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「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
「
よ
そ
者
」
と
の
境
界
線

｜
｜
ル
イ
ス
・
Ｃ
・
レ
ヴ
ィ
ン
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
手
が
か
り
と
し
て
｜
｜

山

中

亜

紀

は
じ
め
に

一
節

伸
び
ゆ
く
「
ヤ
ン
グ
・
ア
メ
リ
カ
」

二
節

よ
そ
者

エ
イ
リ
ア
ン

」
と
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン

」

三
節

偉
大
な
大
義
の
共
同
相
続
人
」

四
節

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界
」
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
人
」
の
境
界
線

お
わ
り
に

は

じ

め

に

お
よ
そ
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
国
民
国
家
に
と
っ
て
自
明
の
も
の
で
あ
る
は
ず
の
「
国
民
」
は
、
つ
ね
に
探
求
の
対
象
で
あ
る
。

わ
れ

わ
れ
（n

a
tio
n

）
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
、
国
籍
や
市
民
権
を
も
っ
て
答
え
と
す
る
こ
と
に
満
足
す
る
者
は
少
な
い
。
将
来

（78-３- ）741 395
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的
に
国
民
国
家
の
建
設
を
目
指
す
人
々
は
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
「
国
民
」
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
人
々
で
あ
っ
て
も
、
有
形
無
形
の
「
わ

れ
わ
れ
ら
し
さ
」（n

a
tio
n
a
l id

en
tity

）
を
追
求
し
、

わ
れ
わ
れ
」
の
姿
を
く
っ
き
り
と
描
き
出
そ
う
と
す
る
作
業
に
は
き
わ
め
て
熱
心

で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
作
業
が
営
々
と
続
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

わ
れ
わ
れ
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
確
固

た
る
答
え
を
見
つ
け
出
し
た
「
国
民
」
は
、
い
ま
だ
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、

国
民
」
が
、
実
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（B

en
ed
ict A

n
d
er-

so
n

）
に
な
ら
っ
て
、

イ
メ
ー
ジ
と
し
て
心
に
描
か
れ
た
」
も
の
と
言
っ
て
も
よ
い１

）。
で
は
、

国
民
」
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
具
体
的
に
は

ど
の
よ
う
に
し
て
「
心
に
描
か
れ
」
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
本
に
お
け
る
差
別
を
論
じ
た
赤
坂
憲
雄
は
、

常
民
」、
す

な
わ
ち
「
普
通
の
日
本
人
」
と
は
、

共
同
性
の
環
か
ら
排
斥
さ
れ
る
人
々
の
存
在
に
よ
っ
て
、
く
り
返
し
浮
上
し
再
認
さ
れ
、
あ
ら
た
な

生
命
い
の
ち

を
吹
き
込
ま
れ
る
、
そ
れ
自
身
は
相
対
的
な
関
係
概
念
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る２

）。
普
通
の
国
民
と
は
、
普
通
の
国
民
で・
は・

な・
い・
も・
の・
の
「
否
定
態
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
普
通
の
国
民
で・
は・
な・
い・
も・
の・
の
「
照
り
返
し
」
と
し
て
、
よ
う
や
く
「
同
一
性
」
を
確
認
し

う
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
だ
。
む
ろ
ん
赤
坂
の
考
察
対
象
は
、

普
通
の
日
本
人
」
と
「
被
差
別
の
民
」
と
の
あ
い
だ
に
露
出
す
る
関
係

性
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
他
の
国
民
国
家
に
も
妥
当
す
る
関
係
性
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
研
究
者
村
田
勝
幸
の
指
摘
を
見
れ
ば

う
か
が
い
知
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
人

性
と
い
う
概
念
が
、
そ
れ
と
対
を
な
す
非

ア
メ
リ
カ
人

性
（u

n
-A
m
erica

n
ess

）
を
参
照
す
る
こ
と
な
く
立
ち

上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
む
し
ろ
非

ア
メ
リ
カ
人

的
な
る
も
の
が
ま
ず
具
体
的
に
名
指
し
さ
れ
、
そ
れ
を
参
照
し
な
が

ら

ア
メ
リ
カ
人

的
な
る
も
の
の
意
味
が
状
況
依
存
的
に
確
定
さ
れ
る
と
い
う
道
筋
を
と
っ
て
き
た３

）。

ま
ず
は
「
非
国
民
性
」
が
名
指
し
さ
れ
、

非
国
民
性
」
を
投
影
さ
れ
た
人
々
｜
｜
「
か
れ
ら
」
｜
｜
が
排
斥
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
は
じ
め

（法政研究78-３- ）396 742
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て
、

わ
れ
わ
れ
」
が
体
現
し
て
い
る
と
い
う
「
国
民
性
」
の
内
容
は
、

新
た
な
生
命
い
の
ち

」
を
帯
び
、
あ
る
い
は
「
状
況
依
存
的
に
確
定
さ
れ

る
」
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
」
と
「
か
れ
ら
」
の
あ
い
だ
に
引
か
れ
た
、
し
か
し
現
実
に
は
存
在
し
な
い
境
界
線
が
、
か
ろ
う
じ
て
「
わ

れ
わ
れ
」
に
輪
郭
を
与
え
る
の
だ
。
こ
う
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
か
れ
ら
」
と
の
関
係
性
に
鑑
み
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
考
え
る
う

え
で
、
な
ぜ
排
斥
の
具
体
的
な
あ
り
よ
う
に
目
を
凝
ら
す
こ
と
が
必
要
な
の
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

移
民
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
以
下
、
ア
メ
リ
カ
と
表
記
）
の
場
合
、
し
ば
し
ば
排
斥
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
外
国
人
移
住
者

で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
を
標
的
と
す
る
排
斥
的
な
主
張
や
運
動
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
一
世
紀
の
今
に
至
る
ま
で
間
歇
的
に
繰
り
返
さ
れ
て
お

り
、
そ
う
し
た
政
治
社
会
現
象
は
も
っ
ぱ
ら
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
（n

a
tiv
isim

）
と
評
さ
れ
て
い
る４

）。
そ
の
最
初
期
に
あ
た
る
一
八
三
〇

年
代
を
扱
っ
た
別
稿
に
続
き５

）、
本
稿
で
は
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
が
国
政
レ
ヴ
ェ
ル
へ
と
本
格
的
に
進
出
し
た
第
二
九
議
会
（
一
八
四
五

｜
一
八
四
七
年
）
を
取
り
上
げ
る
。
一
八
四
三
年
、
帰
化
制
度
の
見
直
し
を
綱
領
に
掲
げ
る
「
ア
メ
リ
カ
共
和
党
」（A

m
erica

n
 
R
ep
u
b
-

lica
n P

a
rty

）
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
い
て
結
成
さ
れ
た６

）。
一
般
に
は
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
党
」（N

a
tiv
e A

m
erica

n P
a
rty

）

と
称
さ
れ
た
同
党
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
と
い
っ
た
地
域
に
お
い
て
、
外
国
人
移
住
者
に
た
い
す
る
ア
メ
リ
カ
住
民
の

反
感
を
吸
い
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
、
一
八
四
四
年
の
中
間
選
挙
に
お
い
て
、
六
名
の
議
員
を
連
邦
議
会
に
送
り
込
ん
だ７

）。
そ
の
ひ
と
り
が
、

ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
選
出
の
下
院
議
員
レ
ヴ
ィ
ン
（L

ew
is C

.
L
ev
in

）
で
あ
っ
た
。
議
員
初
年
、
彼
が
、
下
院
本
会
議
の
場
に
お
い
て
、

よ
そ
者
」（a

lien

）
と
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
」（n

a
tiv
e A

m
erica

n

）
と
を
対
置
し
、
外
国
人
の
帰
化
要
件
を
厳
格
化
す
る
必
要

性
を
訴
え
た
と
こ
ろ
、
議
場
に
は
レ
ヴ
ィ
ン
の
掲
げ
た
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」（n

a
tiv
e A

m
erica

n
ism

）
に
た
い
す
る
激

し
い
批
判
が
ま
き
お
こ
っ
た８

）。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
」
は
、
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
先
住
民
で
は
な
く
、
端

的
に
い
え
ば
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
主
張
し
た
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ

ム
」
と
そ
れ
へ
の
批
判
を
手
が
か
り
に
、
一
八
四
〇
年
代
半
ば
に
お
い
て
「
よ
そ
者
」
と
「
ア
メ
リ
カ
人
」
が
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
、

両
者
の
あ
い
だ
に
ど
の
よ
う
な
境
界
線
が
措
定
さ
れ
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

「アメリカ人」と「よそ者」との境界線（山中）
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議
論
は
以
下
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
。
一
節
で
は
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要
と

思
わ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
一
八
四
〇
年
代
半
ば
の
政
治
社
会
状
況
を
概
説
す
る
。
つ
づ
く
二
節
で
は
、
本
会
議
演
説
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ

ン
が
「
よ
そ
者
」
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
、
そ
の
対
概
念
と
し
て
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
を
い
か
に
描
き
出
し
た
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
。
三
節
で
は
、
他
政
党
所
属
の
下
院
議
員
に
よ
る
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
批
判
を
分
析
し
、
そ
こ
に
お
い
て
、
外

国
人
移
住
者
と
ア
メ
リ
カ
人
と
が
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
を
析
出
す
る
。
四
節
で
は
、
二
・
三
節
で
の
分
析
を
も
と
に
、

一
八
四
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
「
よ
そ
者
」
と
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と
の
境
界
線
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
な
お
、
以
下
の
行
論
中
、
引
用
箇
所

に
お
け
る
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
強
調
を
、
亀
甲
括
弧
は
筆
者
に
よ
る
補
足
を
、
意
味
す
る
も
の
と
す
る
。

一
節

伸
び
ゆ
く
「
ヤ
ン
グ
・
ア
メ
リ
カ
」

一
八
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
は
、
綿
工
業
を
中
心
と
す
る
「
ア
メ
リ
カ
産
業
革
命
」
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
時
期
に
あ
た
る
と
い
わ

れ
て
い
る９

）。
ニ
ュ
ー
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
集
中
す
る
綿
紡
績
工
業
が
牽
引
役
と
な
り
、
北
部
の
製
造
業
は
急
成
長
を
遂
げ
た
。
そ
れ
に
伴
っ

て
お
こ
っ
た
交
通
革
命
は
、
地
域
間
通
商
を
よ
り
活
発
に
し
、
職
を
求
め
る
人
々
を
、
近
郊
の
農
村
か
ら
北
部
大
都
市
へ
と
招
き
寄
せ
た
。

そ
れ
で
も
北
部
工
業
は
慢
性
的
な
労
働
力
不
足
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
悩
み
を
解
消
す
る
う
え
で
一
役
か
っ
た
の
が
、
こ
の
時
期
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
大
量
流
入
し
た
外
国
人
移
住
者
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
移
民
の
流
入
は
、
一
八
二
〇
年
代
に
は
合
計
お
よ
そ
一
二
万
九
千
人
、

三
〇
年
代
に
は
五
三
万
八
千
人
、
四
〇
年
代
に
は
一
四
二
万
七
千
人
と
、
年
代
を
追
う
ご
と
に
膨
れ
上
が
っ
て
い
っ
た10

）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら

の
旅
客
船
が
つ
く
港
が
東
海
岸
北
部
に
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
や
、
移
住
者
の
ほ
と
ん
ど
が
財
産
の
大
半
を
渡
航
費
用
で
使
い
尽
く
し
て

い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
移
住
者
の
多
く
は
、
非
熟
練
労
働
者
と
し
て
日
銭
を
稼
ぐ
こ
と
が
で
き
る
北
部
大
都
市
に
集
住
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
ボ
ス
ト
ン
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
と
い
っ
た
大
都
市
で
は
、
地
域
住
民
の
か
な
り
の
割
合
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

論 説
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ら
の
移
住
者
が
占
め
る
と
い
っ
た
状
況
が
生
ま
れ
た
。

こ
れ
ら
外
国
人
移
住
者
は
次
第
に
、
有
力
な
票
田
と
し
て
、
大
都
市
を
基
盤
と
す
る
職
業
政
治
家
た
ち
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。

周
知
の
と
お
り
、
一
八
二
〇
年
代
か
ら
導
入
が
始
ま
っ
た
白
人
男
子
普
通
選
挙
制
は
、

庶
民
」（co

m
m
o
n
 
m
a
n

）
の
政
治
的
関
心
を
高

め
、
選
挙
へ
の
積
極
的
な
参
加
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
五
年
の
滞
米
を
要
件
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
帰
化
制
度
の
も
と
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
の
移
住
者
で
あ
っ
て
も
、

庶
民
」
に
参
入
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
し
、
ひ
ろ
く
定
着
し
て
い
た
猟
官
制
を
活
用
す
れ
ば
、
公
職

に
つ
く
こ
と
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
圧
倒
的
な
数
、
そ
し
て
政
治
へ
の
進
出
に
よ
り
、
一
八
四
〇
年
代
に
は
、
外
国
人
移
住

者
は
北
部
大
都
市
に
お
い
て
一
定
の
存
在
感
を
放
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ホ
イ
ッ
グ
党
と
民
主
党
か
ら
な
る
第
二
次
二
大
政
党
制
の
も
と
、

都
市
を
選
挙
区
と
す
る
職
業
政
治
家
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
移
住
者
の
意
向
を
読
み
取
り
、
政
治
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
欠
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
状
況
は
、
一
部
の
既
存
住
民
に
と
っ
て
は
大
い
に
不
愉
快
な
も
の
で
あ
っ
た
。
自
他
と
も
に
認
め
る
「
ア
メ

リ
カ
人
」
で
あ
り
な
が
ら
、
政
治
的
・
社
会
的
影
響
力
の
点
で
、
外
国
人
移
住
者
に
劣
っ
て
い
る
と
感
じ
た
住
民
は
、

少
数
派
」
意
識
を

強
め
、
禁
酒
運
動
や
奴
隷
制
廃
止
運
動
、
あ
る
い
は
第
三
政
党
の
結
党
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
改
革
運
動
…
…
に
は
け
口
を
見
い
だ
し

た11
）」。

改
革
運
動
」
を
と
お
し
て
、
変
わ
り
ゆ
く
「
ヤ
ン
グ
・
ア
メ
リ
カ
」
を
方
向
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

人
口
だ
け
で
な
く
領
土
の
膨
張
も
ま
た
、
一
八
四
〇
年
代
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
「
若
さ
」
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

明
白
な
る
運
命
」
と
い
う
掛
け
声
の
も
と
、

合
衆
国
は
古
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
異
な
る
独
自
の
高
貴
な
道
徳
的
使
命
を
も
つ
国
で
あ

り
、
合
衆
国
が
そ
の
領
土
を
押
し
ひ
ろ
げ
、
若
い
活
力
、
自
由
、
民
主
的
諸
制
度
を
近
隣
の
弱
小
民
族
の
あ
い
だ
に
ほ
ど
こ
し
あ
た
え
る
の

は
神
の
摂
理
で
あ
る
」
と
い
う
、
非
常
に
楽
観
的
な
膨
張
気
運
が
時
代
を
覆
っ
て
い
た12

）。
そ
う
し
た
気
運
は
、
一
八
三
〇
年
代
か
ら
の
懸
案

事
項
で
あ
っ
た
テ
キ
サ
ス
共
和
国
の
併
合
を
正
当
化
し
、
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
に
た
い
し
て
、
オ
レ
ゴ
ン
の
分
割
で
は
な
く
全
委
譲
を
求
め
る

強
硬
姿
勢
で
臨
む
こ
と
を
正
当
化
す
る
論
調
を
も
た
ら
し
た
。
国
内
に
お
い
て
大
い
に
人
気
を
博
し
た
領
土
拡
大
政
策
は
、
し
か
し
同
時
に
、

ア
メ
リ
カ
に
争
乱
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
。
テ
キ
サ
ス
併
合
は
、
そ
れ
を
快
く
思
わ
な
い
メ
キ
シ
コ
合
衆
国
と
の
戦
争
を
予
感
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さ
せ
た
し
、
オ
レ
ゴ
ン
問
題
に
か
ん
す
る
対
英
強
硬
姿
勢
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
争
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
か
っ
た
。
他
方
、
奴
隷
制
を
敷

く
テ
キ
サ
ス
を
併
合
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
け
る
自
由
州
と
奴
隷
州
と
の
対
立
が
い
っ
そ
う
複
雑
化
す
る
こ
と
は
必
至
で
あ
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
八
四
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
は
、
日
々
目
覚
し
い
成
長
を
遂
げ
る
、
ま
さ
に
青
年
期
に
あ
っ
た
。
大
量
に
流
入
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
住
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
住
民
構
成
を
大
き
く
変
化
さ
せ
、
拡
大
す
る
領
土
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
の
形
を
、
時
時
、

変
え
て
い
っ
た
。

国
民
」
も
「
国
土
」
も
、
そ
の
相
貌
は
た
え
ず
変
化
し
て
い
た
。
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
「
若
さ
」
の
証
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
姿
を
捕
捉
し
が
た
く
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

二
節

よ
そ
者

エ
イ
リ
ア
ン

」
と
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン

」

ア
メ
リ
カ
共
和
党
の
有
力
指
導
者
で
あ
っ
た
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
一
八
三
〇
年
代
末
ご
ろ
か
ら
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
で
発
行
さ
れ
て
い
た

『
デ
イ
リ
ー
・
サ
ン
』

D
aily S

u
n

）
紙
や
『
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
』

N
ative A

m
erican

）
紙
を
舞
台
に
、
外
国
人
移
住
者
の
流

入
が
社
会
に
与
え
る
「
悪
影
響
」
を
訴
え
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た13

）。
国
政
進
出
後
、
レ
ヴ
ィ
ン
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
共
和
党
は
、
具
体
的
政
治

目
標
を
帰
化
法
の
見
直
し
と
定
め
、
活
動
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る14

）。
同
党
が
目
ざ
し
た
修
正
の
内
容
と
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
帰
化

申
請
の
要
件
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
で
の
最
低
居
住
年
数
を
、
当
時
の
現
行
五
年
間
か
ら
、
二
一
年
間
へ
と
延
長
す
る
こ
と
で
あ
っ
た15

）。
そ
う
す

る
こ
と
で
、
外
国
人
移
住
者
と
い
う
「
よ
そ
者
」
が
政
治
参
加
す
る
「
不
正
」
を
糾
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
レ

ヴ
ィ
ン
が
下
院
本
会
議
に
お
い
て
初
め
て
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
論
じ
た
一
八
四
五
年
一
二
月
一
八
日
演
説
を
も
と
に
、

彼
が
「
よ
そ
者
」
と
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
と
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る16

）。

レ
ヴ
ィ
ン
が
外
国
人
移
住
者
を
「
よ
そ
者
」
と
断
言
す
る
根
拠
は
、
主
と
し
て
二
つ
で
あ
る
。
第
一
の
根
拠
は
、
渡
米
し
た
外
国
人
が

「〔
合
衆
国
〕
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
諸
権
利
に
馴
染
み
が
な
い
人
々
（stra

n
g
ers

）
で
あ
り
、
…
…
法
律
に
神
聖
さ
（sa

n
ctity

）
を
与
え
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る
世
論
（o

p
in
io
n

）
と
い
う
道
徳
的
力
（m

o
ra
l p
o
w
er

）
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
な
い
」
と
い
う
点
に
か
か
わ
っ
て
い
た17

）。
そ
れ
ゆ
え

こ
れ
ら
の
外
国
人
は
、

無
節
制
の
衝
動
」
に
突
き
動
か
さ
れ
る
ま
ま
、

旧
世
界
で
慣
れ
親
し
ん
だ
物
理
的
な
力
」、
す
な
わ
ち
「
ラ
イ
フ

ル
や
、
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
や
銃
剣
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
た
ち
の
利
益
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
の
だ
と
い
う
。
レ
ヴ
ィ
ン
に
よ
れ

ば
、
こ
う
し
た
傾
向
は
、
〔
ア
メ
リ
カ
に
〕
移
入
さ
れ
た
要
素
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
武
器
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
〔
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
〕
自
由
な
民
衆
の
見
解
が
衝
突
し
た
際
に
は
一
度
も
登
場
し
た
こ
と
の
な
か
っ
た
、
旧
世
界
の
封
建
制
度
に
特
異
な
も
の
」
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
暴
力
的
衝
動
に
駆
ら
れ
る
性
向
ゆ
え
に
、
移
住
者
は
「
よ
そ
者
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
比
べ
て
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
は
、
神
が
与
え
た
も
う
た
「
崇
高
な
統
治
体
制
」
の
も
と
で
、

合
理
的
で
、
義
務

を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
己
を
統
治
し
う
る
存
在
と
し
て
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
十
分
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
性
を

完
成
さ
せ
る
手
段
」
を
手
に
成
長
を
遂
げ
た
人
々
で
あ
っ
た18

）。
こ
の
「
崇
高
な
統
治
体
制
」
を
明
文
化
し
た
も
の
こ
そ
、
合
衆
国
憲
法
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ン
い
わ
く
、
憲
法
と
は
「
わ
れ
わ
れ
の
〔
交
わ
し
た
〕
政
治
契
約
の
箱
」
で
あ
り
、

合
衆
国
国
民
」（a

 
citizen

 
o
f th

e U
n
ited

 
S
ta
tes

）
と
は
、
こ
の
「
政
治
契
約
」
を
熟
知
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
政
治
的
権
利
を
付
与

さ
れ
た
者
を
意
味
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
は
、

物
理
的
な
力
」
を
振
り
か
ざ
す
「
よ
そ
者
」
に
た

い
し
て
も
、

自
由
人
の
尊
厳
に
お
い
て
…
…
道
徳
的
力
の
み
に
よ
っ
て
武
装
し
立
ち
向
か
」
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
事
実
そ
れ
を
実
践
し

て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る19

）。

第
二
の
根
拠
は
、
い
ず
れ
の
地
を
「
愛
着
あ
る
住
み
か
」（lo

v
e o

f h
o
m
e

）
と
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ン

の
見
る
と
こ
ろ
、
渡
米
し
た
外
国
人
は
、
ア
メ
リ
カ
で
暮
ら
し
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
心
は
依
然
と
し
て
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
し
て
き

た
〕
家
屋
敷
（h

o
m
estea

d

）
に
深
く
根
を
お
ろ
し
」
て
い
た20

）。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

生
ま
れ
故
郷
（n

a
tiv
e la

n
d

）
に
た
い
す
る
愛
と

は
、
生
来
的
で
、
尊
く
、
断
ち
が
た
い
（irra

d
ica
b
le

）
熱
い
思
い
〔
で
あ
り
〕
…
…
も
っ
と
も
尊
い
自
然
の
理
（n

a
tu
re’s m

o
st h

o
ly

 
d
ecree

）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
〔
一
朝
一
夕
に
〕
人
間
の
力
で
覆
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
「
政
治
的
迫
害
」
や
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「
飢
餓
」
が
、
移
住
者
を
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
離
れ
さ
せ
た
の
だ
と
し
て
も
、
こ
の
「
自
然
の
理
」
は
働
き
つ
づ
け
る
の
だ
と
い
う
。
だ

か
ら
こ
そ
、
帰
化
の
要
件
と
し
て
、
二
一
年
間
と
い
う
最
低
居
住
要
件
を
課
す
こ
と
が
必
要
な
の
だ
、
と
レ
ヴ
ィ
ン
は
述
べ
た
｜
｜
「
思

考
・
感
情
・
魂
に
お
け
る
馴
化
（n

a
tu
ra
liza

tio
n in m

in
d
,
in h

ea
rt,

in so
u
l

）
と
は
、
長
い
長
い
期
間
ア
メ
リ
カ
に
暮
ら
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
そ
者
が
最
初
に
抱
い
た
〔
生
ま
れ
故
郷
へ
の
〕
愛
を
忘
れ
る
こ
と
…
…
を
意
味
し
て
い
ま
す
」
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
「
生
ま
れ
故

郷
」
と
し
、
か
の
地
へ
の
思
い
を
残
し
て
い
る
者
は
、
外
国
人
で
あ
ろ
う
と
、
法
的
帰
化
を
お
え
た
「
自
称
ア
メ
リ
カ
国
民
」
で
あ
ろ
う
と
、

す
べ
か
ら
く
「
よ
そ
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
点
、

こ
の
地
に
抱
か
れ
、
民
主
的
諸
制
度
の
懐
で
育
て
ら
れ
た
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
が
、
外
国
人
移
住
者
に
比
べ

て
、
徳
に
お
い
て
「
優
っ
て
い
る
」（su

p
erio

r

）
こ
と
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
愛
郷
心
」（p

a
trio

tism

）
に
お
い
て
「
優
っ
て
い

る
」
こ
と
は
、
疑
う
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ホ
イ
ッ
グ
・
民
主
の
既
存
二
大
政
党
は
、

外
国
人
の
集
団
票
（b

a
n
d
ed

 
fo
reig

n
 
v
o
te

）
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
熱
心
に
な
る
あ
ま
り21

）」、
外
国
人
移
住
者
を
「
選
択
に
も
と
づ
く
国
民
」（“citizen

s b
y

 
ch
o
ice”

）、
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
を
訪
れ
た
外
国
人
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
家
体
制
に
共
鳴
し
、
ア
メ
リ
カ
国
民
に
な
る
こ
と
を
選
ん
だ

人
々
で
あ
る
と
「
事
実
を
歪
曲
」
し
て
ま
で
、
か
れ
ら
の
積
極
的
受
け
い
れ
を
訴
え
て
い
た
。
レ
ヴ
ィ
ン
に
い
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
暗
に
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
よ
り
も
移
住
者
の
方
が
、

わ
が
共
和
国
を
好
ま
し
く
思
っ
て
」
お
り
、

よ
り
優
れ
た
徳
と
強
い
愛
国

心
（p

a
trio

tism

）
を
抱
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
、
二
大
政
党
を
お
お
う
「〔
人
間
と
生
ま
れ
故

郷
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
〕
自
然
な
関
係
（n

a
tu
ra
l rela

tio
n
s

）
を
あ
や
ふ
や
に
し
、
ア
メ
リ
カ
と
ア
メ
リ
カ
の
制
度
に
た
い
す
る
愛
を
忘

れ
て
し
ま
っ
た
人
間
を
特
色
づ
け
る
無
節
操
さ
」
を
、
レ
ヴ
ィ
ン
は
強
く
非
難
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
〔
外
国
人
を
支
持
層
に

も
つ
〕
民
主
党
（D

em
o
cra

cy

）
は
…
…
外
国
的
要
素
（fo

reig
n
 
elem

en
t

）」
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
そ
し
て
「
ホ
イ
ッ
グ
主
義

（W
h
ig
ism

）
は
…
…
特
権
階
級
の
考
え
方
」
を
と
る
が
ゆ
え
に
、
〔
ア
メ
リ
カ
〕
人
民
の
権
利
」
よ
り
も
「
政
党
の
利
益
」
を
優
先
さ
せ

る
と
い
う
「
非
ア
メ
リ
カ
的
な
方
向
」（a

n
ti-A

m
erica

n co
u
rse

）
を
向
い
て
い
た
。
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こ
う
し
た
既
存
の
二
大
政
党
と
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
共
和
党
は
、

単
一
の
国
民
性
（u
n
ity o

f n
a
tio
n
a
l ch

a
ra
cter

）
を
確
立
す
る
こ

と
に
役
立
つ
、
完
全
に
ア
メ
リ
カ
的
な
手
段
や
政
策
、
…
…
外
国
的
な
も
の
と
対
照
比
較
し
て
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
は
何
で
も
支
持
す
る
」

と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た22

）。
こ
う
し
た
同
党
の
政
治
方
針
を
、
レ
ヴ
ィ
ン
は
さ
ら
に
こ
う
概
括
し
た
｜
｜
「
わ
れ
わ
れ
〔
ア
メ
リ
カ
共
和

党
〕
は
、
こ
の
国
の
す
べ
て
の
住
民
が
こ
の
国
と
完
全
に
一
体
と
な
る
こ
と
（b

e id
en
tica

l w
ith th

e co
u
n
try

）
を
望
ん
で
い
ま
す
。

〔
そ
れ
ゆ
え
〕
わ
が
党
は
、
こ
の
国
の
す
べ
て
の
住
民
に
、
わ
が
ワ
シ
ン
ト
ン
信
条
（o

u
r W

a
sh
in
g
to
n creed

）
を
奉
じ
て
ほ
し
い
と
考

え
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
〔
住
民
と
国
家
と
の
一
体
化
〕
が
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
教
え
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
彼
の
教
え
が
、
わ
が
国
の
偉
大

な
憲
法
の
文
字
と
精
神
を
形
づ
く
っ
て
い
る
か
ら
で
す
」。
ワ
シ
ン
ト
ン
に
た
い
す
る
敬
愛
の
念
は
、
〔
ア
メ
リ
カ
で
の
〕
生
誕
に
よ
っ
て

〔
国
民
と
し
て
の
〕
資
格
を
え
た
者
た
ち
（a fello
w
sh
ip o

f b
irth

rig
h
t

）
に
は
自
然
に
生
じ
る
感
情
」
で
あ
り
、

ワ
シ
ン
ト
ン
信
条
」

が
い
か
に
「
慈
し
ま
れ
て
い
る
の
か
」
は
、

お
し
ゃ
べ
り
な
政
治
家
や
騒
々
し
い
デ
マ
ゴ
ー
グ
」
で
は
な
く
、
〔
一
般
家
庭
の
〕
母
親
た

ち
や
そ
の
娘
た
ち
、
あ
る
い
は
父
親
た
ち
や
そ
の
息
子
た
ち
」
｜
｜
い
う
な
れ
ば
、
ご
く
普
通
の
ア
メ
リ
カ
人
｜
｜
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
れ

ば
、
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、

建
国
の
父
」
で
あ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
を
敬
い
、

こ
の
国
の
す
べ
て

の
住
民
」
が
「
こ
の
国
と
完
全
に
一
体
に
な
る
こ
と
」
を
望
ん
だ
「
父
」
の
「
教
え
」
を
守
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
愚
直
に
実
践
し
つ
づ

け
る
人
々
こ
そ
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
な
の
で
あ
っ
た
。

三
節

偉
大
な
大
義
の
共
同
相
続
人
」

ホ
イ
ッ
グ
党
、
民
主
党
の
別
な
く
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
些
か
な
り
と
も
理
解
を
示
す
議
員
は
、
ひ
と

り
も
い
な
か
っ
た
。

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
批
判
の
た
め
、
数
名
の
議
員
が
壇
上
に
立
っ
た
が
、
そ
の
論
調
は
ほ
ぼ
共
通
し

て
い
た23

）。
か
れ
ら
は
一
様
に
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
外
国
人
観
、
す
な
わ
ち
、
外
国
人
移
住
者
を
「
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
諸
権
利
に
馴
染
み
が
な
い

（78-３- ）749 403
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人
々
」
と
す
る
見
立
て
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
。
ミ
ズ
ー
リ
州
選
出
の
民
主
党
議
員
ボ
ー
リ
ン
（Ja

m
es B

.
B
o
w
lin

）
は
、
外
国
人
移

住
者
を
「
自
由
へ
の
愛
に
促
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
来
る
こ
と
を
選
ん
だ
」
人
々
と
語
り
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
外
国
人
評
は
、

外
来
市
民
」

（a
d
o
p
ted

 
citizen

s

）
に
た
い
す
る
「
名
誉
毀
損
」
で
あ
る
と
一
蹴
し
た24

）。
外
国
人
移
住
者
は
、

慣
れ
親
し
ん
だ
〔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〕
住

み
か
（h

o
m
es

）
や
何
も
か
も
を
捨
て
」
て
、
大
洋
を
渡
る
と
い
う
大
き
な
決
断
を
し
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
時
点
で
か
れ
ら
は
、
外

国
に
属
す
る
こ
と
を
辞
め
た
の
だ
。
ボ
ー
リ
ン
い
わ
く
、
〔
移
住
者
が
〕
わ
れ
わ
れ
の
諸
制
度
に
馴
染
ん
だ
ら
す
ぐ
に
…
…
偉
大
な
大
義
の

共
同
相
続
人
」
と
し
て
迎
え
入
れ
る
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
人
に
課
せ
ら
れ
た
責
任
」
で
あ
っ
た25

）。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
選
出
の
ホ

イ
ッ
グ
党
議
員
ハ
ン
ト
（W

a
sh
in
g
to
n
 
H
u
n
t

）
は
、
外
国
人
の
移
住
動
機
を
「
わ
が
国
の
法
と
諸
制
度
に
従
う
た
め
、
そ
し
て
憲
法
に

も
と
づ
く
自
由
と
人
類
の
発
展
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
〔
ア
メ
リ
カ
人
〕
を
助
け
る
た
め
」
と
解
説
し
た26

）。
ア
メ
リ
カ
人
の
「
友
や
兄
弟
と
し

て
」
こ
の
地
を
め
ざ
し
た
移
住
者
が
上
陸
す
る
と
き
、
か
れ
ら
の
心
の
う
ち
に
は
「
わ
れ
わ
れ
〔
ア
メ
リ
カ
人
〕
と
同
じ
危
険
、
同
じ
運
命

に
お
い
て
団
結
す
る
」
と
い
う
強
い
決
意
が
湧
き
上
が
る
の
だ
と
い
う27

）。

サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
選
出
の
民
主
党
議
員
シ
ム
ス
（A

lex
a
n
d
er D

.
S
im
s

）
は
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
概
括
し
て
み
せ

た
。

要
す
る
に
レ
ヴ
ィ
ン
氏
は
、
外
国
人
は
貧
し
く
無
知
（ig

n
o
ra
n
t

）
だ
か
ら
、
か
れ
ら
に
市
民
的
諸
権
利
（rig

h
ts
 
o
f
 
citizen

-

sh
ip

）
を
与
え
る
の
は
二
一
年
間
先
延
ば
し
し
よ
う
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
…
…
こ
れ
は
、
富
と
教
養
の
あ
る
者
だ
け
が
、
大
衆

（m
a
sses

）
を
支
配
す
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
独
立
戦
争
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
人
が
打
倒
し

た
異
端
（h

eresy

）
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か

…
…
も
し
氏
の
よ
う
な
考
え
方
が
支
配
的
に
な
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
わ
が
国
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
暴
政
（E

u
ro
p
ea
n ty

ra
n
n
y

）
の
ド
グ
マ
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う28

）。

（法政研究78-３- ）404 750

論 説



「
ネ
イ
テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
内
包
す
る
の
は
、
貧
困
と
無
知
を
理
由
に
政
治
的
権
利
を
与
え
な
い
と
い
う
、
ま
さ
し
く
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
的
な
発
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
「
異
端
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
渡
米
し
た
外
国
人
移
住
者
が

た
と
え
「
貧
し
く
無
知
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
そ
れ
を
克
服
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
、
と
ハ
ン
ト
は
レ
ヴ
ィ
ン
に
反

論
し
た
｜
｜
「
移
住
者
は
貧
し
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
…
…
〔
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
人
は
〕
こ
こ
に
は
広
大
な
土
地
が
開
け
て
お
り
、
こ
こ
で

は
真
面
目
に
働
け
ば
確
か
な
報
酬
が
え
ら
れ
、〔
さ
ら
に
〕
満
足
と
、
自
立
と
、
責
任
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
る
〔
環
境
が
存
在
し
て
い

る
〕
こ
と
を
、
誇
る
べ
き
で
し
ょ
う29

）」。
ハ
ン
ト
と
同
じ
く
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
選
出
の
ホ
イ
ッ
グ
党
議
員
デ
ィ
キ
ソ
ン
（Ja

m
es

 
D
ix
o
n

）
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
労
働
が
「
新
し
い
富
の
資
源
」
を
、
そ
し
て
教
育
が
「
政
治
的
責
任
」
を
移
住
者
に
与
え
る
こ
と
を

指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
レ
ヴ
ィ
ン
批
判
を
締
め
く
く
っ
た
。

何
ら
〔
排
斥
す
る
〕
理
由
が
な
い
と
す
れ
ば
、
今
は
外
国
人
住
民
を
執
拗
に
攻
撃
す
る
と
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
…
…
わ
れ
わ
れ
は
、
わ

が
国
の
移
住
者
の
大
半
が
や
っ
て
き
た
国
〔
イ
ギ
リ
ス
〕
と
の
戦
争
前
夜
に
あ
り
ま
す
。〔
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
〕
わ
が
国

の
同
胞
と
、
外
来
市
民
と
の
あ
い
だ
に
、
敵
意
を
煽
る
べ
き
時
な
の
で
し
ょ
う
か
。
…
…
も
し
わ
が
国
が
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
す

れ
ば
…
…
出
自
（o

rig
in

）
や
生
誕
地
（b

irth
-p
la
ce

）
と
い
う
些
末
な
問
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
党
派
的
問
題
と
同
じ
く
、
忘
れ
ら
れ
る

で
し
ょ
う
。
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
も
外
国
生
ま
れ
も
、
こ
の
み
な
の
国
（th

eir co
m
m
o
n
 
co
u
n
try

）
を
ま
も
る
た
め
に
団
結
し
、
侵

略
し
て
く
る
共
通
の
敵
と
戦
う
で
し
ょ
う
。

戦
争
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
な
か
で
、
外
国
人
移
住
者
に
た
い
す
る
悪
感
情
を
煽
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
は
、

下
院
の
両
側
か
ら
」
激
し
い
非
難
が
浴
び
せ
ら
れ
た30

）。
こ

れ
ら
の
非
難
に
応
え
る
形
で
、
レ
ヴ
ィ
ン
が
再
び
ま
と
ま
っ
た
演
説
を
お
こ
な
っ
た
の
は
、
翌
一
八
四
六
年
四
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る31

）。
反
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論
す
る
に
あ
た
っ
て
レ
ヴ
ィ
ン
が
特
に
執
着
し
た
の
は
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
、
外
国
人
の
権
利
を
抑
圧
す
る
排
他
的

主
張
と
批
判
し
た
同
僚
議
員
た
ち
の
評
価
を
く
つ
が
え
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
批
判
は
、

市
民
的
諸
権
利
」

（civ
il rig

th
s

）
と
参
政
権
と
を
厳
格
に
区
別
す
る
こ
と
で
、
容
易
に
論
駁
で
き
る
と
い
う
｜
｜
「〔
法
的
〕
帰
化
が
付
与
す
る
権
利
と
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
民
に
〔
の
み
〕
備
わ
っ
て
い
る
権
利
…
…
〔
す
な
わ
ち
〕
投
票
す
る
権
利
、
そ
し
て
公
職
に
つ
く
権
利
で
す
。
そ
れ

以
外
の
何
も
の
も
、
帰
化
が
付
与
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
市
民
的
諸
権
利
は
帰
化
に
先
立
っ
て
存
在
し
付
与
さ
れ
る
権
利
だ

か
ら
で
す32

）」。
た
と
え
「
よ
そ
者
」
が
、
二
一
年
間
は
参
政
権
を
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
「
市
民
的
諸
権
利
」
に
か
ん
し

て
は
完
全
に
保
護
さ
れ
て
い
る33

）。
な
ぜ
な
ら
「
市
民
的
諸
権
利
」
は
、

独
立
宣
言
」
に
謳
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
類
普
遍
の
権
利
だ
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
参
政
権
は
、
合
衆
国
憲
法
が
「
ア
メ
リ
カ
人
」
だ
け
に
与
え
た
排
他
的
な
特
権
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、

統

治
体
制
（p

o
lity

）
が
人
間
本
能
（in

stin
cts

）
を
統
制
す
る
限
り
に
お
い
て
、
国
の
平
和
と
安
全
に
と
っ
て
不
可
欠
な
、
均
質
的
な
感
情

が
生
み
だ
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
均
質
な
感
情
」
の
根
幹
を
な
す
の
が
「
愛
郷
と
い
う
感
覚
」（feelin

g
s o
f p
a
trio

tism

）

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
レ
ヴ
ィ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、

外
国
君
主
へ
の
忠
誠
心
を
捨
て
き
れ
て
い
な
い
よ
そ
者
」
に
参
政
権
を
付
与
し
な

い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
外
国
人
に
た
い
す
る
排
斥
で
も
、
迫
害
で
も
な
か
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
主
権
者
（ru

lers

）
は
ア
メ
リ
カ
人

で
あ
る
」
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
至
極
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

四
節

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界
」
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
人
」
の
境
界
線

レ
ヴ
ィ
ン
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
っ
て
、
下
院
本
会
議
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
で

あ
っ
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
議
論
を
手
が
か
り
に
、
一
八
四
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
「
非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」

と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
に
非
ざ
る
も
の

と
は
、
ま
ず
も
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
意
味
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
き
わ

め
て
単
純
に
考
え
れ
ば
、

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
で
生
ま
れ
育
っ
た
者
を
特
徴
づ
け
る
資
質
で
あ
り
、

非

ア
メ
リ
カ

人

性
」
と
は
、
ア
メ
リ
カ
以
外
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
生
ま
れ
育
っ
た
者
を
特
徴
づ
け
る
資
質
を
指
し
示
す
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、

非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」

と
を
隔
て
る
境
界
線
は
、
単
に
生
誕
地
に
も
と
づ
い
て
引
か
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
レ
ヴ
ィ
ン
も
、
反
レ
ヴ
ィ
ン
派
も
、
み

ず
か
ら
と
は
異
な
る
意
見
を
も
つ
同
胞
に
た
い
し
て
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
」
と
の
レ
ッ
テ
ル
を
は
っ
て
非
難
し
て
い
た
。

ア
メ
リ
カ
生
ま

れ

と

外
国
生
ま
れ

と
の
差
異
だ
け
で
な
く
、

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ

同
士
の
あ
い
だ
に
あ
る
差
異
に
も
、

ア
メ
リ
カ
」
対
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
」
と
い
う
図
式
が
当
て
は
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
を
考
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
確

認
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
最
初
の
手
が
か
り
は
、
ア
メ
リ
カ
研
究
者
古
矢
旬
の
ア
メ
リ
カ
論
で
あ
る34

）。
古
矢
に
よ
れ
ば
、
一
九
世

紀
の
ア
メ
リ
カ
は
、
主
と
し
て
、

辺
境
」
と
「
聖
地
」
と
い
う
二
つ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。

辺
境
」
と
し
て
の
ア

メ
リ
カ
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ＝

文
明

が
大
西
洋
を
こ
え
て
西
へ
と
波
及
し
た
、
そ
の
最
先
端
を
意
味
し
て
お
り
、
他
方
、

聖
地
」
と
し

て
の
ア
メ
リ
カ
と
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ＝

腐
敗

を
ま
ぬ
が
れ
う
る
最
果
て
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

か
ら
の
「
隔
た
り
」
が
も
つ
意
味
を
二
重
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
隔
た
り
」
は
「
断
絶
」

で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
完
全
に
分
離
し
た
別
個
の
存
在
で

は
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
文
芸
批
評
家
花
田
清
輝
は
、
ア
メ
リ
カ
文
学
の
形
成
段
階
を
た
ど
っ
た
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

そ
れ
〔
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
〕
は
客
観
的
に
は
、
一
つ
の
世
界
の
他
の
世
界
へ
移
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
中
間
的
な
世
界
、
二
つ
の
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世
界
の
特
質
と
影
響
と
が
、
始
終
、
か
ら
み
あ
い
、
も
つ
れ
あ
っ
て
い
る
世
界
、
潮
の
干
満
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
、
遠
心
力
が
働
い
て

い
る
れ
ば
、
か
な
ら
ず
求
心
力
も
ま
た
働
い
て
い
る
世
界
で
あ
〔
る
。〕
…
…
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
は
、
線
で
も
な
け
れ
ば
、
帯
で
も
な

く
、
相
互
に
規
定
し
あ
う
二
つ
の
世
界
の
い
ず
れ
に
も
ま
た
が
り
、
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
契
機
を
み
ず
か
ら
の
な
か
に
含
み
な
が
ら
、

徐
々
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
、
堂
々
た
る
一
箇
の
世
界
な
の
だ35

）。

こ
こ
で
花
田
の
い
う
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
は
、

西
漸
運
動
の
西
限
に
あ
た
る
未
開
地
」
と
い
う
一
般
的
な
意
味
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
全
体
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
と
い
う
「
二
つ
の
世
界
の
特
質
と
影
響
と
が
、
始
終
、
か

ら
み
あ
い
」、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
う
「
遠
心
力
」
と
ア
メ
リ
カ
に
向
う
「
求
心
力
」
と
が
同
時
に
働
い
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
「
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア
の
世
界
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
花
田
が
「
地
図
の
上
か
ら
、
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ラ
イ
ン
が
、
す
が
た
を
消
す
と
と
も

に
、
は
じ
め
て
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
世
界
は
確
立
す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
や
、
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
文
学
の
確
立
を
み
る
彼
の
立
場
か
ら

し
て
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う36

）。
か
り
に
、
古
矢
の
い
う
よ
う
に
、
一
九
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
が
そ
も
そ
も
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う

「
二
つ
の
世
界
」
を
内
包
し
た
国
で
あ
り
、
そ
し
て
花
田
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
そ
こ
に
は
、
旧
世
界
に
向
う
「
遠
心
力
」
と
新
世
界
へ
の

「
求
心
力
」
と
が
と
も
に
働
い
て
い
た
と
し
よ
う
。
ま
た
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
村
田
の
い
う
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
人

的
な
る

も
の
の
意
味
」
と
は
「
非

ア
メ
リ
カ
人

的
な
る
も
の
」
を
参
照
す
る
こ
と
で
よ
う
や
く
「
状
況
依
存
的
に
確
定
さ
れ
る
」
の
だ
と
し
よ

う
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
わ
た
し
た
ち
は
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
議
論
か
ら
、

非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
の
あ
い
だ
に
、
ど
の
よ
う
な
境
界
線
が
措
定
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

レ
ヴ
ィ
ン
の
議
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、

生
ま
れ
故
郷
」
に
た
い
す
る
愛
着
が
、
人
の
性
格
や
行
動
様
式
を
規
定
す
る
こ
と
へ
の
確
信

で
あ
っ
た
。

愛
郷
心
」
を
抱
い
て
い
る
「
世
界
」
が
異
な
る
が
ゆ
え
に
、
外
国
人
移
住
者
は
「
よ
そ
者
」
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
よ

そ
者
」
に
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
「
忠
誠
心
」
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
レ
ヴ
ィ
ン
は
主
張
し
、
移
住
者
に
た
い
し
て
、
長
期
の
滞
米

（法政研究78-３- ）408 754

論 説



生
活
を
と
お
し
て
ア
メ
リ
カ
に
「
馴
化
」
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
生
ま
れ
故
郷
」
へ
の
愛
着
を
忘
れ
去
る
こ
と
を
も
と
め
た
。
換
言
す
れ
ば
、

移
住
者
に
た
い
し
て
、
二
一
年
間
と
い
う
時
間
的
幅
を
も
っ
た
境
界
線
を
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
る
も
の
」
に
背
を
向
け
て
一
歩
ず
つ
歩
み
、

最
終
的
に
は
「
ア
メ
リ
カ
的
な
る
も
の
」
の
側
へ
と
超
え
来
る
こ
と
を
も
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
移
住
者
に
た
い
す
る
こ
の
極
め
て
過
酷
な

要
求
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
思
い
の
断
ち
難
さ
を
、
レ
ヴ
ィ
ン
が
よ
く
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
、
花
田
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ

ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
と
向
う
「
遠
心
力
」
は
、
渡
米
間
も
な
い
移
住
者
だ
け
で
な
く
、
植
民
者
を
祖
先
と
す
る
ア
メ
リ
カ
人
に
も
、
及
ん
で

い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
遠
心
力
」
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」
を
確
定
す
る
こ

と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
選
出
の
民
主
党
議
員
ヴ
ェ
デ
ィ
ン
ガ
ー
（H

en
ry B

ed
in
g
er

）
は
、

も
と
を
た
ど

れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
〔
ア
メ
リ
カ
人
〕
は
み
な
外
国
人
だ
っ
た
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
、
外
国
人
移
住
者
に
た
い
す
る
「
寛
容
の
精
神
」
を

レ
ヴ
ィ
ン
に
説
い
た37

）。
し
か
し
レ
ヴ
ィ
ン
に
い
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
筋
違
い
の
論
理
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、

も
と
を
た
ど
れ
ば

…
…
み
な
外
国
人
だ
っ
た
」
か
ら
こ
そ
、
外
国
人
移
住
者
に
は
、
か
れ
ら
の
ま
と
う
「
非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
を
徹
底
的
に
削
ぎ
落
と
し
、

ア
メ
リ
カ
へ
の
完
全
な
る
「
馴
化
」
を
要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
レ
ヴ
ィ
ン
は
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ

人
」
と
「
よ
そ
者
」
と
を
隔
て
る
境
界
線
が
、
き
わ
め
て
不
確
か
な
そ
れ
で
し
か
な
い
こ
と
を
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う38

）。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
帰
化
条
件
の
厳
格
化
を
一
顧
だ
に
し
な
い
二
大
政
党
に
た
い
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ン
が
強
く
反
発
し
た
の
は
当
然
と

い
え
よ
う
。
レ
ヴ
ィ
ン
の
み
る
と
こ
ろ
、
二
大
政
党
は
、
外
国
人
が
「
非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
を
ま
と
っ
た
ま
ま
法
的
に
帰
化
し
、
ま
が

り
な
り
に
も
「
ア
メ
リ
カ
人
」
の
一
員
と
な
る
こ
と
に
、
何
の
危
険
も
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
そ
れ
は
、

ア
メ
リ

カ
人

性
」
の
意
味
を
曖
昧
模
糊
と
し
た
も
の
に
す
る
、
ま
さ
に
、

ア
メ
リ
カ
と
ア
メ
リ
カ
の
制
度
に
た
い
す
る
愛
」
を
忘
れ
た
ふ
る
ま

い
で
あ
っ
た
。
二
大
政
党
の
こ
う
し
た
態
度
を
、
レ
ヴ
ィ
ン
は
「
非
ア
メ
リ
カ
的
」
と
断
罪
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
、
ア

メ
リ
カ
を
愛
す
る
が
ゆ
え
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
性
」
が
発
現
す
る
こ
と
に
厳
酷
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
、
そ
の
よ
う
な

存
在
と
し
て
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
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他
方
、
反
レ
ヴ
ィ
ン
派
議
員
た
ち
は
、
外
国
人
移
住
者
を
、

ア
メ
リ
カ
人
」
へ
の
仲
間
入
り
を
希
望
す
る
「
友
や
兄
弟
」
と
し
て
語
っ

た
。
圧
倒
的
な
「
求
心
力
」
を
も
っ
た
「
自
由
へ
の
愛
」
こ
そ
が
、
外
国
人
を
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
捨
て
さ
せ
ア
メ
リ
カ
を
選
ば
し
め
た

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
移
住
者
は
、
か
つ
て
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
相
似
の
存
在
で
あ
っ
た39

）。
大
洋
を
渡
る
こ
と
は
、

非

ア

メ
リ
カ
人

性
」
と
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
を
分
か
つ
境
界
線
を
越
え
る
こ
と
に
等
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
移
住
を
意

義
づ
け
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
由
の
抑
圧
を
印
象
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
翻
っ
て
、
自
由
を
愛
し
、
謳
歌
す
る
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」

が
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
る
。
こ
う
し
た
対
抗
的
国
民
像
は
、
開
拓
や
工
業
の
発
展
に
必
要
な
労
働
力
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
呼
び
寄
せ
る
う

え
で
も
、
北
米
大
陸
に
お
け
る
領
土
膨
張
政
策
を
「
明
白
な
る
運
命
」
と
し
て
正
当
化
す
る
う
え
で
も
、
大
い
に
有
用
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
レ
ヴ
ィ
ン
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
、
そ
う
し
た
移
住
の
意
義
づ
け
を
、
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
外
国
人
移
住
者
の
う
ち
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
断
ち
が
た
い
望
郷
の
念
を
認
め
、
か
れ
ら
の
ア
メ
リ
カ
に
た
い
す
る

「
忠
誠
心
」
に
猜
疑
の
目
を
向
け
た
。
こ
う
し
た
外
国
人
観
を
と
ら
ま
え
、
た
と
え
ば
民
主
党
議
員
ボ
ー
リ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
共
和
党
を

「
迫
害
と
い
う
激
情
を
政
治
的
な
糧
と
す
る
、
利
己
的
で
、
排
他
的
な
集
団
」
で
あ
り
「
政
党
（p

a
rty

）
と
呼
ぶ
に
値
し
な
い
…
…
徒
党

（fa
ctio

n

）」
と
非
難
し
、
あ
る
い
は
ホ
イ
ッ
グ
党
議
員
ハ
ン
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
共
和
党
の
政
策
を
「
ア
メ
リ
カ
人
に
大
半
に
広
が
っ
て
い

る
公
平
な
精
神
に
反
す
る
…
…
非
現
実
的
で
ば
か
げ
た
」
そ
れ
と
糾
弾
し
た
。
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ
共
和
党
が
、
北
部
大
都
市
に
お
い
て

一
定
の
支
持
を
集
め
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
民
主
・
ホ
イ
ッ
グ
そ
れ
ぞ
れ
の
支
持
層
が
掘
り
崩
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
っ
た40

）。
ボ
ー
リ
ン
は
、
ア
メ
リ
カ
共
和
党
の
真
の
狙
い
を
、

政
治
体
制
の
浄
化
」
で
は
な
く
、
外
国
人
を
「
排
斥

す
る
こ
と
」
だ
と
冷
評
し
た
が
、
そ
ん
な
彼
も
、
そ
う
し
た
企
図
が
、
労
働
力
の
確
保
と
い
う
国
家
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
「
拙
策
」

（im
p
o
licy

）
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
「
不
人
気
」
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た41

）。
素
朴
な
排
外
感
情
が
、
北
部
大
都
市

に
暮
ら
す
ア
メ
リ
カ
人
住
民
の
う
ち
に
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ

ム
」
を
、
泡
沫
政
党
の
「
ば
か
げ
た
」
議
論
と
し
て
放
任
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
反
レ
ヴ
ィ
ン
派
議
員
は
、
生
誕
地
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を
重
視
す
る
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
の
発
想
を
、

生
ま
れ
」
が
境
遇
を
決
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
身
分
制
に
な
ぞ
ら
え
、
ア

メ
リ
カ
の
「
異
端
」
と
表
現
し
た
。
そ
れ
は
引
き
も
返
さ
ず
、

自
由
へ
の
愛
」
さ
え
あ
れ
ば
、
外
国
人
移
住
者
の
「
生
ま
れ
」
を
問
う
こ

と
な
く
、
同
胞
と
し
て
歓
迎
す
る
と
い
う
、
み
ず
か
ら
の
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」
を
強
調
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

お

わ

り

に

レ
ヴ
ィ
ン
の
演
説
を
契
機
と
し
て
、
下
院
本
会
議
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
議
論
と
は
、

以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
「
生
ま
れ
故
郷
」
へ
の
愛
着
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
外
国
人

移
住
者
を
、
法
的
帰
化
と
は
無
関
係
に
、

よ
そ
者
」
と
規
定
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
「
よ
そ
者
」
の
政
治
参
加
に
頓
着
な
い
二
大
政
党
は

「
非
ア
メ
リ
カ
的
な
方
向
」
を
向
い
て
い
る
と
非
難
し
た
。

よ
そ
者
」
と
二
大
政
党
が
、
ア
メ
リ
カ
の
う
ち
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
性
」
を
現
前

さ
せ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
帰
化
法
を
修
正
し
、
住
民
の
あ
い
だ
に
「
均
質
な
感
情
」、
す
な
わ
ち
「
ア
メ
リ
カ
と
ア
メ
リ
カ
の

制
度
に
た
い
す
る
愛
」
を
陶
冶
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
は
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
だ

と
い
う
の
で
あ
る
。
レ
ヴ
ィ
ン
の
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
こ
う
し
て
、
ア
メ
リ
カ
を
「
生
ま
れ
故
郷
」
と
す
る
が
ゆ
え
に
、

愛
郷
心
」
が
す
な
わ
ち
「
愛
国
心
」
で
も
あ
る
と
い
う
「
自
然
な
関
係
」
を
楯
に
取
る
こ
と
で
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
に

く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
他
方
、
反
レ
ヴ
ィ
ン
派
議
員
に
と
っ
て
、
外
国
人
は
、
渡
米
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で

に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
決
別
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
誕
地
が
ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
外
国
人
移
住

者
か
ら
長
期
に
わ
た
っ
て
政
治
的
権
利
を
剥
奪
し
よ
う
と
す
る
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
は
、
自
由
を
圧
殺
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
暴
政
」
を
ア
メ
リ
カ
に
打
ち
た
て
よ
う
と
す
る
試
み
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
反
レ
ヴ
ィ
ン
派
議
員
は
、
一
方
で
、
移
住

を
「
自
由
へ
の
愛
」
の
発
現
と
み
な
し
て
、
移
住
者
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
断
絶
を
自
明
視
し
、
他
方
、

生
ま
れ
」
と
「
ア
メ
リ
カ
人
」
と

（78-３- ）757 411
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し
て
の
資
質
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
主
張
し
て
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
奉
じ
る
「
一
部
の
少
数
派
」
と
の
あ
い
だ
に
一

線
を
引
い
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
を
希
求
す
る
訪
問
者
を
歓
待
す
る
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
、
み
ず
か
ら
を
提
示
し
た
の
で

あ
っ
た
。

以
上
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
論
争
を
手
が
か
り
に
、
一
八
四
〇
年
代
半
ば
に
お
け
る
「
非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
の
関
係
性
、
お
よ
び
そ
の
関
係
性
の
な
か
で
措
定
さ
れ
た
境
界
線
を
析
出
す
る
と
い
う
本
稿
の
目
的
に

か
ん
し
て
は
、
一
応
の
結
論
を
み
た
。
し
か
し
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
そ
う
し
た
境
界
線
が
引
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点

に
か
ん
し
て
は
、
紙
幅
の
関
係
上
、
本
稿
で
は
十
分
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
の
課
題
と
す
る
た
め
に
も
、
一
点
だ
け
指
摘
し
て

か
ら
、
稿
を
閉
じ
た
い
。

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
に
非
ざ
る
も
の

と
は
、
す
な
わ

ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
意
味
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
包
含
す
る
も
の

で
は
な
い
。
論
争
の
な
か
で
あ
が
っ
た
具
体
的
な
国
名
｜
｜
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
ペ
イ
ン
｜
｜
か
ら
推

察
し
て
も
、
論
者
ら
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
す
る
地
域
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

よ
そ
者
」
╱
「
大
義
の
共
同
相
続
人
」
と
し
て
語
ら
れ
た
外・
国・
人・
移
住
者
と
は
、
あ
く
ま
で
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
周
辺
地
域
の
出
身
者
に
限
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
敢
え
て
こ
の
点
に
こ
だ
わ
る
の
は
、

非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
を
名
指
す
こ
と
で
は
じ
め
て
「

ア
メ
リ
カ
人

性
」
が
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
誰
に
「
非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
が
投
影
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
は
き
わ
め
て
重

要
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
時
す
で
に
ア
メ
リ
カ
で
生
活
し
て
い
な
が
ら
、

非

ア
メ
リ
カ
人

性
」
を
投
影
す
る
対
象
に
さ
れ

な
か
っ
た
人
々
｜
｜
黒
人
奴
隷
、
ア
メ
リ
カ
先
住
民
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以
外
か
ら
の
移
住
者
｜
｜
は
、

ア
メ
リ
カ
人

性
」
と
は
無
縁
の

存
在
と
し
て
捨
て
置
か
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

国
民
」
を
関
係
概
念
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

非
国
民
性
」
と
「
国
民
性
」
と
の
あ

い
だ
に
措
定
さ
れ
た
境
界
線
は
も
ち
ろ
ん
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
っ
た
境
界
線
を
も
注
視
し
な
が
ら
、

国
民
」
が
「
状
況
依
存
的

に
確
定
さ
れ
る
」
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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１
）

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（
白
石
さ
や
・
白
石
隆
訳
）『
増
補

想
像
の
共
同
体
｜
｜
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一

九
九
七
年
）
二
四
頁
。

２
）

赤
坂
憲
雄
『
内
な
る
他
者
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）
五
八
頁
。

３
）

村
田
勝
幸
『

ア
メ
リ
カ
人

の
境
界
と
ラ
テ
ィ
ー
ノ
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
｜
｜
「
非
合
法
移
民
問
題
」
の
社
会
文
化
史
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇

〇
七
年
）
二
七
頁
。

４
）

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
、
歴
史
的
反
復
性
を
も
っ
た
現
象
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
質
は
、
一
九
世
紀
末
を
境
に
変
化
し
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
変
質
を
う
か
が
わ
せ
る
の
が
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
」
と
い
う
語
義
の
変
化
で
あ
る
。
文
学
者
今
福
龍
太
に
よ
れ
ば
、
も
と
も
と
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
」

と
は
、

特
定
の
場
所
に
生
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
場
所
に
帰
属
を
持
つ
人
々
の
こ
と
を
統
一
的
に
指
し
示
す
、
き
わ
め
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
言
葉
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
人
類
学
興
隆
と
と
も
に
、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
」
は
次
第
に
、

民
族
」
や
「
人
種
」
と
い
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
概
念

と
し
て
の
意
味
合
い
を
強
め
て
い
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
う
し
た
今
福
の
指
摘
を
踏
ま
え
れ
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
以
降
、n

a
tiv
e A

m
erica

n

が
主
と
し

て
、

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
の
ア
メ
リ
カ
人
」
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
ア
メ
リ
カ
先
住
民
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
は
、
説
明
が
つ
く
。
期
を
同
じ
く

し
て
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
も
、

外
国
生
ま
れ
」
か
否
か
で
は
な
く
、

白
人
性
」（w

h
iten

ess

）
を
備
え
て
い
る
か
否
か
を
準
拠
枠
と
す
る
排
斥
運
動
へ

と
転
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
村
田
の
前
掲
書
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
の
「
人
種
化
さ
れ
た
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
」（ra

cia
lized

 
n
a
tiv
ism

）
を
考
察

す
る
こ
と
で
、
現
代
に
お
け
る
「
ア
メ
リ
カ
人
」
の
境
界
を
描
き
出
し
た
、
非
常
に
有
益
な
研
究
で
あ
る
。
た
だ
し
筆
者
の
現
在
の
関
心
は
、
ネ
イ
テ
ィ

ヴ
ィ
ズ
ム
の
原
型
を
つ
か
む
こ
と
に
あ
る
た
め
、
本
稿
の
い
う
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
「
人
種
化
」
以
前
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

ネ

イ
テ
ィ
ヴ
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
今
福
龍
太
『
ク
レ
オ
ー
ル
主
義
﹇
新
装
版
﹈』

青
土
社
、
一
九
九
四
年
）
一
四
頁
。

５
）

拙
論
「
ラ
イ
マ
ン
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
の
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
｜
｜
教
育
と
信
仰
復
興
に
よ
る
国
民
統
合
」『
ア
メ
リ
カ
研
究
』
第
四
〇
号
（
二
〇
〇
六

年
）。

６
）

ア
メ
リ
カ
共
和
党
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。L

o
u
is D

.
S
cisco

,
“P
o
litica

l N
a
tiv
ism

 
in
 
N
ew
 
Y
o
rk
 
S
ta
te,”

S
tu
d
ies
 
in

 
h
istory,

econ
om
ics,

an
d
 
pu
blic law

,
8
(N
ew
 
Y
o
rk
:
T
h
e C

o
lu
m
b
ia U

n
iv
ersity P

ress,
1901):

C
h
.2.;

D
a
le T

.
K
n
o
b
el,
“A
m
erica for

 
th
e A

m
erican

s”:
T
h
e N

ativist M
ovem

en
t in

 
th
e U

n
ited

 
S
tates

(N
ew
 
Y
o
rk
:
T
w
a
y
n
e P

u
b
lish

ers,
1996):

C
h
.2.;

Jo
h
n H

.
L
ee,

T
h
e

 
O
rigin

 
an
d
 
P
rogress of th

e A
m
erican

 
P
arty in

 
P
olitics:

E
m
bracin

g a C
om
plete H

istory of th
e P

h
ilad

elph
ia R

iots in
 
M
ay an

d
 

Ju
ly,

1
8
4
4
(1855:

rep
rin
t,
N
ew
 
Y
o
rk
:
B
o
o
k
s fo

r L
ib
ra
ries P

ress,
1970);

H
en
ry R

.
M
u
eller,

T
h
e
 
W
h
ig
 
P
arty in

 
P
en
n
sylvan

ia

(N
ew
 
Y
o
rk
:
C
o
lu
m
b
ia U

n
iv
ersity

,
1922;

rep
rin
t,
N
ew
 
Y
o
rk
:
A
M
S P

ress,
1969

）.

７
）

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
か
ら
四
名
、
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
か
ら
二
名
が
選
出
さ
れ
た
。

８
）

管
見
の
か
ぎ
り
、
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
連
邦
議
会
に
お
い
て
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ン
」、

ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
を
積
極
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的
か
つ
肯
定
的
に
語
っ
た
最
初
の
人
物
で
あ
る
。

９
）

秋
元
英
一
『
ア
メ
リ
カ
経
済
の
歴
史
｜
｜
一
四
九
二
｜
一
九
九
三
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）「
第
四
章

ア
メ
リ
カ
経
済
の
発
展
と
諸

地
域
の
連
関
」。

10
）
『
ア
メ
リ
カ
歴
史
統
計
』
の
「
Ａ
一
｜
五

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
面
積
と
人
口
」
お
よ
び
「
Ｃ
八
九
｜
一
一
九

国
別
に
み
た
移
住
者
数
」
か
ら
概
算

す
れ
ば
、
増
加
人
口
に
占
め
る
移
住
者
の
割
合
は
、
一
八
二
〇
年
代
で
約
四
％
、
一
八
三
〇
年
代
は
約
一
三
％
、
一
八
四
〇
年
代
に
は
約
二
四
％
に
も
達

し
て
い
る
。U

n
ited S

ta
tes B

u
rea

u o
f th

e C
en
su
s,
T
h
e S

tatistical H
istory

 
of
 
th
e U

n
ited

 
S
tates:

F
rom

 
C
olon

ial T
im
es to

 
th
e

 
P
resen

t
(B
a
sic B

o
o
k
s,
In
c.,
1976).

11
）

清
水
忠
信
「
第
四
章

共
和
国
の
発
展
と
領
土
膨
張
」
有
賀
貞
・
大
下
尚
一
・
五
十
嵐
武
士
・
清
水
忠
重
・
長
田
豊
臣
編
『
ア
メ
リ
カ
史
１
｜
｜
一
七

世
紀
〜
一
八
七
七
年
』

山
川
出
版
、
一
九
九
四
年
）
三
七
〇
頁
。

12
）

前
掲
書
、
三
五
一
頁
。

13
）

D
u
m
a
s M

a
lo
n
e,
ed
.,
D
iction

ary of A
m
erican B

iograph
y
(N
ew
 
Y
o
rk
:
C
h
a
rles S

crib
n
er’s S

o
n
s,
1933).

同
書
に
お
い
て
レ
ヴ
ィ
ン

の
項
を
執
筆
し
た
ピ
ー
リ
ン
グ
（Ja

m
es H

.
P
eelin

g

）
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
演
説
を
説
明
し
て
「
移
民
制
限
と
帰
化
法
の
厳
格
化
を
熱
心
に
訴
え

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
移
民
制
限
の
必
要
に
つ
い
て
は
何
ら
語
っ
て
い
な
い
。
不
正
確
な
記
述
が
為
さ
れ
た
理
由
は

推
察
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
ア
メ
リ
カ
史
の
汚
点
と
み
な
す
、
い
わ
ば
歴
史
的
先
入
見
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
ほ

か
レ
ヴ
ィ
ン
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、C
o
n
n
ie L

.
M
cN
eely a

n
d S

u
sa
n J.

T
o
lch
in
,
‘O
n th

e H
ill,’

in Jew
s in

 
A
m
erican

 
P
olitics:

E
ssays

,

g
en
era

l ed
.
L
.
S
a
n
d
y M

a
isel

(L
a
n
h
a
m
:
R
o
w
m
a
n
&
L
ittlefield P

u
b
lish

ers,
IN
C
.,
2004),

p
.54.

同
時
代
の
レ
ヴ
ィ
ン
評
は
、A

lex
a
n
d
er

 
K
.
M
cC
lu
re,

O
ld
 
T
im
e N

otes of P
en
n
sylvan

ia
,
V
o
l.1

(P
h
ila
d
elp
h
ia
:
T
h
e Jo

h
n C

.
W
in
sto
n C

o
m
p
a
n
y
,
1905),

p
.89.

14
）

党
綱
領
は
、A

d
d
ress of th

e D
elegates of th

e N
ative A

m
erican N

ation
al C

on
ven

tion
,
A
ssem

bled at P
h
ilad

elph
ia,

Ju
ly 4

,
1
8
4
5
.

to th
e C

itizen
s of th

e U
n
ited

 
S
tates

,
E
416,

A
54,

L
ib
ra
ry o

f C
o
n
g
ress.

15
）

一
七
九
〇
年
に
連
邦
帰
化
法
が
制
定
さ
れ
て
以
来
一
貫
し
て
、
帰
化
に
は
一
定
期
間
の
居
住
が
要
件
と
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
具
体
的
な
年
限
は
、

五
年
、
二
年
、
十
四
年
と
、
何
度
か
修
正
さ
れ
て
い
る
。
遠
藤
泰
生
「
国
民
に
な
る
方
法
｜
｜
一
七
九
五
年
連
邦
帰
化
法
」
荒
こ
の
み
編
『
史
料
で
読
む

ア
メ
リ
カ
文
化
史
２
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
周
知
の
と
お
り
、
二
一
年
の
最
低
居
住
期
間
を
課
す
帰
化
法
修
正
案
は
、

一
八
五
〇
年
代
半
ば
に
台
頭
す
る
ノ
ー
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
党
（K

n
o
w
 
N
o
th
in
g P

a
rty

）
の
主
要
綱
領
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
、
こ
の
ア
イ
デ
ア
を
国

政
の
場
で
初
め
て
論
じ
た
議
員
は
レ
ヴ
ィ
ン
で
あ
る
。
一
八
三
八
年
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
キ
ン
グ
ス
郡
住
民
が
、
同
州
選
出
の
民
主
党
議
員
ヴ
ァ
ン
ダ

ヴ
ェ
ー
ル
（A

b
ra
h
a
m
 
V
a
n
d
erv

eer

）
を
介
し
て
、
同
内
容
の
請
願
書
を
下
院
に
提
出
し
て
い
る
が
、
ヴ
ァ
ン
ダ
ヴ
ェ
ー
ル
自
身
は
そ
の
趣
旨
に
つ

い
て
特
に
説
明
し
て
い
な
い
。cf.,

Jou
rn
al of th

e H
ou
se of R

epresen
tatives of th

e U
n
ited

 
S
tates

,
V
o
l.32.,

p
.915.
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16
）

A
ppen

d
ix to T

h
e C

on
gression

al G
lobe

,
29th C

o
n
g
ress,

1st sessio
n
,
18 D

ecem
b
er 1845,

p
p
.46

50.

以
下
、A

ppen
d
ix
(1845)

と

略
記
。

17
）

本
段
落
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
、A

ppen
d
ix
(1845),

p
.49.

18
）

本
段
落
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
、Ib

id
.,
p
p
.48

49.

19
）

物
理
的
力
」
を
ふ
る
う
「
よ
そ
者
」
に
た
い
し
て
、

道
徳
的
力
」
を
も
っ
て
立
ち
向
か
う
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
と
い
う
対
抗
図
式

の
典
型
的
事
例
と
し
て
、
レ
ヴ
ィ
ン
は
一
八
四
四
年
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
暴
動
に
言
及
し
て
い
る
。
暴
動
は
、
ア
メ
リ
カ
共
和
党
の
集
会
が
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
系
住
民
に
「
妨
害
」
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
死
傷
者
数
十
名
の
人
的
被
害
の
ほ
か
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
焼
失
す
る
物
的
被
害
を
出
し
た
。
し

か
し
、
暴
動
に
か
ん
す
る
当
時
の
報
道
お
よ
び
後
世
の
研
究
を
見
る
か
ぎ
り
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
示
し
た
図
式
を
事
実
の
反
映
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
暴

動
の
契
機
と
な
っ
た
集
会
は
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
発
行
す
る
『
デ
イ
リ
ー
・
サ
ン
』
紙
が
開
催
を
呼
び
か
け
た
こ
と
も
あ
り
、
暴
動
収
束
後
に
彼
は
「『
暴
動
と

反
逆
行
為
を
煽
る
』
文
書
を
配
布
し
た
罪
」
で
逮
捕
さ
れ
て
い
る
。P

en
n
sylvan

ia F
reem

an
,
18 Ju

ly 1844.

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
暴
動
を
包
括
的

に
論
じ
た
研
究
書
と
し
て
は
、M

ich
a
el F

eld
b
erg

,
T
h
e P

h
ilad

elph
ia R

iots of 1
8
4
4
:
A
 
S
tu
d
y of E

th
n
ic C

on
flict

(W
estp

o
rt:

G
reen

-

w
o
o
d P

ress,
1975)

が
有
用
で
あ
る
。

20
）

本
段
落
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
、A
ppen

d
ix
(1845),

p
.50.

21
）

本
段
落
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
、Ib

id
.,
p
p
.
47,

49.

22
）

本
段
落
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
、Ib

id
.,
p
p
.
47

48.

23
）

レ
ヴ
ィ
ン
を
批
判
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
ホ
イ
ッ
グ
・
民
主
両
党
の
足
並
み
は
そ
ろ
っ
て
い
た
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ

ズ
ム
」
と
い
う
主
張
が
一
定
の
支
持
を
集
め
、
レ
ヴ
ィ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
下
院
議
員
を
誕
生
さ
せ
た
の
か
と
い
う
点
に
か
ん
し
て
は
、
互
い
に
そ
の
責

任
を
押
し
付
け
あ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
コ
ネ
テ
ィ
カ
ッ
ト
州
選
出
の
ホ
イ
ッ
グ
党
議
員
デ
ィ
キ
ソ
ン
（Ja

m
es D

ix
o
n

）
は
「
民
主
党
指
導
者
と
ネ
イ

テ
ィ
ヴ
・
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
と
の
親
密
な
つ
な
が
り
」
を
示
す
多
く
の
「
証
拠
」
を
握
っ
て
い
る
と
主
張
し
、
テ
ネ
シ
ー
州
選
出
民
主
党
議
員
チ
ェ
ー
ズ

（L
u
cien B

.
C
h
a
se

）
は
、
レ
ヴ
ィ
ン
の
演
説
は
「
ホ
イ
ッ
グ
党
が
一
八
四
四
年
…
…
に
お
こ
な
っ
た
議
論
の
く
り
返
し
」
で
し
か
な
い
と
断
言
し
て
い

る
。Ib

id
.,
p
p
.67,

69.

24
）

Ib
id
.,
p
p
.44

45.

25
）

Ib
id
.

26
）

Ib
id
.,
p
p
.65.

27
）

Ib
id
.

28
）

Ib
id
.,
p
.63.

（78-３- ）761 415
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29
）

Ib
id
.,
p
.65.

30
）

Ib
id
.,
p
.66.

31
）

A
ppen

d
ix to T

h
e C

on
gression

al G
lobe

,
29th C

o
n
g
ress,

1st sessio
n
,
7 A

p
ril 1846,

p
p
.605

609.

以
下
、A

ppen
d
ix
(1846)

と
略
記
。

こ
の
時
の
実
際
の
演
題
は
、
西
部
移
住
ル
ー
ト
の
防
衛
に
あ
た
る
「
騎
馬
小
銃
兵
連
隊
」
の
従
軍
要
件
に
「
ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
」（n

a
tiv
e-b
o
rn

）
で
あ

る
こ
と
を
課
す
修
正
案
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
議
論
の
大
半
は
帰
化
制
度
の
あ
り
方
に
割
か
れ
て
い
る
。

32
）

本
段
落
に
お
け
る
引
用
は
す
べ
て
、Ib

id
.

33
）

ま
た
レ
ヴ
ィ
ン
は
、
修
正
案
が
「
よ
そ
者
」
を
「
代
表
な
き
課
税
」
状
態
に
お
く
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
に
た
い
し
て
は
、

代
表
制
は
、
投
票
権

を
も
つ
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
」
と
し
て
一
蹴
し
て
い
る
。Ib

id
.,
p
.608.

34
）

古
矢
旬
『
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
｜
｜
「
普
遍
国
家
」
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）「
第
一
章

ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
」。

35
）

花
田
清
輝
「
境
界
線
の
移
動
に
つ
い
て
」『
花
田
清
輝
著
作
集
Ⅲ
』

未
来
社
、
一
九
六
四
年
）
七
六
｜
七
七
頁
。

36
）

前
掲
論
文
、
七
八
頁
。

37
）

A
ppen

d
ix
(1845),

p
.89.

38
）

む
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
「
よ
そ
者
」
に
ア
フ
リ
カ
系
住
民
も
含
む
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
。
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
と
見
な

さ
れ
る
論
者
の
な
か
で
も
、
奴
隷
制
度
に
つ
い
て
は
容
認
派
・
廃
止
派
と
意
見
が
大
き
く
分
か
れ
て
い
た
。cf.,T

y
ler

 
A
n
b
in
d
er,

N
ativism

 
an
d

 
S
lavery:

T
h
e N

orth
ern
 
K
n
ow
 
N
oth
in
gs an

d
 
P
olitics of th

e 1
8
5
0
s
(N
ew
 
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd U

n
iv
ersity P

ress,
1992),

p
.45.;

田
中
き
く

代
『
南
北
戦
争
期
の
政
治
文
化
と
移
民
｜
｜
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
語
る
政
党
再
編
成
と
救
貧
』

明
石
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、

第
３
章

第
三
次
政
党
再

編
と
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ノ
ー
ナ
ッ
シ
ン
グ
党
」。
レ
ヴ
ィ
ン
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
奴
隷
制
を
容
認
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

ア
フ
リ
カ
系
住
民
を
、

生
ま
れ
な
が
ら
の
ア
メ
リ
カ
人
」
の
存
在
を
脅
か
す
「
よ
そ
者
」
と
は
捉
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。cf.,

A
ppen

d
ix

(1845),
p
.48.

39
）

た
だ
し
、
や
は
り
反
レ
ヴ
ィ
ン
派
に
と
っ
て
も
、
移
住
者
は
、
あ
く
ま
で
「
わ
れ
わ
れ
」
の・
よ・
う・
な・
人
々
で
あ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
」
と
同
一
の
存

在
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ボ
ー
リ
ン
と
ハ
ン
ト
は
、
二
一
年
間
は
論
外
と
し
て
も
、

合
理
的
な
保
護
観
察
期
間
（p

ro
b
a
tio
n

）」

は
、
移
住
者
の
「
移
住
動
機
を
精
査
」
し
、
か
れ
ら
を
「
ア
メ
リ
カ
の
諸
制
度
に
な
じ
」
ま
せ
る
た
め
に
は
必
要
だ
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
反
レ
ヴ
ィ
ン
派
の
う
ち
に
も
、
外
国
人
に
た
い
す
る
猜
疑
心
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
ま
た
、
民
主
党
議
員
チ
ェ
ー

ズ
が
、
レ
ヴ
ィ
ン
を
批
判
す
る
な
か
で
自
身
が
用
い
た
「
帰
化
し
た
外
国
人
」（n

a
tu
ra
lized

 
fo
reig

n
er

）
と
い
う
表
現
に
、
何
ら
矛
盾
を
感
じ
て
い

な
い
様
子
は
、
チ
ェ
ー
ズ
に
と
っ
て
も
、

ア
メ
リ
カ
生
ま
れ
」
で
あ
る
こ
と
は
無
意
義
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
だ
か
ら
こ
そ
、

レ
ヴ
ィ
ン
に
よ
る
反
論
｜
｜
「
で
は
な
ぜ
あ
な
た
方
は
、
よ
そ
者
に
五
年
間
の
保
護
観
察
期
間
を
強
い
る
現
行
帰
化
法
を
廃
止
し
て
、〔
ア
メ
リ
カ
へ
の
〕

（法政研究78-３- ）416 762
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上
陸
と
同
時
に
か
れ
ら
に
投
票
さ
せ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
」
｜
｜
に
た
い
し
て
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
明
確
に
応
答
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

A
ppen

d
ix
(1845),

p
p
.
44,

65,
67;

A
ppen

d
ix
(1846),

p
.606.

40
）

ア
メ
リ
カ
共
和
党
の
成
功
が
、
二
大
政
党
の
ど
ち
ら
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
所
属
政
党
に
よ
っ
て
、
各
議
員
の
意

見
は
真
っ
向
か
ら
対
立
し
て
い
る
。cf.,

A
ppen

d
ix
(1845),

p
p
.44,

66.

41
）

Ib
id
.,
p
.44.

（78-３- ）763 417
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