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第
三
回
の
日
本
の
Ｕ
Ｐ
Ｒ
で
は
、
パ
ラ
グ
ア
イ
か
ら
「
異
な
る

先
住
民
と
の
協
議
な
ど
を
通
じ
，
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
及
び
先
住
民
へ

の
差
別
を
回
避
し
及
び
防
止
す
る
措
置
の
実
施
を
継
続
及
び
深

化
す
る
こ
と
」
と
の
勧
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本

政
府
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
、
二
〇
一
九
年
に
成
立
し
た
「
ア
イ

ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
施

策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
」（
い
わ
ゆ
る
ア
イ
ヌ
新
法
）
で
、
ア

イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
差
別
の
禁
止
に
関
す
る
基
本
理
念
が
定

め
ら
れ
た
こ
と
、ま
た
、教
育
活
動
や
広
報
活
動
な
ど
を
通
じ
て
，

ア
イ
ヌ
に
関
す
る
国
民
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
努
め
て
い
る

こ
と
、
さ
ら
に
、
法
務
省
の
人
権
擁
護
機
関
で
は
、
先
住
民
族
で

あ
る
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
よ
う
各
種
の
人
権

啓
発
活
動
を
実
施
し
て
い
る
と
回
答
し
た
。

ア
イ
ヌ
新
法
は
、
一
九
九
七
年
の
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
の
福
祉

政
策
や
文
化
振
興
に
加
え
て
、「
先﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

﹅

住
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の

人
々
」
と
明
記
し
た
上
で
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ

る
社
会
の
実
現
の
た
め
に
地
域
振
興
、
産
業
振
興
、
観
光
振
興
等

を
含
め
た
施
策
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
の
共
生
社
会
の
実
現
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
。
同
法
第
三
条
で
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
の
源
泉
で

あ
る
ア
イ
ヌ
の
伝
統
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、
第
四
条
で
ア
イ
ヌ
の
人
々
に
対
す
る
差
別
や
そ
の
他
の
権
利

利
益
の
侵
害
行
為
を
禁
じ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
、
国
民
に
範
を
垂
れ
る
べ
き
立

場
に
あ
る
国
会
議
員
で
あ
る
杉
田
水
脈
氏
が
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
投
稿
で

国
連
の
会
議
に
「
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
や
ア
イ
ヌ
の
民
族
衣
装
の
コ
ス

プ
レ
お
ば
さ
ん
ま
で
登
場
」「
同
じ
空
気
を
吸
っ
て
い
る
だ
け
で

も
、
気
分
が
悪
く
な
る
」
と
在
日
コ
リ
ア
ン
や
ア
イ
ヌ
の
人
び
と

に
対
す
る
差
別
発
言
を
行
い
、
札
幌
と
大
阪
の
法
務
局
が
、
そ
の

投
稿
を
在
日
コ
リ
ア
ン
や
ア
イ
ヌ
へ
の
人
権
侵
犯
に
あ
た
る
と

認
定
し
た
。
さ
ら
に
杉
田
氏
は
、
あ
る
番
組
で
、
ア
イ
ヌ
文
化
振

興
事
業
に
公
金
不
正
流
用
疑
惑
が
あ
る
と
の
見
方
を
示
し
、
関
係

者
を
「
公
金
チ
ュ
ー
チ
ュ
ー
」
と
や
ゆ
し
た
と
報
道
さ
れ
た
。
政

府
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
否
定
し
た
。

新
・
世
界
の
人
権
は
い
ま

―
普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら
―
（
そ
の
六
）

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長
・
所
長

　
　

坂
元　

茂
樹
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日
本
政
府
は
、
二
〇
二
二
年
一
一
月
か
ら
一
二
月
に
か
け
て
、

三
千
人
を
対
象
と
し
た
「
ア
イ
ヌ
に
対
す
る
理
解
度
に
関
す
る
世

論
調
査
」
を
行
っ
た
。
そ
の
主
な
結
果
と
し
て
、「
ア
イ
ヌ
の
人
々

に
対
し
て
差
別
や
偏
見
が
あ
る
と
思
う
か
」
の
問
に
対
し
て
、
約

二
割
の
方
が
「
あ
る
と
思
う
」
と
答
え
て
い
る
。「
そ
う
思
っ
た

の
は
な
ぜ
か
」
と
の
問
に
対
し
て
は
、「
報
道
な
ど
を
通
じ
て
ア

イ
ヌ
の
人
々
が
差
別
を
受
け
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
る
か
ら
」
と
の
回
答
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、「
差
別
や
偏
見

の
原
因
・
背
景
は
何
だ
と
思
う
か
」
と
の
問
に
対
し
て
は
、「
ア

イ
ヌ
の
歴
史
に
関
す
る
理
解
の
不
十
分
さ
」
と
の
回
答
が
多
か
っ

た
。こ

の
結
果
を
踏
ま
え
、
政
府
は
、
ア
イ
ヌ
の
方
々
に
対
す
る
国

民
の
理
解
を
よ
り
一
層
深
め
て
い
く
た
め
、
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
交

付
金
の
活
用
等
に
よ
る
ア
イ
ヌ
の
歴
史
・
文
化
の
普
及
啓
発
等
に

引
き
続
き
し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
く
と
表
明
し
た
。
国
の
ア

イ
ヌ
政
策
を
推
進
す
る
立
場
に
あ
る
与
党
の
国
会
議
員
が
、
こ
れ

と
は
正
反
対
の
ア
イ
ヌ
の
人
び
と
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
を
あ

お
る
現
状
は
、
ま
さ
し
く
異
常
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

二
〇
二
三
年
七
月
七
日
に
第
一
四
回
の
ア
イ
ヌ
政
策
推
進
会

議
が
札
幌
で
開
催
さ
れ
た
。
札
幌
で
の
開
催
は
、
当
時
座
長
で

あ
っ
た
菅
義
偉
官
房
長
官
が
二
〇
一
三
年
の
第
五
回
会
議
を
開

催
し
て
以
来
一
〇
年
ぶ
り
の
開
催
で
あ
っ
た
。
同
会
議
の
構
成
員

を
務
め
る
筆
者
も
参
加
し
た
。
二
〇
二
三
年
七
月
の
時
点
で
、
ア

イ
ヌ
政
策
推
進
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
三
八
市
町
村
に
お
い
て
ア

イ
ヌ
施
策
推
進
地
域
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
今
年

度
よ
り
、
ア
イ
ヌ
の
方
々
か
ら
の
要
望
を
踏
ま
え
て
、
高
齢
者
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
支
援
事
業
の
枠
組
み
を
拡
大
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

こ
の
会
議
で
、
出
席
者
の
一
人
か
ら
、「
一
五
〇
年
た
っ
て
も

依
然
変
わ
ら
な
い
同
胞
の
生
活
の
厳
し
さ
に
対
し
、
国
や
北
海
道

に
生
活
向
上
と
子
弟
の
教
育
の
充
実
を
訴
え
て
き
た
。
特
に
貧
困

と
差
別
の
繰
り
返
し
の
中
で
こ
れ
ま
で
悲
し
い
思
い
を
し
て
き

た
エ
カ
シ
・
フ
チ
（
ア
イ
ヌ
語
で
お
じ
い
さ
ん
・
お
ば
あ
さ
ん
の

こ
と
）
が
、
人
生
の
最
後
に
、
こ
の
国
に
生
ま
れ
て
よ
か
っ
た
と

思
え
る
よ
う
な
支
援
策
を
お
願
い
し
た
い
」
と
の
胸
を
打
つ
発
言

が
あ
っ
た
。
国
が
進
め
た
近
代
化
政
策
の
結
果
、
ア
イ
ヌ
の
文
化

が
深
刻
な
打
撃
を
受
け
た
と
い
う
経
緯
を
踏
ま
え
、
国
に
は
先
住

民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
文
化
の
復
興
に
配
慮
す
べ
き
強
い
責
任
が

あ
る
。
エ
カ
シ
・
フ
チ
に
謝
金
を
支
払
い
、
ア
イ
ヌ
文
化
や
自
分

史
に
関
す
る
聞
き
取
り
を
行
っ
て
、
歴
史
の
史
料
と
し
て
こ
れ
を

保
存
す
る
こ
と
は
、
ア
イ
ヌ
史
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
事

業
で
あ
る
。
決
し
て
、「
公
金
チ
ュ
ー
チ
ュ
ー
」
な
ど
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。




