
族
」

は
共
和
主
義
的
統
合
の
歴
史
に
反
す
る
か
の
よ
う

に
、
増
加
の
一
歩
を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
二

〇
世
紀
の
半
ば
以
降
に
流
入
を
続
け
る
移
民
の
存

在
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
は
産
業
化
の
進
展
に
伴
い
、
一
九
世

紀
半
ば
よ
り
移
民
の
受
入
を
す
す
め
、
移
民
の
社

会
統
合
を
通
じ
て
国
民
国
家
を
構
築
し
て
き
た
。

と
は
い
え
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
フ
ラ
ン
ス

が
受
け
入
れ
て
き
た
移
民
と
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
イ

タ
リ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
か
ら
の
移
民
で
あ
り
、
言
語
は
異
な
る
も
の
の
、

キ
リ
ス
ト
教
文
明
、
正
確
に
言
え
ば
カ
ト
リ
ッ

ク
と
い
う
宗
教
的
基
盤
を
共
有
す
る
移
民
が
中
心

で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
労
働
者
の

受
け
入
れ
は
大
恐
慌
の
前
夜
ま
で
続
け
ら
れ
た
が
、

当
時
の
フ
ラ
ン
ス
社
会
で
は
移
民
み
ず
か
ら
も
フ

ラ
ン
ス
社
会
へ
の
同
化
を
求
め
る
欲
求
が
強
か
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
同
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
差
別
を
解
消
し
た
い
と
い
う

移
民
の
願
い
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
異
な
る
も
の
へ
の
差
別
は
時
代
を
問
わ
ず
存

在
す
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
イ
タ
リ
ア
人
や
ポ
ー

ラ
ン
ド
人
に
対
す
る
差
別
は
現
在
で
は
想
像
も
で

き
な
い
ほ
ど
強
く
、
そ
れ
は
現
在
の
ア
ラ
ブ
人
に

対
す
る
差
別
に
匹
敵
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
外
国
人
差
別
を
乗
り
越
え
る
に
十
分
な
ほ
ど
、

共
和
国
統
合
の
装
置
、
な
か
で
も
学
校
教
育
や
労

働
環
境
、
軍
隊
が
十
分
に
機
能
し
て
い
た
。
移
民

の
子
ど
も
た
ち
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
学
校
教
育

を
通
じ
て
フ
ラ
ン
ス
国
民
と
し
て
の
意
識
を
植
え

付
け
ら
れ
、
移
民
労
働
者
は
工
場
労
働
を
通
じ
て

フ
ラ
ン
ス
に
働
く
仲
間
と
の
連
帯
感
を
培
い
、
ま

た
軍
隊
は
祖
国
フ
ラ
ン
ス
を
守
る
た
め
の
愛
国
心

を
養
っ
て
い
っ
た
。
ち
な
み
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
二

度
の
世
界
大
戦
に
際
し
て
、
移
民
や
植
民
地
人
を

動
員
し
、
彼
ら
は

｢

祖
国
フ
ラ
ン
ス｣

の
た
め
に

お
び
た
だ
し
い
血
を
流
し
た
。（
図
２
）
こ
の
よ

う
に
、
国
家
装
置
は
移
民
を
効
果
的
に
統
合
し
、

移
民
に
「
我
ら
が
先
祖
ゴ
ー
ル
人
」
と
い
う
フ
ラ

ン
ス
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
注
入
を
図
っ
て
い
く
こ

と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
（N

air 1999

）。

　

し
か
し
、現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
直
面
す
る「
少

数
民
族
」
と
し
て
の
移
民
は
、
も
は
や
一
九
世
紀

に
フ
ラ
ン
ス
が
受
け
入
れ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

２　

新
た
な
「
少
数
民
族
」
と
し
て
の
移
民

３　

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
と
ベ
ル
ベ
ル
人

図2　フランス映画「デイズ・オブ・グロー
リー」（2006年）（原題は ｢原住民｣ Indigènes）
では、アラブ人、ベルベル人が植民地人と
して第二次世界大戦に参戦した事実が喚起
された。（発売・販売元：アルバトロス、税
込価格　5,040円）
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を
受
け
、
そ
れ
以
降
一
三
二
年
間
に
わ
た
り
、
フ

ラ
ン
ス
の
領
有
に
服
し
た
地
域
で
あ
る
。
正
確
に

言
う
な
ら
ば
、
一
八
八
一
年
以
降
は
植
民
地
で
す

ら
な
く
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
は
フ
ラ
ン
ス
本
土
と
同

一
の
行
政
体
系
に
編
入
さ
れ
、
本
土
の
県
と
同
じ

扱
い
を
受
け
た
。
と
は
い
え
植
民
地
原
住
民
は
フ

ラ
ン
ス
人
入
植
者
と
同
等
に
扱
わ
れ
た
ど
こ
ろ
か
、

行
政
的
同
化
を
導
入
し
た
法
律
と
同
じ
年
に
「
原

住
民
法
」
が
施
行
さ
れ
、
こ
れ
は
ア
ラ
ブ
系
及
び

ベ
ル
ベ
ル
系
原
住
民
の
社
会
的
法
的
地
位
を
著
し

く
制
約
し
、
植
民
地
社
会
の
支
配
構
造
を
よ
り
鮮

明
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
少
数
民

族
」
と
の
関
連
で
ベ
ル
ベ
ル
人
に
焦
点
を
絞
り
た

い
。
ベ
ル
ベ
ル
人
と
は
北
ア
フ
リ
カ
の
先
住
民
で
、

七
世
紀
に
ア
ラ
ブ
人
の
侵
入
を
受
け
て
山
間
部
に

移
住
し
、
そ
の
後
北
ア
フ
リ
カ
が
次
第
に
ア
ラ
ブ

化
を
進
め
、
ア
ラ
ブ
人
が
権
力
を
握
る
な
か
で
周

縁
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
少
数
派
へ
と
追
い
や
ら

れ
て
し
ま
っ
た
民
族
で
あ
り
、
言
語
も
ア
ラ
ビ
ア

語
と
は
共
通
点
が
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
植
民

地
支
配
は
、
彼
ら
の
社
会
的
地
位
に
変
化
を
も
た

ら
し
た
。

　

植
民
地
支
配
の
要
諦
は
「
分
割
と
対
立
」
で
あ

る
と
言
わ
れ
る
が
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
当

局
は
こ
の
原
理
を
十
二
分
に
活
用
し
た
政
策
を
展

開
し
た
。
植
民
地
当
局
は
、
ア
ラ
ブ
人
よ
り
も
人

口
が
少
な
く
、
威
信
の
あ
る
文
字
言
語
を
持
た
な

い
ベ
ル
ベ
ル
人
を
重
用
し
、
ア
ラ
ブ
人
よ
り
も
高

い
社
会
的
地
位
に
引
き
上
げ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
ベ
ル
ベ
ル
人
の
一
人
で
あ
り
、
古
代
キ
リ
ス

ト
教
世
界
の
代
表
的
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の

活
躍
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、
ベ
ル
ベ
ル
人
を
白
人

と
文
化
的
起
源
を
共
有
す
る
民
族
と
考
え
、
フ
ラ

ン
ス
に
よ
る
北
ア
フ
リ
カ
の
植
民
地
化
を
フ
ラ
ン

ス
に
よ
る
古
代
キ
リ
ス
ト
教
帝
国
の
回
収
と
位
置

づ
け
、
植
民
地
主
義
そ
の
も
の
の
正
当
化
を
図
っ

た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ベ
ル
人
を
ア
ラ
ブ
人
よ
り
も

文
明
の
階
梯
に
お
い
て
優
れ
た
存
在
と
考
え
た
の

で
あ
る
（R

uscio 1995

）。

　

し
か
し
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
独
立
と
共
に
、
ベ

ル
ベ
ル
人
の
地
位
は
再
び
逆
転
す
る
。
フ
ラ
ン
ス

か
ら
の
独
立
は
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ア
ラ
ブ
化
を
意

味
す
る
も
の
と
な
り
、
ベ
ル
ベ
ル
人
の
存
在
は
周

縁
化
さ
れ
、
少
数
派
へ
と
追
い
や
ら
れ
、
生
活
の

糧
を
フ
ラ
ン
ス
へ
の
移
民
と
い
う
形
で
求
め
る
こ

と
に
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
暮
ら
す
少
な
か
ら
ず
の

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
系
移
民
が
ベ
ル
ベ
ル
系
で
あ
る
の

は
、
こ
の
意
味
で
植
民
地
主
義
の
遺
産
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
地
中
海
を
渡
っ
た
ベ
ル
ベ
ル
人
の
多

く
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
ア
ラ
ブ
人
と
同
じ
処
遇
を
受

け
る
こ
と
と
な
り
、
植
民
地
主
義
の
中
で
唱
え
ら

れ
た
、
ベ
ル
ベ
ル
人
に
対
す
る
好
意
的
な
言
説

は
記
憶
の
底
に
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
移
民
二
世
の
一
人
に
、ジ
ネ
デ
ィ
ー
ヌ
・

ジ
ダ
ン
と
い
う
若
者
も
い
た
。
彼
も
ま
た

｢

少
数

民
族｣

の
一
人
だ
ろ
う
か
。（
図
３
）
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