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は
じ
め
に

ナ
ウ
ル
で
男
性
一
名
が
死
亡
し
、
女
性
一
名
が
重
体
。
沖
合

に
あ
る
拘
留
所
に
お
け
る
自
殺
や
自
傷
行
為
の
犠
牲
者
の
数

が
ま
た
増
え
る
こ
と
に
な
っ
た
（T

he G
uardian, 2016

）。

　
「
焼
身
自
殺
―
―
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
拘
留
体
制
に
対
す
る

決
死
の
抗
議
」。
二
〇
一
六
年
五
月
三
日
、
イ
ギ
リ
ス
『
ガ
ー

デ
ィ
ア
ン
』
紙
の
見
出
し
が
う
な
っ
た
。
記
事
に
よ
る
と
、
過

酷
で
劣
悪
な
生
活
状
況
を
理
由
に
焼
身
自
殺
を
図
っ
た
イ
ラ
ン

人
男
性
は
死
亡
し
、
ソ
マ
リ
ア
人
女
性
は
重
体
と
な
っ
た

（T
he G

uardian,  2016

）。

　

こ
こ
で
決
死
の
行
動
を
と
っ
た
人
び
と
は
難
民
申
請
中
で

あ
っ
た
。
そ
ん
な
折
、
難
民
申
請
者
が
抗
議
行
動
に
で
る
事
態
、

か
れ
ら
が
難
民
の
人
権
を
訴
え
る
事
態
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。

難
民
は
保
護
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
一
体
拘
留
所

で
は
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
拘
留
所
と
は
何
な

の
か
。

　

ナ
ウ
ル
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
拘
留
施
設
が
あ
る
。
ナ
ウ

ル
と
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
ほ
ど
近
い
、
人
口
一
万
人
ほ
ど
、

面
積
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
島
国
で
あ
る
。
一
九
六
八
年

に
独
立
す
る
ま
で
、
ナ
ウ
ル
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
三
国
を

施
政
国
と
す
る
国
連
信
託
統
治
地
域
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

二
〇
〇
一
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
対
避
難
民
政
策
と
し
て

「
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ソ
ル
ー
シ
ョ
ン
」（Pacific Solution

）（
後

述
）
を
導
入
し
た
際
に
、
国
外
の
拘
留
施
設
を
設
置
す
る
場
と

　
　
　
報
告
二

　
　
　

難
民
危
機
の
政
治

　
　
　　
―
―
人
道
主
義
・
安
全
保
障
・
東
南
ア
ジ
ア
―
―

　

山
本
信
人
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し
て
ナ
ウ
ル
も
そ
の
一
部
と
し
て
選
定
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ

る
。
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ソ
ル
ー
シ
ョ
ン
政
策
の
も
と
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
は
難
民
認
定
を
希
望
し
て
船
で
漂
着
し
た
人
た
ち
が

同
国
に
滞
在
す
る
こ
と
は
認
め
ず
に
、
ナ
ウ
ル
の
拘
留
所
に
移

送
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
施
設
に
は
子
ど
も
を
含
む

数
百
人
が
、
数
カ
月
か
ら
数
年
に
わ
た
っ
て
収
容
さ
れ
て
い
る
。

　

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
ナ
ウ
ル
の
両
政
府
は
こ
の
事
件
当
時
、

ナ
ウ
ル
で
拘
束
さ
れ
て
い
る
人
び
と
に
よ
る
自
殺
・
自
傷
行
為

を
、
違
法
な
避
難
民
・
移
民
ら
の
「
政
治
的
抗
議
」
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
紛
争
や
迫
害
に
よ
り
難
民

や
避
難
民
と
な
っ
た
人
び
と
を
支
援
し
、
難
民
問
題
の
解
決
へ

向
け
て
活
動
す
る
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
（U

nited N
ations H

igh 
Com

m
issioner for Refugees

、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
）

は
、
拘
留
所
の
環
境
は
劣
悪
で
あ
り
、
一
刻
も
早
く
人
間
的
な

扱
い
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
適
切
な
施
設
へ
移
送
す
べ
き
で

あ
る
、
と
の
声
明
を
発
表
し
た
（A

BC N
EW

S 2016

）。
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
や
イ
ギ
リ
ス
の
メ
デ
ィ
ア
で
も
、
難
民
自
身
が
人

権
保
護
を
訴
え
る
抗
議
活
動
と
し
て
報
道
す
る
ケ
ー
ス
が
大
半

で
あ
っ
た
。

　

難
民
の
人
権
と
は
何
な
の
か
。
そ
も
そ
も
誰
が
難
民
な
の
か
。

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
や
メ
デ
ィ
ア
が
難
民
と
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
な
ぜ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
か
れ
ら
の
こ
と
を
難

民
と
認
め
ず
、
違
法
な
避
難
民
あ
る
い
は
移
民
と
し
て
扱
っ
て

い
た
の
か
。
本
稿
冒
頭
の
記
事
を
目
に
す
る
と
、
難
民
を
め
ぐ

る
不
可
解
な
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　

一
九
五
一
年
に
制
定
さ
れ
た
難
民
条
約
に
よ
る
と
、
難
民
と

は
「
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、
政
治
的
意
見
や
ま
た
は
特
定
の
社

会
集
団
に
属
す
る
な
ど
の
理
由
で
、
自
国
に
い
る
と
迫
害
を
受

け
る
か
あ
る
い
は
迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
に
他
国
に

逃
れ
た
」
人
び
と
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
難
民
の
定

義
は
現
実
の
状
況
に
合
わ
せ
て
広
が
り
、
い
ま
で
は
難
民
と
は
、

政
治
的
な
迫
害
の
ほ
か
、
武
力
紛
争
や
人
権
侵
害
な
ど
を
逃
れ

る
た
め
に
国
境
を
越
え
て
他
国
に
庇
護
を
求
め
た
人
び
と
を
指

す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（U

N
H

CRa

）。
こ
の
後
者
の
定
義
を

当
て
は
め
る
な
ら
ば
、
ナ
ウ
ル
に
拘
留
さ
れ
て
い
る
人
び
と
も

難
民
に
な
り
う
る
。
そ
も
そ
も
か
れ
ら
の
拘
留
所
で
の
生
活
環

境
に
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
監
視
の
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

か
れ
ら
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
に
よ
っ
て
難
民
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ナ
ウ
ル
の
拘
留
所
は
Ｕ
Ｎ

Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
関
与
で
き
な
い
空
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ

に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
と
ナ
ウ
ル
政
府
の
権
力
が
作
用
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
現
在
的
な
難
民
危
機
の
一
つ
の



118

法学研究 90 巻 4 号（2017：4）

姿
が
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
は
戦
争
の
世
紀
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
同
時

に
難
民
の
世
紀
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
世
紀
半
ば
に
は
難

民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
確
立
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は

便
宜
上
、
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
と
は
難
民
保
護
を
目
的
と
し
た

国
際
的
な
制
度
と
す
る）1
（

。
そ
こ
で
は
た
ん
に
難
民
を
保
護
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
難
民
の
人
権
を
保
障
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
成
立
し
て
か
ら
六
〇
年
あ
ま
り
が
経
過

し
た
現
在
、
難
民
は
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
同
時
に
難
民
の
人

権
が
軽
ん
じ
ら
れ
る
事
案
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ

る
。
国
際
社
会
は
難
民
保
護
と
い
う
規
範
を
掲
げ
て
い
る
は
ず

な
の
に
、
難
民
の
人
権
が
保
障
さ
れ
な
い
状
況
が
発
生
し
て
き

て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

　

こ
の
問
い
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
難
民
危
機
を
め
ぐ
る
政

治
的
な
文
脈
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

歴
史
的
な
比
較
の
観
点
か
ら
、
積
極
的
な
難
民
保
護
が
お
こ
な

わ
れ
た
事
案
と
難
民
保
護
が
き
わ
め
て
消
極
的
な
事
案
を
検
討

す
る
。
検
討
の
対
象
と
す
る
二
つ
の
事
案
は
、
一
九
七
〇
年
代

末
と
二
〇
一
〇
年
代
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
発
生
し
た
。
二
つ

の
事
案
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
の
も
つ
政

治
性
と
時
代
性
、
そ
れ
ら
に
と
も
な
う
デ
ィ
レ
ン
マ
や
矛
盾
に

つ
い
て
の
試
論
を
提
示
し
た
い
。

一
　
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム

　

国
境
と
い
う
み
え
な
い
壁
が
崩
壊
し
、
人
び
と
の
生
活
を
支

え
る
法
や
制
度
が
機
能
し
な
い
状
態
。
通
常
こ
う
し
た
状
態
は

戦
争
の
最
中
あ
る
い
は
戦
後
に
発
生
す
る
。
人
び
と
が
難
民
化

す
る
背
景
に
は
こ
う
し
た
状
況
が
存
在
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

歴
史
的
に
難
民
保
護
の
国
際
的
な
体
制
が
登
場
し
た
の
は
そ

れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
登

場
し
た
の
は
、
い
ま
か
ら
約
一
世
紀
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
を
契
機
と
し
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
後

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
秩
序
の
回
復
と
安
定
の
構
築
は
、
一

九
二
〇
年
代
に
国
際
社
会
に
お
け
る
協
力
を
制
度
化
す
る
と
い

う
動
向
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
の
一
つ
が
一
九
二
〇
年
一
〇
月
に

発
足
し
た
国
際
連
盟
で
あ
っ
た
。

　

第
一
次
世
界
大
戦
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
に
未
曾
有
の
被
害
を

も
た
ら
し
た
。
こ
の
戦
争
は
全
面
戦
争
で
あ
っ
た
た
め
に
、
軍

人
だ
け
で
は
な
く
一
般
市
民
ま
で
も
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。

ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
暴
虐
行
為
、
虐
殺
、
強
姦
、
追
放
、
あ
る
い

は
歴
史
的
な
建
物
や
病
院
の
破
壊
行
為
な
ど
は
、
人
び
と
の
生
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活
を
一
変
さ
せ
、
そ
の
心
に
深
い
傷
跡
を
残
し
た
。
戦
争
と
そ

れ
に
と
も
な
う
人
工
的
な
暴
力
や
災
害
に
直
面
し
た
人
類
は
、

人
道
主
義
的
な
考
え
に
立
ち
返
り
、
そ
の
制
度
化
を
図
る
よ
う

に
な
っ
た
（Cabanes 2014

）。

　

難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
成
立
し
た
の
は
一
九
二
一
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
年
、
第
一
次
大
戦
後
の
混
乱
に
対
応
す
る
た

め
に
、
人
道
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
な
か
、
国
際
連
盟
の
場

で
難
民
保
護
へ
の
取
り
組
み
が
制
度
化
さ
れ
た
。
国
際
非
政
府

組
織
で
あ
る
国
際
赤
十
字
の
働
き
か
け
が
実
り
、
国
際
連
盟
の

な
か
に
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
（the O

ffice of H
igh 

Com
m

issioner for Refugees

）
が
設
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
で
に
一
九
一
八
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
結
を
迎
え
て
か

ら
三
年
近
く
の
月
日
が
流
れ
て
い
た
。

　

こ
の
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
は
、
特
定
の
難
民
集
団
を
保

護
す
る
と
い
う
目
的
を
掲
げ
た
。
そ
れ
は
第
一
次
世
界
大
戦
時

に
崩
壊
し
た
二
つ
の
帝
国
、
お
よ
び
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦

国
か
ら
発
生
す
る
難
民
に
対
す
る
特
別
な
配
慮
で
あ
っ
た
。
ま

ず
、
二
つ
の
帝
国
と
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
と
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ

帝
国
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
帝
国
は
一
九
一
七
年
の
革
命
に
よ
り
崩

壊
し
、
社
会
主
義
国
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
が
誕
生
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
は
、
い
ま
だ
内
戦
状
態
が
継

続
し
て
い
た
ロ
シ
ア
か
ら
の
難
民
保
護
に
取
り
組
ん
だ
。
特
に

初
代
高
等
弁
務
官
で
あ
っ
た
フ
リ
チ
ョ
フ
・
ナ
ン
セ
ン
は
、
一

九
二
二
年
に
無
国
籍
難
民
の
た
め
の
国
際
的
な
身
分
証
明
書
の

発
行
に
踏
み
切
っ
た）2
（

。
共
産
主
義
政
府
の
統
治
か
ら
逃
れ
海
外

移
住
を
望
ん
だ
ロ
シ
ア
人
約
一
四
〇
万
人
の
移
住
を
助
け
た
の

で
あ
る
。

　

オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
と

な
り
、
一
九
二
二
年
に
ス
ル
タ
ン
制
を
廃
止
し
、
翌
一
九
二
三

年
に
ト
ル
コ
共
和
国
へ
と
変
貌
し
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、
難

民
高
等
弁
務
官
事
務
所
の
業
務
は
、
旧
オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝

国
か
ら
の
難
民
、
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ャ
、
ト
ル
コ
、
ブ
ル
ガ
リ

ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
難
民
の
保
護
へ
と
拡
大
し
た
。
ま
た
一
九
二

〇
年
代
半
ば
以
降
に
は
、
同
様
に
第
一
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国

で
あ
っ
た
旧
ド
イ
ツ
帝
国
や
旧
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ハ
ン
ガ
リ
ー

帝
国
（
両
帝
国
と
も
に
一
九
一
八
年
に
崩
壊
）
か
ら
の
難
民
に
対

し
て
も
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
は
保
護
の
手
を
さ
し
の
べ
る

よ
う
に
な
っ
た
（Betts, Loescher and M

ilner 2012: 9

）。

　

第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
基
本
的

人
権
保
障
に
関
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
難
民
高

等
弁
務
官
事
務
所
の
業
務
は
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
て
い
た
た

め
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
現
実
と
混
乱
に
対
応
す
る
た
め



120

法学研究 90 巻 4 号（2017：4）

に
は
新
し
い
難
民
保
護
の
考
え
方
と
体
制
づ
く
り
が
求
め
ら
れ

た
。
一
九
四
八
年
に
は
国
際
連
合
で
「
世
界
人
権
宣
言
」
が
採

択
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
庇
護
を
求
め
る
権
利
と
す
べ
て
の
人

間
は
差
別
さ
れ
ず
に
基
本
的
人
権
を
享
受
で
き
る
旨
が
確
認
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
一
九
四
〇
年
代
末
に
は
、
世
界
人
権
宣
言
と
は
逆

行
す
る
現
実
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
進
行
し
て
い
た
。
第
二
次

世
界
大
戦
は
大
量
の
難
民
を
生
み
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
数
は
六
千
万
人
に
達
す
る
と
も
い
わ
れ
る
。
急
増
す
る
難
民

へ
の
対
応
は
緊
急
を
要
し
た
。
戦
争
中
か
ら
戦
争
直
後
の
難
民

は
ド
イ
ツ
領
か
ら
逃
れ
て
き
た
人
び
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、

一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
一
九
五
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
は
社
会

主
義
国
化
し
た
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
か
ら
逃
れ
る
政
治
難
民
が

増
加
し
て
い
た
（Low

e 2012

））（
（

。
と
り
わ
け
後
者
に
対
す
る
庇

護
の
提
供
は
、
米
ソ
冷
戦
が
構
造
化
す
る
過
程
に
お
い
て
ア
メ

リ
カ
政
府
に
と
っ
て
の
重
要
な
政
治
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

ア
メ
リ
カ
政
府
に
と
っ
て
み
る
と
、
人
道
主
義
的
な
対
応
と
い

う
以
上
に
、
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
や
国
際
秩
序
の
構
築
に

と
っ
て
重
要
な
政
治
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
（Cohen 

2012

）。
こ
の
頃
か
ら
難
民
へ
の
対
処
が
大
国
に
と
っ
て
の
政

治
・
外
交
課
題
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
状
況
が
国
連
に
お
け
る
難
民
へ
の
対
応
に
も
反
映
さ
れ

た
。
一
九
四
〇
年
代
末
か
ら
、
国
連
の
場
で
難
民
の
保
護
を
保

障
し
、
難
民
問
題
を
解
決
す
る
と
い
う
議
題
が
議
論
さ
れ
る
こ

と
が
多
く
な
っ
た
。
難
民
保
護
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
ま
ず

一
九
五
〇
年
一
二
月
に
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
国
連
総
会
決
議
に

よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
半
年
後
の
一
九
五
一
年
七
月
に
は
、

国
連
の
全
権
委
員
会
議
に
お
い
て
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条

約
」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
に
お
け
る
対
象
は
、
一
九
五

一
年
以
前
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
生
し
た
難
民
と
い
う
よ

う
に
、
時
期
的
お
よ
び
地
理
的
な
限
定
性
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。

当
時
の
認
識
で
は
こ
の
条
約
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
六
〇
年
に
多
数
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
独
立

を
経
験
す
る
と
、
ア
フ
リ
カ
発
の
難
民
が
国
際
問
題
と
し
て
浮

上
し
た
。
ア
フ
リ
カ
以
外
に
も
中
東
で
は
難
民
問
題
が
深
刻
化

し
て
い
た
。
こ
う
し
た
新
し
い
状
況
に
対
し
て
、
国
連
は
一
九

六
七
年
一
月
に
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
」
を
採
択
し

た
。
こ
れ
は
先
の
条
約
が
時
期
的
お
よ
び
地
理
的
な
制
約
を
有

し
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
れ
を
取
り
払
っ
た
内
容
と
な
っ
て
い

た
。
こ
の
二
つ
の
文
書
、
す
な
わ
ち
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条

約
と
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
を
も
っ
て
、
現
在
で
は
い

わ
ゆ
る
難
民
条
約
と
称
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ



特別記事：平成二八年度慶應法学会シンポジウム　「越境」する人びと

121

の
二
つ
が
、
難
民
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
一
般
的
か
つ
包
括
的

な
基
準
を
設
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
難
民
の
定
義
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か）4
（

。
一
九
五
一
年

難
民
条
約
で
は
、
第
一
条
で
難
民
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い

る
。
難
民
と
は
、「
人
種
、
宗
教
、
国
籍
も
し
く
は
特
定
の
社

会
的
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
ま
た
は
政
治
的
意
見
を
理
由

に
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
十
分
に
理
由
の
あ
る

恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
、
国
籍
国
の
外
に
い
る
者
で
あ
っ
て
、

そ
の
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
者
ま
た
は
そ
の
よ
う
な

恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
そ
の
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
を

望
ま
な
い
者
」
で
あ
る
。

　

ま
た
難
民
条
約
に
は
、
難
民
の
権
利
や
義
務
に
つ
い
て
の
規

定
も
あ
る
。
と
り
わ
け
難
民
の
権
利
や
義
務
と
し
て
保
障
さ
れ

て
い
る
規
定
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、「
難
民
を
彼
ら
の
生
命

や
自
由
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る
国
へ
強
制
的
に

追
放
し
た
り
、
帰
還
さ
せ
て
は
い
け
な
い
」（
難
民
条
約
第
三
三

条
「
ノ
ン
・
ル
フ
ル
マ
ン
の
原
則
」）、
も
う
一
つ
が
「
庇
護
申
請

国
へ
不
法
入
国
し
ま
た
不
法
に
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
難

民
を
罰
し
て
は
い
け
な
い
」（
難
民
条
約
第
三
一
条
）
と
い
う
規

定
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
難
民
に
保
護
を
保
障
し
、
生
命
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
一
連
の
規
定
は
一
九
五
一
年
に
策
定
さ
れ
た
も
の

な
の
で
、
時
代
が
新
し
く
な
れ
ば
難
民
保
護
の
状
況
と
内
容
も

ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
難
民
条
約
五
〇
周

年
を
節
目
と
し
て
、
二
〇
〇
二
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
新
し
い
活

動
指
針
と
し
て
「
保
護
の
た
め
の
課
題
」
を
発
表
し
た
。
そ
こ

で
は
六
つ
の
目
標
が
示
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、
①
一
九
五
一
年

難
民
条
約
お
よ
び
一
九
六
七
年
議
定
書
の
履
行
強
化
、
②
広
範

な
人
の
移
動
の
な
か
で
の
難
民
保
護
、
③
難
民
の
受
け
入
れ
、

保
護
に
関
す
る
責
任
と
役
割
の
平
等
な
分
担
と
能
力
向
上
、
④

安
全
保
障
に
関
わ
る
事
項
の
効
果
的
処
理
、
⑤
恒
久
的
解
決
の

た
め
の
努
力
、
⑥
女
性
と
子
ど
も
の
保
護
、
の
六
項
目
で
あ
る）（
（

。

　

と
こ
ろ
が
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
こ
の
よ
う
な
活
動
指
針
を
定
め
て

も
、
そ
れ
ら
が
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
思
惑
通
り
に
実
行
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
み
な
ら
ず
難
民
関
連

事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
人
び
と
は
熟
知
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は

な
ぜ
新
し
い
活
動
指
針
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

こ
う
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
新
し
い

活
動
指
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
二
一
世
紀
を
迎

え
た
と
こ
ろ
で
難
民
保
護
を
め
ぐ
る
状
況
が
厳
し
さ
を
増
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
厳
し
い
難
民
の
実
態
は
再
び

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
発
生
し
て
い
た
。
そ
れ
は
国
際
冷
戦
の
終
焉
に
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よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
国
際
冷
戦
の
終
焉
に

よ
っ
て
一
九
九
〇
年
代
に
は
ソ
連
と
東
欧
の
社
会
主
義
国
が
崩

壊
し
、
新
た
な
難
民
を
生
み
だ
し
て
い
た
の
で
あ
る
（Shevel 

2011
）。
そ
の
状
況
は
西
欧
諸
国
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体

（European U
nion: EU

）
に
と
っ
て
、
深
刻
な
政
治
的
・
社
会

的
な
課
題
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
（Goodw

in-Gill and 
Lam

bert 2010

））6
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
は
難
民
保
護
レ
ジ
ー

ム
が
構
築
さ
れ
、
実
際
に
難
民
の
保
護
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な

措
置
が
と
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
中
心
に
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
存
在

し
て
お
り
、
難
民
保
護
と
い
う
国
際
規
範
を
体
現
し
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
に
は
国
連
を
中
心
と
し
た
人
権
レ
ジ
ー
ム
も
強

化
さ
れ
た
。
そ
の
象
徴
が
、
一
九
九
三
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｏ
Ｈ

Ｃ
Ｈ
Ｒ
（O

ffice of the H
igh Com

m
issioner for H

um
an 

Rights: 

国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所
）
で
あ
っ
た）7
（

。
と
こ
ろ

が
現
実
に
、
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
機
能
し
、
難
民
保
護
と
い

う
国
際
規
範
が
確
立
さ
れ
て
国
際
社
会
で
共
有
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
事
態
が
数
々

発
生
し
て
い
る
。
第
三
章
で
言
及
す
る
東
南
ア
ジ
ア
地
域
を
め

ぐ
る
難
民
危
機
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
の

抱
え
る
デ
ィ
レ
ン
マ
と
政
治
性
を
象
徴
的
に
提
示
し
て
い
る
。

ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
は
普
遍
的

な
人
権
保
護
や
難
民
保
護
を
謳
い
な
が
ら
も
、
そ
の
作
用
に
関

し
て
は
個
々
の
場
面
で
の
政
治
的
な
文
脈
、
そ
し
て
地
域
性
が

よ
り
大
き
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
　
難
民
危
機
の
地
域
性

　

難
民
危
機
。
こ
れ
は
、
二
〇
世
紀
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で

国
際
社
会
が
直
面
す
る
継
続
的
で
あ
り
未
解
決
な
政
治
課
題
で

あ
る
。
と
り
わ
け
二
一
世
紀
の
デ
ジ
タ
ル
革
命
の
結
果
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
の
情
報
が
私
た
ち
の
日
常
に
溶
け
込
む
よ
う

に
な
り
、
世
界
中
の
出
来
事
が
瞬
時
に
届
く
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
た
め
に
難
民
危
機
も
映
像
と
と
も
に
私
た
ち
は
認
識
で
き

る
事
案
と
な
っ
た
。

　

で
は
難
民
危
機
と
は
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
な
の
か
。
そ
れ
は
難

民
の
存
在
と
そ
の
数
の
増
加
、
そ
し
て
難
民
の
お
か
れ
た
状
況

の
厳
し
さ
と
関
連
す
る
。
難
民
危
機
は
継
続
的
な
も
の
だ
が
、

そ
の
事
実
は
毎
年
六
月
二
〇
日
に
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
公
表
す
る
、

世
界
の
難
民
・
国
内
避
難
民
数
に
顕
著
に
表
れ
る）8
（

。
二
〇
一
六

年
六
月
二
〇
日
に
公
表
さ
れ
た
世
界
の
難
民
・
国
内
避
難
民
の

数
は
六
五
三
〇
万
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
模
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ

ラ
ン
ス
の
人
口
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
そ
の
規
模
の
人
び
と
が
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迫
害
や
紛
争
に
よ
っ
て
祖
国
を
追
わ
れ
異
国
の
地
で
、
あ
る
い

は
居
住
地
を
追
わ
れ
て
国
内
の
他
の
地
域
で
保
護
を
求
め
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
六
五
三
〇
万
人
と
い
う
数
字
は
二
〇
一
五
年
末
時
点
の

も
の
で
あ
る
が
、
二
〇
一
四
年
末
と
比
較
す
る
と
一
年
で
五
八

〇
万
人
増
え
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
統
計
を

取
り
始
め
て
か
ら
最
悪
の
数
字
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
国
外
に

逃
れ
た
難
民
は
二
一
三
〇
万
人
で
あ
り
、
国
内
に
留
ま
り
保
護

を
求
め
て
い
る
国
内
避
難
民
は
四
〇
〇
〇
万
人
を
超
え
た
。
難

民
申
請
中
の
者
は
三
二
〇
万
人
超
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
〇
一
五

年
の
一
年
間
で
計
算
す
る
と
、
一
分
間
に
二
四
人
が
家
を
追
わ

れ
、
難
民
や
国
内
避
難
民
と
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
過
去
の
統
計
と
比
較
す
る
と
、
二
〇
一

三
年
か
ら
の
三
年
間
で
難
民
の
数
は
四
〇
％
も
増
え
た
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
の
難
民
急
増
の
背
景
に
は
二
〇
一
一
年
か
ら
始

ま
っ
た
シ
リ
ア
内
戦
が
あ
る
。
二
〇
一
五
年
末
の
時
点
で
は
、

シ
リ
ア
難
民
が
四
九
〇
万
人
、
次
い
で
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民

の
二
七
〇
万
人
、
ソ
マ
リ
ア
難
民
の
一
一
〇
万
人
と
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
最
大
規
模
の
難
民
は
第
三
世
代
や
第
四
世
代
を

迎
え
て
い
る
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
で
あ
り
、
そ
の
数
は
五
〇
〇
万

人
に
達
し
て
い
る
（U

N
H

CR 2016

）。

　

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
存
在
や
活
動
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
難

民
問
題
は
国
際
社
会
全
体
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
い

う
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
難
民
と
国

内
避
難
民
は
年
を
追
う
ご
と
に
増
加
の
一
途
を
辿
り
、
二
〇
一

五
年
末
の
時
点
で
過
去
最
悪
の
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
二
〇
一

五
年
は
シ
リ
ア
難
民
を
中
心
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
難
民
流
出
が

起
こ
り
、
未
曾
有
の
難
民
危
機
が
発
生
し
た
と
も
い
わ
れ
た
。

い
か
に
難
民
危
機
を
解
決
す
る
の
か
は
、
国
際
社
会
の
直
面
す

る
深
刻
で
あ
り
な
が
ら
も
明
確
な
道
の
み
え
な
い
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
解
決
の
方
策
に
つ
い
て
は
議
論
さ
れ
、
解
決
す
べ

き
課
題
は
明
確
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
二
〇
一
五
年
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
難
民
危
機
に
関
し
て
は
、
欧
州
委
員
会

（European Com
m

ission

）
が
明
確
な
対
策
を
打
ち
だ
し
て
い

る
（European Com

m
ission 2016

）。
そ
こ
に
は
人
道
支
援
と

開
発
援
助
、
海
上
の
安
全
確
保
、
国
境
の
治
安
維
持
、
難
民
・

移
民
の
住
居
提
供
・
帰
還
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
欧

州
委
員
会
の
議
論
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
押
し
寄
せ
る
難
民
や
移

民
へ
の
対
応
と
い
う
視
点
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
、
シ

リ
ア
内
戦
の
終
結
と
か
、
シ
リ
ア
国
内
の
避
難
民
の
保
護
と
い

う
要
件
は
含
ま
れ
な
い
。
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
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が
、
欧
州
委
員
会
が
難
民
危
機
を
難
民
が
発
生
す
る
要
因
で
は

な
く
、
難
民
が
流
入
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
問
題
と
し
て
捉
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
事
案
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
難
民
危
機
と
い
う
の
は

地
域
性
を
は
ら
ん
だ
事
柄
で
あ
る
。
難
民
問
題
は
国
際
社
会
が

取
り
組
む
べ
き
課
題
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る

が
、
実
際
に
は
難
民
が
流
入
し
て
く
る
国
家
や
地
域
が
取
り
組

む
べ
き
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
難
民
問
題
の
解
決
に

関
し
て
は
国
際
社
会
の
団
結
は
難
し
く
、
逆
に
地
域
を
構
成
す

る
国
家
の
連
携
が
不
可
欠
と
な
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
難
民
危
機
に
際
し
て
つ
ね
に
国
家
間
の
連

携
が
可
能
か
と
い
う
と
別
問
題
で
あ
る
。
国
際
社
会
は
難
民
の

保
護
が
国
際
社
会
の
秩
序
と
安
定
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
い

う
認
識
を
共
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
特
に
先
進
諸
国
と

い
わ
れ
る
国
の
首
脳
は
つ
ね
に
国
際
社
会
の
連
携
を
口
に
す
る
。

と
こ
ろ
が
具
体
的
な
難
民
危
機
が
発
生
す
る
と
、
必
ず
し
も
国

際
社
会
が
一
致
団
結
し
て
行
動
す
る
と
い
う
事
態
が
す
ぐ
さ
ま

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
国
際
社
会
は
難
民
危
機
に
対
し

て
団
結
す
る
こ
と
が
難
し
い
の
か
。
難
民
危
機
が
断
続
的
あ
る

い
は
継
続
的
に
起
こ
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
難
民
の
保
護

は
基
本
的
な
人
権
と
い
う
範
疇
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
難
民
危
機
そ
の
も

の
に
つ
い
て
改
め
て
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
難
民

危
機
に
は
い
く
つ
か
の
局
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
述
の
欧

州
委
員
会
の
課
題
整
理
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
入
す
る
難
民

の
移
動
と
受
け
入
れ
が
危
機
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
難
民
の
発
生
に
視
点
を
移
す
な
ら
ば
、
内
戦
状
態
が
継
続

し
て
い
る
こ
と
が
難
民
を
生
み
だ
す
要
因
な
の
で
、
そ
こ
に
危

機
の
局
面
を
定
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
は
い
え
難
民
危
機
の

す
べ
て
の
局
面
を
考
慮
し
す
べ
て
に
同
時
並
行
的
に
対
処
す
る

態
度
で
は
、
目
の
前
の
難
民
危
機
の
課
題
が
浮
き
彫
り
に
な
ら

な
い
し
、
そ
れ
ら
を
解
決
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
難
民
危
機
の
諸
相
の
う
ち
、
本
稿
で
は
難
民
危
機
が

成
立
す
る
過
程
に
着
目
す
る
。
難
民
危
機
が
成
立
す
る
過
程
と

い
う
表
現
は
適
切
な
表
現
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う

の
も
、
難
民
は
い
つ
も
危
機
的
な
状
況
と
隣
り
合
わ
せ
の
生
活

に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
十
分
認
識
し
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
難
民
危
機
が
成
立
す

る
過
程
と
い
う
表
現
を
使
用
す
る
の
に
は
意
図
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
難
民
危
機
の
如
何
は
政
治
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
点
、
そ
し
て
難
民
危
機
は
政
治
が
解
決
す
る
と
い
う
点
を
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議
論
し
た
い
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
し
か
も
、
欧
州
委
員
会
の

対
応
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
難
民
危
機
の
政
治
に
は
地
域

性
が
つ
き
ま
と
う）9
（

。

　

次
章
で
具
体
的
な
事
案
と
し
て
取
り
あ
げ
る
の
は
、
一
九
七

〇
年
代
末
と
二
〇
一
〇
年
代
に
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
発
生
し
た

あ
る
い
は
現
在
進
行
形
の
難
民
危
機
の
事
案
で
あ
る
。
一
九
七

〇
年
代
と
二
〇
一
〇
年
代
と
で
は
、
国
際
社
会
、
あ
る
い
は
東

南
ア
ジ
ア
域
外
大
国
や
域
内
諸
国
の
難
民
へ
の
対
応
が
異
な
る
。

一
九
七
〇
年
代
に
は
国
際
社
会
が
難
民
保
護
に
躍
起
に
な
っ
て

い
た
の
に
対
し
、
そ
の
四
〇
年
後
に
は
難
民
保
護
と
い
う
国
際

規
範
が
後
退
し
た
よ
う
に
み
え
る
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
相
違
は
国
際
環
境
の
違
い
に
起
因
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
難
民
の
性
質
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。
難
民
保
護
は
リ
ベ

ラ
ル
な
人
道
主
義
の
思
想
の
も
と
に
開
始
さ
れ
、
実
施
さ
れ
て

き
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
国
際
社
会
が
難
民
保
護
に
対
し
て
異

な
る
対
応
を
す
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。

三
　
東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
難
民
危
機

　

東
南
ア
ジ
ア
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
地

域
で
あ
っ
た
。
東
南
ア
ジ
ア
は
西
側
の
諸
国
と
東
側
の
諸
国
に

分
断
さ
れ
、
米
ソ
が
東
南
ア
ジ
ア
を
舞
台
に
陣
と
り
合
戦
を
繰

り
広
げ
た
。
米
ソ
冷
戦
と
い
う
国
際
冷
戦
構
造
は
東
南
ア
ジ
ア

で
は
米
中
対
立
と
い
う
形
を
と
り
、
三
次
に
わ
た
る
イ
ン
ド
シ

ナ
戦
争
と
い
う
形
で
熱
戦
化
し
た
。

　

熱
戦
が
展
開
し
て
い
る
時
期
の
東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
は
、
西

側
陣
営
か
ら
人
道
主
義
的
な
支
援
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
る
こ

と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
西
側
自
由
主
義
陣
営
の
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
支
援
の
も
と
で
、
自

由
主
義
的
な
経
済
政
策
を
採
用
し
な
が
ら
も
、
政
治
的
に
は
権

威
主
義
的
体
制
を
確
立
し
て
い
っ
た
（
山
本 

二
〇
一
七
）。
し

か
し
、
一
九
七
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
に
よ
っ
て
イ
ン

ド
シ
ナ
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
て
い
た
熱
戦
が
一
段
落
す
る
と
、

自
由
主
義
陣
営
の
盟
主
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

の
「
撤
退
」
を
機
に
人
道
主
義
的
な
支
援
事
業
を
展
開
せ
ざ
る

を
え
な
い
事
態
に
陥
っ
た
。
そ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
に
難
民
の
時

代
の
到
来
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
難
民
危
機
は
大
き
く
三
つ
に
分
け
る

こ
と
が
で
き
る
。
難
民
の
発
生
す
る
場
所
と
難
民
の
目
指
す
国

と
い
う
観
点
か
ら
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
、
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
、

そ
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
へ
向
か
う
難
民
と
い
う
三
つ
を
代
表

的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
本
章
で
は
こ
の
三
事
案
を
概
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観
す
る
こ
と
で
、
東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
難
民
危
機
の
特
徴
を

浮
き
彫
り
に
す
る
。

　

１　

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民

　

第
一
は
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
を
め
ぐ
る
危
機
で
あ
る
。

イ
ン
ド
シ
ナ
と
は
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ
ス
の
三
国

を
指
す
。
こ
れ
ら
三
国
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
し
た
一
九

七
五
年
の
前
後
に
新
し
い
政
治
体
制
を
確
立
し
、
社
会
主
義
国

化
し
た
。
社
会
主
義
国
化
し
た
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
自
由
主
義

的
な
政
治
体
制
の
下
で
の
生
活
と
特
権
を
享
受
し
て
い
た
人
び

と
は
、
祖
国
か
ら
の
脱
出
を
試
み
た
。
そ
れ
が
も
っ
と
も
大
規

模
に
発
生
し
た
の
が
、
南
ベ
ト
ナ
ム
で
あ
っ
た
。

　

一
九
七
五
年
四
月
三
〇
日
、
ベ
ト
ナ
ム
民
主
共
和
国
（
北
ベ

ト
ナ
ム
）
の
攻
勢
の
結
果
、
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国
（
南
ベ
ト
ナ
ム
）

の
首
都
サ
イ
ゴ
ン
が
陥
落
し
た
。
そ
の
結
果
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国

は
崩
壊
し
、
北
ベ
ト
ナ
ム
の
指
導
の
下
に
南
ベ
ト
ナ
ム
共
和
国

臨
時
革
命
政
府
が
南
ベ
ト
ナ
ム
の
全
土
を
掌
握
し
た
。
そ
し
て

翌
一
九
七
六
年
七
月
一
日
に
南
北
ベ
ト
ナ
ム
が
統
一
さ
れ
、
北

ベ
ト
ナ
ム
を
継
承
し
た
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
が
誕
生
し

た
。
新
国
家
は
旧
南
ベ
ト
ナ
ム
地
域
に
一
連
の
社
会
主
義
的
な

改
革
を
実
行
し
た
。
社
会
主
義
的
な
改
革
と
は
、
旧
南
ベ
ト
ナ

ム
の
資
産
凍
結
、
生
産
・
流
通
・
売
買
の
国
営
化
と
い
う
経
済

政
策
と
並
行
し
て
、
旧
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
や
軍
関
係
者
は
再
教

育
キ
ャ
ン
プ
へ
送
る
と
い
う
政
治
的
な
政
策
の
実
施
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
記
す
と
、
南
北
ベ
ト
ナ
ム
が
統
一
さ
れ
て
ベ
ト

ナ
ム
全
土
が
社
会
主
義
化
し
た
結
果
、
ベ
ト
ナ
ム
難
民
が
発
生

し
た
と
い
う
推
測
が
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
旧
南
ベ

ト
ナ
ム
地
域
に
お
け
る
社
会
主
義
化
は
急
激
で
あ
り
、
住
民
の

生
活
を
激
変
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
脱
出
者

は
一
九
七
六
年
七
月
以
降
に
発
生
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
人
び
と
は
こ
れ
か
ら
到
来
す
る
社
会
主
義
化
を
恐
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

　

南
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
脱
出
希
望
者
が
集
中
し
た
の
は
、
ア
メ

リ
カ
の
庇
護
下
に
あ
っ
た
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府
の
崩
壊
直
前
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
一
九
七
五
年
四
月
二
六
日
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
府

は
国
外
脱
出
を
希
望
す
る
国
民
の
出
国
を
認
め
る
と
い
う
大
統

領
声
明
を
発
表
し
た
。
じ
つ
に
サ
イ
ゴ
ン
陥
落
の
四
日
前
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
統
領
声
明
直
後
の
四
月
末
か
ら
六
月
に

か
け
て
ベ
ト
ナ
ム
人
の
脱
出
希
望
者
が
殺
到
し
た
。
一
九
七
五

年
の
ベ
ト
ナ
ム
難
民
総
数
は
一
三
万
人
弱
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

九
割
が
四
月
末
か
ら
五
月
の
数
週
間
に
発
生
し
た
。
か
れ
ら
の

大
半
は
教
育
レ
ベ
ル
が
高
く
、
ア
メ
リ
カ
政
府
関
連
省
庁
や
ア
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メ
リ
カ
系
企
業
の
勤
務
者
、
ア
メ
リ
カ
政
府
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

参
加
者
で
あ
っ
た
り
、
南
ベ
ト
ナ
ム
政
治
家
や
知
識
人
で
あ
っ

た
り
、
共
産
党
離
反
者
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
の
脱
出
者
は
ほ

ぼ
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
り
手
厚
く
保
護
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
定

住
し
た
（Interagency T

ask Force 197（; 

古
屋 

二
〇
〇
九
：

五
九
︲
六
六
頁
）。
そ
し
て
、
一
九
七
七
年
に
は
ベ
ト
ナ
ム
難
民

の
発
生
が
減
少
し
、
南
ベ
ト
ナ
ム
国
家
の
崩
壊
と
統
一
ベ
ト
ナ

ム
国
家
の
構
築
と
い
う
二
つ
の
政
治
変
動
に
と
も
な
う
混
乱
は

収
拾
し
た
か
に
み
え
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら
一
年
ほ
ど
経
っ
た
一
九
七
八
年
頃
か

ら
、
難
民
発
生
の
第
二
波
と
も
い
え
る
状
況
が
現
れ
た
。
ボ
ー

ト
・
ピ
ー
プ
ル
お
よ
び
ラ
ン
ド
・
ピ
ー
プ
ル
と
呼
ば
れ
る
難
民

の
発
生
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
陸
路
で
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
中
国
に

逃
れ
た
華
僑
は
約
二
六
万
人
で
あ
っ
た
。
ま
た
海
路
で
周
辺
諸

国
へ
渡
っ
た
人
び
と
は
、
一
九
七
九
年
に
は
二
〇
万
人
を
超
え

た
。
そ
こ
に
は
中
国
系
ベ
ト
ナ
ム
人
や
華
僑
だ
け
で
は
な
く
、

ベ
ト
ナ
ム
人
も
含
ま
れ
て
い
た
（
古
屋 

二
〇
〇
九
：
六
九
頁
）。

　

要
因
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ
は
中
越
関
係
の
悪
化
と
い
う
国

際
関
係
的
な
要
因
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
ベ
ト
ナ
ム
政
府
に
よ

る
一
連
の
社
会
主
義
改
革
と
い
う
国
内
的
な
要
因
で
あ
っ
た
。

　

国
内
要
因
は
ベ
ト
ナ
ム
の
社
会
主
義
的
改
革
に
よ
り
、
旧
南

ベ
ト
ナ
ム
出
身
者
の
市
民
が
辛
い
目
に
遭
っ
た
。
都
市
部
で
教

育
を
受
け
た
人
び
と
は
開
墾
地
区
へ
送
ら
れ
た
り
、
再
教
育

キ
ャ
ン
プ
へ
送
ら
れ
て
思
想
教
育
を
受
け
た
り
し
た
者
も
い
た
。

主
た
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
は
資
本
家
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
知
識
人

や
華
僑
・
華
人
も
社
会
主
義
政
策
の
浸
透
に
よ
り
、
強
制
的
に

新
し
い
生
活
環
境
に
馴
染
む
よ
う
に
仕
組
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
国
際
関
係
と
は
、
社
会
主
義
国
ど
う
し
の
関
係
悪
化
の

こ
と
を
指
す
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
時
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
共
通

の
敵
が
い
た
た
め
に
、
ソ
連
と
中
国
は
ベ
ト
ナ
ム
に
対
し
て
積

極
的
な
武
器
お
よ
び
物
質
的
な
援
助
を
実
施
し
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
一
九
六
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
中
ソ
関
係
は
悪
化
し
て
お
り
、

そ
の
間
隙
を
縫
う
形
で
一
九
七
二
年
に
米
中
和
解
が
成
立
し
た
。

こ
れ
は
ベ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
み
る
と
面
白
く
は
な
か
っ
た
。
と

い
う
の
も
、
自
ら
が
戦
っ
て
い
る
敵
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
中

国
が
手
を
結
ん
だ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

ベ
ト
ナ
ム
は
対
中
国
不
信
感
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
九
七
五
年
に
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
す
る
と
、
中
ソ
は
ベ

ト
ナ
ム
に
対
す
る
支
援
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
た
。
そ
れ
と
前
後
し

て
、
中
国
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
樹
立
し
た
ば
か
り
の
ポ
ル
・
ポ
ト

政
権
へ
の
援
助
を
表
明
し
た
。
中
国
の
支
援
を
受
け
た
ポ
ル
・

ポ
ト
政
権
は
、
ベ
ト
ナ
ム
に
対
し
て
越
境
行
為
や
挑
発
行
為
を
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繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
七
八
年
一
月
に

ベ
ト
ナ
ム
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
断
交
す
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
直
後
、
反
中
国
不
信
感
を
募
ら
せ
る
ベ
ト
ナ
ム
は
華
僑
追

放
令
を
発
令
し
た
。
同
年
一
一
月
に
は
ソ
連
・
ベ
ト
ナ
ム
友
好

協
力
条
約
が
締
結
を
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ソ
連
・
ベ
ト
ナ

ム
対
中
国
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
う
対
立
構
造
が
明
確
に
な
っ
た
。

同
年
一
二
月
に
は
、
ソ
連
の
支
援
の
も
と
に
ベ
ト
ナ
ム
軍
が
カ

ン
ボ
ジ
ア
に
侵
攻
し
、
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
を
打
倒
し
た
（
カ
ン

ボ
ジ
ア
・
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
い
わ
れ
る
）。
そ
れ
は
米
中
の
国
交

が
樹
立
さ
れ
る
一
カ
月
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
九

七
九
年
二
月
、
ベ
ト
ナ
ム
に
よ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
侵
攻
の
報
復
と

し
て
、
中
国
人
民
解
放
軍
が
ベ
ト
ナ
ム
攻
撃
を
開
始
し
、
中
越

戦
争
が
勃
発
し
た
。

　

こ
う
し
た
国
際
環
境
の
下
、
一
九
七
八
年
頃
か
ら
、
す
な
わ

ち
華
僑
追
放
令
が
発
令
さ
れ
た
頃
か
ら
、
中
国
系
ベ
ト
ナ
ム
人

を
は
じ
め
と
す
る
難
民
が
大
量
に
海
路
お
よ
び
陸
路
で
ベ
ト
ナ

ム
国
外
に
脱
出
を
試
み
た
。
ま
ず
は
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
陸
路
中
国

へ
移
動
し
た
難
民
が
発
生
し
た
（
ラ
ン
ド
・
ピ
ー
プ
ル
）。
と
こ

ろ
が
中
越
関
係
が
悪
化
す
る
な
か
、
陸
路
が
絶
た
れ
た
難
民
は

南
シ
ナ
海
を
渡
る
と
い
う
海
路
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
（
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
）。

　

一
九
七
八
年
か
ら
一
九
七
九
年
に
か
け
て
は
華
僑
・
華
人
が

難
民
の
大
半
を
占
め
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
に
な
る
と
難
民

の
主
体
は
ベ
ト
ナ
ム
人
に
な
っ
た
。
当
初
は
大
型
船
で
の
出
国

が
続
い
て
い
た
が
、
次
第
に
小
型
化
し
て
つ
い
に
は
二
〇
名
か

ら
三
〇
名
ほ
ど
し
か
乗
れ
な
い
漁
船
に
な
っ
た
。
難
民
を
乗
せ

た
船
は
頻
繁
に
海
賊
の
襲
撃
を
受
け
た
。
暴
行
、
誘
拐
、
殺
人

は
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。
悪
天
候
に
よ
る
遭
難
も
避
け
ら
れ
な

か
っ
た
。

　

大
量
の
難
民
が
発
生
す
る
状
況
下
、
数
年
前
と
は
異
な
り
ア

メ
リ
カ
は
積
極
的
な
支
援
策
を
提
示
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対

し
て
最
初
に
行
動
し
た
の
が
難
民
の
漂
流
先
で
あ
っ
た
タ
イ
、

マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
あ
っ
た
。
特
に
タ
イ
と
マ

レ
ー
シ
ア
に
は
大
量
の
難
民
が
漂
着
し
た
の
で
、
難
民
受
け
入

れ
の
拒
否
と
い
う
強
硬
手
段
に
出
た
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
三
国

は
難
民
条
約
の
締
結
国
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
難
民
庇
護
の
義

務
を
負
う
立
場
に
は
な
か
っ
た
。
一
九
七
九
年
六
月
に
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
（A

ssociation of Southeast A
sian N

ations

、
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
連
合
）
は
難
民
を
追
い
返
す
こ
と
を
辞
さ
な
い
と
い
う

強
硬
な
態
度
を
表
明
し
た
。

　

こ
う
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
危
険
な
状
況
の
展
開
に
国
際

社
会
も
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
最
初
に



特別記事：平成二八年度慶應法学会シンポジウム　「越境」する人びと

129

動
い
た
の
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
で
あ
っ
た）（（
（

。
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は
一
九
七

九
年
五
月
三
〇
日
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
と
「
合
法
出
国
計
画
に
関

す
る
覚
書
」
を
取
り
交
わ
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
国

内
に
滞
在
す
る
者
で
、
海
外
に
い
る
家
族
と
の
再
会
な
ど
を
目

的
と
す
る
場
合
は
、
本
計
画
に
基
づ
い
て
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
の
合

法
的
な
出
国
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
続
い
て
同
年
七

月
に
は
、
国
連
主
催
で
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
国

際
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
六
五
カ
国
が
参
加
し
た
こ
の
会
議
で

は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
か
ら
流
出
す
る
者
は
自
動
的
に
難
民
と
認
定

す
る
、
と
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
一
時
庇

護
国
な
の
で
、
そ
こ
に
漂
着
し
た
人
た
ち
は
西
側
諸
国
へ
の
第

三
国
定
住
す
る
こ
と
も
定
め
ら
れ
た
（U

N
H

CR 2000

）。

　

こ
の
頃
に
な
り
、
よ
う
や
く
ア
メ
リ
カ
も
重
い
腰
を
上
げ
た
。

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
を
安
全
保
障
上
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
、

難
民
受
け
入
れ
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
（W

ain 
1979

）。
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
に
対
し
て
は
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
と
い
う
周
辺
国
、
西
側
諸
国
、
お
よ
び
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ

Ｒ
が
協
調
す
る
形
で
、
そ
の
支
援
に
取
り
組
む
体
制
が
構
築
さ

れ
た
。
そ
し
て
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
は
、

ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
へ
、
そ

し
て
ほ
ん
の
一
部
は
日
本
へ
と
第
三
国
定
住
を
果
た
し
た）（（
（

。

　

と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
に
対
す
る
対
策
は
こ
れ
で
終

わ
り
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
前
半
か
ら
は
、
出
稼
ぎ

目
的
の
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
が
ベ
ト
ナ
ム
か
ら
流
出
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
八
九
年
六
月
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
主

導
で
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
国

際
会
議
に
お
い
て
、
問
題
解
決
の
た
め
の
包
括
的
行
動
計
画

（Com
prehensive Plan of A

ction

）
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
に
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
対
策
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
主
体
と
な
り
、

解
決
の
方
策
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
（K

um
in 2008

）。

　

２　

ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民

　

二
〇
一
五
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
多
数
の
難
民
船
が

ア
ン
ダ
マ
ン
海
や
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
漂
流
し
た
。
そ
の
難
民
船

に
乗
っ
て
い
た
の
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
か
ら
の
政
治
的
迫
害

や
不
自
由
な
生
活
を
逃
れ
て
き
た
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
と
呼
ば
れ
る

人
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
沿
岸

警
備
隊
は
、
こ
う
し
た
難
民
船
の
入
港
を
許
可
し
な
い
ば
か
り

か
、
公
海
へ
曳
航
し
て
放
置
す
る
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
。
海

上
を
漂
流
す
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
は
一
時
期
六
〇
〇
〇
人
を
超

え
た
と
い
わ
れ
た
（Lim

 201（

）。
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ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
の
抑
圧
政
策
が
強
ま
っ
た
二
〇
一
二
年
頃

か
ら
、
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
は
増
加
傾
向
に
あ
る
。
同
年
六
月
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
と
仏
教
と
ア
ラ
カ
ン
族

と
の
あ
い
だ
で
大
規
模
な
衝
突
が
発
生
し
た
。
こ
の
衝
突
で
多

く
の
犠
牲
者
を
だ
し
た
の
は
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
で
あ
っ
た
。
と
こ

ろ
が
こ
の
事
件
を
契
機
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
は
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族

を
特
定
の
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
に
強
制
的
に
閉
じ
込
め
る
措
置
を

と
っ
た
。
自
由
を
奪
わ
れ
日
々
の
生
活
に
も
窮
す
る
状
況
に
お

か
れ
た
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
領
土
か
ら
の
脱
出
を

試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
密
航
業
者
や
人
身
取
引
業

者
が
暗
躍
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
一
四
年
ま
で
の
推
計

で
は
八
万
八
〇
〇
〇
人
が
難
民
化
し
た
と
い
う
（A

lbert 201（; 
H

um
an Rights W

atch 201（

）。

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
は
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
を
少
数
民
族
と
し
て
認

定
し
て
い
な
い
（Garcia and O

lson 2008

）。
む
し
ろ
か
れ
ら

を
隣
国
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
か
ら
移
住
し
て
き
た
ベ
ン
ガ
ル
系
不

法
移
民
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
は
無

国
籍
状
態
に
あ
る
。
他
方
で
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
政
府
も
ミ
ャ

ン
マ
ー
か
ら
逃
れ
て
き
た
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
の
大
半
を
不
法
移
民

と
し
て
扱
い
、
拘
留
施
設
に
収
監
し
て
い
る
。
そ
し
て
ミ
ャ
ン

マ
ー
政
府
に
対
し
て
は
か
れ
ら
の
引
き
取
り
を
要
求
し
、
強
制

送
還
と
い
う
強
硬
手
段
に
で
る
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
し
て
き

て
い
る）（（
（

。

　

無
国
籍
状
態
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
は
微
妙

な
立
場
に
お
か
れ
て
い
る
。
一
般
に
国
籍
保
有
者
が
不
法
移
民

と
し
て
認
定
さ
れ
た
場
合
は
、
国
籍
保
有
国
へ
強
制
送
還
の
対

象
と
な
る
。
し
か
し
無
国
籍
の
場
合
は
、
送
還
す
る
対
象
の
国

が
な
い
。
元
の
居
住
地
区
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
も

あ
ろ
う
が
、
そ
の
当
該
地
区
の
政
府
が
住
民
を
国
民
と
し
て
認

定
し
て
い
な
い
の
で
、
元
の
居
住
地
区
は
不
法
移
民
の
強
制
送

還
対
象
国
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
う
し
た
状
況
を
認
知
し
て
い
る
か
否
か
は
不
明
で

あ
る
も
の
の
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
沿
岸

警
備
隊
が
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
の
難
民
船
を
公
海
ま
で
押
し
戻
す
と

い
う
の
は
、
強
制
送
還
の
場
所
が
な
い
ゆ
え
の
措
置
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
危
機
に
対
し
て
、
難
民
が
漂

着
す
る
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
当
局
は
積
極
的

な
庇
護
措
置
を
と
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
も

迅
速
に
対
応
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
社
会
は
二
〇
〇
二
年
に
構
築
し
た

「
バ
リ
・
プ
ロ
セ
ス
」（Bali Process

）
が
機
能
不
全
で
あ
る
こ
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と
を
露
呈
し
た
感
が
あ
る
。
バ
リ
・
プ
ロ
セ
ス
と
は
、
正
式
名

称
を
「
人
の
密
輸
・
人
身
取
引
お
よ
び
関
連
す
る
国
境
を
越
え

る
犯
罪
に
関
す
る
地
域
閣
僚
会
議
」
と
い
う
。
一
九
九
〇
年
代

後
半
か
ら
急
増
し
て
い
た
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
密
航
や

人
身
取
引
に
関
連
す
る
越
境
犯
罪
に
つ
い
て
、
政
府
間
で
情
報

を
共
有
し
対
話
を
促
進
し
、
そ
し
て
実
際
の
課
題
に
対
処
す
る

た
め
の
協
力
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
バ

リ
・
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
を
中
心
に
、
ア
ジ

ア
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
中
東
、
北
米
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
お
よ
そ
六

〇
カ
国
が
参
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
連
移
住
機
関
、
国
連
難

民
高
等
弁
務
官
、 

国
連
開
発
計
画
、
国
際
労
働
機
関
、
ア
ジ
ア

開
発
銀
行
、
世
界
銀
行
、
国
際
刑
事
警
察
機
構
な
ど
の
国
際
機

関
も
参
加
し
て
い
る
（T

he Bali Process

）。
こ
の
よ
う
な
国

際
的
な
枠
組
み
で
あ
り
な
が
ら
も
、
具
体
的
な
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難

民
危
機
に
は
対
応
で
き
な
か
っ
た
。

　

バ
リ
・
プ
ロ
セ
ス
が
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
危
機
に
対
応
で
き
な

い
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
バ
リ
・
プ
ロ
セ
ス
が
越
境

犯
罪
対
策
の
た
め
の
会
議
お
よ
び
枠
組
み
で
あ
る
と
い
う
そ
の

性
質
に
由
来
す
る
。
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
の
大
半
は
密
航
業
者
や

人
身
取
引
業
者
に
身
を
委
ね
て
、
海
原
を
漂
流
す
る
結
果
と

な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
論
理
的
に
は
、
バ
リ
・
プ
ロ
セ
ス
の
主

関
心
は
密
航
業
者
と
人
身
取
引
業
者
の
取
り
締
ま
り
に
あ
る
。

人
身
取
引
対
策
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
で
も
非
伝
統
的
安
全
保
障
の
課

題
と
し
て
認
識
さ
れ
、
取
り
組
み
は
実
行
さ
れ
、
政
府
間
協
力

網
は
確
立
し
て
い
る）（（
（

。
そ
こ
で
は
加
害
者
の
訴
追
（Prosecution

）、

被
害
者
の
保
護
（Protection

）、
発
生
の
予
防
（Prevention

）、

被
害
者
の
社
会
へ
の
復
帰
・
再
統
合
（Reintegration

）
と

い
っ
た
総
合
的
な
取
り
組
み
を
実
施
し
て
い
る
（Gallagher 

2010

）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
越
境
犯
罪
対
策
が
主
眼
と
な
る
バ
リ
・
プ

ロ
セ
ス
で
は
、
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
危
機
に
お
け
る
被
害
者
に
あ

た
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
の
保
護
や
支
援
は
後
手
後
手
に
回
る
の

が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
二
〇
〇
九
年
時
点
で
、

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ
は
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
危
機

へ
の
対
策
が
バ
リ
・
プ
ロ
セ
ス
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
厳
し
く

指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・

ウ
ォ
ッ
チ 

二
〇
〇
九; Cheung 2011

）。
と
こ
ろ
が
そ
れ
か
ら

六
年
経
っ
て
も
、
二
〇
一
五
年
の
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
危
機
の
よ

う
に
継
続
的
で
あ
り
な
が
ら
突
発
的
な
危
機
に
対
し
て
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
は
具
体
的
な
対
策
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
か
っ

た
こ
と
に
な
る
（M

athew
 and H

arley 2014

）。
無
国
籍
状
態

に
あ
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
は
不
安
定
な
状
態
の
ま
ま
に
お
か
れ
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て
い
る
（Robison and Rahm

an 2012

））（（
（

。

　

３　

パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ソ
ル
ー
シ
ョ
ン

　

東
南
ア
ジ
ア
地
域
を
め
ぐ
る
難
民
危
機
に
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ

難
民
や
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
難
民
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
発
の
難
民
危

機
だ
け
で
は
な
く
、
東
南
ア
ジ
ア
を
通
過
・
経
由
す
る
難
民
た

ち
が
直
面
す
る
危
機
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
う
し
た
難
民
が
海
路
で
東
南
ア
ジ
ア
地
域
を
横
断
す
る
と
す

る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
と
し
て
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
二
一
世
紀
に
な
る
と
遠
洋
航
海
に
は
不
向

き
な
老
朽
化
し
た
漁
船
に
難
民
を
乗
せ
た
船
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
沖
で
沈
没
や
座
礁
す
る
事
案
が
増
え
て
い
た
。（
犠
牲
に

な
っ
た
）
難
民
の
主
な
出
身
地
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ラ
ン
、

ス
リ
ラ
ン
カ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
国
の
政
治
的
な
不
安
定
状
況

が
、
難
民
を
生
み
だ
す
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
か
れ
ら

は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
目
指
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
を
迎
え
る
頃
、
よ
り
正
確
に
は
直
前
に
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
「
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ソ
ル
ー
シ
ョ

ン
」
な
る
政
策
を
導
入
し
た
（
二
〇
〇
一
〜
二
〇
〇
七
年
、
二
〇

一
二
〜
二
〇
一
七
年
現
在
）。
こ
れ
は
、
難
民
認
定
希
望
者
を
本

土
に
上
陸
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
太
平
洋
の
島
国
に
収
容
す
る

政
策
で
あ
る
。
こ
の
政
策
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
独
自
の
も
の
で

は
な
く
、
キ
ュ
ー
バ
の
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
湾
に
あ
る
米
海
軍
基
地

に
ハ
イ
チ
か
ら
の
難
民
を
収
容
し
た
ア
メ
リ
カ
の
方
法
に
倣
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
（Grew

cock 2009: 60

）。

　

と
こ
ろ
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
は
、
近
隣
の
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
や
東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
難
民
申
請
者
の
拘
留
に
関
す
る
協
力

を
求
め
た
が
、
こ
と
ご
と
く
却
下
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
政
府
の
要
請
に
応
え
た
の
が
、
か
つ
て
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
植
民
地
あ
る
い
は
統
治
下
に
あ
っ
た
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
（
マ
ヌ
ス
島
）
と
ナ
ウ
ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ナ
ウ

ル
は
難
民
条
約
を
批
准
し
て
お
ら
ず
、
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ

ア
は
条
約
を
批
准
し
て
い
る
も
の
の
、
多
く
の
条
項
を
留
保
し

て
い
た
状
態
で
あ
っ
た
（O

xfam
 A

ustralia 2002

）。

　

二
〇
〇
七
年
末
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
政
権
交
代
が
起
こ
り
、

保
守
党
政
権
か
ら
労
働
党
政
権
へ
と
移
行
し
た
。
労
働
党
政
権

は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ソ
ル
ー
シ
ョ
ン
を
非
人
道
的
と
批
判
し
て

い
た
た
め
に
、
政
権
を
獲
得
す
る
や
こ
れ
を
廃
止
し
た
。
同
時

に
、
ナ
ウ
ル
と
マ
ヌ
ス
島
の
拘
留
施
設
も
閉
鎖
さ
れ
た
。
こ
れ

以
降
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
漂
着
し
た
難
民
申
請
者
は
、
主
と
し

て
ク
リ
ス
マ
ス
島
の
施
設
に
送
ら
れ
た
。
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と
こ
ろ
が
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
頃
か
ら
難
民
の
数
が
増
加

し
は
じ
め
て
い
た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
は
タ
リ
バ
ン
勢
力
が

復
活
し
、
内
戦
が
終
結
し
た
ス
リ
ラ
ン
カ
か
ら
は
元
反
政
府
勢

力
の
タ
ミ
ー
ル
人
が
脱
出
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

難
民
の
増
加
を
受
け
て
、
二
〇
一
二
年
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政

府
は
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ソ
ル
ー
シ
ョ
ン
の
再
開
を
決
定
し
た
。

し
か
も
再
開
後
は
、
難
民
認
定
者
に
対
し
て
厳
し
い
条
件
が
つ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
前
は
難
民
と
認
定
さ
れ
れ
ば

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
の
定
住
の
道
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
今
回
は
難
民
認
定
を
受
け
て
も
拘
留
地
で
あ
る
ナ
ウ
ル
か

パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
定
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
条
件
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
（Fraenkel 2016

）。

　

こ
の
よ
う
な
政
策
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
三
年
前
半

だ
け
で
一
万
五
〇
〇
〇
人
を
超
え
る
難
民
認
定
希
望
者
が
到
来

し
て
い
る
。
か
れ
ら
は
行
き
場
も
な
く
、
収
容
所
に
留
ま
っ
て

い
る
（H

ouse of Representatives 201（

）。
そ
し
て
、
本
稿

冒
頭
で
示
し
た
よ
う
に
、
二
〇
一
六
年
五
月
の
事
件
が
発
生
し

た
の
で
あ
る
。
難
民
を
め
ぐ
る
人
道
的
な
危
機
は
い
っ
こ
う
に

解
決
の
方
向
性
が
み
え
て
い
な
い
。

四
　
国
際
社
会
の
変
容
―
―
お
わ
り
に
か
え
て

　

前
章
で
整
理
し
た
よ
う
に
、
東
南
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
難
民
危

機
は
収
束
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
現
在
進
行
形
の
も
の
も
あ
る
。

国
際
社
会
の
支
援
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、

国
際
社
会
の
監
視
は
あ
り
な
が
ら
も
難
民
支
援
が
行
き
届
か
な

い
場
合
も
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
制
度
化
さ
れ
た
難
民

保
護
レ
ジ
ー
ム
は
、
難
民
危
機
に
際
し
て
一
様
に
作
用
す
る
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
で
は
な
ぜ
事
案
に
よ
っ
て
異
な
る
展
開

と
な
る
の
か
。

　

こ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
は
、
一
九
二
〇
年
代
以
降
に
登
場

し
た
国
際
社
会
の
展
開
、
と
り
わ
け
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
ア

メ
リ
カ
と
国
連
が
軸
に
な
り
構
築
し
て
き
た
（
は
ず
の
）
自
由

主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
国
際
社
会
と
は
、
地
球
上
に
存
在
す
る
す
べ
て
の

主
権
国
家
や
人
々
を
包
摂
す
る
概
念
で
は
な
い
し
、
実
態
で
も

な
い
。
む
し
ろ
一
九
二
〇
年
代
か
ら
西
欧
を
中
心
に
つ
く
ら
れ

た
国
際
社
会
は
、
国
際
社
会
内
で
の
秩
序
を
構
築
し
維
持
す
る

た
め
に
、
国
際
社
会
を
構
成
す
る
国
家
間
の
行
動
を
統
制
す
る

規
範
と
ル
ー
ル
の
セ
ッ
ト
を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
に
、
開
放

的
で
あ
る
と
は
い
え
ず
む
し
ろ
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

に
国
際
社
会
は
つ
ね
に
外
部
領
域
を
有
し
て
き
た
。
し
た
が
っ

て
特
定
の
あ
る
い
は
共
通
の
規
範
意
識
を
共
有
す
る
主
体
が
国
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際
社
会
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
裏
返
し

て
い
う
と
、
規
範
意
識
や
ル
ー
ル
の
セ
ッ
ト
を
共
有
し
な
い
、

あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
拒
絶
す
る
主
体
は
、
そ
の
国
際
社
会
の
構

成
員
に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
自
ら
独
自
の
国
際
社
会
を
構
成

す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
二
一
世
紀

的
な
現
象
と
し
て
の
テ
ロ
リ
ス
ト
組
織
と
そ
れ
が
つ
く
り
だ
す

世
界
大
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る）（（
（

。

　

国
連
が
自
由
主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開
し
た
の
は
、
米
ソ

対
立
と
い
う
国
際
冷
戦
が
構
造
化
す
る
過
程
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
国
連
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
当
初
よ
り
西
側
自
由
主
義
諸

国
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
い
う
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
。
そ
の
た

め
に
非
西
洋
諸
国
で
も
、
西
側
陣
営
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で

自
由
主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ

れ
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
治
体
制
や
政
治
的
な
展
開
に
顕
著

に
表
れ
た
（
山
本 

二
〇
一
七
）。
そ
の
た
め
に
本
稿
で
も
検
討

し
た
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
降
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民

に
対
し
て
は
、
国
連
の
構
築
し
た
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
が
機
能

し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
国
際
冷
戦
構
造
が
崩
壊
す
る

と
、
国
際
社
会
は
新
し
い
局
面
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

の
事
態
を
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
は
「
歴
史
の
終
焉
」
と
呼

ん
だ
の
だ
が
、
そ
れ
は
自
由
主
義
の
勝
利
を
高
ら
か
に
歌
い
あ

げ
る
も
の
で
あ
っ
た
（Fukuyam

a 1992

））（（
（

。
た
し
か
に
ポ
ス

ト
冷
戦
の
時
代
に
な
る
と
、
一
九
九
三
年
六
月
に
ウ
ィ
ー
ン
で

開
催
さ
れ
た
世
界
人
権
会
議
は
ポ
ス
ト
冷
戦
の
時
代
を
実
感
さ

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
の
ウ
ィ
ー
ン
宣
言
お

よ
び
行
動
計
画
の
結
果
、
Ｏ
Ｈ
Ｃ
Ｈ
Ｒ
が
設
立
さ
れ
た
。
ま
た

女
性
へ
の
暴
力
は
人
権
侵
害
で
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

　

ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
は
自
由
主
義
的
価
値
が
世
界
を
覆
う
か
と

思
い
き
や
、
実
態
と
し
て
は
自
由
主
義
を
軸
に
国
際
社
会
は
分

断
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
民

主
主
義
、
人
権
、
法
の
支
配
と
い
う
自
由
主
義
的
な
価
値
を
共

有
す
る
国
家
と
そ
れ
以
外
の
国
家
と
い
う
区
別
化
と
い
う
事
態

が
発
生
し
、
構
造
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い

た
っ
て
国
際
社
会
を
め
ぐ
っ
て
は
、
新
た
な
概
念
と
し
て
国
際

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
（international com

m
unity

）
と
い
う
表
現

が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
国
際
社
会
の
な
か
に
お
い
て
、
自
由

主
義
的
な
価
値
を
共
有
す
る
国
家
と
行
為
主
体
の
構
成
す
る
国

際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
（Buchan 2008

）。
こ
の
国
際
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
い
か
な
る
局
面
で
認
識
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、

テ
ロ
リ
ズ
ム
に
対
抗
す
る
団
結
を
訴
え
る
と
き
に
国
際
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
い
っ
た
り
、
難
民
危
機
に
対
応
す
る
た
め
の
主
体
と
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し
て
の
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
い
う
よ
う
な
表
現
の
仕
方
で
あ

る
。
そ
れ
は
国
際
協
力
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
国
際

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
な
る
表
現
と
認
識
は
ア
メ
リ
カ
や
国
連
で
は
常

態
化
し
た
感
が
あ
る
。
そ
し
て
一
九
九
〇
年
代
か
ら
徐
々
に
自

由
主
義
は
歪
な
世
界
を
つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た
。

　

自
由
主
義
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
歪
み
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
に

ア
メ
リ
カ
で
発
生
し
た
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
降
に
顕
著
と

な
っ
た
。
あ
た
か
も
冷
戦
時
代
を
彷
彿
さ
せ
る
か
の
よ
う
に
、

「
イ
ス
ラ
ム
」
過
激
派
に
よ
る
テ
ロ
行
為
が
西
洋
社
会
に
対
す

る
反
感
と
敵
対
心
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
図
式
が
定
着
し
た
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
西
洋
社
会
で
は
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
に
対
す

る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
が
で
き
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ロ
行
為

の
主
体
は
国
家
で
は
な
く
、
ア
ル
カ
イ
ダ
や
Ｉ
Ｓ
Ｉ
Ｓ
と
い
う

よ
う
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
型
の
イ
ス
ラ
ム
組
織
が
主
流
で
あ
り
な

が
ら
も
、
イ
ス
ラ
ム
過
激
派
の
拠
点
が
あ
る
国
に
対
す
る
警
戒

感
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
現
実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

で
は
こ
の
よ
う
な
自
由
主
義
の
歪
な
構
造
化
は
、
難
民
保
護

あ
る
い
は
難
民
危
機
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
本
稿
の
事
案
に
当
て
は
め
て
考
え
て
み

る
と
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
、
イ
ラ
ン
や
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
か
ら
脱
出
し
て
き
た
ム
ス
リ
ム
に
対
す
る
国
際
社
会

の
難
民
支
援
が
必
ず
し
も
充
分
で
は
な
い
と
い
う
点
に
現
れ
て

い
る
。
問
題
は
難
民
が
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
問
題
の
背
景
に
は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
顕
著
に

な
っ
た
非
伝
統
的
安
全
保
障
に
対
す
る
各
国
政
府
の
危
機
意
識

の
高
ま
り
が
あ
る
。
本
稿
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
、
非
伝
統
的

安
全
保
障
へ
の
関
心
の
高
ま
り
は
、
一
方
で
政
府
間
協
力
を
促

し
な
が
ら
も
、
他
方
で
国
境
管
理
を
は
じ
め
と
し
て
各
国
政
府

の
監
視
や
治
安
維
持
の
能
力
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
側
面
が
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
家
と
国
民
の
安
全
を
守
る
の
で
あ
る
。

世
界
で
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
し
て
い
る
と
い
い

な
が
ら
、
国
境
管
理
は
強
化
さ
れ
、
人
び
と
の
移
動
に
制
限
が

か
か
る
時
代
に
突
入
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
非
伝
統
的
安
全
保
障
観
の
高
ま
り
は
、
難

民
危
機
を
解
決
す
る
方
向
性
に
釘
を
刺
す
面
も
あ
る
。
た
と
え

ば
、
難
民
申
請
者
の
な
か
に
過
激
派
や
テ
ロ
リ
ス
ト
が
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
心
暗
鬼
は
、
難
民
危
機
が
発
生
し
て
い

て
も
難
民
保
護
へ
と
当
局
を
動
か
す
推
進
力
を
妨
げ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
難
民
の
移
動
を
商
売
と
す
る
難
民
ビ
ジ
ネ
ス
が

越
境
犯
罪
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
判
断
す
れ
ば
、
難
民
の
保
護

よ
り
も
越
境
犯
罪
の
取
り
締
ま
り
へ
と
当
局
の
関
心
が
向
く
の

も
無
理
は
な
い
。
こ
れ
が
残
念
な
が
ら
二
〇
一
〇
年
代
に
東
南
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ア
ジ
ア
地
域
を
め
ぐ
る
難
民
危
機
を
生
み
だ
す
構
造
的
な
問
題

と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
難
民
が
難
民
化
」
す
る
と
い
う
事
態
が
発
生
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
難
民
の
難
民
化
と
は
難
民
が
難
民
と
し
て
認

定
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
難
民
の
人
権
が
十
分

に
保
障
さ
れ
な
い
状
況
が
再
生
産
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
こ
と

を
指
す
。
目
下
の
と
こ
ろ
難
民
の
人
権
は
国
際
社
会
が
保
障
で

き
る
も
の
で
は
な
く
、
実
態
と
し
て
は
一
時
的
な
難
民
受
け
入

れ
国
や
第
三
国
が
か
れ
ら
の
人
権
を
保
障
す
る
意
思
と
政
策
を

も
つ
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
実
に
は
、
難
民
保

護
レ
ジ
ー
ム
は
存
在
し
て
い
て
も
国
際
社
会
と
し
て
難
民
危
機

の
解
決
や
難
民
保
護
に
関
し
て
で
き
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
り
、

結
局
は
個
別
政
府
の
政
策
（
意
思
）
と
財
力
（
経
済
状
況
）
お

よ
び
社
会
（
移
民
・
難
民
に
寛
容
か
否
か
）
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

難
民
が
移
動
先
の
国
や
第
三
国
で
定
住
で
き
な
い
場
合
は
、

難
民
は
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し

た
難
民
キ
ャ
ン
プ
の
多
く
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
が
運
営
を
担
当
し
て

い
る
。
と
な
る
と
、
難
民
た
ち
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
と
い
う
国
に
居

住
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（M

oulin and N
yers 2007

）。
そ

し
て
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
国
の
な
か
で
、
難
民
た
ち
は
自
分
た
ち
の

権
利
や
人
権
を
主
張
す
る
声
を
あ
げ
は
じ
め
た
。
そ
れ
が
本
稿

の
冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
な
抗
議
活
動
と
い
う
形
を
と
る
こ
と

も
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
難
民
危
機
は
構
造
的
に
深
刻
化
し

て
い
る
と
同
時
に
、
難
民
危
機
の
解
決
に
は
国
際
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
超
え
た
政
治
の
判
断
と
力
が
働
く
こ
と
が
必
要
な
の
で

あ
る
。
二
〇
一
〇
年
代
末
を
迎
え
、
難
民
危
機
の
政
治
は
新
し

い
局
面
を
迎
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。

（
1
）　

本
稿
で
あ
つ
か
う
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
は
、
国
際
政
治
学

で
い
う
と
こ
ろ
の
国
際
レ
ジ
ー
ム
の
な
か
に
含
め
ら
れ
る
。
国

際
レ
ジ
ー
ム
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
の

こ
と
で
あ
り
、
一
九
五
〇
年
代
に
難
民
保
護
の
体
制
が
確
立
さ

れ
機
能
し
た
頃
に
は
、
そ
の
概
念
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
国
際
レ
ジ
ー
ム
を
国
家
間
の
関
係
と
統
制
す
る
規
範

や
ル
ー
ル
の
セ
ッ
ト
で
あ
る
と
定
義
す
る
と
（
山
本 

二
〇
〇
八: 

一
）、
一
九
二
〇
年
代
に
国
際
連
盟
の
も
と
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
実

現
さ
れ
た
難
民
保
護
体
制
は
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
一
九
二
〇
年
代
は
、
主
権
国
家
間
の

調
整
と
協
調
の
制
度
化
と
い
う
意
味
で
の
国
際
社
会
が
登
場
し

た
時
期
で
あ
っ
た
（Gorm

an 2012

）。
こ
の
基
盤
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
国
際
連
合
が
中
心
と
な
っ

て
構
築
を
目
指
し
た
難
民
保
護
レ
ジ
ー
ム
は
一
層
の
制
度
化
が



特別記事：平成二八年度慶應法学会シンポジウム　「越境」する人びと

1（7

可
能
と
な
っ
た
。

（
2
）　

こ
れ
は
の
ち
に
ナ
ン
セ
ン
・
パ
ス
ポ
ー
ト
と
し
て
定
着
し

た
。

（
（
）　

イ
ギ
リ
ス
の
作
家
で
あ
り
歴
史
家
で
あ
る
キ
ー
ス
・
ロ
ー

（K
eith Low

e
）
の
『
残
酷
な
大
陸
』
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
暴
力
の
実
態
を
赤
裸
々
に
描
写
し
た

力
作
で
あ
る
（Low

e 2012

）。

（
4
）　

以
下
の
難
民
条
約
の
内
容
は
（U

N
H

CRb

）
に
依
拠
し
て

い
る
。

（
（
）　
「
保
護
の
た
め
の
課
題
」
に
つ
い
て
は
（U
N

H
CRc

）
を
参

照
。

（
6
）　

ご
く
最
近
国
際
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
た
事
例
と

し
て
は
、
二
〇
一
五
年
以
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
移
民
・

難
民
危
機
が
あ
る
。
こ
の
移
民
あ
る
い
は
難
民
は
戦
火
を
逃
れ

て
き
た
シ
リ
ア
難
民
、
そ
し
て
イ
ラ
ク
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難

民
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

諸
国
の
対
応
が
一
様
で
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
デ
ペ
ン
デ

ン
ト
紙
が
中
東
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
目
指
す
難
民
の
ド
キ
ュ
メ

ン
タ
リ
ー
的
な
記
録
を
刊
行
し
て
い
る
（T

he Independent 
2016

）。

（
7
）　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
連
を
中
心
と
し
た
自
由
主
義
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
人
権
レ
ジ
ー
ム
の
確
立
の
経
緯
に
つ
い
て

は
（Charvet and K

aczynska-N
ay 2008

）
を
参
照
。

（
8
）　

二
〇
〇
〇
年
一
二
月
四
日
の
国
選
総
会
に
お
い
て
、
六
月

二
〇
日
を
世
界
難
民
の
日
（W

orld Refugee D
ay

）
に
す
る

旨
が
決
議
さ
れ
て
い
る
。

（
9
）　

本
稿
で
は
難
民
危
機
と
メ
デ
ィ
ア
報
道
と
の
関
係
は
取
り

あ
げ
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
報
道
に
は
厄
介
な
点
が
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
メ
デ
ィ
ア
は
ニ
ュ
ー
ス
・
バ
リ
ュ
ー
の
高
い
事
案
に

報
道
の
優
先
順
位
を
つ
け
る
た
め
に
、
難
民
の
事
案
が
連
日
同

じ
よ
う
な
ト
ー
ン
で
伝
え
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ま
た
、
メ

デ
ィ
ア
に
は
自
国
の
読
者
・
視
聴
者
を
優
先
す
る
と
い
う
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
限
定
性
が
あ
る
た
め
に
、
メ
デ
ィ
ア
の
属
す
る
国

民
国
家
に
と
っ
て
価
値
の
高
い
報
道
を
優
先
す
る
（
山
本 

二
〇

一
五
）。
こ
の
傾
向
は
特
に
国
際
報
道
に
強
く
現
れ
、
時
に
は
メ

デ
ィ
ア
が
政
府
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
あ

る
（H

erm
an and Chom

sky 1988

）。
そ
こ
に
は
、
自
国
政

府
の
安
全
保
障
や
外
交
上
の
重
要
地
域
と
の
関
連
性
が
内
在
す

る
。
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
特
性
が
あ
る
た
め
に
、
難
民
危

機
が
継
続
し
て
い
る
と
し
て
も
、
報
道
上
は
一
時
的
な
も
の
と

し
て
読
者
や
視
聴
者
に
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
時

に
は
自
国
の
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
し
な
い
た
め
に
、
自
国
メ
デ
ィ

ア
の
政
治
的
傾
向
が
反
映
さ
れ
て
、
難
民
危
機
が
不
在
と
な
る

場
合
も
あ
る
。

（
10
）　

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
支
援
が
契
機
と
な
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
は

東
南
ア
ジ
ア
地
域
で
の
難
民
支
援
事
業
を
開
始
し
た
。
そ
れ
ま
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で
は
Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
の
ア
ジ
ア
展
開
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
止
ま
り

で
あ
っ
た
。

（
11
）　

ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
は
一
九
七
〇
年
代
半
ば
か
ら
一
九
八

〇
年
代
に
か
け
て
、
日
本
政
府
の
対
難
民
姿
勢
を
変
更
さ
せ
た
。

日
本
で
も
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
大
量
流
出
を
機
に
、
難
民
問
題

に
対
し
て
真
剣
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ

こ
で
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
と
は
「
一
九
七
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争

終
結
に
相
前
後
し
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
（
ベ
ト
ナ
ム
・
ラ
オ
ス
・

カ
ン
ボ
ジ
ア
）
で
は
新
し
い
政
治
体
制
が
発
足
し
、
そ
う
し
た

体
制
に
な
じ
め
な
い
多
く
の
人
々
が
、
そ
の
後
数
年
に
亘
り
、

国
外
へ
脱
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
ベ
ト
ナ
ム
難
民
、
ラ
オ
ス
難

民
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
難
民
を
総
称
し
て
」
い
る
（
外
務
省
）。

　
　

で
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
状
況
が
日
本
で
も
起
こ
っ
て

い
た
の
か
。
外
務
省
に
よ
る
と
、
一
九
七
五
年
四
月
末
の
旧
南

ベ
ト
ナ
ム
政
権
崩
壊
以
降
、
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
の
流
出
が
激

化
し
、
翌
月
に
は
日
本
へ
も
初
め
て
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
が
到
着

し
た
、
と
い
う
。
ボ
ー
ト
・
ピ
ー
プ
ル
の
到
着
は
、
一
九
七
五

年
に
は
九
隻
一
二
六
人
、
一
九
七
六
年
に
は
一
一
隻
二
四
七
人

で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
七
年
に
は
二
五
隻
八
三
三
人
へ
と
急
増

し
た
。
そ
し
て
一
九
七
九
年
か
ら
一
九
八
二
年
の
四
年
間
は
毎

年
一
〇
〇
〇
人
台
を
記
録
し
た
（
外
務
省
）。

　
　

こ
う
し
た
急
増
す
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
、
特
に
ボ
ー
ト
・

ピ
ー
プ
ル
の
突
き
つ
け
た
問
題
に
直
面
し
、
日
本
政
府
も
よ
う

や
く
重
い
腰
を
あ
げ
た
。
こ
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
以
前
、

日
本
政
府
は
一
九
五
一
年
の
難
民
条
約
お
よ
び
一
九
六
七
年
の

難
民
議
定
書
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

一
九
八
一
年
六
月
の
通
常
国
会
で
難
民
条
約
と
議
定
書
へ
の
加

入
が
承
認
さ
れ
、
同
年
一
〇
月
三
日
に
難
民
条
約
に
、
翌
年
一

月
一
日
に
難
民
議
定
書
に
加
入
し
た
。
こ
れ
を
も
っ
て
難
民
条

約
・
議
定
書
が
日
本
で
も
よ
う
や
く
発
効
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
12
）　

ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
を
め
ぐ
る
人
道
的
な
危
機
の
歴
史
は
古
い
。

一
九
九
〇
年
代
前
半
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
は
（Ragland 

1994

）
を
参
照
。

（
1（
）　

東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
非
伝
統
的
安
全
保
障
の
課
題
と
取

り
組
み
に
関
し
て
は
、（Caballero-A

nthony, Em
m

ers, and 
A

charya 2006; 

本
名 

二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

（
14
）　

二
〇
一
六
年
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
政
権
交
代
が
起
こ
り
、
民

主
化
の
旗
手
で
あ
っ
た
ア
ウ
ン
サ
ウ
ン
・
ス
ー
チ
ー
が
実
質
的

な
政
権
を
掌
握
し
た
あ
と
も
、
政
府
は
国
内
に
お
け
る
ロ
ヒ
ン

ギ
ャ
族
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
事
態
が
継
続
し
て
い
る
。

い
ま
だ
に
（
二
〇
一
七
年
三
月
現
在
）
ロ
ヒ
ン
ギ
ャ
族
は
無
国

籍
状
態
に
お
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

（
1（
）　

国
際
社
会
の
意
味
内
容
の
変
遷
と
実
態
に
つ
い
て
は
（
篠

田 
二
〇
〇
七
）
が
参
考
に
な
る
。

（
16
）　

フ
ク
ヤ
マ
は
自
由
主
義
の
勝
利
を
謳
っ
た
が
、
そ
れ
に
反

論
す
る
形
で
世
界
は
文
明
の
衝
突
の
時
代
に
突
入
し
た
と
い
う
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1（9

議
論
を
展
開
し
た
の
は
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
で
あ
っ
た

（H
untington 1996

）。
か
つ
て
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
院
で
は
師
弟

関
係
に
あ
っ
た
こ
の
二
人
は
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
保
守
的
な

論
客
で
あ
る
。
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