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は
じ

め

に

一
一　
外
国
人
の
人
権

ｏ
小
史
―
―
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
ま
で

〓
一　
〇
８
Ｆ
ヨ
判
決
と
そ
の
後

四
　
特
別
な
領
域
に
お
け
る
外
国
人
の
人
権

１
　
公
務
就
任
権

（以
上
、
六
巻
三

・
四
号
）

２
　
連
邦
政
府
と
外
国
人
差
別
―
―
全
能
理
論

３
　
不
法
滞
在
者
の
人
権
―
―
「
中ヽ
中ｑ
判
決
を
め
ぐ
っ
て

五
　
結
び
に
代
え
て

（以
上
、
本
号
）

（以
上
、
五
巻
三

・
四
号
）
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四
　
特
別
な
領
域
に
お
け
る
外
国
人
の
人
権

２
　
連
邦
政
府
と
外
国
人
差
別
―
―
全
能
理
論

２

）
∪
」ミ

判
決
２

九
七
六
年
）―
―
帰
化
及
び
移
民
に
関
す
る
広
範
な
権
限
の
行
使
に
あ
た
っ
て
、
連
邦
議
会
は
市
民
に
適
用
さ
れ
た

な
ら
ば
受
け
入
れ
が
た
い
ル
ー
ル
を
設
け
る
の
が
通
例

〇
露
〓
”
日
判
決
の
例
外
の
も
う
ひ
と
つ
は
、
連
邦
政
府
に
つ
い
て
の
例
外
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
入
国

・
帰
化
に
関

は
耀

酬
品

嘲

‐こ 府
瓢

卸
喘

裂

絲

得 し
∬

鮮

斜
財

満

鰺

渕

贄

評

掛

鮎

酬

硫

饂

鑢

嘲

剛

昇

『

連
邦
政
府
は
、
出
入
国

・
帰
化
と
い
う
前
提
の
大
問
題
に
つ
い
て
全
能
な
の
だ
か
ら
、
在
留
中
の
い
わ
ば
も
っ
と
小
さ
な
問
題
に
つ
い
て
も
多

一騨
〕
耐
靱
舞
い
稗
解
計
が
一
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
代
表
例
と
さ
れ
て
い
る
、
外
国
人
の
社
会
保
障
受
給
権
に
関
す
る

一
九
七
六
年
の

メ
デ
ィ
ヶ
ァ

（高
齢
者
医
療
保
障
制
度
）
は
、
六
五
歳
以
上
の
市
民
及
び
永
住
外
国
人
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
た
が
、
外
国
人
の
う
ち
居
住

年
数
五
年
未
満
の
者
は
除
外
し
て
い
た
。
連
邦
地
裁
の
違
憲
判
決
を
破
棄
し
て
、
最
高
裁
判
所
は
全
員

一
致
で
合
憲
判
決
を
下
し
た
。

ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
ズ
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
外
国
人
も
市
民
と
同
様
、
適
正
手
続
条
項
の
保
護
の
対
象
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、

す
べ
て
の
外
国
人
が
、
市
民
権
が
も
た
ら
す
す
べ
て
の
利
益
を
享
有
す
る
資
格
が
あ
る
、
ま
た
は
す
べ
て
の
外
国
人
が
ひ
と
つ
の
均
質
な
法
的

立
場
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
導
か
な
い
、
と
す
る
。

「帰
化
及
び
移
民
に
関
す
る
そ
の
広
汎
な
権
限
の
行
使
に
あ
た
っ
て
、
連
邦
議
会
は
、
市
民
に
適
用
さ
れ
た
な
ら
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
ル
ー

ル
を
作
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
外
国
人
の
入
国
拒
否
と
国
外
退
去
の
権
限
の
留
保
は
、
自
国
民
の
行
動
を
規
制
す
る
連
邦
政
府
の
権
限
に
は

そ
れ
に
匹
敵
す
る
も
の
が
許
容
さ
れ
て
い
な
い
。
連
邦
法
が
外
国
人
を
市
民
と
は
異
な
る
取
り
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
そ
う
し
た

異
な
る
取
り
扱
い
が

『不
快
な
』
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。



特
に
、
連
邦
議
会
が
市
民
に
あ
る
福
祉
給
付
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
外
国
人
に
同
様
の
給
付
を
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
」「
外
国
人
の
な
か
に
は
、　
一
夜
の
訪
問
者
も
い
れ
ば
敵
対
国
の
招
か
れ
ざ
る
ス
パ
イ
、
外
交
官
、
不
法
入
国
者
も
い
る
。
連

邦
議
会
は
、
外
国
人
と
わ
が
国
と
の
絆
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
平
等
な
配
分
を
求
め
る
外
国
人
の
主
張
が
強
ま
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「本
件
が
提
起
す
る
真
の
問
題
は
市
民
と
外
国
人
と
の
差
別
が
許
容
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
外
国
人
の
階
層
間
の
制
定
法
上
の
差
別
―
―
利

益
を
あ
る
外
国
人
に
は
与
え
他
の
外
国
人
に
は
与
え
な
い
―
―
が
許
容
さ
れ
る
か
で
あ
る
」

「長
年
正
当
と
承
認
さ
れ
て
き
た
理
由
に
よ
り
、
合
衆
国
と
そ
の
外
国
人
訪
問
者
と
の
関
係
を
規
制
す
る
責
任
は
連
邦
政
府
の
政
治
部
門
に

委
ね
ら
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
事
項
の
決
定
は
、
外
国
と
の
我
々
の
関
係
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
政
治

・
経
済
環
境
の
変
化
に
照
ら
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
分
類
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
え
に
、
性
格
上
、
司
法
部
よ
り
も
立
法
部
か
行
政
部
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
が
多

い
。
…
…
世
界
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
政
治
部
門
の
柔
軟
性
を
抑
制
す
る
憲
法
上
の
ル
ー
ル
を
採
用
す
る
と
き
に
は
最
大
限
の
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
政
治
的
問
題

（づ
ｏ
Ｆ
いＳ
中
ρ
鷹
∽けいｏ
じ

の
司
法
審
査
を
排
除
す
る
理
由
は
、
移
民
及
び
帰
化
の
領
域
に
お
け
る
連
邦
議
会
や

大
統
領
が
し
た
決
定
に
対
す
る
審
査
基
準
を
狭
く
限
定
す
る
こ
と
に
も
妥
当
す
る
」

「本
件
に
お
い
て
、
被
上
訴
人
は
、
二
つ
の
要
件
―
―
外
国
人
が
永
住
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
少
な
く
と
も
五
年
居
住
し
て
い
る
こ

と
―
―
を
攻
撃
の
対
象
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
つ
の
要
件
が
取
り
除
か
れ
て
も
、
連
邦
議
会
は
少
な
く
と
も
、
外
国
人
の
入
国
が
合
法

的
で
あ
っ
た
こ
と
を
要
件
と
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
場
合
で
も
、
短
期
滞
在
に
過
ぎ
な
い
者
に
も
、
給
付
に
関
す
る
憲
法
上
の
資

格
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
居
住
に
関
す
る
何
ら
か
の
要
件
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
連
邦
議
会
が
外
国
人
の
受

給
資
格
を
そ
の
居
住
の
性
格
と
期
間
に
拠
ら
し
め
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
い
ず
れ
の
要
件
も
全
く
不
合
理
で
は
な
い

か
ら
、
本
件
は
、
基
本
的
に
、
連
邦
議
会
が
同
種
の
い
く
ら
か
違

っ
た
要
件
を
選
択
し
た
ほ
う
が
よ
り
合
理
的
で
あ
っ
た
と
い
う
主
張
に
か

か
わ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
」

た
し
か
に
、
五
年
の
居
住
要
件
は
長
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
わ
ず
か
に
満
た
な
い
者
に
は
不
必
要
な
困
難
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
。

ア
メ
リ
カ
法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
Ｔ
Ｔ
完
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し
か
し
、
何
ら
か
の
線
引
き
は
不
可
欠
で
あ
り
、
ど
ん
な
線
引
き
で
も
い
く
ら
か
恣
意
的
な
結
果
を
伴
う
の
で
あ
る
。　
一
番
重
要
な
こ
と
は
、

連
邦
議
会
が
選
択
し
た
基
準
で
受
給
資
格
が
あ
る
と
さ
れ
た
者
は
、
同
じ
く
受
給
資
格
が
な
い
と
さ
れ
た
者
よ
り
も
、
合
衆
国
と
密
接
な
関
係

を
持

つ
と
推
定
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
両
者
の
差
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
程
度
の
差
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、

被
上
訴
人
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
我
々
の
判
断
を
、
連
邦
議
会
の
判
断
に
代
位
さ
せ
る
よ
う
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
我
々
は
、
こ
れ
を
拒

否
す
る
。

最
後
の
争
点
は
グ
ラ
ハ
ム
判
決
と
の
一
貫
性
で
あ
る
。

し
か
し
、
グ
ラ
ハ
ム
判
決
が
依
拠
し
た
、
外
国
人
の
入
国

・
居
住
に
関
す
る
連
邦
政
府
の
排
他
的
な
権
限
は
、
外
国
人
の
入
国

・
居
住
条
件

の
規
制
が
、
州
や
連
邦
裁
判
所
で
は
な
く
、
連
邦
政
府
の
政
治
部
門
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
本
国
の
判
決
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

外
国
人
と
連
邦
政
府
と
の
で
は
な
く
外
国
人
と
州
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
平
等
保
護
の
分
析
も
違

っ
た
も
の
と
な
っ
て
い

′υ
。

「州
の
福
祉
政
策
に
関
す
る
限
り
、
他
国
の
市
民
を
他
州
の
市
民
と
区
別
し
て
扱
う
根
拠
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
わ
ず
か
で
あ
る
。
い
ず
れ

の
グ
ル
ー
プ
も
、
福
祉
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
運
営
す
る
州
の
利
益
に
関
す
る
限
り
、
市
民
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
州
が
、
そ
の
州
の
非
市
民

を
合
衆
国
市
民
と
外
国
人
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
は

一
見
し
て
正
当
性
が
な
い
―
―
連
邦
政
府
が
同
様
の
分
類

を
す
る
こ
と
は
あ
り
き
た
り
で
あ
り
、
通
常
、
そ
の
仕
事
の
正
当
な

一
部
で
あ
る
が
。
さ
ら
に
、
憲
法
は
、
す
べ
て
の
州
に
、
そ
の
境
界
を

越
え
る
交
通
を
規
制
す
る
権
限
を
禁
止
す
る

一
方
で
、
連
邦
議
会
は
、
明
示
的
に
、
合
衆
国
の
国
境
を
越
え
る
交
通
に
対
す
る
規
制
の
行
使

権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」

判
決
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
外
国
人
と
市
民
は
同
様
に
適
正
手
続
条
項
に
保
護
さ
れ
る
が
、
帰
化
及
び
移
民
に
関
す
る
広
範
な
権
限
の
行
使
に
あ

た
っ
て
、
連
邦
議
会
は
市
民
に
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
受
け
入
れ
が
た
い
ル
ー
ル
を
設
け
る
の
が
通
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

憲
法
は
連
邦
議
会
に
移
民
や
国
籍
に
関
す
る
絶
対
的
権
限
を
付
与
し
て
い
る
の
で
、
連
邦
政
府
の
外
国
人
処
遇
に
つ
い
て
は
合
理
的
根
拠
を
求



め
る
の
み
で
、
こ
の
審
査
基
準
に
照
ら
せ
ば
、
給
付
資
格
を
外
国
人
の
居
住
の
性
格
や
年
数

（永
住
権
か
五
年
以
上
滞
在
）
に
基
づ
か
せ
・る
こ
・

と
は
合
理
的
と
い
う
。

制

胚

鍼

犠
』
思
［
躙
画
』
．ぽ

酬
陶

儘

軋

翔

又

輔

駒
鼈

戴

‐
習

理

は
妥
当
と
す
る
。
冒

判
港

は
個
別
に
論
及
し
て
い
な
い
が
、
連
邦
法
に
敬
意
を
払
う
動
機
と
な
る
種
々
の
要
素
が
州
法
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
し
て
同
判
決
を
肯
定
的

に
引
用
し
て
い
る
ｂ

〓
Ｏ
Ｓ
日
〓
獅
げ

「
外
国
人
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
か
ら
完
全
な
メ
ン
バ
ー
に
な
る
途
申
の
段
階
」
と
い
う
立
場
か
ら
、
（移
民

法
で
は
な
い
）
外
国
人
法
に
つ
い
て
連
邦
で
あ
っ
て
も
州
と
レ
ベ
ル
は
違
．う
が
平
等
保
護
モ
デ
ル
を
一妥
当
す
る
が
、
完
全
な
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

ヘ
の
途
上
に
あ
る
外
国
人
に

‐―ま市
民
と
の
あ
る
種
の
区
別
は
含
理
的
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
ｐ
」５
判
決
の
全
能
理
論
の
延
長
で
は
な
い
と
し
て
、

平
等
保
護
の
審
査
を
し
た
∪
“Ｒ

判
決
を
一評
価
す
る
。
移
民
事
件
で
多
く
の
憲
法
上
の
主
張
を
横
柄
に
処
理
し
た
の
と
対
・照
的
に
、
外
国
人
の

権
利
を
正
面
か
ら
真
剣
に
検
討
し
た
、
と
も
い
う
。

」仄

「拗

瓢

袂

鉤

り
鱚
ぽ
顆

蝠

鍵

炎

憲
営

一姉罐靱悧蜘濶糊幣編膨崎』されたとき、外国人であることが疑わしい分類ならば、連邦政府によって用いられたとき・

霙
時
拙
董̈華
卜
裂
縛
ｒ
鋳
誠
羅
趙
料
孫
誕翻
亦
熙
響鰊
．

け褥
醐
鵠
蹂
騰
憮
財
醐
顆
数饒
渕
純
予
評蜀
一Ｗ
淘亦覺
兌
期
議
聾
髪
雲
呂
証
」
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と
手
厳
し
い
。

（７３
）

＞
て
いｏＨも
、
∪
【鶴

判
決
は
連
邦
議
会
の
帰
化
規
制
権
限
は
福
祉
受
給
資
格
決
定
権
限
を
も
含
む
と
す
る
が
再
考
す
べ
き
と
主
張
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
連
邦
の
移
民
規
制
権
限
を
支
持
す
る
根
拠
「
―
帰
化
条
項
、
外
交
政
策
と
結
び
付
い
た
移
民
の
認
知
、
国
境
の
保
護
権
限
―
―
は
福

祉
受
給
権
と
は
無
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
別
の
論
者
は
、
移
民
問
題
で
司
法
の
自
制
を
促
す
要
素
が
こ
の
ケ
ー
ス
に
は
存
在
し
な
い
し
、
州
に
よ
る
差
別
を
厳
格
審
査
と
し

（科
）

た
根
拠
は
連
邦
政
府
に
よ
る
差
別
に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
と
批
判
す
る
。

私
は
、
基
本
的
に
批
判
的
な
見
解
に
与
す
る
。
と
い
う
の
は
、
法
廷
意
見
の
よ
う
に

「移
民
及
び
帰
化
の
領
域
に
お
け
る
連
邦
議
会
や
大
統

領
が
し
た
決
定
に
対
す
る
審
査
基
準
を
狭
く
限
定
す
る
こ
と
」
を
容
認
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
本
件
の
外
国
人
差
別
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
論

理
的
に
結
び
付
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

∪
いＲ
判
決
の
同
日
、
最
高
裁
判
所
は
、
五
対
四
の
多
数
決
で
、
公
務
員
委
員
会
の
規
則
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
連
邦
の
競
争
職
公
務
員
か
ら

の
外
国
人
を
排
除
す
る
こ
と
を
違
憲
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
、
連
邦
議
会
か
大
統
領
に
よ
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
な
ら
ば
推
定
し
う
る
規
則

が
達
成
し
よ
う

・
と
税
資

い
る
利
益
が
、
効
率
的
な
公
務
員
制
度
の
増
進
に
の
み
関
与
す
る
公
務
員
委
員
会
規
則
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
限

定
的
な
も
の
だ
っ
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
連
邦
政
府
の
外
国
人
規
制
権
限
の
反
対
側
の
側
面
―
―
州
政
府
に
よ
る
外
国
人
に
対
す
る
不
利
益
な
取
り
扱
い
が
最
高
法

（％
）

規
条
項
に
違
反
す
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
、
〓
Ｒ
８
ｏ
判
決
を
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。

メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
立
大
学
は
、
州
内
に
居
住
す
る
市
民
や
移
民
に
、
授
業
料
な
ど
の
優
先
取
り
扱
い
を
規
定
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｇ
Ｉ

１
４
ビ
ザ
と
呼
ば
れ
る
、
国
際
機
関
の
職
員
や
そ
の
家
族
に
発
給
さ
れ
る
ビ
ザ
で
在
留
す
る
者
は
州
内
に
居
住
し
て
い
て
も
こ
の
優
先
取
り
扱

い
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
争
わ
れ
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
取
り
扱
い
が
最
高
法
規
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、
六
対
三
の
違
憲
判
断
を

示
し
た
。
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。



「我
々
の
判
例
法
は
、
長
い
間
、
国
内
に
お
け
る
外
国
人
の
規
制
に
関
す
る
連
邦
政
府
の
傑
出
し
た
役
割
を
承
認
し
て
き
た
。
…
…

そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
判
例
法
が
、
ま
た
、
外
国
人
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
分
類
に
関
す
る
州
の
権
限
に
実
質
的
な
制
約
へ
の
言
及
に
骨
を

折

っ
て
き
た
こ
と
は
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
」

「
タ
カ
ハ
シ
判
決
と
グ
ラ
ハ
ム
判
決
は
、
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
『
こ
の
国
に
合
法
的
に
入
国
し
た
外
国
人
を
差
別
す
る
、
連
邦
議
会
が
是
認

し
て
い
な
い
州
の
規
制
は
、
連
邦
議
会
が
予
期
し
て
い
な
い
付
加
的
な
負
担
を
課
す
な
ら
ば
、
許
さ
れ
な
い
」
と
い
う
広
汎
な
原
則
を
示
し

て
い
る
。」

外
国
人
の
入
国
に
関
す
る
包
括
的
な
規
範
で
あ
る
移
民

・
国
籍
法

（Ｉ
Ｎ
Ａ
）
は
、
外
国
人
を
基
本
的
に
移
民
と
非
移
民
の
二
つ
に
分
け

て
い
る
。
連
邦
議
会
は
、
非
移
民
に
つ
い
て
は
、
多
く
を
、
合
衆
国
に
居
住
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
Ｇ
１
４
の
外
国
人
に
つ
い
て

は
、
居
住
を
認
め
た
う
え
で
入
国
を
許
可
し
て
い
る
。
「
Ｇ
１
４
の
外
国
人
に
住
居
を
定
め
る
こ
と
を
禁
じ
な
い
と
い
う
連
邦
議
会
の
明
示

的
な
決
定
に
照
ら
し
て
、
Ｇ
１
４
と
い
う
外
国
人
の
移
民
と
し
て
の
地
位
の
み
を
理
由
に
、
Ｇ
１
４
の
外
国
人
に

『
州
内
』
（中●
‐のご
けし

の
地
位
を
否
定
す
る
州
の
決
定
が
、
合
衆
国
に
そ
う
し
た
外
国
人
を
入
国
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て

『連
邦
議
会
が
予
期
し
て
い
な
い
』
副
次
的

な
負
担
に
あ
た
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」

国
際
機
関
で
働
く
Ｇ
１
４
の
外
国
人
は
、
国
際
条
約
や
連
邦
法
に
よ
っ
て
、
国
際
機
関
か
ら
の
給
料
へ
の
課
税
を
免
除
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
課
税
免
除
に
よ
っ
て
、
連
邦
政
府
が

（課
税
さ
れ
な
い
な
ら
手
取
り
額
だ
け
支
給
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
か
ら
）
国
際
機
関
の
負
担
を

軽
減
し
、
国
際
機
関
に
合
衆
国
へ
の
進
出
を
促
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
Ｇ
１
４
の
外
国
人
に
、
他
の
居
住
者
よ
り
も
高
い
授
業
料
を

課
す
こ
と
は
、
こ
う
し
た
連
邦
政
府
の
政
策
を
妨
害
す
る
こ
と
に
な
る
。

「要
約
す
れ
ば
、
連
邦
政
府
は
、
Ｇ
１
４
の
外
国
人
を
入
国
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
彼
ら
に
住
居
を
定
め
る
こ
と
を
許
可
し
、
国
際
機
関

の
給
料
に
つ
い
て
重
要
な
課
税
免
除
を
与
え
た
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
我
々
は
、
連
邦
議
会
が
、
大
学
の
運
営
に
あ
た
っ
て
州
は
、

連
邦
法
の
移
民
に
関
す
る
分
類
の
み
を
理
由
に
、
差
別
的
な
授
業
料
を
課
し
て
も
よ
い
と
予
期
し
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
」

ァ
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ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
同
意
意
見
は
、
居
住
外
国
人
は

「
疑
わ
し
い
ク
ラ
ス
」
分
〓
Ｒ
３

ｓ
毬
し

で
あ
る
と
い
う
最
高
裁
判
所
の
判
示

は
、
な
お
有
効
な
法
で
あ
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
統
治
過
程
の
例
外
を
認
め
た

『
ｏ
】墨

判
決
な
ど
は
外
国
人
で
あ
る
こ
と
が
人
種
や
出
身
国

と
同
じ
意
味
で

「
疑
わ
し
い
ク
ラ
ス
」
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
す
る
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
反
対
意
見
に
反
論
し
て
い
る
。

オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
の
一
部
反
対
意
見
は
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
州
の
課
税
も
免
除
さ
れ
て
い
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
法
廷
意
見
の
結
論
に
同
意

す
る
が
、
Ｇ
１
４
の
外
国
人
は
多
様
で
あ
り
そ
の
う
ち
州
の
課
税
免
除
を
受
け
な
い
者
に
つ
い
て
は
付
加
的
な
授
業
料
を
徴
収
で
き
る
と
す
る
。

レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
の
反
対
意
見

（バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
同
調
）
は
、
①
移
民

・
帰
化
に
関
す
る
連
邦
権
限
は
全
能
か
つ
排
他
的
で

あ
る
が
、
外
国
人
に
負
担
を
課
す
す
べ
て
の
州
法
が
こ
の
連
邦
権
限
と
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
い
、
②
平
等
保
護
に
関
し
て
も
、
本
件
は
州
立

大
学
の
財
政
へ
の
貢
献
に
基
づ
く
分
類
で
あ
っ
て
外
国
人
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
分
類
と
は
い
え
な
い
か
ら
厳
格
審
査
の
適
用
は
不
適
切
で
合

理
性
の
審
査
に
は
合
格
す
る
と
い
う
二
点
か
ら
、
法
廷
意
見
の
結
論
に
反
対
し
て
い
る
。

法
廷
意
見
は
、
な
ぜ
平
等
保
護
の
争
点
を
回
避
し
た
か
説
明

（
し
に
ヽ
な
い
。
移
民
で
は
な
い
外
国
人
に
も
厳
格
審
査
を
拡
張
す
べ
き
か
確
信

が
持
て
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
推
測
が
さ
れ
て
い
る
。

＞
ギ
中①中
は
、
外
国
人
の
人
権
は
専
占
理
論
で
は
な
く
平
等
保
護
の
問
題
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
、
全
能
理
論
と
結
び
付
い
た
専
古
理
論
は

連
邦
法
に
よ
る
制
約
を
支
持
す
る
役
割
を
も

つ
と
批
判
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
［〓
Ｒ
３
雄
判
決
の
よ
う
な
］
負
担
は
、
む
し
ろ
平
等
保

護
の
問
題
」
で
あ
り
、
「連
邦
政
府
の
専
占
理
論
は
外
国
人
を
保
護
す
る
の
に
不
可
欠
で
は
な
い
」

別
の
論
者

（
も
ｒ
玲
高
裁
判
所
が
外
国
人
の
社
会

へ
の
貢
献
と
そ
の
人
権
を
ま
す
ま
す
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
等
保
護
の
分
析
が
よ
り
適

切
で
あ
る
と
す
る
。

公
一）
仝
オ
肛
理
歌
酬
（一Ｆ
ｏ
づ
］①い
”
「ヽ
づ
Ｏ
ョ
①、
ｐ
Ｏ
ｏけヽ
い●
①Ｙ
そ
ム
γ
ゞ
っ

な
客
蜘
や
　
襲
笛
国
人
（
の
納
曹
性
に
田
聖
丁
る
泣
い
は
、　
一移
犀
ぜ
法
の
　
コ
閤
」
。と
　
「曇
「」

大
方
の
理
解
に
よ
れ
ば
―
―
こ
こ
で
は
り
８
ュ
”
ド
２
言
葉
を
借
り
・



と
い
う
分
類
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
「移
民
法
の
内
で
は
、
外
国
人
の
地
位
は
、
お
お
む
ね
、
い
わ
ゆ
る
全
能
理
論
の
命

ず
る
と
こ
ろ
に
従
属
す
る
。
全
能
理
論
に
よ
れ
ば
、
外
国
人
の
入
国
、
国
外
退
去
及
び
帰
化
に
関
す
る
政
府
の
権
限
は
、
ほ
と
ん
ど
司
法
に
よ

る
統
制
を
受
け
な
い
」
の
に
対
し
て
、
「移
民
法
の
外
で
は
外
国
人
の
地
位
は
全
く
異
な
り
」
、
「
そ
の
地
位
は
、
研
究
者
が

『く
いキ

ヨ
ｏ
伝

統
』
と
名
付
け
た
も
の
に
支
配
さ
れ
る
」
（強
調
、
∪
８
●
い”
じ
。
要
す
る
に
、
外
国
人
の
人
権
保
障
の
如
何
は
、
全
能
理
論
と
人
間
と
し
て
の

権
利
と
の
相
関
の
な
か
で
定
ま
っ
て
き
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
憲
法
や
司
法
審
査
に
は
服
ざ
ず
、
パ
①】ぞ

の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、
「移
民

法
は
憲
法
学
の
望
ま
れ
な
い
子

（オ

ロ
■

，
い
こ

ま

］護

と
い
，こ

と
に
な
る
。

本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
す
で
に
国
内
に
い
る
外
国
人
の
人
権
で
あ
り
、
全
能
理
論
が
厳
格
に
出
入
国
や
帰
化
の
領
域
に
限
定
さ
れ
る

な
ら
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
は
あ
ま
り
関
係
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
割
り
切
れ
な
い
の
は
、
前
者
が
か
な
り
の
程
度
に
後

者
に
も
影
響
ｔ
て
い
る
と
い
う
現
状
に
よ
る
。
「
『く
い詳

く
ｏ
伝
統
』
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
す
べ
て
を
語

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
両

者
の
対
立
は
、

瑠
罪

と

『外
』
と
の
間
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
『外
』
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
領
域
自
体
の
な
か
に
お
い

て
も
存
在
し
て
い
る
」。
具
体
的
に
は
、
∪
】Ｒ

判
決
の
例
に
み
ら
れ
る
連
邦
政
府
に
よ
る
外
国
人
差
別
や
、
表
現
の
自
由
な
ど
の
憲
法
上
の
自

由
を
理
由
と
す
る
国
外
退
去
で
あ
り
、
判
例
は
、
政
府
に
寛
大
で
あ
る
。
わ
が
国
の
マ
ク
リ
ー
ン
事
件
も
こ
う
し
た

一
例
で
あ
る
。

こ
の
現
状
に
対
す
る
批
判
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
向
か
ら
な
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
Ｆ
ｏ”
ｏ
日
∽ｒ
く
や
＞
】①中目
中庁
ｏ
欧
に
代
表
さ
れ
る
、

全
能
理
論
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。

＞
］①〓
一ｒ
ｏ
眈
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
憲
法
制
定
後
の
第

一
世
紀
に
お
い
て
、
す
で
に
、
外
国
人
の
出
入
国
に
関
し
て
連
邦
議
会
は
全
能
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
居
住
外
国
人
に
は
市
民
と
同
様
の
保
護
が
妥
当
す
る
と
い
う
三
分
法
は
成
立
し
、
こ
の
区
分
は
第
二
世
紀
に
お
い
て
も
維
持

・

強
化
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
連
邦
議
会
が
す
べ
て
の
移
民
権
限
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
そ
の
行
使
が
憲
法
か
ら
自
由
と
い
う
意
味
で
は
な
い

し
、
連
邦
政
府
の
外
国
人
規
制
が
す
べ
て
移
民
権
限
の
行
使
と
し
て
支
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
第
二
世
紀
こ
そ
移
民
法
を
現
代
の

憲
法
理
論
の
下
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
す
（相

。）
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さ
ら
に
、
移
民
法
は
憲
法
の
外
に
あ
る
と
い
う
命
題
を
支
え
る
現
代
の
説
明
が

「
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
と
し
て
の
市
民
権
」
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
に
対
し
て
も
、

（轍
Ⅷ

の
他
の
決
定
と
区
別
す
る
理
由
は
な
い
か
ら
憲
法
と
司
法
審
査
の
下
に
と
主
張
し
、
ヨ
”
〕Ｎ
ｌ

の
所
説
を
引
用
し
て

こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
高
裁
判
所
が
先
例
拘
束
性
の
観
点
か
ら

４
雲
ｏ
は
き
れ
い
で
な
い
と
し
て
、
全
能
理
論
の
判
例
変
更
に
難
色
を
示
す
の
に
対
し
て
、

ｒ
ｏ的
ｏ
日
∽ド
く
は
２
一
ｏ
を
き
れ
い
に
す
べ
し
と
主
張
す
る
。

密
）

移
民
法
を

「憲
法
学
の
望
ま
れ
な
い
子
」
と
呼
ん
だ

パ
ｏ中イ
も
、
移
民
法
の
内

・
外

（中“
∽【計
＼
Ｏ
Ｓ
一∽中計

ｏ
「
一日
日
け
ヽ
詳
中ｏ
目
ご
ヨ
）
と
い

う
伝
統
的
三
分
法
の
枠
組
み
を
全
面
的
に
見
直
し
、
外
国
人
の
権
利
と
政
府
の
利
益
を
十
分
に
比
較
検
討
す
べ
し
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
絆

↑
い０∽）
や
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
枠
組
み
自
体
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
く
比
較
検
討
の

一
材
料
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
の
よ
う
に
初
め
か
ら

議
論
に
制
約
を
加

（え
％
方
法
を
批
判
す
る
。

さ
ら
に
、
国
８
Ｆ
一●
も
、
最
も
豊
か
な
国
が
人
権
の
国
際
的
基
準
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
今
こ
そ
移
民
法
を
憲
法
の
下

（田
）

に
、
と
述
べ
て
い
る
。
〓
ｏ
ざ
Ｂ
●
Ｓ
も
全
能
理
論
の
廃
棄
を
唱
え
る
論
者
の
一
人
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
ョ
”
中Ｎｑ

や
ω
８
ユ

，
Ｆ
に
代
表
さ
れ
る
、
外
国
人
の
出
入
国
に
関
す
る
政
府
の
権
限
は
是
認
し
た
う
え
で
、
い
っ
た
ん
入

国
さ
せ
た
外
国
人
を
二
級
市

（
民
曖
孔
て
扱
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
る
。

■
”
〕ＮＲ

は
、
『正
義
の
領
分
』
に
お
い
て
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
政
府
の
権
限
だ
が
、
受
け
入
れ
た
以
上
は
市
民
と
な
る
道
を

開
き
完
全
に
平
等
に
処
遇
す
べ
き
で
、
二
級
市
民
を
作
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
す
る
。
そ
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
配
分
は
正
義
の
拘
束
に
広
く
服
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
さ
れ
る
決
定
の
相
当
程
度
に
わ
た
っ
て
、
国
家
は
外

国
人
を
受
け
入
れ
る

（あ
る
い
は
受
け
入
れ
な
い
）
自
由
が
あ
る
。
…
…
入
国
許
可
と
排
除
は
共
同
的
自
治
の
核
で
あ
る
。
…
…

し
か
し
、
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
領
域
に
お
け
る
自
己
決
定
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
…
…
新
し
い
移
民
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
亡
命
者
、

居
住
者
と
労
働
者
、
彼
ら
は
み
な
市
民
権
の
機
会
を
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
い
か
な
る
共
同
体
も
半
在
留
外
人
、
半
市
民
の



（９０
）

ま
ま
ポ
喝
「

な
が
ら
、
入
国
許
可
政
策
は
自
己
決
定

の
行
為

で
あ
る
と
か
、
そ
の
政
治
は
民
主
的

で
あ
る
と
か
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

∪
ｏ
８
】”
Ｆ
は
、
ヨ
”
中Ｎ
ｑ

の
主
張
を
基
礎
に
、
法
理
論
と
し
て
自
説
を
展
開
す
る
。
外
国
人
で
あ
る
こ
と
が
社
会
に
お
け
る
権
利
や
利
益
の

配
分
に
ど
の
程
度
影
響
す
る
か
、
と
い
う
の
が
彼
女
の
問
題
の
出
発
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
従
来
の
三
分
法

（市
民
と
し
て
の
資
格

（
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
）
―
―
全
能
理
論

（づ
一８
ミ
Ч
づ
ｏ
■
①じ

本↓
人
間
と
し
て
の
権

利

（イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ス
ン
フ
ッ
ド
）
―
―
人
権
保
障
）
を
め
ぐ

っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
が
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ス
ン
フ
ッ

ド
の
領
域
に
侵
入
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
∽
遇
弩
単
円ｏ
い

（分
離
）
と

８
い
お
ヽ
器
●
８

（融
合
）
と
い
う
二

つ
の
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
前
者
の
代
表
例
が

ｏ
Ｓ

，
，
日
判
決
で
あ
り
、
後
者
の
代
表
例
が
前
節
の
∪
一駕

判
決
で
あ
る
。

ま
た
、
口
８
●
中”
庁
は
、
ヨ
”
］Ｎ
ｌ

に
関
し
て
、
従
来
、
学
説
は
前
半
に
目
を
向
け
後
半
を
無
視
す
る
傾
向
に
あ
り
、
さ
ら
に
、
両
者
が
別
の

原
理
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
と
す
る
。

「
か
く
し
て
、
ヨ
”
ＰＮｑ

に
と

っ
て
、
外
国
人
の
出
入
国
に
関
す
る
決
定
は
、
『
正
義
の
拘
束
』
に
わ
ず
か
に
し
か
従
属
し
な
い
基
本
的
に

政
治
的
決
定
で
あ
る
が
、
国
家
共
同
体
内
の
移
民
の
地
位
に
関
す
る
決
定
は

『
完
全
に
正
義
の
拘
束
を
受
け
る
Ｌ

「鮮
民
が
い
っ
た
ん
政
治
的
共
同
体
の
な
か
で
居
住
し
働
い
て
い
る
な
ら
、
政
治
的
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

も

っ
と
も
、
ヨ
ｐ
一ＮＲ

も
分
離
モ
デ
ル
を
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
貫
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
そ
者
か
ら
完
全
な
メ
ン
バ
ー
ヘ
の
移
行
過
程

で
は
外
国
人
の
政
治
的
権
利
が
制
約
さ
れ
得
る
と
し
て
融
合
モ
デ
ル
を
是
認
し
、
ま
た
、
退
去
強
制
権
限
や
不
法
滞
在
外
国
人
に
関
し
て
は
は
っ

（９３
）

き
り
と
し
た
見
解
を
示
し
て
い
な
い
、
と

ω
２
２
”
Ｆ
は
み
て
い
る
。

ヨ
”
中Ｎ
Ｒ

は
、
古
代
ア
テ
ネ
の
メ
ト
イ
コ
ス

（日
①けいｏＰ

ポ
リ
ス
の
仕
事
の
非
常
に
多
く
を
行

っ
て
い
た
が
、
市
民
に
な
れ
る
望
み
の
な
い

在
留
外
国
人
）
を
例
に
引
き
、
民
主
主
義
は
こ
う
し
た
カ
ー
ス
ト
に
似
た
地
位
を
許
さ
な
い
。
古
代
ア
テ
ネ
の
メ
ト
イ
コ
ス
の
現
代
版
が
外
国

人
労
働
者
で
あ

っ
て
、
危
険
で
汚
い
仕
事
を
引
き
受
け
る
が
政
治
的
権
利
や
福
祉
は
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
は
、
経
済
的
に

ァ
メ
リ
カ
法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
曾
丁
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
五
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は
合
理
的
で
あ
ら
て
も
政
治

―的
に
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
る
。

「
ど
の
よ
う
な
民
主
的
国
家
も
、
市
民
と
外
国
人
の
間
の
地
．位

‐の
固
定
化
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
々
は
国
家
の
権
威
に
服
し
て
い

る
か
、
服
し
て
い
な
い
か
で
あ
る
。
も
し
、
服
し
て
い
る
な
ら
、
そ
の
権
威
が
行
う
こ
と
に
た
い
し
て
、
発
言
権
が
、
究
極
的
に
は
平
等
な

発
言
権
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
民
主
的
市
民
は
下
つ
の
選
択
肢
を
も
つ
。
も
し
彼
ら
が
新
し
い
働
き
手
を
導

入
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
自
分
た
ち
―自
身
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
を
拡
大
す
る
覚
悟
が
で
き
そ
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
新
し
い
働
き
手

を

（受
り
入
れ
た
く
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
的
に
必
要
な
仕
事
を
す
る
に
は
国
内
の
労
働
市
場
の
―限
度
―内
で
方
法
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」

晰
炒
製
静岸謬
綽
郭
夢
ゥμ
鍾
婢
断
涙
藁
辟
黎
判
い町
稀聾
嚇謂
鞠鵡
櫨
虔
編

決
は
、
次
節
で
詳
に
く
検
討
し
た
い
。

さ
で
、
全
能
理
論
で
あ
る
。
一国
家
主
権
を
前
提
と
す
る
現
在
の
国
際
社
会
の
な
か
で
は
こ
れ
を
完
全
に
否
定
し
て
他
の
争
点
と
同
様
の
司
法

嘲
商
嚇
断
詢

保 ‐の
存 ‐‐ま

‐―こ 難
科
¨
燎
い
¨
『
朦
藤
崚
制
諭
）
は
約
Ⅷ
拠
は
、
外
国
人
の
入
国
を
認
め
ま
ｔ
は
禁
止
す
る
権
限
は
主
権
に
内
在
す
る
も

‐の

外
昇

畠

凸

蔦

借

逼

藝

倉

信

ｒ

ギ

鰤

理

蝦

弓

喫
鰐

純
栃

薇

市 っ
鍼

濶

稀

¨
斃

昴

醐

態
度
に
重
要
な
変
化
が
見
ら
れ
る
―。　
一
九
九
八
年
の
く
ま
Ｒ
判
決
と
一

蠅

褥

厨

特

木

袂

詢
蝙

踊

靴

沐

荀

観

鼻

鯰

襲

諦

吻

辮

饒

顆

比 と
ぃ
話

詳

騨

直
ｒ
沸

ゃ
Ⅷ
帥
』
げ
帥
鰤
嘲
詢

・粁
［
】
¨
げ

度
に
と
ど
め
、
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。



全
能
理
論
を
肯
定
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
国
内
に
い
る
外
国
人
の
処
遇
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
＞
中ｏい●
や
ｏ
眈
が
い
う

よ
う
に
、
連
邦
政
府
の
外
国
人
規
制
が
す
べ
て
移
民
権
限
の
行
使
と
し
て
支
持
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
安
全
保
障
や
外
交
関

係
に
無
関
係
な
場
合
は
、
憲
法
と
司
法
審
査
に
下
に
あ
り
、
原
則
と
し
て
、
他
の
憲
法
上
の
問
題
と
同
じ
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。

し
か
し
、
現
在
は
全
能
理
論

の
影
響
が
国
内

に
い
る
外
国
人

の
処
遇
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
に
問
題

の
本
質
が
あ
る
。
ヨ
”
】Ｎ
①〒

Ｗ
ｏ
８
中”
庁
理
論
が
現
実
的
妥
当
性
と
い
う
点
で
優
れ
て
い
る
の
に
加
え
て
魅
力
的
に
映
る
の
は
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
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出
入
国
と
憲
法
』
二
四

一
―
五
九
頁

（
一

ァ
メ
リ
カ
法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
曾
丁

完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
七



法
政
研
究
七
巻

一
号
公
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇
八

九
八
二
年
、
勁
草
書
房
）
に
詳
し
い
。
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
は
、
直
ち
に
、
こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
行
政
命
令
を
発
令
し
た
。

日
ｏ
〓

く
。
マ
Ｆ
ヽ
Φ
●
ｐ

卜
伽
∞

Ｃ
・∽
・
只
Ｈ
ｏ
∞
じ

ω
ｏ
の
い
い”
ド

・　
一●
ら
ヽ
”

い
〇
一
Φ
　
Ｏ
い
　
ｐ
一
　
い
い
〇
『

●
・Ｎ
い
『
・

ト
レ
ヽ
いΦ
Ｆ

”
Φ
一
ド
いｐ
Ｆ
中い
”

『
『
ｏ
９
Ｂ
づ
け
一０
●

〔
Ｏ
ヽ

り
僣
ヽ
も
Ｏ
∽
Φ
の

Ｏ
』

Ｋ″
］い①
椰
∽

〔資
ｒ一

”
“
ぴ
〓
ｏ

ω
ｏ
●
ｏ
』
一一
Ｐ

卜
Ｎ

コ⊆
Ｏ
Ｆ
＞
′
ｒ
・コ
ロ
く
。
【
い
Φ
『

，　
い
０
い
０
‐
０
∞
（い
０
０
０
Ｙ

一∪
ｏ
４
ｏ
］Ｏ
ｏ
目
Ｐ
Ｏ
●
け
り
１
１
１
ミ
″
〓
ｏ
●
∽
・　
の
僣
●
『
”

●
０
け
Φ

『
卜

”
け
　
い
卜
Ｈ
∞
・

ω
Ｏ
∽
●
中”
ド

・　
一椰
』
『
財

●
０
け
ｏ

Ｏ
」

ｐ
け
　
Ｈ
Ｏ
い
０
・
０
０
・

因
び
口
Ч
・

い̈
い
ヽ
ｐ

●
０
け
Φ

∞
０

”
↑

『
Ｎ
い
。

国
０
０
●
一”
Ｆ
　̈
一い
』
『
ｐ

●
Ｏ
け
Φ

Ｏ
い
　
”
け
　
Ｈ
Ｏ
Ｏ
ｕ
・

ゝ
』
①
椰̈
中ド
９
零

。
『
ｏ
ら
の
『
ｐ
一
脚
①
”
“
Ｐ”
け
０̈
●

０
い

」′
一一Ｏ
ｏ
の

”
●
魚

け
Ｆ
ｏ

Ｏ
Ｏ
●
∽
け
一け
」
一
】０
い
・
∞
ω

とヽ
〓
・Ｌ
』
Ｚ
↓
・Ｆ

・Ｆ
・
∞
ｏ
Ｎ

・
∞
０
０
‐
『
〇
（」
Φ
∞
Φ
γ

ヽ
二
Φ
一●
中ド
Ｏ
』
沖

〇
け一
一Ｎ
Φ
膠
∽
・
ゝ
』
中の
い
の
。
ソ
ヽ
２
日
げ
ｏ
弓
り

，
中う

”
い
０

一
Ｆ
ｏ

Ｏ
Ｏ
●
の
け
一け
‘
け
一０
●
“
『

〇
〇
Ｚ
∽
日
。〇
〇
蜜
一ぞ
日
Ｚ
哺
＞
”
К

Ｏ
⌒Ｈ
ｏ
Φ
Ｏ
γ

Ｆ
Φ”
０

，
ＰのＦ
Ч
　̈
日
①●
　
で
いｏ
ｏヽ　
コく
ｏ
巴
『∽　
０
い
「
ＨＯ●
”
ヽヽ

一”
０
ヨ
δ
ヽ
”　
Ｈ●
目
り
計
当
「”
け一〇
い
・　
Ｏ
Ｏ
い
”
『①のの
・　
”
い
０　
け，
Φ
Ｏ
Ｏ
」
「
浦
ご　
いい　
一回
一＞
∽哺
ＨＺ
Ｏ
∽　
〇
〇
Ｚ
∽哺
Ｈ哺
Ｃ
弓
ＨＯ
Ｚ
＞
ｒ

Ｆ
ρ

⑬Ы
（お
湯
γ
な
お
、
全
能
理
論
に
対
す
る
例
外
の
拡
大
は
最
後
に
最
高
裁
判
所
に
出
詳
ｏ
を
き
れ
い
に
さ
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
言
は
、
下
級
審
に

は
的
中
し
た
が
最
高
裁
判
所
で
は
シ
ナ
リ
オ
ど
お
り
に
進
ま
ず
、
残
念
な
が
ら
ま
だ
板
は
汚
れ
た
ま
ま
で
あ
る
と
し
て
、
原
則
は
い
じ
ら
ず
例
外
の
拡
張

で
徐
々
に
そ
の
方
向
へ
進
む
と
い
う
の
が
現
在
の
シ
ナ
リ
オ
と
予
想
す
る
。

ｍ
〕
　

沢
げ
口
Ч
・
り
ヽ
①
∽
ｏ
ヽ
く
一
●
”

一
Ｆ
Ｏ

『
‘
●
９

，
電
５
い
け

，
一

コ
¨
”
Ｆ
け

け
ｏ

『
”
電
】庫
Ч

．Ｃ
●
一
け
Ч
¨
〇
ド
Ｐ
日
ら
い
ｏ
●
中
●
”

〕Ｚ
ｏ
針
一
０
い
の

Ｏ
』

∽
Ｏ
ｏ
檸
一

〇
〇
い
け
ヽ
ｐ
●
け

い
Ｅ
一９

０
ｏ
蟄
瞑
“
口
い
い
Ｏ
Ч

哺
い
ｏ
の

一
い

け
，

①

Ш
ｐ
け
一
中
ｏ

Ｏ
“

「
一
ｏ
●
”
『
Ч

り
ｏ
轟
δ
ヽ

く
Φ
ヽ
∽
Ｃ
の

′ヽ
〓
①
う
の
一
コ

一
”
ド
一
Ｐ

か
け

．く
目
い
＞
Ｚ
Ｏ
く
＞

ｒ
・コ
国
く
。
ミ
Ｎ
Ｏ
（
【
Φ
⑮
い
）

ｍ

　

国

①
い
江

戸

Ｈ
日

日

け

ヽ
”
け
３

●

Ｒ

ユ

け
ド
Φ

Ｏ
ｏ
●
３

中
け
ヽ
い
ま

輌

＞

０
中
の

，
い

口

聟

ｐ

∞
い

く

≧

『

Ｈ
い

・
∞
ω
父

μ
⑬
Ｏ
じ

０

　

ン
」
ｏ
一
９
Ｂ
・ｏ
ヽ
”
・　
Ｈ
員
員
口
中
的
弓
”
け
』
Ｏ
●
　
Ｆ

，
´
ζ
　

ンヽ
壼
お
『
　
”
　
Ｏ
Φ
●
一
」
ヽ
く
　
０
い

「
【
①
口
”
『
く
　
『
Ｏ
ｇ
δ
『
　̈
”
Ｆ

，
膠
ひ
ｏ
Ｂ
一　
〇
０
●
∽
Ｌ
け
‘
け
一
ｏ
口
”
］

Ｚ
σ
コ
Ｂ
∽

（習
Ｐ
ａ
　
∽
け
、
一
‘
け
ｏ
『
く

Ｈ
●
一
ｏ
ヽ
り
ヽ
Φ
け
”
゛
一
〇
●
・

【
ｏ
Ｏ
　
之
「＞
Ｆ
国
　
ｒ

。」
。　
０
卜
０
（
Ｈ
Φ
Φ
Ｏ
）

∞
　
〓
・ヨ
ト
圏
Ｐ

∽
句日
”
Ｈ

ｏ
「
』
ｃ
胃
Ｈ８
（お
曽
）
（山
口
晃
訳
、　
一
九
九
九
年
、
而
立
書
房
Ｙ
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ω
　
一則
掲
邦
訳

一
〇
六
―

一
〇
七
頁
。

ω
　
∪
ｏ
のユ
”
Ｆ

］≦
①日
げ
①ヽ
の，
ぼ
。
国
ρ
」
』
い一メ

ｐ
●
ｓ
け，
Φ
∪
中欧
Φヽ
Φい
ｏ①
けＦ

，
一
＞
【い①●
ｐ
”
①
ｋ
［”
ド
のＰ

ＯＯ
Ｚ
・く
・Ｃ
・Ｆ
・コ
国
ド

【ｏト
パ
【ΦΦじ
。

例
　
ＨＰ

”
け
８
覇

鮨

一ｏ
認
・

ω
　
ＨＰ

”
け
る
腱

や

い８
ω‐曽
・

ω
　
一則
掲
邦
訳

一
〇
五
頁
。

ｍ
〕　
”
ｏ
∽●
い”
Ｆ
・
∽」
も
ｐヽ
●
０
けΦ
Ｏ
〓
”
け
］一い０
・

ω
　
＞
ぴ
■
２
¨
∽ｃ
ｏ
『”
“
Ｏ
け①
『∞
”
け
いＯＯｐ

帥
　
〓
目
ｑ

く
・
＞
中ギ
い的
ド
●
認
ω
Ｃ
・ｐ

ｔ
ｏ
（Ｈ８
Ｐ

全
能
理
論
か
ら
平
等
保
護
原
則
と
両
立
す
る
国
籍
法

へ
の
端
緒
に
な
り
う
る
と
評
さ
れ
る
。
Ｐ
“
０
■
一Ｐ

ｏ
営

ｏ
ｏ
」
おヽ

ｏ
ｏ
Ｒ
ｑ

ｏ
〓
Ｎ８
卜
いり
や
コ
８
ミ
Ч
”
ｏ
ヨ
ｑ

ｐ
●
９
国
ρ
ｃ
出

”
８
一Φｏ一一ｏ
Ｆ

ぷ

Ｚ
・く
。Ｃ
■
コ
ロ
メ

お
ぶ
（８
８
Ｙ

詳
し
く
は
、
拙
稿

「市
民

権
取
得
要
件
に
関
す
る
性
差
別
」
法
政
研
究
第
四
巻
第
四
号

一
七
五
頁

（二
〇
〇
〇
年
）
を
多
照
。

田
　
Ｚ
∞
」
Ч
Φい
く
・
ＨＺ
ｐ

【Ｎ
【
∽
・〇
嗜
Ｎｏ
い父
Ｎｏｏ
ＨＹ

３
　
不
法
滞
在
者
の
人
権

翻
判
コ
Ч
Ｐ．
判
決
２

九
八
二
年
）
を
め

瞥
』
一
訂

も
不
確
定
な
外
国
人
事
侮
Ⅷ
ど

さ
れ
る
。

一
九
八
二
年
の
コ
マ
】ｑ
判
決
は
、
「最
も
興
味
深
く
、
に
も
か
か
わ
ヽ

テ
キ
サ
ス
州
議
会
は
、
合
衆
国
に
不
法
滞
在
す
る
子
ど
も
の
教
育
に
関
し
て
、
州
の
資
金
を
引
き
揚
げ
、
各
学
校
区
が
公
立
学
校
へ
の
就
学

を
拒
否
す
る
権
限
を
認
め
る
法
律
を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
何
件
か
の
違
憲
訴
訟
が
提
起
さ
れ
、
連
邦
の
下
級
裁
判
所
は
、
平
等
保
護

条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、　
一
致
し
て
違
憲
判
断
を
示
し
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
五
対
四
の
多
数
決
で
下
級
審
の
違
憲
判
決
を
支
持
し
た
。
ブ

レ
ナ
ン
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
述
べ
た
。

ァ
メ
リ
カ
法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
曾
丁

完
）

二
〇
九



法
政
研
究
七
巻
一
号
公
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
〇

ま
ず
、
不
法
滞
在
者
と
第

一
四
修
正
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「第

一
四
修
正
は
、
『州
は
、
法
の
適
正
な
手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
何
人
か
ら
も
、
生
命
、
自
由
、
ま
た
は
財
産
を
奪
う
こ
と
が
で
き
な

い
。
ま
た
、
そ
の
管
轄
内
に
い
る
何
人
に
対
し
て
も
、
法
の
平
等
な
保
護
を
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
』
（強
調
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
と
規
定
し

て
い
る
。
上
訴
人
は
、
初
め
に
、
不
法
滞
在
の
外
国
人
は
、
そ
の
移
民
と
し
て
の
地
位
に
よ
っ
て
、
テ
キ
サ
ス
州
の

『管
轄
内
に
い
る
人
』

に
あ
た
ら
な
い
か
ら
、
テ
キ
サ
ス
州
法
の
平
等
な
保
護
を
受
け
る
権
利
が
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
主
張
を
退
け
る
。
そ
の

移
民
法
上
の
地
位
が
ど
う
で
あ
れ
、
外
国
人
が
言
葉
の
通
常
の
意
味
に
お
い
て

『人
』
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
外
国
人
は
、
こ
の

国
で
の
存
在
が
違
法
な
者
で
あ
っ
て
も
、
第
五
修
正
及
び
第

一
四
修
正
に
よ
り
法
の
適
正
手
続
が
保
障
さ
れ
る

『人
』
で
あ
る
と
長
い
問
承

認
さ
れ
て
き
た
。
…
１

も
ち
ろ
ん
、
不
法
滞
在
者
と
い
う
地
位
は
、
何
ら
か
の
正
当
な
立
法
目
的
と
無
関
係
で
は
な
い
。
ま
た
、
不
法
滞
在
者
と
い
う
地
位
は
、

意
識
的
で
違
法
な
行
動
の
産
物
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
に
不
可
変
な
性
質
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ド
・８
μ
条
は
、
子
ど
も
た
ち
に
向
け
ら

れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
得
な
い
法
的
性
質
に
基
づ
い
て
、
そ
の
差
別
的
な
重
荷
を
負
わ
せ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
が
合
衆
国
に
い
る
こ
と
に
つ
い
て
彼
ら
を
処
罰
す
る
こ
と
の
合
理
的
な
正
当
化
理
由
を
想
像
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
ド
・８
Ｈ
条
の
効
果
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

次
は
、
教
育
の
憲
法
上
の
評
価
で
あ
る
。

「公
教
育
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
個
人
に
保
障
さ
れ
た

『権
利
』
で
は
な
い
。
し
か
し
、
他
の
社
会
保
障
立
法
と
区
別
で
き
な
い
、
政
府
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る

『利
益
』
に
す
ぎ
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
我
々
の
基
礎
的
な
制
度
を
維
持
す
る
こ
と
に
お
け
る
教
育
の
重
要
性
と
、
教
育
を

奪
わ
れ
た
子
ど
も
の
人
生
へ
の
長
く
続
く
悪
影
響
に
よ
っ
て
、
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。
『
ア
メ
リ
カ
人
は
、
い
つ
も
、
教
育
と
知
識
の
取
得

を
、
最
も
重
要
な
事
柄
と
認
め
て
き
た
』。
…
…
要
約
す
れ
ば
、
教
育
は
、
我
々
の
社
会
の
骨
組
み
を
維
持
す
る
の
に
基
本
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
。
我
々
は
、
特
定
の
グ
ル
ー
プ
が
我
々
の
社
会
秩
序
が
依
っ
て
立
つ
価
値
と
技
術
を
吸
収
す
る
手
段
を
否
定
さ
れ
た
と
き
に
、



我
々
の
国
が
負
う
こ
と
に
な
る
重
要
な
社
会
的
コ
ス
ト
を
無
視
で
き
な
い
」

続
け
て
、
法
廷
意
見
は
、
「今
日
、
お
そ
ら
く
、
教
育
は
、
州
及
び
地
方
政
府
の
最
も
重
要
な
機
能
で
あ
る
」
と
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
な
ど

を
引
用
し
な
が
ら
、
孤
立
し
た
グ
ル
ー
プ
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
教
育
の
否
定
は
、
平
等
保
護
条
項
の
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
個
人
の
発
達
を

妨
害
す
る
不
合
理
な
政
府
に
よ
る
障
壁
の
廃
止
に
対
す
る
挑
戦

（”
」「８
ユ
）
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
適
用
す
べ
き
審
査
基
準
を
次
の
よ

う
に
示
す
。

「
こ
う
し
た
十
分
に
確
立
さ
れ
た
原
則
に
よ
っ
て
、
我
々
は
、
ド
・８
い
条
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
敬
意
の
適
切
な
レ
ベ
ル
を
決
定
で
き
る
。

不
法
滞
在
の
外
国
人
は
疑
わ
し
い
分
類
と
扱
わ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
法
に
違
反
し
て
こ
の
国
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と

は

『憲
法
上
関
連
性
の
な
い
こ
と
』
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
教
育
は
基
本
的
権
利
で
は
な
い
。
…
…
し
か
し
、
本
件
は
、
だ
。８
Ｈ

条
が
疑
わ
し
い
階
層
を
差
別
し
て
い
る
か
と
か
教
育
が
基
本
的
権
利
で
あ
る
か
と
か
の
抽
象
的
な
問
題
以
上
の
も
の
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。

ド
・ｏ〓

条
は
、
自
ら
の
無
力
な
地
位
に
責
任
の
な
い
子
ど
も
と
い
う
孤
立
し
た
階
層
に
生
涯
の
困
難
を
負
わ
せ
て
い
る
。
文
盲
の
ス
テ
ィ

グ
マ
は
、
人
生
の
残
り
の
期
間
ず

っ
と
、
彼
ら
に
汚
点
を
残
す
。
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
に
基
礎
的
な
教
育
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

我
々
は
、
彼
ら
に
、
市
民
社
会
と
い
う
構
造
の
な
か
で
生
き
て
い
く
能
力
を
否
定
し
、
我
々
の
国
の
進
歩
に
わ
ず
か
で
も
貢
献
す
る
現
実
的

な
可
能
性
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
る
「
ド
・８
Ｈ
条
の
合
理
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
我
々
は
、
国
と
同
条
の
犠
牲
と
な
る
罪
な
き
子
ど
も

に
対
す
る
コ
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
こ
う
し
た
対
抗
的
コ
ス
ト
に
照
ら
す
な
ら
、
ド
・８
い
条
の
差
別
は
、
テ
キ
サ

ス
州
の
何
ら
か
の
実
質
的
な
目
的
を
促
進
し
な
い
限
り
、
合
理
的
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
得
な
い
」

法
廷
意
見
は
、
州
が
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
と
そ
れ
に
対
す
る
評
価
に
移
る
。

「上
訴
人
は
、
争
点
と
な
っ
て
い
る
分
類
が
、
『州
の
限
ら
れ
た
資
金
を
合
法
的
な
居
住
者
の
教
育
に
確
保
す
る
』
と
い
う
利
益
を
促
進
す

る
と
主
張
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
資
金
を
確
保
す
る
と
い
う
関
心
だ
け
で
は
、
そ
の
資
金
を
配
分
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
分
類
を
ほ

と
ん
ど
正
当
化
し
な
い
。
そ
の
分
類
を
正
当
化
す
る
の
に
、
差
別
の
意
図
を
単
に
表
明
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
…
…

ァ
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法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
曾
丁
完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
一



法
政
研
究
七
巻
一
号
公
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〓
一

第

一
に
、
テ
キ
サ
ス
州
は
不
法
移
民
の
殺
到
か
ら
自
ら
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
上
訴
人
は
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
州
は
、
突
然
の
人
口
変
動
に
よ
る
経
済
的
悪
影
響
の
可
能
性
を
緩
和
す
る
利
益
を
も

っ
て
い
る
が
、
ド
・８
ド
条
は
、
差
し
迫

っ

た
人
口
上
や
経
済
的
問
題
を
処
理
す
る
効
果
的
な
方
法
を
ほ
と
ん
ど
提
供
し
な
い
。
記
録
に
は
、
不
法
入
国
者
が
テ
キ
サ
ス
州
の
経
済
に
目

に
見
え
る
ほ
ど
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
示
唆
す
る
証
拠
は
な
い
。
反
対
に
、
入
手
可
能
な
証
拠
に
よ
れ
ば
、
不
法
外
国
人
は
、
労
働
で
地

域
経
済
に
、
税
金
で
州
の
財
政
に
貢
献
す
る

一
方
で
、
公
的
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
テ
キ
サ
ス
州
へ
の
不
法
入
国
の
主
要

な
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
、
一雇
用
が
得
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。
無
償
の
教
育
を
受
け
る
た
め
に
、
こ
の
国
や
テ
キ
サ
ス
州
に
や
っ
て
く
る
不
法

移
民
は
、
い
る
と
し
て
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
キ
サ
ス
州
の
経
済
へ
の
不
法
外
国
人
の
ネ
ッ
ト
の
影
響
が
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

で
あ
る
と
い
う
疑
わ
し
い
前
提
に
立

っ
た
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
不
法
外
国
人
里
雇
用
を
禁
止
す
る
と
い
う
他
の
手
段
と
比
較
す
る
と
き
、

不
法
入
国
の
子
ど
も
た
ち
に
授
業
料
を
課
す
こ
と
は
、
不
法
移
民
の
流
れ
を
食
い
止
め
る
に
は
滑
稽
な
ほ
ど
効
果
の
な
い
試
み
に
あ
た
る
。

第
二
に
、
上
訴
人
は
、
高
い
質
の
公
教
育
を
提
供
す
る
テ
キ
サ
ス
州
の
能
力
に
対
す
る
特
別
の
負
担
ゆ
え
に
、
不
法
滞
在
者
の
子
ど
も
た

ち
が
除
外
さ
れ
る
べ
く
選
び
出
さ
れ
た
の
は
適
切
で
あ
る
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
不
法
滞
在
者
の
子
ど
も
た
ち
の
排

除
が
、
テ
キ
サ
ス
州
の
教
育
の
全
般
的
な
質
を
向
上
さ
せ
得
る
と
い
う
主
張
は
支
持
さ
れ
な
い
。
…
…
教
育
上
の
コ
ス
ト
と
ニ
ー
ド
に
照
ら

せ
ば
、
不
法
滞
在
者
の
子
ど
も
た
ち
は
、
合
法
的
な
外
国
人
居
住
者
の
子
ど
も
た
ち
と

『基
本
的
に
区
別
で
き
な
い
』

最
後
に
、
上
訴
人
は
、
不
法
滞
在
者
の
子
ど
も
た
ち
が
選
び
出
さ
れ
た
の
は
適
切
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
ら
の
合

衆
国
で
の
不
法
滞
在
が
、
他
の
子
ど
も
た
ち
に
比
べ
て
、
テ
キ
サ
ス
州
内
に
と
ど
ま
り
、
州
内
で
の
生
産
的
な
社
会
的

・
政
治
的
用
途
に
そ

の
教
育
を
役
立
て
る
可
能
性
を
低
く
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
利
益
が
正
当
な
も
の
と
仮
定
し
て
も
、
計
る
こ
と
が
最
も
困
難
な

利
益
で
あ
る
。
テ
キ
サ
ス
州
に
と
っ
て
は
、
子
ど
も
た
ち
が
、
市
民
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
テ
キ
サ
ス
州
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
教
育

を
、
州
の
領
域
内
で
、
役
立
て
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
こ
の
分
類
に
よ
っ
て
教
育
を
拒
否
さ
れ
た
不

法
滞
在
者
の
子
ど
も
た
ち
の
多
ぐ
が
い
つ
ま
で
も
こ
の
国
に
と
ど
ま
り
、
合
衆
国
の
合
法
的
な
居
住
者
や
市
民
と
な
る
者
も
い
る
こ
と
は
明



ら
か
で
あ
る
。
我
々
の
領
土
内
で
文
盲
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
階
層
の
発
生
と
永
続
化
―
―
失
業
、
福
祉
、
及
び
犯
罪
と
い
う
問
題
と
コ
ス

ト
が
加
わ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
―
―
を
促
進
す
る
こ
と
で
テ
キ
サ
ス
州
が
何
を
達
成
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
の
か
を
正
確
に
理
解
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
に
教
育
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
節
約
が
ど
の
程
度
で
あ
る
に
せ
よ
、

こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
、
州
、
及
び
国
に
か
か
わ
る
コ
ス
ト
に
照
ら
す
な
ら
全
く
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」

マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
同
意
意
見
は
、
法
廷
意
見
に
賛
成
だ
が
、
教
育
に
関
す
る
個
人
の
利
益
が
、
厳
格
司
法
審
査
の
引
き
金
と
な
る
基
本

的
権
利

（ど
●
一
”
日
８
ご
Ｐ
『中∞
Ｆ
し

で
あ
る
と
い
う
考
え
は
変
わ
ら
な
い
、
と
す
る
。

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
裁
判
官
の
同
意
意
見
は
、
本
件
を
正
し
く
解
決
す
る
に
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
利
益
の
性
質
が
重
要

（ｏヽ
８
】”
じ

で
あ

る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「私
の
見
解
で
は
、
テ
キ
サ
ス
州
が
教
育
を
あ
る
者
に
は
提
供
し
他
の
者
に
は
否
定
す
る
と
き
、
平
等
保
護
条
項
の
…
…
目
的
に
根
本
的
に

矛
盾
す
る
タ
イ
プ
の
ク
ラ
ス
に
よ
る
区
分
を
直
ち
に
そ
し
て
必
然
的
に
作
り
出
す
こ
と
に
な
る
。
教
育
を
否
定
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
、
競

争
に
関
し
て
、
永
続
的
で
克
服
し
が
た
い
不
利
益
に
置
か
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
子
ど
も
た
ち
は
、
目
的
を
達
す
る

機
会
さ
え
否
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
…
…
テ
キ
サ
ス
州
が
提
供
す
る
他
の
利
益
―
―
住
宅
や
公
的
扶
助
の
よ
う
な
―
―
が
重
要
で
あ
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
差
し
迫

っ
た
必
要
に
あ
る
個
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
は
、
教
育
を
受
け
る
権
利
よ
り
も
も
っ
と
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
教
育
を
完
全
に
否
定
す
る
分
類
は
、
あ
る
意
味
で
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
永
続
的
な
ク
ラ
ス
に
よ
る
区
分
を
作
り
出
す

こ
と
に
テ
キ
サ
ス
州
を
巻
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
等
保
護
の
価
値
の
核
心
を
攻
撃
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
意
味
で
、
教

育
の
否
定
は
、
投
票
権
の
否
定
に
類
似
し
て
い
る
。
教
育
の
否
定
は
、
個
人
を
第
二
級
の
社
会
的
地
位
に
貶
め
、
投
票
権
の
否
定
は
、
彼
を

永
続
的
な
政
治
的
不
利
益
に
置
く
」

ブ
ラ
ッ
ク
マ
ン
同
意
意
見
は
、
ま
た
、
州
法
に
よ
っ
て
、
将
来
合
衆
国
に
居
住
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
相
当
数
の
子
ど

も
た
ち
が
教
育
を
否
定
さ
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
法
か
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み
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パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
の
同
意
意
見
に
よ
れ
ば
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
完
全
で
は
な
い
が
、
我
々
の
本
日
の
判
示
は
、
非
嫡
出
子
の
地
位
に
関
す
る
当

裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
る
。
「両
親
の
悪
事
ゆ
え
に

『子
に
非
難
を
浴
び
せ
る
こ
と
』
は
非
論
理
的
か
つ
不
条
理
で
あ
り
、
『法
的

な
負
担
は
、
個
人
の
責
任
ま
た
は
非
行
に
な
ん
ら
か
の
関
連
性
を
持

つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
我
々
の
制
度
の
根
本
概
念
に
反
す
る
ヒ

「本
件
に
お
い
て
、
テ
キ
サ
ス
州
は
、
効
果
の
う
え
で
、
不
法
外
国
人
の
学
齢
期
の
子
ど
も
た
ち
に
、
テ
キ
サ
ス
州
が
す
べ
て
の
住
民
に
提

供
し
て
い
る
無
償
の
公
教
育
を
受
け
る
機
会
を
否
定
し
て
い
る
。
彼
ら
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
だ
、
両
親
や
保
護
者
が
我
々
の
移
民

法
に
違
反
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
地
位
と
、
彼
ら
が
我
々
の
国
に
不
法
に
滞
在
し
て
い
る
事
実
に
よ
る
。
被
上
訴
人
の
子
ど
も
た
ち
は
、
こ

の
点
に
お
い
て
、
罪
が
な
い
。
彼
ら
は
、
『彼
ら
の
両
親
の
行
動
も
彼
ら
自
身
の
地
位
も
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
』

…
…
こ
う
し
た
ユ
ニ
ー
ク
な
状
況
に
お
い
て
、
当
裁
判
所
が
、
テ
キ
サ
ス
州
の
利
益
が
実
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
手
段
が
こ
う
し
た
利
益

と

『公
正
か
つ
実
質
的
な
関
係
』
を
も
つ
よ
う
要
求
す
る
は
適
切
で
あ
る
。

私
の
見
解
で
は
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も
た
ち
に
対
す
る
テ
キ
サ
ス
州
の
教
育
の
否
定
は
、
い
か
な
る
州
の
実
質
的
な
利
益
と
も
実
質
的
な
関

係
を
も
た
な
い
。
…
…
」

他
方
、
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
の
反
対
意
見

（ホ
ワ
イ
ト
、
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
、
オ
コ
ナ
ー
各
裁
判
官
同
調
）
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「国
の
社
会
政
策
を
決
定
す
る
こ
と
が
我
々
の
仕
事
で
あ
る
な
ら
、
私
は
、
文
明
社
会
が
子
ど
も
た
ち
―
―
不
法
外
国
人
も
含
め
て
―
―
か

ら
初
等
教
育
を
奪
う
こ
と
が
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
、
た
め
ら
わ
ず
に
同
意
す
る
だ
ろ
う
。
多
く
が
我
々
の
言
葉
を
少
し
し
か
あ
る

い
は
全
く
使
い
こ
な
せ
な
い
文
盲
の
人
々
か
ら
な
る
社
会
階
層
の
創
出
を
黙
認
す
る
こ
と
が
愚
か
で
不
正
で
あ
る
こ
と
に
、
私
は
完
全
に
同

意
す
る
。
し
か
し
、
憲
法
は
我
々
を

『
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
後
見
人
』
Ｑ
］諄
ｏ
●
ざ

ｏ
“
ミ
ヽ
い”
ヨ
）
に
指
名
し
て
い
な
い
し
、
当
裁
判
所
に
、

望
ま
し
い
社
会
政
策
、
『賢
明
さ
』
（■
中ａ
ｏ
日
）
、
ま
た
は

『常
識
』
♂
ｏ
日
日
ｏ
い
８
●
ｏＯ

に
関
す
る
我
々
の
基
準
に
合
わ
な
い
と
い
う
理

由
で
、
法
律
を
た
た
き
つ
ぶ
す
権
限
を
与
え
て
い
な
い
。
本
国
当
裁
判
所
が
し
た
よ
う
に
、
政
策
形
成
の
役
割
を
引
き
受
け
る
と
き
、
我
々

は
、
我
々
の
権
力
分
立
と
い
う
仕
組
み
の
下
で
政
治
部
門
に
割
り
当
て
ら
れ
た
機
能
を
侵
す
こ
と
に
な
る
」



「私
は
、
第

一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
が
、
こ
の
国

へ
の
不
法
入
国
の
後
で
も
、
物
理
的
に
州
の

『
管
轄
内
』
に
い
る
外
国
人
に
適
用
さ

れ
る
と
い
う
結
論
に
反
論
し
な
い
。
し
か
し
、
法
廷
意
見
も
認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は

『
審
査
の
始
ま
り
に
過
ぎ
な
い
』
。
平
等
保
護

条
項
は
、
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人
々
に
同

一
の
取
り
扱
い
を
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
な
い
。

簡
単
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
事
件
で
決
定
的
な
争
点
は
、
そ
の
限
り
あ
る
資
源
を
配
分
す
る
た
め
に
、
州
内
に
合
法
的
に
滞
在
す
る
者
と

不
法
に
滞
在
す
る
者
と
を
区
別
す
る
正
当
な
利
益
を
、
州
は
持

っ
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
テ
キ
サ
ス
州
が
と

っ
た
区
分
は
、
州
自
身
の
正

当
な
利
益
に
基
づ
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
連
邦
政
府
が
そ
の
移
民
法
や
政
策
の
な
か
で
打
ち
立
て
た
分
類
に
も
沿
う
も
の
で
あ
り
、
違
憲

で
は
な
い
」

法
廷
意
見
の
ポ
イ
ン
ド
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

不
法
滞
在
者
も
平
等
保
護
の
対
象
で
あ
る
が
、
厳
格
司
法
審
査
を
発
動
す
る
疑
わ
し
い
分
類
と
は
認
め
な
い
。
不
法
滞
在
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
適
切
な
立
法
目
的
と
無
関
係
で
は
な
い
し
、
意
図
的
で
違
法
な
行
為
の
産
物
で
あ
る
以
上
、
絶
対
的
に
不
可
変
な
特
徴
で
も
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
特
別
な
地
位
―
―
両
親
の
行
動
や
自
ら
の
地
位
を
左
右
で
き
な
い
―
―
と
教
育
の
重
要
性
―
―
子
ど
も
た
ち

自
身
及
び
国
全
体

へ
の
―
―
を
強
調
し
て
違
憲
判
決
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
適
用
さ
れ
た
の
は
、
文
盲
の
階
層
を
生
み
出
す
と
い
う

コ
ス
ト
に
見
合
う
州
の
実
質
的
な
利
益
が
促
進
さ
れ
る
と
い
う
証
明
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
中
間
審
査
基
準
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。

（皿
）

こ
の
判
決
は
、
見
方
に
よ
っ
て
評
価
が
大
き
く
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
好
意
的
な
評
価
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

（朋
）

「外
国
人
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
か
ら
完
全
な
メ
ン
バ
ー
に
な
る
途
中
の
段
階
」
と
す
る
〓
２
ｏ
日
Ｌ
圏
は
、
こ
の
こ
と
が

コ
Ч
【ヽ

判
決
の
理
由
づ
け
の
鍵
の
要
素
と
み
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
は

一
般
に
は

「基
本
的
権
利
」
と
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

問
題
の
差
別
は
永
久
的
な
下
層
階
級

（低
賃
金
労
働
の
ソ
ー
ス
と
い
う
カ
ー
ス
ト
）
を
作
る
こ
と
に
な
り
上
昇
志
向
の
社
会
で
は
教
育
は
福
祉

よ
り
も
重
要
で
あ
り
、
法
廷
意
見
の
公
教
育
へ
の
依
拠
を
説
明
で
き
る
と
す
る
。

（鵬
）

ｚ
ｏ
」
日
彗

も
カ
ー
ス
ト
の
永
続
化
や
不
法
入
国
者

の
ア
ウ
ト

ロ
ー
化
は
、
人
間
性

に
対
す
る
最
小
限

の
尊
敬
さ
え
否
定
す
る
も

の
で
、
平
等

ァ
メ
リ
カ
法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
曾
丁

完
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
五
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保
護
条
項
の
中
核
の
目
的
に
反
す
る
と
し
て
、
法
廷
意
見
を
支
持
し
反
対
意
見
を
批
判
す
る
。
ま
た
、
成
人
の
不
法
滞
在
者
に
も
生
存
に
不
可

欠
な
最
小
限
の
サ
ー
ビ
ス
ー
ー
警
察
、
消
防
、
救
急
医
療
な
ど
「
―
は
提
供
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

政
策
決
定
の
真
の
争
点
は
、
オ
ー
ル
オ
ア
ナ
ッ
シ
ン
グ
で
は
な
く
、
ど
う
い
う
種
類
の
移
民
が
ど
う
い
う
福
祉
を
受
け
る
べ
き
か
と
い
う
問

（皿
）

題
で
あ
る
と
す
る
Ｆ
①”
ｏ
Ｅ
ｏＦ
Ч
も
、
不
法
滞
在
者
は
制
限
が
あ
り
う
る
が
、
彼
ら
と
社
会
の
双
方
の
た
め
に
、
健
康

・
安
全

・
教
育
と
い
っ

た
基
本
的
な
ニ
ー
ズ
は
認
め
ら
れ
る
べ
き

（合
法
移
民
は
基
本
的
に
市
民
と
同

一
）
で
あ
る
と
法
廷
意
見
を
支
持
す
る
。

ま
た
、
不
法
滞
在
者
は
移
民
政
策
に
反
す
る
と
い
い
な
が
ら
安
価
な
外
国
人
労
働
力
が
欲
し
い

（
と
い
一っ
観
点
か
ら
実
際
に
は
黙
認
し
て
い
る

現
状
を
直
視
す
る
な
ら
、
裁
判
所
は
彼
ら
に
対
す
る
保
護
を
拡
張
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
論
者
も
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
批
判
的
な
見
方
も
多
い
。

（鵬
）

国
諄
魯
Ｆ
８
い
の
批
判
の
要
点
は
、
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
厳
し
い
審
査
基
準
か
説
明
で
き
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
不
法
滞
在
は
違
法
行
為

の
結
果
で
あ
る
し
教
育
は
基
本
的
権
利
で
は
な
い
。
結
局
、
非
嫡
出
子
と
の
類
似
＋
教
育
は
重
要
、
と
い
う
の
が
実
際
の
理
由
だ
ろ
う
が
、
人

種
差
別
な
ど
以
外
で
は
立
法
府
の
判
断
を
尊
重
し
て
き
た
先
例
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
は
最
高
裁
判
所
の
価
値
判
断
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
断
ず
る
。

ま
た
、

は
一

は̈
特
殊
な
事
件
で
あ
っ
て
、
詳
し
く
分
析
し
て
も
意
義
は
少
な
い
と
も
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

〓
”
中諄
も
、
「現
代
ア
プ
ロ
ー
チ
を
発
展
さ
せ
て
き
た
裁
判
官
た
ち
も
不
法
滞
在
外
国
人
に
は
ほ
と
ん
ど
シ
ン
パ
シ
ー
を
示
さ
な
か
っ
た
」

の
に
、
排
除
さ
れ
た
ク
ラ
ス
の
特
別
な
性
格
と
教
育
と
い
う
否
定
さ
れ
た
権
利
の
重
要
性
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
合
理
的
根
拠
の

基
準
を
捨
て
た
と
批
判
す
る
。（鵬

）

国
二
魯
一日
８
●
や
∪
８
ユ
”
Ｆ
が
い
稿
粍
う
に
、
本
件
は
特
殊
な
事
実
関
係
に
固
有
な
判
示
で
あ
り
、
賛
同
す
る
に
せ
よ
反
対
す
る
に
せ
よ
過

大
評
価
は
禁
物
で
あ
ろ
う
。
宮
川
成
雄
も
、
「本
件
の
違
法
入
国
外
国
人
は
、
本
人
の
意
思
で
違
法
入
国
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
特
殊
性
が

あ
り
、
将
来
の
事
件
で
本
人
の
意
思
に
よ
る
違
法
入
国
外
国
人
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
、
本
件
法
廷
意
見
の
論
理
が
、
反
対
意
見
の
論
理
を
お

さ
え
る
か
が
注
目
さ
れ
る
」、
「本
判
決
は
確
固
と
し
た
先
例
を
打
ち
立
て
た
判
決
と
い
う
よ
り
、
今
後
も
争
い
の
余
地
の
あ
る
問
題
の
論
点
を



提
示
し
た
判
決
」
と
み
る
が
、
冷
静
な
評
価
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
不
法
滞
在
者
だ
か
ら
保
護
や
権
利
は
与
え
ら
れ
な
い
と

一
刀
両
断
に
切
り
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
不
法
滞
在
者
も
第

一
四
修
正
が
保

護
す
る

「人
」
で
あ
り
、
不
法
滞
在
者
や
社
会
全
体
へ
の
影
響
を
総
合
し
て
是
非
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
成
人
の
不
法
滞
在
者
の
事

案
を
検
討
す
る
際
に
も
有
用
と
思
わ
れ
る
。
法
廷
意
見
の
核
心
は
教
育
を
否
定
さ
れ
た
子
ど
も
の
利
益
に
加
え
て
社
会
全
体
へ
の
影
響
を
重
視

し
た
、
「我
々
の
領
土
内
で
文
盲
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
階
層
の
発
生
と
永
続
化
―
―
失
業
、
福
祉
、
及
び
犯
罪
と
い
う
問
題
と
コ
ス
ト
が
加

わ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
―
―
を
促
進
す
る
こ
と
で
テ
キ
サ
ス
州
が
何
を
達
成
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
の
か
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
に
教
育
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
節
約
が
ど
の
程
度
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
う
し
た

子
ど
も
た
ち
、
州
、
及
び
国
に
か
か
わ
る
コ
ス
ト
に
照
ら
す
な
ら
全
く
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
部
分

だ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
、
政
策
判
断
に
手
を
染
め
て
い
る
と
し
て
反
対
意
見
や
批
判
的
な
学
説
の
弾
劾
の
的
に
な
っ
た
の
は
皮
肉
と
い
う
ほ
か
な

い
。不

法
滞
在
者
の
権
利
主
体
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
社
会
全
鰍
数
の
得
失
を
重
視
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
不
法
就
労
外
国
人
と
全
国
労

（ｍ

働
関
係
法
の
関
係
が
争
点
と
な
っ
た

一
九
八
四
年
の
∽
電
①ぬ
”
い
判

決

で
も
み
ら
れ
る
。
全
国
労
働
関
係
法
は
不
法
滞
在
者
へ
の
不
当
労
働

行
為
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た
全
国
労
働
委
員
会
の
解
釈
は
合
理
的
で
あ
る
と
し
た
最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
全
国
労

働
関
係
法
や
移
民

・
帰
化
法
の
目
的
に
適
合
す
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

結
局
、
本
稿
全
体
と
の
関
連
で
は
、
コ
く
【Ｒ
判
決
は
、
不
法
滞
在
者
だ
か
ら
と
い
っ
て
切

っ
て
捨
て
る
の
で
は
な
く
、
人
な
ら
ば
人
と
し

て
処
遇
す
る
だ
畦
「
―
そ
の
存
在
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
点
で
種
々
の
制
約
は
免
れ
な
い
が
―
―
の
出
発
点
と
な
る
萌
芽
に
な
り
う
る
と
評
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

ァ
メ
リ
カ
法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
Ｔ
Ｔ

完
）
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一
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「
］Ч
Ｆ
『
く
・
∪
ｏ
ｐ
卜
０
「
Ｃ
あ
・
Ｎ
ｏ奨
い０∞じ
・

Ｆ
・哺
”
ＨＵ
国
）
ゝ
ｒ‘
口
”
Ｈ
Ｏ
＞
Ｚ

Ｏ
ｏ
Ｚ
∽
哺
目
ど
局
Ｈ
Ｏ
Ｚ
＞
ｒ

ｒ
＞
ョ

ぃ
ぃ
０
い
（
Ｈ
⑬
∞
∞
γ

∪
ｏ
のい
一”
ド
・　
∽』
り
ヽ
”
●
０
一Φ
Ｏ
日　
”
一　
戸
い
い
〇
・

］二
σ
けＯ
Ｈ●
Ｃ
『
ｐ
・　
冒
目
Ｏ
Ｌ
”
『
”
けいＯ
●
”
●
０
」と
目
①い
”
”
Ｐ
　
『
①９
ｏ『
”
〓
僣
ド

ｐ
い
０
「
『
ｏ
り
〇
∽いけい０
●
　
い∞
『
・　
ω
い
，く
＞
・』
』
・Ｆ
。　
Ｎ
Ｏ
」
（い
Ｏ
Φ
卜
Ｙ
　
ざ̈
ヽ
”
●
めい一一０
い
”
一
”
目
①い
”
”
①”．

と
い
う
概
念
に
よ

っ
て
、
投
票
権
の
否
定
も
説
明
可
能
と
す
る
。

］４
ｏ」
日
”
い
い　
の」
り
ヽ
”
●
０
けΦ　
ｏ
Φ　
”
け　
Ｈト
ト
『
‐卜
０
・

Ｆ
ｏ”
ｏ
日
のＦ
メ

Ｈ日
日
一∞
δ
けいｏ
Ｐ

『
＆
Ｒ
ｐ
〕ｒ
日
・
”
い
一

，
①
ヨ
①【
鎚
①
ｐ
詳
ｐ

ｔ

Ｃ
ｏ
ｒ
＞

ｒ
”
ロ
メ

〓
認
（Ｈ８
Ｐ

法
廷
意
見
と
同
様
、
移
民
は
公
教

育
や
福
祉
で
は
な
く
仕
事
を
求
め
て
合
衆
国
に
来
る
、
と
す
る
。

Ｕ
ご
く
ｏ］Ｏ
も
い
］①い
針
Ｗ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ヽ
一
一Φ目
の
・　
の■
り
ヽ
”
●
０
けΦ
『卜
”
け　
い卜
ｕ
『
・

口
‘
けｏ，
中い
のｏ
●
・　
マ
［Ｏ
『
①
∽
“
げ
∽一”
い
けいく
の
国
ρ
“
”
一
『
『
ｏ
↑ｏ
ｏけ一０
●
や　
＞
・
り一〇
け①
Ｏ
が
　
「
］Ч
ＨＯ『
く
。　
Ｈ）
０
０
・　
Ｈ
Φ
∞
Ｎ　
∽
Ｃ
り
・〇
↓
』
″
口
く
。　
い０
「
。

］≦
出
一か

＞
〕い①●
ｐ
”
ｐ

Ｎ
∞
＞
”
圏
あ
り
ｒ
』
・
ド
ドω
Ｐ

い
い∞
賃
ドΦ
⑬
ｅ

ｗ
ｏ
８
いｐ
Ｆ
・
∽
」
り
Ｓ

●
Ｏ
けΦ
Ｏ
一
詳

い
に
Ｈ
鮨

〓
濃
・
本
件
の
争
点
は
、
不
法
滞
在
者
自
身
で
は
な
く
そ
の
子
で
あ
り
、
親
は
別
の
評
価
が
あ
り
う
る
、

成
人
に
つ
い
て
の
ケ
ー
ス
で
は
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
、
と
す
る
。

宮
川
成
雄

「違
法
入
国
外
国
人

へ
の
無
償
教
育
の
拒
否
と
平
等
保
護
条
項
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
第
五
〇
八
号
二

一
頁

（
一
九
八
三
年
）
。
日
ヽ
」ぎ

も
、
ど
う

発

展

す

る

か

は

こ

れ

か

ら

、

と

み

る

。

ｒ

哺
”
Ｈω
押

∽
暉
り
ヽ
”

●
繁

①

８

ｏ

誅

〓
〓

”

∽
電
①‥哺
”
い
メ

ｚ
ｒ
即
”

ふ
Ｒ

Ｃ
，中

∞
”
（お
腱
）・
労
働
組
合
活
動

へ
の
報
復
と
し
て
労
働
者
が
不
法
滞
在
で
あ
る
こ
と
を
Ｉ
Ｎ
Ｓ
に
通
報
し
一国
外
退
去

処
分
を
招
い
た
使
用
者
の
行
為
が
不
当
労
働
行
為
に
あ
た
る
と
し
た
全
国
労
働
関
係
委
員
会
の
認
定
は
適
切
か
が
争
点
と
な
り
、
全
国
労
働
関
係
法
は
不

法
滞
在
者
へ
の
不
当
労
働
行
為
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た
委
員
会
の
解
釈
は
合
理
的
で
あ
る
と
し
て
支
持
し
た

（七
対
二
の
多
数
決
）。
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官

の
法
廷
意
見
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

ノ`



全
国
労
働
関
係
法
の

「労
働
者
」
の
定
義
は

「す
べ
て
の
労
働
者
」
を
含
む
と
し
個
別
に
適
用
除
外
と
な
る
労
働
者
の
リ
ス
ト
に
不
法
滞
在
者
は
入

っ

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
不
法
滞
在
者
を
同
法
の
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
は
、
団
体
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
促
進
し
保
護
す
る
と
い
う
法
の
目
的
に
か
な
う
。

と
い
う
の
は
、
不
法
滞
在
労
働
者
を
労
働
組
合
活
動

へ
の
参
加
や
使
用
者
の
威
嚇
に
対
す
る
保
護
か
ら
除
外
す
る
と
、
別
の
ク
ラ
ス
の
労
働
者
を
生
み
出

す
こ
と
に
な
り
、
全
労
働
者
の
団
結
を
侵
害
し
効
果
的
な
団
体
交
渉
を
阻
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
全
国
労
働
関
係
法
を
不
法
滞
在
者
に
適
用
す
る
こ
と
は
、
移
民
を
制
限
し
ア
メ
リ
カ
人
労
働
者
に
職
を
確
保
す
る
と
い
う
移
民

・
帰
化
法
の
目

的
に
か
な
う
。
と
い
う
の
は
、
不
法
滞
在
者
を
雇

っ
て
も
賃
金
や
労
働
条
件
で
利
点
が
な
け
れ
ば
、
不
法
滞
在
者
を
雇
う
と
い
う
使
用
者
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
は
少
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
は
、
不
法
滞
在
者
の
権
利

・
利
益
の
視
点
よ
り
も
、
全
国
労
働
関
係
法
や
移
民

・
帰
化
法
の
目
的
か
ら
結
論
を
導
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ｍ
　
わ
が
国
の
実
務
は

一
般
に
、
不
法
滞
在
者
の
権
利
主
体
性
に
冷
淡

（国
民
健
康
保
険
の
行
政
実
例
な
ど
）
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
不
法
入
国
し
た
外

国
人
被
爆
者
に
原
爆
医
療
法
の
適
用
を
認
め
た

一
九
七
八
年
の
最
高
裁
判
決

（民
集
三
二
巻
二
号
四
二
五
頁
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
判
決
の
要
点
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

原
爆
医
療
法
は
社
会
保
障
法
と
し
て
の
性
格
を
も

つ
が
、
「外
国
人
に
対
し
て
も
同
法
を
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
、
被
爆
に
よ
る
健
康
上
の
障

害
の
特
異
性
と
重
大
性
の
ゆ
え
に
、
そ
の
救
済
に
つ
い
て
内
外
人
を
区
別
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
同
法
が
国
家
補
償
の
趣
旨
を

併
せ
も
つ
も
の
と
解
す
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
原
爆
医
療
法
の
複
合
的
性
格
か
ら
す
れ
ば
、　
一
般
の
社
会
保
障
法
に
つ
い
て
こ
れ
を
外
国
人
に
適
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
っ
て
立

つ

社
会
連
帯
と
相
互
扶
助
の
理
念
か
ら
、
わ
が
国
内
に
適
法
な
居
住
関
係
を
有
す
る
外
国
人
の
み
を
対
象
と
す
る
こ
と
が

一
応
の
原
則
で
あ
る
と
し
て
も
、

原
爆
医
療
法
に
つ
い
て
当
然
に
同
様
の
原
則
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
同
法
が
被
爆
者
の
置
か
れ
て
い
る
特

別
の
健
康
状
態
に
着
目
し
て
こ
れ
を
救
済
す
る
と
い
う
人
道
的
目
的
の
立
法
で
あ
り
、
そ
の
三
条

一
項
に
は
わ
が
国
に
居
住
地
を
有
し
な
い
被
爆
者
を
も

適
用
対
象
者
と
し
て
予
定
し
た
規
定
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
る
と
、
被
爆
者
で
あ

っ
て
わ
が
国
内
に
現
住
す
る
者
で
あ
る
限
り
は
、
そ
の
現
住
す
る

理
由
等
の
い
か
ん
を
問
う
こ
と
な
く
、
広
く
同
法
の
適
用
を
認
め
て
救
済
を
は
か
る
こ
と
が
、
同
法
の
も

つ
国
家
補
償
の
趣
旨
に
も
適
合
す
る
も
の
と
い
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う
べ
き
で
あ
る
。

…
…
不
法
入
国
し
た
被
爆
者
も
現
に
救
済
を
必
要
と
し
す
る
特
別
の
健
康
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
点
で
は
他
の
一
般
被
爆
者
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い

の
で
あ

っ
て
、
不
法
入
国
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
れ
を
か
え
り
み
な
い
こ
と
は
、
原
爆
医
療
法
の
人
道
的
目
的
を
没
却
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
…
…
不
法
入
国
し
た
被
爆
者
に
同
法
の
適
用
を
認
め
た
場
合
で
も
、
そ
の
者
に
対
し
入
国
管
理
令
に
基
づ
く
退
去
強
制
手
続
を
と
る
こ
と
は
な
ん

ら
妨
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
右
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
、
外
国
人
被
爆
者
の
不
法
入
国
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
る
と
か
、
入
国
管
理
制
度
の

適
正
な
執
行
を
阻
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
か
を
危
惧
す
る
こ
と
は
、
当
た
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
…
…
。
更
に
、　
一
般
的
に
は
、
わ
が
国
に
不
法
入

国
し
た
外
国
人
が
国
民
の
税
負
担
に
依
存
す
る
国
の
給
付
を
権
利
と
し
て
請
求
し
う
る
と
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
異
例
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、

原
爆
医
療
法
は
、
被
爆
者
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
の
者
の
み
を
対
象
と
し
た
特
別
の
立
法
で
あ
り
、
厳
正
な
入
国
管
理
の
も
と
で
は
少
数
で
あ
る
不
法
入

国
者
を
対
象
者
に
含
ま
せ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
る
国
の
財
政
上
の
負
担
は
や
む
を
え
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

結
論
と
し
て
、
「不
法
入
国
者
の
取
締
り
と
そ
の
者
に
対
す
る
原
爆
医
療
法
の
適
用
の
有
無
と
は
別
個
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
同

法
を
外
国
人
被
爆
者
に
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
不
法
入
国
者
を
特
に
除
外
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
特
段
の
実
質
的

・
合
理
的
理
由
は
な
」
い
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
不
法
入
国
者

へ
の
適
用
を
認
め
た
こ
と
の
意
義
は
小
さ
く
な
い
が
、
こ
の
判
決
は
、
原
爆
医
療
法
の
国
家
補
償
的
性
格
、
被
爆
に
よ

る
健
康
障
害
の
特
異
性

・
重
大
性
と
救
済
の
必
要
性
、
原
爆
医
療
法
が
被
爆
者
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
の
者
を
対
象
と
し
た
特
別
の
立
法
で
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
、
被
爆
当
時
日
本
国
籍
を
有
し
た
が
平
和
条
約
の
発
効
に
よ
っ
て
日
本
国
籍
喪
失
と
い
う
事
情
も
勘
案
す
れ
ば
国
家
的
道
義
の
う
え
か
ら
も
首

肯
さ
れ
る
と
し
て
い
る
点
な
ど
様
々
な
特
殊
事
情
の
積
み
重
ね
の
結
果
で
あ
っ
て
、　
一
般
化
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
は
判
例
時
報
第
九
〇
三
号

一
二
三
頁
に
吉
岡
幹
夫
の
解
説
が
あ
る
。

五
　
結
び
に
代
え
て



初
め
に
、
外
国
人
差
別
に
関
す
る
判
例
の
流
れ
を
簡
潔
に
整
理
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
ま
で
の
個
々
の
事
件
に

応
じ
た
判
断
、
そ
し
て
、　
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
厳
格
審
査
と
そ
れ
に
対
す
る
二
つ
の
例
外
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

敷
延
す
れ
ば
、
最
高
裁
判
所
が
外
国
人
差
別
に
向
か
い
合

っ
た
の
は
案
外
早
い
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
ま
で
は
、
特
に
基
準
ら
し
い
も

の
は
な
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
の
性
質
や
、
制
約
が
外
国
人
に
及
ぼ
す
不
利
益
、
公
益
と
の
関
連
性
が
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
に
判
断
さ

れ
て
い
た

（第
二
章
）。　
一
九
七

一
年
の
Ｏ
Ｓ
Ｆ
ｐ
日
判
決
は
、
外
国
人
差
別
を
厳
格
審
査
に
か
け
る
こ
と
を
宣
言
し
た

（第
二
章
）
が
、
こ
れ

に
は
二
つ
の
例
外
が
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
統
治
過
程
の
例
外
で
、
教
育
や
社
会
保
障
の
権
利
は
外
国
人
に
も
及
ぶ
が
統
治
の
権
利
は
市
民

に
留
保
さ
れ
る
と
す
る

（第
四
章
第

一
節
）
。
最
高
裁
判
所
で
は
、
個
別
の
職
や
地
位
に
つ
い
て
こ
の
例
外
に
該
当
す
る
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て

激
し
い
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
学
説
は

一
般
に
最
高
裁
判
所
が
こ
の
例
外
を
簡
単
に
認
め
す
ぎ
る
と
批
判
的
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

連
邦
政
府
の
例
外
で
、
連
邦
法
に
よ
る
外
国
人
差
別
に
つ
い
て
は
、
厳
格
審
査
で
は
な
く
合
理
性
の
審
査
が
妥
当
す
る
と
い
う

（第
四
章
第
二

節
）
。
そ
の
源
は
、
移
民

・
帰
化
に
関
す
る
政
府
の
権
限
は
全
能
で
あ
る
と
す
る
、
全
能
理
論
に
湖
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、

学
説
は
、
お
お
む
ね
、
批
判
的
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
人
種
差
別
や
性
差
別
の
場
合
に
比
較
し
て
、
外
国
人
差
別
に
関
す
る
法
理
論
の
現
状
は
、
そ
の
是
非
を
さ
て
お
き
、
か

な
り
複
雑
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
平
等
保
護
の
法
理
論
の
な
か
で
外
国
人
差
別
は
ユ
ニ
ー
ク
な
問
題
を
提
起
ｔ
他
の
文

（＝
）

脈
で
発
展
し
て
き
た
伝
統
的
な
平
等
保
護
の
分
析
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
と
い
う
〓
”
］計

の
主

張

は
的
外
れ
で
は
な
い
。
青
柳
幸

一
も

（鵬
）

「疑
わ
し
い
分
類
」
で
あ

っ
て
も
人
種
と
は
根
本
的
に
違
う
と
す
る
。
別
の
論
者
は
、
最
高
裁
判
所
は
、
外
国
人
を
部
分
的
に
し
か
疑
わ
し
い

（皿
）

♂
●
イ

リ
Ｒ
け中”
Ｐギ

∽〓
零
ｏけ）
と
み
て
お
ら
ず
実
際
に
は
中
間
的
な
保
護

（一詳
ｑ
日
＆
中洋
①
電
３
ｏｏけ中ｏ
じ

を
与
え
て
き
た
、
と
す
る
。

思
う
に
、
人
種

・
性
別

・
非
嫡
出
子
な
ど
判
例
が
高
次
の
審
査
基
準
が
妥
当
す
る
と
す
る
分
類
―
―

「疑
わ
し
い
」
か
そ
れ
に
近
い
―
―
は

（鰤
）

正
当
な
立
法
目
的
と
無
関
係
な
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
う
し
た
審
査
基
準
を
正
当
化
す
る
重
要
な
理
由
の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
。
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そ
う
し
た
分
類
と
は
異
な
り
、
外
国
人
は
市
民
と
全
く
対
等
と
は
言
い
切
れ
な
い
、
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
外
国
人
と
市
民
と
が
基
本
的
に
異

な
る
領
域
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

（主
権
や
出
入
国
管
理
に
か
か
わ
る
領
域
）。
コ
８
ぎ

∞ヽ
が

「外
国
人
で
あ
る
こ

（と
蝋
あ
り
き
た
り

の

↑
Ｓ
●
‐ｏ
〔‐諄
①‐日
中じ

疑
わ
し
い
分
類
で
は
な
く
、
他
の
疑
わ
し
い
分
類
に
は
な
い
分
析
上
の
問
題
点
を
提
起
し
て
い
る

」
と
す
る
の
も

こ
の
趣
旨
を
い
う
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
外
国
人
も
平
等
な
処
遇
を
求
め
ら
れ
る

「人
」
で
あ
る

一
方
、
国
家
主
権
を
前
提
と
す
る
現
在
の
法
秩
序
の
下
で
は
、

外
国
人
の
出
入
国
や
帰
化
に
か
か
わ
る
国
家
の
権
限
が
政
治
部
門
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
両
者
の
間
で
ど
う
折
り
合
い

を

つ
け
る
か
。
こ
こ
に
お
い
て
、
私
は
、
ヨ
”
ＰＮｑ
ｌ
口
８
Ｌ
”
Ｆ
理
論
の
現
実
的
説
得
力
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

「
か
く
し
て
、
ヨ
”
】Ｎｑ

に
と

っ
て
、
外
国
人
の
出
入
国
に
関
す
る
決
定
は
、
『正
義
の
詢
東
』
に
わ
ず
か
に

（
し
い
確
属
し
な
い
基
本
的
に

政
治
的
決
定
で
あ
る
が
、
国
家
共
同
体
内
の
移
民
の
地
位
に
関
す
る
決
定
一

『完
全
に
正
義
の
拘
束
を
受
け
る
』
」
　
　
　
　
　
　
　
（じ

こ
れ
に
対
し
て
は
、
ロ
ロ
●
∞
①詳
や
Ｚ
ｏ
■
”
Ｆ
の
よ
う
に
外
国
人
差
別
に
は
中
間
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
外
国
人
差
別
が
原
則
的
に
疑
わ
し
い
領
域
と
そ
う
で
は
な
い
領
域
は
厳
然
と
分
か
れ
る
か
ら
審
査
基
準
の
著
し
い
落
差
は
そ
の
帰
結

で
あ
っ
て
、
ま
と
め
て
中
間
審
査
に
と
い
う
の
は
か
え
っ
て
現
実
か
ら
乖
離
し
混
乱
の
原
因
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
判
例
を
み
る
と
、
外
国
人
差
別
を
根
拠
づ
け
る
理
由
が
、
人
間
と
し
て
の
権
利

（イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ス
ン
フ
ッ
ド
）

の
領
域
で
は
無
関
係
だ
か
ら
、
外
国
人
差
別
に
は
厳
格
審
査
基
準
が
適
用
さ
れ
、
反
対
に
、
市
民
と
し
て
の
資
格

（
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
）
の
領

域
に
は
厳
格
審
査
基
準
が
妥
当
し
な
い
と
す
る
そ
の
枠
組
み
は
、
結
論
に
お
い
て
は
―
―
理
由
づ
け
は
不
十
分
で
あ
っ
た
り
不
適
切
だ
が
―
―
、

お
お
む
ね
支
持
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
立
場
に
よ
る
な
ら
、
∪
い鶴

判
決
は
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
で
は
な
く
、
厳
格
審
査
．基
準
を

適
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
私
は
考
え
る
。

コ
Ч
中ｑ
判
決
も
重
要
で
あ
る
。
人
間
と
し
て
の
権
利
の
領
域
で
は
、
不
法
滞
在
者
で
あ
っ
て
も
人
と
し
て
処
遇
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

前
述
の
よ
う
に
判
決
を
そ
こ
ま
で
広
く
読
め
る
か
は
疑
問
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
萌
芽
は
み
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
（第
四
章
第
二
節
）。
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ど
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い
と
す
る
こ
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の
理
解
に
は
賛
同
で
き
な
い
。
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こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
平
等
は

―内‐
容
の
な
い
空
虚
な
概
念
で
あ
る
と
主
張
し
て
大
論
争
を
巻
き
起
ご
し
た
電
８
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の

電
ゴ
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国
Ｅ
尋
■

］お
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ａ

国
怪

，
中̈
彎
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で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
一同
様
の
者
を
同
様
に
扱
え
と
い
う
平
等
の
概
念
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
て
、
必
ず
ど
こ
か
は
同
じ
で
ど
こ
か
は

違

っ
て
い
る
人
々
を
同
様
に
扱
う
か
異
な
っ
て
扱
う
か
は
、
結
局
別
の
ル
ー
ル
に
よ
ら
ざ
る
を
得
ず
、
平
等
と
い
う
概
念
ほ
混
乱
を
招
く
ゆ
え
に
捨
て
去

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
一す
る
。
し
か
し
、
ヨ
ｏφむｏい
の
所
説
は
妥
当
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
平
等
保
護
条
項
に
差
別
禁
上
の
例
示
は
な
い
が
、
投
票
権
の

ァ
メ
リ
ヵ
法
か
ら
み
た
外
国
人
の
人
権
曾
丁
完
）
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平
等
を
保
障
し
た
第

一
五
修
正
や
第

一
九
修
正
は
、
人
種
差
別
や
性
差
別
に
対
す
る
基
本
的
な
態
度
を
示
す
も
の
と
い
え
る
し
、
最
高
裁
判
所
は
、
長
い

歴
史
の
な
か
で
、
人
種
、
出
身
国
、
性
別
な
ど

（わ
が
国
に
つ
い
て
い
え
ば
、
憲
法
第

一
四
条
に
列
挙
さ
れ
た
事
由
）
に
つ
い
て
は
疑
い
の
日
で
み
る
こ

と
を
明
示
し
て
き
た
。
人
種

・
性
別
な
ど
に
基
づ
く
差
別
に
関
し
て
は
、
人
々
は
平
等
―
―
差
別
が
許
さ
れ
る
の
は
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
き
だ
け
、
が

議
論
や
審
査
の
出
発
点
と
な
る
。
平
等
の
有
用
性
を
擁
護
し
ヨ
ｏ∽け８

に
反
論
し
た
ｏ
ド
①日
①『一Ｂ
Ｆ
く
が
い
う
よ
う
に
、
「平
等
は
、
人
々
が
同
様
に
扱
わ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
推
定
を
創
出
し
差
別
を
望
む
者
に
対
し
て
挙
証
責
任
を
課
す
と
い
う
理
由
で
裁
判
所
の
審
査
の
う
え
で
必
要
な
の
で
あ
る
」。
こ

れ
を
本
稿
の
テ
ー
マ
に
あ
て
は
め
る
な
ら
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
と
し
て
の
処
遇
が
問
わ
れ
て
い
る
、
外
国
人
が
市
民
と
同
様
の
境
遇
に

あ
る
と
き
は
厳
格
審
査
が
適
切
で
あ
り
、
市
民
と
し
て
の
資
格
が
問
わ
れ
て
い
る
、
外
国
人
が
市
民
と
異
な
る
境
遇
に
あ
る
と
き
は
基
本
的
に
政
治
部
門

の
判
断
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。
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平
等
保
護
全
般
に
つ
い
て
は
今
後
の
私
の
課
題
と
し
た
い
。




