
塩
出
浩
之
著

﹃
越
境
者
の
政
治
史

ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
日
本
人
の
移
民
と
植
民

﹄

鈴

木

健

雄

本
書
は
︑
著
者
が
二
〇
〇
四
年
に
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
に

提
出
し
た
博
士
論
文
﹃
近
代
日
本
の
移
植
民
と
政
治
的
統
合
﹄
に
︑
大
幅
な

加
筆
正
を
加
え
︑
二
〇
一
五
年
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
︒
サ
ン
ト
リ
ー
学

芸
賞
︑
角
川
源
義
賞
︑
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞
し
た
本
書
に
は
︑
既
に
多

く
の
優
れ
た
書
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る①
︒
た
だ
︑
こ
の
度
︑
著
者
が
評
者
の

出
身
研
究
室
で
あ
る
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
現
代
史
学
専
修
に
赴
任

さ
れ
た
の
を
機
に
︑
ド
イ
ツ
現
代
史
を
専
門
と
す
る
評
者
が
付
言
す
る
こ
と

は
な
い
か
と
本
稿
を
し
た
た
め
た
︒

本
書
の
目
的
は
﹁
近
代
に
お
け
る
日
本
人
の
移
民
と
植
民
が
︑
日
本
と
い

う
国
家
︑
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
政
治
秩
序
と
い
か
な
る
関
係
を
持
っ
た
か

を
問
う
こ
と
﹂
と
さ
れ
る
︒
そ
の
際
︑
﹁
移
住
し
た
人
々
自
身
を
政
治
主
体

と
し
て
﹂
分
析
す
る
こ
と
で
︑
国
境
線
の
み
で
は
区
分
で
き
な
い
国
民
統
合

の
過
程
に
あ
っ
た
﹁
日
本
人
﹂
の
姿
を
描
く
と
と
も
に
︑
彼
ら
が
当
該
地
域

に
お
い
て
︑
政
治
秩
序
の
変
動
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

す
る
︒
著
者
は
彼
ら
を
﹁
従
来
の
研
究
が
捨
象
し
て
き
た
﹂
存
在
と
呼
ぶ
︒

対
象
と
す
る
期
間
は
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
中
頃
ま
で
と
長
く
︑

考
察
対
象
は
︑
属
領
統
治
下
北
海
道
及
び
南
樺
太
︑
日
系
移
民
が
人
口
の
多

数
派
を
占
め
た
ハ
ワ
イ
︑
日
本
の
実
質
的
な
植
民
地
と
な
っ
た
満
洲
国
︑
並

び
に
朝
鮮
︑
台
湾
と
い
っ
た
日
本
の
属
領
及
び
北
南
米
諸
国
に
お
け
る
移
民

並
び
に
植
民
者
で
あ
る
︒

本
書
は
︑
序
章
︑
第
一
部
﹁
主
権
国
家
・
世
界
市
場
と
移
民
・
植
民
﹂
︑

第
二
部
﹁
帝
国
・
国
際
秩
序
と
移
民
・
植
民
﹂
︑
第
三
部
﹁
国
民
国
家
規
範

と
移
民
・
植
民
﹂
︑
終
章
の
計
三
部
︑
八
章
と
二
つ
の
補
論
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
る
︒
ま
ず
そ
の
内
容
を
概
観
し
た
い
︒

序
章
﹁
近
代
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
日
本
人
の
移
民
と
植
民
﹂
の

冒
頭
で
指
摘
さ
れ
る
の
が
﹁
移
民
﹂
と
﹁
植
民
﹂
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
不

可
分
性
で
あ
る
︒
著
者
は
︑
両
者
が
戦
後
長
ら
く
異
な
る
概
念
と
し
て
理
解

さ
れ
て
き
た
と
し
た
上
で
︑
﹁
新
た
な
領
域
へ
の
移
住
︑
す
な
わ
ち
﹃
ヒ
ト

の
移
動
﹄
を
意
味
す
る
限
り
︑
﹃
移
民
﹄
と
﹃
植
民
﹄
と
を
明
確
に
区
別
し

が
た
﹂
く
︑
﹁
そ
の
よ
う
な
区
別
は
︑
結
果
と
し
て
﹃
ヒ
ト
の
移
動
﹄
の
意

味
を
見
失
わ
せ
る
﹂
と
し
︑
両
者
を
﹁
連
続
的
な
現
象
﹂
と
み
る
べ
き
と
す

る
︒
そ
こ
で
参
照
す
る
の
が
︑
一
九
二
〇
〜
三
〇
年
代
に
植
民
政
策
学
を
牽

引
し
た
矢
内
原
忠
雄
︑
並
び
に
︑
ド
イ
ツ
人
近
現
代
史
家
ユ
ル
ゲ
ン
・
オ
ー

ス
タ
ハ
メ
ル②
で
あ
る
︒
両
者
の
論
を
引
き
︑
属
領
と
植
民
地
︑
植
民
地
内
の

区
分
を
整
理
し
つ
つ
強
調
す
る
の
が
︑
支
配
は
国
家
間
の
主
権
の
有
無
と
し

て
の
み
で
は
な
く
︑
社
会
集
団
間
の
機
能
と
し
て
も
現
れ
る
と
い
う
点
で
あ

る
︒
ま
た
︑
近
代
日
本
に
お
い
て
︑
国
籍
と
市
民
権
︑
戸
籍
と
国
籍
︑
各
々

が
常
に
は
一
致
し
な
い
こ
と
踏
ま
え
︑
日
本
国
籍
並
び
に
日
本
戸
籍
を
有
す

る
人
々
を
﹁
日
本
人
﹂
︑
そ
の
中
で
も
版
籍
奉
還
の
時
点
で
明
治
政
府
が
統

治
対
象
と
し
た
人
々
と
そ
の
子
孫
か
ら
な
る
社
会
集
団
を
﹁
大
和
人
﹂
と
区
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分
し
︑
﹁
日
本
人
﹂
概
念
の
多
層
性
を
指
摘
す
る
︒
国
家
と
社
会
集
団
の
ず

れ
︑
国
籍
と
民
族
集
団
の
ず
れ
に
着
目
し
︑
移
動
し
た
人
々
と
政
治
秩
序
の

変
化
と
の
関
係
を
捉
え
る
と
い
う
︑
本
書
を
貫
く
視
点
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ

る
︒第

一
章
﹁
北
海
道
の
属
領
統
治
と
大
和
人
移
民
の
政
治
行
動
﹂
で
は
︑
道

内
各
地
の
地
方
紙
を
主
な
史
料
と
し
て
︑
北
海
道
領
有
後
︑
同
地
の
大
和
人

移
民
が
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
本
国
編
入
と
植
民
地
化
と
の
ジ
レ
ン
マ
を
︑

地
域
毎
に
比
較
︑
検
討
す
る
︒
移
住
が
進
む
こ
と
で
︑
同
地
の
属
領
と
し
て

の
従
属
性
が
結
果
的
に
際
立
っ
た
こ
と
︑
本
国
編
入
以
後
も
︑
府
県
と
均
質

な
領
域
に
変
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
同
地
に
お
け
る
大
和
人
と
ア
イ
ヌ
人

と
の
間
に
存
在
し
た
植
民
地
主
義
が
継
続
し
た
こ
と
が
結
論
と
し
て
提
示
さ

れ
る
︒

第
二
章
﹁
﹃
内
地
雑
居
論
争
﹄
に
お
け
る
移
民
と
植
民
﹂
で
は
︑
明
治
初

期
に
お
け
る
内
地
雑
居
の
是
非
を
め
ぐ
る
論
争
が
検
討
さ
れ
る
︒
争
点
の
一

つ
が
︑
居
留
地
制
度
廃
止
後
の
︑
条
約
国
人
に
対
す
る
日
本
国
内
で
の
移
動

や
居
住
︑
経
済
活
動
を
含
む
諸
活
動
の
認
可
の
可
否
で
あ
っ
た
︒
著
者
は
︑

雑
居
賛
成
派
の
田
口
卯
吉
と
雑
居
尚
早
論
者
の
論
を
そ
れ
ぞ
れ
比
較
︑
検
討

す
る
こ
と
で
︑
両
論
の
背
景
に
国
土
と
国
民
と
を
区
別
し
︑
民
族
集
団
と
し

て
の
日
本
人
を
国
民
と
み
な
す
思
考
様
式
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
︒
こ
の

民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
的
な
思
考
様
式
は
︑
言
論
人
の
み
な
ら
ず
︑
移
民
・

植
民
の
当
事
者
に
も
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒

第
三
章
﹁
ア
メ
リ
カ
の
ハ
ワ
イ
王
国
併
合
と
日
本
人
移
民
の
政
治
行
動
﹂

で
は
︑
一
九
世
紀
末
〜
二
〇
世
紀
初
頭
の
同
地
で
の
日
本
人
移
民
の
政
治
行

動
︑
特
に
︑
米
国
に
よ
る
併
合
前
の
日
系
移
民
の
参
政
権
要
求
と
︑
併
合
後

に
台
頭
し
た
﹁
永
久
移
住
地
﹂
論
が
焦
点
化
さ
れ
る
︒
同
論
の
論
陣
を
張
っ

た
中
央
日
本
人
会
の
議
論
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑
移
民
二
世
の
米
国
市
民
権

獲
得
の
可
能
性
が
生
じ
て
以
降
︑
米
国
市
民
と
し
て
同
化
を
進
め
つ
つ
︑
教

育
に
よ
っ
て
日
本
と
の
紐
帯
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
必
要
と
な
っ
た

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
︒

第
四
章
﹁
矢
内
原
忠
雄
の
﹃
植
民
﹄
研
究
﹂
で
は
︑
矢
内
原
の
﹁
植
民
﹂

概
念
並
び
に
そ
の
移
民
・
植
民
論
が
検
討
さ
れ
る
︒
そ
こ
で
著
者
は
︑
矢
内

原
の
植
民
地
研
究
の
基
礎
に
︑
社
会
的
・
経
済
的
現
象
と
し
て
の
植
民
と
︑

政
治
的
な
支
配

従
属
関
係
と
を
区
別
す
る
見
方
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す

る
︒
矢
内
原
は
こ
の
よ
う
な
見
方
を
通
し
て
︑
植
民
者
の
移
住
・
投
資
活
動
︑

そ
れ
に
対
す
る
原
住
者
と
の
相
互
作
用
に
対
し
︑
政
治
的
な
支
配

従
属
関

係
が
も
た
ら
す
作
用
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒

第
五
章
﹁
南
樺
太
の
属
領
統
治
と
日
本
人
移
民
の
政
治
行
動
﹂
で
は
︑
一

九
〇
五
年
〜
四
五
年
の
南
樺
太
に
お
け
る
日
本
人
移
民
の
政
治
行
動
︑
と
り

わ
け
︑
参
政
権
獲
得
運
動
か
ら
本
国
編
入
反
対
運
動
へ
の
転
換
過
程
で
の
行

動
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
行
動
が
︑
南
樺
太
で
の
衆
議
院
議

員
選
挙
法
施
行
を
め
ぐ
る
本
国
政
府
︑
議
会
の
議
論
に
対
し
て
与
え
た
影
響

が
検
討
さ
れ
る
︒
両
運
動
と
も
に
︑
南
樺
太
に
対
す
る
総
合
行
政
・
特
別
会

計
の
継
続
と
い
う
動
機
に
端
を
発
し
て
い
た
と
し
︑
本
国
議
会
で
一
時
︑
南

樺
太
住
人
に
対
し
て
参
政
権
を
付
与
す
る
こ
と
が
前
向
き
に
検
討
さ
れ
た
理

由
に
︑
南
樺
太
が
属
領
で
あ
り
つ
つ
︑
住
民
の
多
く
が
日
本
人
で
あ
っ
た
こ

と
が
影
響
し
て
い
た
と
す
る
︒

続
く
補
論
一
﹁
朝
鮮
・
台
湾
に
お
け
る
日
本
人
移
民
の
政
治
行
動
﹂
は
︑

日
本
の
属
領
統
治
下
の
両
国
で
︑
少
数
派
の
日
本
人
が
︑
い
か
に
支
配
民
族

と
し
て
の
優
位
を
保
ち
つ
つ
︑
民
族
自
治
や
政
治
的
地
位
の
平
等
を
求
め
る

朝
鮮
人
・
台
湾
人
の
圧
力
に
抗
し
た
か
が
論
じ
ら
れ
る
︒
前
者
に
よ
る
優
遇

書 評
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措
置
要
求
を
︑
両
国
人
に
参
政
権
が
付
与
さ
れ
る
一
九
四
四
年
ま
で
概
観
す

る
こ
と
で
︑
国
家
の
成
員
資
格
と
い
う
点
で
︑
三
者
は
ほ
ぼ
同
じ
立
場
に
あ

り
︑
政
治
的
権
利
も
︑
属
領
統
治
体
制
全
体
の
変
容
に
付
随
し
て
い
た
と
結

論
づ
け
る
︒

第
六
章
﹁
﹃
在
満
日
本
人
﹄
か
︑
﹃
日
系
満
洲
国
民
﹄
か
﹂
は
︑
形
式
上
︑

独
立
国
と
さ
れ
た
満
洲
国
で
の
日
本
人
移
民
の
政
治
参
加
の
問
題
が
論
じ
ら

れ
る
︒
同
国
唯
一
の
政
治
団
体
と
さ
れ
た
協
和
会
の
動
き
と
︑
満
鉄
付
属
地

及
び
開
放
地
に
お
け
る
︑
治
外
法
権
と
日
本
人
の
自
治
と
を
求
め
る
運
動
と

を
み
る
こ
と
で
︑
民
族
自
決
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
︑
在
満
日
本
人
の
自
意
識

と
民
族
自
決
原
理
の
も
と
求
め
ら
れ
る
﹁
満
洲
国
国
民
﹂
と
し
て
の
意
識
と

の
乖
離
を
可
能
な
限
り
縮
小
し
よ
う
と
導
入
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
る
︒
そ
し

て
在
満
日
本
人
が
﹁
日
系
満
洲
国
民
﹂
と
し
て
他
民
族
の
﹁
国
民
﹂
と
と
も

に
政
治
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
契
機
に
治
外
法
権
の
撤
廃
を
み
る
︒

第
七
章
﹁
帝
国
日
本
の
植
民
者
か
︑
﹃
東
洋
人
系
市
民
﹄
か
﹂
は
︑
二
〇

世
紀
前
半
︑
米
国
に
よ
る
支
配
植
民
地
化
と
日
本
の
帝
国
化
の
間
に
あ
っ
た

ハ
ワ
イ
の
﹁
民
族
間
政
治
﹂
を
︑
同
地
の
多
数
派
を
占
め
た
︑
日
系
住
民
を

含
む
ア
ジ
ア
系
住
民
の
政
治
行
動
と
出
身
地
域
と
の
関
係
か
ら
分
析
す
る
︒

日
系
住
民
と
他
の
ア
ジ
ア
系
住
民
に
よ
る
統
一
行
動
の
試
み
は
︑
日
本
の
帝

国
化
が
進
展
す
る
中
で
頓
挫
す
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
日
系
住
民
と
琉
球

系
・
朝
鮮
系
住
民
と
の
関
係
が
︑
東
ア
ジ
ア
で
の
支
配

従
属
関
係
に
規
定

さ
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
一
九
二
〇
年
代
以
降
広
が
っ

た
排
日
・
米
化
運
動
に
伴
っ
て
生
じ
た
日
系
住
民
の
忠
誠
証
明
を
︑
日
米
両

国
の
﹁
帝
国
秩
序
の
作
用
﹂
の
重
な
り
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
︒

補
論
二
﹁
南
北
ア
メ
リ
カ
の
日
系
住
民
と
第
二
次
世
界
大
戦
﹂
で
は
︑
米

国
本
土
︑
カ
ナ
ダ
︑
ブ
ラ
ジ
ル
︑
ペ
ル
ー
に
お
け
る
日
系
住
民
の
移
民
・
定

住
過
程
と
戦
争
経
験
と
が
検
討
さ
れ
る
︒
人
種
主
義
の
も
と
︑
社
会
の
周
縁

に
置
か
れ
︑
帰
国
の
可
能
性
を
残
そ
う
と
し
た
日
系
住
民
に
対
し
て
︑
連
合

国
側
に
つ
い
た
諸
国
は
勾
留
や
強
制
立
退
︑
強
制
送
還
と
い
っ
た
措
置
を
と

る
︒
こ
こ
に
人
種
主
義
と
戦
時
下
で
高
ま
っ
た
国
民
国
家
規
範
の
圧
力
が
結

合
し
た
と
す
る
︒

第
八
章
﹁
引
揚
げ
・
戦
後
開
拓
・
海
外
移
住
﹂
は
︑
第
二
次
世
界
大
戦
後

生
じ
た
日
本
の
政
治
的
境
界
の
変
化
と
日
本
人
の
移
動
の
関
係
性
と
を
論
じ

る
︒
章
題
に
あ
る
三
つ
の
移
動
形
態
を
︑
大
和
人
︑
沖
縄
人
︑
台
湾
人
︑
朝

鮮
人
と
い
う
区
分
の
も
と
み
る
こ
と
で
︑
移
動
に
際
し
︑
日
本
国
籍
と
戸
籍

を
と
も
に
備
え
た
﹁
日
本
人
﹂
こ
そ
が
日
本
国
境
内
部
に
あ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
権
力
が
作
用
し
た
こ
と
︑
そ
の
結
果
と
し
て
境
界
内
の
民
族
の
均
質

性
と
い
う
︑
現
在
の
日
本
の
国
民
国
家
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
た
こ
と
を
指
摘
す

る
︒
一
方
で
戦
後
も
な
お
植
民
地
主
義
が
継
続
し
た
証
左
と
し
て
︑
国
民
と

国
家
の
一
致
の
原
則
か
ら
︑
沖
縄
人
︑
在
日
朝
鮮
人
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を

挙
げ
る
︒

終
章
﹁
移
民
・
植
民
と
﹃
民
族
﹄
の
政
治
﹂
で
は
︑
本
書
で
論
じ
た
内
容

を
改
め
て
︑
世
界
史
的
観
点
か
ら
位
置
付
け
る
︒
主
権
国
家
の
誕
生
と
領
域

拡
張
︑
世
界
市
場
で
の
ヒ
ト
の
移
動
︑
各
国
の
国
民
統
合
が
進
む
中
で
︑

﹁
重
層
的
な
権
力
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
社
会
集
団
と
し
て
の
﹃
民

族
﹄
﹂
が
生
み
出
さ
れ
た
と
し
た
上
で
︑
こ
の
﹁
民
族
﹂
に
対
す
る
意
識
が
︑

日
本
人
移
民
・
植
民
者
の
事
例
の
根
幹
に
あ
っ
た
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
主
権

国
家
の
領
域
と
民
族
及
び
民
族
意
識
の
ず
れ
は
︑
日
本
人
と
大
和
人
の
同
一

視
や
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
る
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
排
斥
並
び
に
構
造
差

別
︑
歴
史
認
識
問
題
と
い
っ
た
形
で
今
も
表
出
し
て
い
る
と
し
︑
そ
の
背
景

に
民
族
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
植
民
地
主
義
を
み
て
と
る
の
で
あ
る
︒
以
上
の
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分
析
を
通
し
て
︑
﹁
従
来
の
政
治
史
研
究
が
視
野
の
外
に
置
い
て
き
た
﹂
﹁
民

族
﹂
が
︑
主
権
国
家
と
密
接
に
関
わ
り
つ
つ
も
︑
主
権
国
家
が
規
定
す
る
国

籍
や
市
民
権
の
枠
組
み
に
完
全
に
は
回
収
し
得
な
い
政
治
主
体
と
し
て
︑
近

代
の
日
本
及
び
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
政
治
秩
序
に
一
貫
し
て
影
響
を
与
え

続
け
て
き
た
と
結
論
づ
け
る
︒

以
上
︑
本
書
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
︒
本
書
の
意
義
は
︑
他
の
書
評
が

既
に
多
く
指
摘
し
て
お
り
︑
こ
こ
で
は
短
く
触
れ
る
に
留
め
た
い
︒
第
一
に
︑

移
民
と
植
民
と
い
う
二
つ
の
現
象
を
人
の
移
動
と
い
う
観
点
か
ら
接
合
し
︑

約
一
世
紀
に
亘
っ
て
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
諸
地
域
を
く
ま
な
く
検
討
す
る
こ
と

で
︑
近
世
以
降
﹁
日
本
人
﹂
が
渡
っ
た
各
地
域
に
お
け
る
人
の
移
動
と
政
治

秩
序
の
関
係
性
を
総
合
的
に
描
出
し
た
点
で
あ
る
︒
こ
れ
に
よ
り
帝
国
史
研

究
と
移
民
史
研
究
と
を
架
橋
し
た
︑
同
時
代
の
﹁
日
本
人
﹂
の
移
動
と
政
治

秩
序
の
関
係
に
関
す
る
立
体
的
な
像
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒
第
二

に
︑
属
領
と
い
う
概
念
を
持
ち
込
む
こ
と
で
︑
植
民
地
と
い
う
概
念
の
み
で

は
並
列
に
扱
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
︑
北
海
道
・
南
樺
太
・
朝
鮮
・
台
湾

と
い
っ
た
各
属
領
間
で
の
比
較
の
可
能
性
を
拓
い
た
点
で
あ
る
︒
第
三
に
︑

﹁
日
本
人
﹂
が
置
か
れ
た
法
制
度
上
の
地
位
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑
﹁
日
本

人
﹂
の
中
に
存
在
し
た
支
配

従
属
関
係
が
多
層
的
で
あ
り
ま
た
時
代
と
と

も
に
変
化
し
た
こ
と
を
示
し
た
点
で
あ
る
︒
最
後
に
︑
第
二
次
世
界
大
戦
期

を
跨
い
で
考
察
す
る
こ
と
で
︑
国
民
と
国
家
領
域
が
一
致
す
る
と
い
う
同
大

戦
以
降
広
が
っ
た
日
本
の
国
民
国
家
イ
メ
ー
ジ
の
虚
偽
性
を
実
証
し
た
点
︒

こ
れ
ら
四
点
は
膨
大
な
先
行
研
究
並
び
に
史
料
に
基
づ
き
導
き
出
さ
れ
た
成

果
で
あ
り
︑
偉
大
な
学
術
的
成
果
と
言
え
よ
う
︒

本
書
は
︑
書
名
が
示
す
と
お
り
﹁
政
治
史
﹂
を
扱
う
も
の
で
あ
り
︑
﹁
越

境
者
﹂
の
国
籍
や
戸
籍
︑
参
政
権
︑
開
発
保
護
権
︑
治
外
法
権
と
い
っ
た
法

制
度
上
の
地
位
を
考
察
の
手
が
か
り
と
す
る
︒
し
か
し
︑
主
た
る
分
析
枠
組

み
と
し
て
法
制
度
に
着
目
す
る
こ
と
で
︑
逆
説
的
な
が
ら
︑
多
様
な
﹁
越
境

者
﹂
個
々
人
の
諸
相
を
固
定
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
繫
が
ら
な
い
か
と
い
う

懸
念
も
生
じ
る
︒
以
下
︑
今
日
の
ド
イ
ツ
史
学
会
で
の
議
論
も
踏
ま
え
つ
つ
︑

本
書
の
課
題
を
示
し
た
い
︒

ま
ず
︑
移
動
す
る
主
体
が
︑
複
数
の
層
か
ら
成
り
︑
ま
た
移
動
に
よ
っ
て

そ
の
主
体
性
が
変
化
す
る
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑

近
年
の
移
民
研
究
は
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
階
級
︑
出
身
地
と
い
っ
た
複
数
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
多
様
な
社
会
的
・
文
化
的
特
性
が
︑

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
準
拠
枠
組
み
を
時
に
越
え
つ
つ
︑
個
人
の
自
意
識
と
行
動
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
し
て
き
た③
︒
ま
た
関
連
し
︑
﹁
異
種
混
淆
性
﹂
と

い
う
鍵
概
念
の
も
と
︑
移
住
や
亡
命
の
結
果
︑
混
成
的
ま
た
は
矛
盾
を
孕
む

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
じ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る④
︒
二
〇
〇
〇
年
代

以
降
︑
戦
後
﹁
民
族
主
義
的
︵
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
︶
﹂
な
語
法
の
一
つ
と
し

て
忌
避
さ
れ
て
き
た
﹁
在
外
ド
イ
ツ
人
︵
A
u
slan
d
sd
eu
tsch
e
︶
﹂
を
分
析

対
象
と
す
る
研
究
が
進
展
し
て
き
た⑤
︒
そ
の
一
つ
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
著
名

な
現
代
史
家
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ー
ン
は
︑
一
六
世
紀
以
降
の
﹁
ド
イ
ツ
人
移
民
﹂

の
個
別
性
と
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
を
指
摘
し
︑
﹁
〇
〇
系
〇

〇
人
﹂
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
社
会
的
構
築
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す⑥
︒
こ

れ
ら
は
︑
社
会
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
も
の
で
あ
り
︑
本
書
の
意
図
と

は
ず
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
言
説
と
し
て
の
﹁
ネ
イ
シ
ョ
ン
﹂
や

﹁
民
族
﹂
の
脱
構
築
を
目
的
と
す
る
と
い
う
点
で
は
共
通
と
い
え
よ
う
︒
本

書
の
よ
う
に
法
制
度
上
の
区
分
を
中
心
に
し
て
﹁
ヒ
ト
の
移
動
﹂
を
捉
え
る

書 評
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こ
と
で
︑
結
果
的
に
︑
﹁
ネ
イ
シ
ョ
ン
﹂
及
び
﹁
民
族
﹂
に
対
す
る
見
方
が

再
編
さ
れ
つ
つ
新
た
に
固
定
化
さ
れ
は
し
な
い
か
と
危
惧
す
る⑦
︒

こ
の
よ
う
な
懸
念
は
︑
分
析
対
象
と
す
る
﹁
政
治
主
体
﹂
の
偏
り
か
ら
も

生
じ
る
︒
飯
島
真
理
子
も
指
摘
し
て
い
る⑧
よ
う
に
︑
本
書
が
対
象
と
す
る
言

論
主
体
は
イ
ン
テ
リ
層
あ
る
い
は
政
治
活
動
家
に
集
中
し
︑
﹁
大
量
移
民
﹂

の
多
く
を
占
め
た
一
般
の
農
民
や
漁
民
︑
労
働
者
︑
女
性
の
主
体
性
は
検
討

さ
れ
な
い⑨
︒
ま
た
︑
支
配

被
支
配
の
構
造
の
中
に
存
在
す
る
さ
ら
に
細
分

化
さ
れ
た
支
配

被
支
配
の
構
造
︑
す
な
わ
ち
出
自
や
財
産
の
有
無
︑
社
会

的
地
位
等
で
規
定
さ
れ
る
︑
支
配
者
︵
も
し
く
は
被
支
配
者
︶
内
で
の
支
配

被
支
配
の
関
係
も
同
様
に
焦
点
化
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る⑩
︒
言
葉
を
持
ち

得
た
移
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
側
面
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
で
︑
政
治
主
体
の

均
質
化
と
並
ん
で
︑
逆
説
的
な
が
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
物
語
の
再
構
築
に
与
し

な
い
か
と
感
じ
る
︒
無
論
︑
史
料
上
の
制
約
も
あ
ろ
う
が
︑
階
級
と
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
問
題
は
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

次
に
︑
国
家
の
影
響
力
に
関
連
し
︑
本
書
の
独
自
性
の
一
つ
で
あ
る
︑
日

本
人
の
移
動
が
﹁
政
治
秩
序
﹂
に
対
し
て
与
え
た
影
響
の
検
討
に
つ
い
て
も
︑

ど
の
程
度
成
功
し
て
い
る
の
か
疑
念
が
残
る
︒
例
え
ば
第
五
章
で
は
︑
参
政

権
に
限
っ
た
﹁
内
地
延
長
﹂
が
本
国
政
府
よ
っ
て
否
定
さ
れ
︑
南
樺
太
の
本

国
編
入
は
一
度
確
実
と
な
る
も
︑
第
二
次
若
槻
禮
次
郎
内
閣
の
総
辞
職
に
よ

っ
て
内
務
省
移
管
︵
本
国
編
入
︶
案
は
廃
案
と
な
っ
た
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
そ
の
意
思
決
定
の
最
終
段
階
で
南
樺
太
の
住
人
が
行
っ
た
陳
情
が

考
慮
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
︒
ま
た
︑
第
七
章
で
言
及
さ
れ
る
︑
日
系
住
民
の

数
的
優
位
と
政
治
へ
の
参
加
︑
忠
誠
を
証
明
す
る
た
め
の
従
軍
は
︑
米
国
政

府
に
と
っ
て
無
視
で
き
な
い
傾
向
で
あ
り
︑
ハ
ワ
イ
の
﹁
政
治
秩
序
﹂
の
修

正
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
運
命
を
大
き

く
左
右
し
た
の
は
︑
日
本
の
帝
国
支
配
の
拡
大
と
日
米
開
戦
の
帰
趨
で
あ
っ

た
︒
い
ず
れ
も
︑
政
治
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
に
あ
た
り
︑
移
民
の
政
治
行
動

よ
り
も
国
家
な
い
し
は
国
家
間
の
政
治
が
優
先
さ
れ
た
事
例
と
も
捉
え
ら
れ

る
︒
人
の
移
動
が
政
治
秩
序
に
影
響
を
与
え
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
各
章

で
言
及
さ
れ
る
政
治
秩
序
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
明
確
に
示
す
必
要
が

あ
ろ
う
︒

最
後
に
︑
分
析
概
念
に
関
し
て
︑
政
治
的
な
支
配

従
属
関
係
と
社
会
的

諸
関
係
と
を
切
り
離
し
た
﹁
理
念
型
﹂
と
し
て
実
質
的
植
民
地
を
提
唱
し
た

矢
内
原
と
︑
植
民
地
主﹅

義﹅

を
整
理
し
︑
そ
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
支
配

被

支
配
の
関
係
を
強
調
す
る
オ
ー
ス
タ
ハ
メ
ル⑪
と
の
接
合
が
ど
こ
ま
で
適
切
か
︑

疑
問
で
あ
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
著
者
も
後
者
の
論
に
支
配

被
支

配
の
関
係
が
必
ず
含
ま
れ
る
と
い
う
点
は
認
め
て
お
り
︵
一
五
八
頁
︶
︑
前

者
が
そ
の
関
係
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
も
指
摘
︵
一
六
一
〜
二
頁
︶
す

る
︒
し
か
し
︑
支
配
構
造
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
出
発
点
の
異
な
る
両
者
の

論
を
︑
﹁
ヒ
ト
の
移
動
現
象
﹂
に
着
目
し
て
い
る
と
い
う
点
の
み
に
よ
っ
て
︑

植
民
地
に
対
す
る
﹁
同
様
の
定
義
﹂
︵
八
頁
︶
と
い
う
言
葉
で
結
ぶ
の
は
早

計
で
な
か
ろ
う
か
︒
両
者
の
論
を
繫
げ
る
こ
と
で
︑
結
果
的
に
︑
日
本
人
が

従
属
的
立
場
に
あ
っ
た
ハ
ワ
イ
及
び
北
南
米
の
事
例
と
︑
オ
ー
ス
タ
ハ
メ
ル

が
﹁
近
代
史
の
な
か
で
も
︑
極
め
て
弾
圧
的
な
植
民
地
体
制
﹂
と
評
し
た⑫
満

洲
・
台
湾
・
朝
鮮
の
事
例
と
の
繫
が
り
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
る
︒

以
上
︑
評
者
が
本
書
の
課
題
と
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た
︒
し
か
し
そ
れ

ら
が
︑
本
書
の
価
値
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
︒
お
よ

そ
並
の
研
究
者
で
は
上
梓
し
難
い
長
大
な
時
間
と
空
間
と
を
対
象
と
し
た
本
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書
は
︑
膨
大
な
先
行
研
究
並
び
に
史
料
に
基
づ
い
て
近
代
ア
ジ
ア
太
平
洋
に

お
け
る
国
家
と
民
族
︑
ヒ
ト
の
移
動
を
体
系
的
か
つ
網
羅
的
に
叙
述
し
て
い

る
︒
日
本
近
代
政
治
史
に
留
ま
ら
ず
︑
植
民
地
主
義
や
差
別
の
問
題
︑
ヒ
ト

の
移
動
に
伴
う
社
会
・
権
力
構
造
の
変
化
︑
国
家
・
国
籍
・
民
族
に
関
わ
る

諸
問
題
を
扱
う
研
究
者
に
と
っ
て
本
書
は
必
読
の
書
で
あ
り
偉
大
な
成
果
で

あ
る
︒

①

例
え
ば
︑
中
山
大
将
︵
﹃
歴
史
学
研
究
﹄
第
九
六
六
号
︑
二
〇
一
八
年
一
月
︑

四
四
〜
四
七
頁
︶
︑
川
島
真
︵
東
京
財
団
・
政
治
外
交
検
証
研
究
会
ブ
ッ
ク
レ
ビ

ュ
ー
︑
二
〇
一
七
年
一
二
月
二
五
日
︶
︑
白
木
沢
旭
児
︵
﹃
新
し
い
歴
史
学
の
た
め

に
﹄
第
二
九
〇
号
︑
二
〇
一
七
年
五
月
︑
五
七
〜
六
二
頁
︶
︑
飯
島
真
理
子
︵
﹃
歴

史
評
論
﹄
第
八
〇
三
号
︑
二
〇
一
七
年
三
月
︑
九
三
〜
九
七
頁
︶
に
よ
る
も
の
が

あ
る
︒

②

な
お
︑
﹁
オ
ー
ス
タ
ハ
メ
ル

O
sterham
m
el﹂
は
﹁
オ
ー
ス
タ
ー
ハ
メ
ル
﹂
と

も
表
記
さ
れ
︑
後
者
の
方
が
実
際
の
発
音
に
近
い
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
本
書
の

依
拠
す
る
訳
書
︵
ユ
ル
ゲ
ン
・
オ
ー
ス
タ
ハ
メ
ル
︵
石
井
良
訳
︶
﹃
植
民
地
主
義

と
は
何
か
﹄
論
創
社
︑
二
〇
〇
五
年
︶
並
び
に
本
書
中
の
表
記
は
前
者
に
統
一
さ

れ
て
お
り
︑
本
稿
も
そ
れ
に
準
じ
た
︒

③

﹁
関
係
性
﹂
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
議
論
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
︑

A
nne
F
riedrichs,
“P
lacing
M
igration
in
P
erspective.
N
eue
W
ege

e
in
e
r
re
la
tio
n
a
le
n
G
e
sch
ich
tssch
re
ib
u
n
g,”
G
esch
ich
te
u
n
d

G
esellsch
aft
44,2018,
pp.167-195.
個
別
研
究
と
し
て
移
民
の
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
︑
例
え
ば
︑
南
川
文
里
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け

る
﹃
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
﹄
の
類
型
化
﹂
米
山
裕
︑
河
原
典
史
編
﹃
日
本
人
の
国
際
移

動
と
太
平
洋
世
界
−
日
系
移
民
の
近
現
代
史
﹄
文
理
閣
︑
二
〇
一
五
年
︑
四
七
〜

七
〇
頁
︒

④

こ
の
点
を
指
摘
し
た
古
典
的
研
究
と
し
て
︑
Stuart
H
all,
“C
ultural

Id
en
tity
an
d
D
iasp
ora,”
Jon
ath
an
R
u
th
erford
(ed.),
Id
en
tity:

C
om
m
u
n
ity,
C
u
ltu
re,
D
ifferen
ce,
L
ondon,
1990,
pp.
222-237
;
P
aul

G
ilroy,
T
h
e
B
lack
A
tlan
tic:
M
od
ern
ity
an
d
D
ou
ble
C
on
sciou
sn
ess,

L
on
d
on,1993
な
ど
︒
評
者
の
専
門
と
す
る
ド
イ
ツ
系
亡
命
者
研
究
の
分
野
で

も
︑
二
〇
〇
〇
年
代
よ
り
︑
翻
訳
や
異
種
混
淆
性
の
問
題
が
議
論
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
は
︑
Stephan
B
raese,
“E
xil
und

P
ostkolonialism
us,”
E
xil,
E
n
tw
u
rzelu
n
g,
H
ybrid
ität
(=
E
xilforsch
u
n
g.

E
in
in
tern
ation
ales
Jah
rbu
ch
B
d.27),
M
ünchen,2009,
pp.1-19.

⑤

こ
の
﹁
在
外
ド
イ
ツ
人
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
︒

B
radley
N
aranch,
“Inventing
the
A
uslandsdeutsche.
E
m
igration,

C
olonial
F
antasy,
and
G
erm
an
N
ational
Identity
1848-1871,”
E
ric

A
m
es
et
al.(ed.),
G
erm
an
y’s
C
olon
ial
P
asts,
L
incoln,2005,
pp.21-40.

⑥

D
av
id
B
lack
b
ou
rn,
“G
erm
an
s
A
b
road
an
d
A
u
slan
d
sd
eu
tsch
e.

P
laces,
N
etw
orks
and
E
xperiences
from

the
Sixteenth
to
the

T
w
entieth
C
entury,
”
G
esch
ich
te
u
n
d
G
esellsch
aft
41,
2015,
pp.

321-346.

⑦

こ
れ
は
︑
例
え
ば
︑
明
治
初
期
に
お
け
る
一
移
民
が
ど
の
程
度
ま
で
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
日
本
と
い
う
国
家
と
出
身
地
域
の
ど
ち

ら
に
対
し
て
よ
り
強
い
繫
が
り
を
感
じ
て
い
た
か
︑
と
い
う
議
論
と
も
関
わ
る
で

あ
ろ
う
︒

⑧

飯
島
︑
前
掲
書
評
︑
九
七
頁
︒

⑨

例
え
ば
第
一
章
の
扱
う
明
治
初
期
︑
北
海
道
の
場
合
︑
言
論
主
体
は
︑
地
域
差

は
あ
れ
ど
︑
一
部
の
都
市
イ
ン
テ
リ
と
豪
商
︑
中
堅
商
人
層
︑
そ
し
て
渡
道
民
権

家
が
中
心
で
あ
り
︑
一
般
農
民
︑
漁
民
は
含
ま
れ
て
い
な
い
︒
永
井
秀
夫
﹃
日
本

の
近
代
化
と
北
海
道
﹄
北
海
道
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
五
九
〜
一
六
二

頁
︒
ま
た
新
聞
の
読
者
層
も
︑
全
国
的
に
︑
明
治
三
〇
年
代
に
あ
っ
て
も
な
お
︑

知
識
人
︑
商
工
読
者
層
に
限
ら
れ
︑
あ
く
ま
で
限
定
的
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
山

書 評
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本
武
利
﹃
近
代
日
本
の
新
聞
読
者
層
﹄
法
政
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
一
年
︑
一
一

二
〜
一
一
七
頁
︒
な
お
︑
こ
の
主
体
の
偏
り
の
問
題
は
︑
第
三
章
に
お
け
る
中
央

日
本
人
会
解
散
の
理
由
と
も
関
わ
っ
て
く
る
︒
同
章
で
は
︑
地
域
・
業
種
毎
に
よ

る
利
害
関
係
が
あ
っ
た
た
め
︑
﹁
大
同
団
結
﹂
が
困
難
と
な
っ
た
と
論
じ
ら
れ
る
︒

た
だ
︑
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
布
哇
日
本
人
会
並
び
に
中
央
日
本
人
会
は
同
地
の
日

系
移
民
を
代
表
す
る
政
治
主
体
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生

じ
る
︒

⑩

確
か
に
︑
属
領
統
治
下
南
樺
太
の
事
例
や
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
大
和
人
︑
沖

縄
人
︑
ア
イ
ヌ
人
が
置
か
れ
た
政
治
的
立
場
は
︑
ま
さ
に
支
配
者
︵
も
し
く
は
被

支
配
者
︶
内
で
の
支
配

被
支
配
の
構
造
に
当
て
は
ま
ろ
う
︒
し
か
し
︑
例
え
ば

移
民
会
社
の
関
係
者
と
﹁
出
稼
ぎ
移
民
﹂
や
︑
軍
関
係
者
あ
る
い
は
南
満
洲
国
鉄

道
の
社
員
と
し
て
満
洲
に
移
り
住
ん
だ
人
々
と
﹁
満
蒙
開
拓
移
民
﹂
の
一
員
と
し

て
移
住
し
た
人
々
と
の
間
に
は
︑
移
動
し
た
﹁
大
和
人
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で

は
ま
と
め
き
れ
な
い
不
均
衡
な
関
係
性
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
日
本

の
帝
国
支
配
に
協
力
的
な
現
地
住
民
と
︑
植
民
地
支
配
を
行
っ
た
大
和
人
と
の
︑

支
配

非
支
配
に
還
元
で
き
な
い
相
互
協
力
関
係
に
つ
い
て
も
気
に
な
る
と
こ
ろ

で
あ
る
︒

⑪

オ
ー
ス
タ
ハ
メ
ル
︑
前
掲
書
︑
三
四
〜
四
六
頁
︒

⑫

同
書
︑
一
六
七
頁
︒

︵
Ａ
h
判

五
二
四
頁

二
〇
一
五
年
一
〇
月

名
古
屋
大
学
出
版
会

税
別
六
三
〇
〇
円
︶

︵
京
都
大
学
高
等
教
育
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
特
定
研
究
員
︶
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