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構
成
員
た
る
資
格
も
し
く
は
法
的
地
位
」
と
理
解
さ
れ
て

い
ま
す
。
国
民
主
権
を
と
る
国
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
ど
こ

ま
で
が
国
民
で
、
ど
こ
か
ら
が
国
民
で
は
な
い
か
を
画
す

る
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
の
で
、
そ
の
点
で
憲
法
学
で

は
国
籍
や
国
民
の
概
念
は
大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。

　

一
方
で
、
当
該
国
家
の
国
籍
を
持
た
ず
、
国
民
の
範
囲

の
外
に
置
か
れ
て
い
る
人
た
ち
も
い
ま
す
。
日
本
国
籍
を

持
た
な
い
人
々
に
日
本
国
憲
法
上
の
人
権
共
有
主
体
が
ど

の
程
度
保
障
さ
れ
る
の
か
、「
外
国
人
の
人
権
」
の
問
題

と
し
て
長
く
議
論
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。「
外
国
人
の
人

権
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
行
う
前
提
と
し
て
、「
外
国
人

は
国
籍
を
持
た
な
い
者
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

国
籍
を
誰
に
与
え
、
誰
に
与
え
な
い
か
と
い
う
基
準
の
設

定
を
ど
う
す
る
か
は
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
言
え

ま
す
。

　

さ
ら
に
最
近
の
傾
向
と
し
て
、「
人
権
の
国
際
化
」
と

い
う
現
象
の
広
が
り
が
あ
り
ま
す
。
国
際
人
権
条
約
に
お

い
て
は
、
内
外
人
平
等
原
則
、
す
な
わ
ち
、
当
該
国
家
の

国
籍
保
持
者
と
非
保
持
者
と
の
間
で
の
国
籍
に
よ
る
差
別

の
禁
止
、
あ
る
い
は
、
両
者
の
人
権
を
同
じ
レ
ベ
ル
で
保

１
．
は
じ
め
に

－

憲
法
学
に
と
っ
て
の
国
籍

　

北
海
学
園
大
学
の
館
田
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
「
人
権

と
し
て
の
国
籍
」
の
演
題
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
私
の
専
攻
は
憲
法
学
で
す
が
、
な
ぜ
憲
法
学
の
分
野

で
国
籍
の
問
題
を
研
究
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か

ら
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

日
本
国
憲
法
で
は
国
籍
に
関
す
る
条
文
と
し
て
は
以
下

の
二
つ
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
第
一
〇
条
の
「
日
本
国
民
た
る
要
件
は
、
法
律

で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
を
受
け

て
「
国
籍
法
」（
昭
和
二
五
年
法
律
第
一
四
七
号
）
が
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
第
二
二
条
第
二
項
で
、
こ
ち
ら
は
「
何
人

も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵

さ
れ
な
い
」と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
同
項
の
規
定
は「
移

動
の
自
由
」
と
呼
ば
れ
る
個
人
の
権
利
で
あ
り
、
現
下
の

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
移
動
が
制
限
さ
れ
る
な
か
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
権
利
の
一
つ
で
す
が
、
こ
の
条
文
の

中
で
「
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
」
も
併
せ
て
保
障
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
」
を
憲
法
に
明
文
化
し
て
保

障
す
る
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
そ
れ
が
制
限
さ
れ
て
い
た

時
代
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
日
本

で
も
戦
前
は
、
日
本
国
籍
の
離
脱
に
は
原
則
と
し
て
国
家

の
許
可
が
必
要
で
し
た
。
こ
う
し
た
「
ひ
と
た
び
臣
民
た

れ
ば
永
遠
に
臣
民
た
り
」
と
い
う
考
え
方
は
、
一
七
世
紀

イ
ギ
リ
ス
の
君
主
に
対
す
る
忠
誠
義
務
が
発
祥
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
人
権
概
念
が
発
達
し
て
い
く
な
か
で
、
そ
う
し

た
制
限
は
個
人
に
と
っ
て
不
当
な
制
約
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
国
籍
離
脱
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
り
ま
す
。あ
わ
せ
て
、

近
年
の
学
説
で
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
国
籍
を

離
脱
す
る
自
由
」
と
い
う
考
え
方
は
、「
国
籍
を
離
脱
し

な
い
自
由
」
す
な
わ
ち
国
籍
の
恣
意
的
剥
奪
の
禁
止
を
同

時
に
含
む
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

国
籍
は
そ
も
そ
も
国
民
の
範
囲
を
画
定
す
る
法
的
概
念

で
す
。
国
籍
は
「
個
人
と
国
家
の
法
的
な
紐
帯
」
と
も
言

わ
れ
ま
す
が
、
憲
法
学
で
は
一
般
的
に
「
特
定
の
国
家
の

人
権
と
し
て
の
国
籍

　

館　
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障
す
る
義
務
が
、
国
際
的
な
規
範
と
し
て
締
約
国
に
課
せ
ら

れ
て
い
ま
す
。
国
籍
の
有
無
や
違
い
に
よ
っ
て
人
権
保
障
に

差
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
国
籍
の
意
味
は
相
対
的

に
薄
ま
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
の
で
す
が
、
現

実
に
は
ど
の
国
も
主
権
国
家
で
あ
る
以
上
は
国
籍
制
度
を
備

え
て
い
る
の
で
、
現
行
制
度
を
前
提
に
し
な
が
ら
、
国
籍
の

得
喪
の
問
題
と
、
国
籍
を
有
し
な
い
人
に
保
障
さ
れ
る
べ
き

人
権
の
問
題
を
、
相
互
に
密
接
に
関
わ
り
合
う
問
題
と
し
て

同
時
に
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

２
．
国
籍
と
人
権
の
関
係

　

日
本
で
現
在
、
国
籍
と
人
権
が
ど
の
よ
う
な
関
係
で
捉

え
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
上
で
、
一
つ
の
基
準
と
し
て
参

照
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
最
高
裁
大
法
廷
が
二
〇
〇

八
年
六
月
四
日
に
出
し
た
国
籍
確
認
請
求
事
件
に
か
か
る

判
決
で
す
。
こ
の
判
決
は
、「
国
籍
法
」
第
三
条
の
規
定

を
違
憲
と
し
た
上
で
、
婚
内
子
と
婚
外
子
の
国
籍
取
得
に

つ
い
て
平
等
原
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
た
も
の
で
す
。

　

こ
の
判
決
の
中
で
は
、
国
籍
の
重
要
性
に
つ
い
て
「
我

が
国
の
構
成
員
と
し
て
の
資
格
で
あ
る
と
と
も
に
、
我
が

国
に
お
い
て
基
本
的
人
権
の
保
障
、
公
的
資
格
の
付
与
、

公
的
給
付
等
を
受
け
る
上
で
意
味
を
持
つ
重
要
な
法
的
地

位
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
公
的
資
格
」

が
具
体
的
に
何
を
意
味
し
て
い
る
か
は
判
決
の
中
で
は
言

及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
公
職
に
就
く
こ
と
な
ど
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、「
公
的
給
付
等
を
受
け

る
上
で
意
味
を
持
つ
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
籍

の
取
得
は
社
会
権
の
保
障
の
重
要
な
前
提
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
ま
す
。
国
籍
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
国
人
に

も
社
会
権
は
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
自
身
は
考
え

て
い
ま
す
が
、
現
状
と
し
て
は
、
国
籍
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
公
的
給
付
な
ど
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
側

に
国
民
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
、
優
先
的
に
社
会
権
保
障
の
施
策
の
対
象
に
な
る
と
い

う
状
況
に
あ
り
ま
す
。

  

こ
の
よ
う
に
、
現
状
で
は
、
特
定
の
国
家
の
国
籍
を
持

ち
、
そ
の
国
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
人
権
保
障
の

基
盤
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
か
ら
、
国
籍
を
持
っ
て

い
る
こ
と
自
体
が
人
権
も
し
く
は
権
利
と
し
て
の
性
格
を

持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
。

３
．
国
籍
と
は
何
か

　

⑴　

近
代
に
お
け
る
国
籍
の
概
念
の
発
生

　

国
籍
は
近
代
的
な
概
念
で
す
。
国
籍
の
概
念
が
発
生
し

た
の
は
国
民
国
家
が
成
立
し
た
後
で
あ
り
、
そ
れ
が
具
体

的
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
以
降

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

世
界
で
最
初
に
国
籍
制
度
を
整
え
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス

で
一
八
〇
四
年
に
成
立
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ナ
ポ
レ
オ
ン

民
法
典
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
典
の
成
立

に
よ
っ
て
国
籍
が
国
民
主
権
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
国
民
主
権
の
国
家
で
は
、国
土
の
防
衛
も
含
め
、様
々

な
国
家
の
施
策
が
国
民
主
体
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
主
権
者
国
民
が
国
防
に
も
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
、

軍
隊
を
組
織
す
る
上
で
国
民
か
ら
の
徴
兵
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
実
際
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
自
身
は
徴
兵
の
都
合
か
ら
国

民
の
範
囲
つ
ま
り
国
籍
取
得
要
件
を
で
き
る
限
り
広
く
捉

え
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
国
籍
を
持
た
な
い

外
国
人
を
取
り
締
ま
る
必
要
性
も
生
じ
て
き
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
徴
兵
義
務
を
負
う
人
と
そ
う
で
は
な
い
人
を

分
け
る
、取
り
締
ま
る
対
象
と
そ
う
で
な
い
人
を
分
け
る
、

そ
の
区
別
の
基
準
が
国
籍
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
よ
う
に
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
人
た
ち
に
国
籍
を
与

え
て
自
国
民
と
し
て
囲
い
込
み
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る

人
た
ち
を
外
国
人
と
し
、
排
除
あ
る
い
は
管
理
の
対
象
と

す
る
仕
組
み
が
一
九
世
以
降
に
次
第
に
整
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
国
籍
も
し
く
は
「
○
○
人
」
と
い
う
か
た
ち
で
、

国
家
と
個
人
が
直
接
結
び
つ
く
よ
う
な
概
念
は
極
め
て
近

代
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
概
念
と
同

時
進
行
で
発
展
し
て
き
た
も
の
と
い
え
ま
す
。

　

⑵　

国
籍
の
定
義

　

冒
頭
で
も
ご
紹
介
し
た
と
お
り
、
国
籍
は
現
在
、「
特

定
の
国
家
の
構
成
員
た
る
資
格
も
し
く
は
地
位
」
や
「
個

人
と
国
家
の
法
的
紐
帯
」
な
ど
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
う
ち
後
者
の
「
個
人
と
国
家
の
法
的
紐
帯
」
と
い

う
定
義
は
、
個
人
と
国
家
の
間
の
関
係
性
に
着
目
し
た
も

の
で
あ
り
、
遡
る
と
、
中
世
に
お
け
る
国
王
と
臣
民
の
間

の
支
配
・
服
従
関
係
に
行
き
着
き
ま
す
。
し
か
し
、
現
代

に
お
け
る
国
籍
の
概
念
は
、
中
世
の
よ
う
な
支
配
・
服
従
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関
係
と
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
、
憲
法
学
に
お

い
て
は
「
特
定
の
国
家
の
構
成
員
た
る
資
格
も
し
く
は
地

位
」
と
捉
え
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。

　

と
は
い
え
、
国
家
と
個
人
の
間
の
結
び
つ
き
と
い
う
定

義
は
、
特
に
海
外
で
暮
ら
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
現
代

に
お
い
て
も
一
定
の
意
味
を
持
ち
う
る
こ
と
で
す
。
国
際

私
法
の
学
説
で
は
、
国
籍
の
定
義
は
右
記
の
二
つ
の
定
義

を
折
衷
し
た
概
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

⑶　

国
籍
の
取
得
の
方
法

　

生
来
的
な
国
籍
取
得
の
方
法
は
、
各
国
の
状
況
を
見
る

と
、以
下
の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
血
統
主
義
」

と
「
生
地
主
義
」（
も
し
く
は
「
出
生
地
主
義
」）
で
す
。

　

血
統
主
義
は
、
日
本
も
原
則
と
し
て
採
用
し
て
い
る
方
法

で
す
が
、
親
の
国
籍
を
子
に
取
得
さ
せ
る
方
法
で
す
。
日
本

は
か
つ
て
は
父
系
血
統
主
義
で
あ
り
、
父
親
が
日
本
国
民
の

場
合
に
の
み
、
子
に
日
本
国
籍
を
与
え
る
こ
と
と
し
て
い
ま

し
た
が
、「
女
子
差
別
撤
廃
条
約
」
の
批
准
（
一
九
八
五
年

六
月
二
五
日
）
に
先
だ
っ
て
「
国
籍
法
」
を
改
正
し
、
父
母

両
系
血
統
主
義
に
転
換
し
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
父
親
が
日

本
国
民
の
場
合
だ
け
で
な
く
、母
親
が
日
本
国
民
の
場
合
も
、

子
は
日
本
国
籍
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

生
地
主
義
は
、
伝
統
的
に
移
民
を
受
け
入
れ
て
き
た
国

で
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
方
法
で
あ
り
、
親
の
国
籍
に

か
か
わ
ら
ず
、
国
内
で
生
ま
れ
た
者
に
国
籍
を
取
得
さ
せ

る
も
の
で
す
。
移
民
受
け
入
れ
国
は
こ
の
方
法
に
よ
っ
て

自
国
民
の
人
口
を
増
や
し
て
き
ま
し
た
。
米
国
の
ほ
か
、

南
米
の
国
々
な
ど
で
も
生
地
主
義
を
原
則
と
す
る
と
こ
ろ

が
比
較
的
多
く
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
二
つ
の
方
式
は
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な

く
、
多
く
の
国
の
国
籍
法
制
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
原
則

と
し
つ
つ
、
も
う
一
方
を
補
完
的
に
採
用
し
て
い
ま
す
。

　

⑷　

国
籍
法
制
の
制
定
に
関
す
る
原
則

　

血
統
主
義
と
生
地
主
義
の
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
は
、

国
際
慣
習
法
上
、各
国
の
権
限
に
属
し
ま
す
。
例
え
ば「
国

籍
法
の
抵
触
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
問
題
に
つ
い
て
の

ハ
ー
グ
条
約
」（
一
九
三
〇
年
採
択
）
で
は
、第
一
条
に
「
誰

が
自
国
民
で
あ
る
か
を
自
国
の
法
律
に
よ
っ
て
決
定
す
る

こ
と
は
各
国
の
権
限
に
属
す
る
」と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
無
制
限
に
決
め
て
良
い
わ
け
で
も
な
く
、
国
際

法
上
・
国
内
法
上
の
制
約
は
あ
り
ま
す
。

　

国
内
法
上
の
制
約
と
は
も
ち
ろ
ん
、
憲
法
上
の
制
約
で

す
。
例
え
ば
日
本
で
は
、
日
本
国
憲
法
第
一
四
条
が
差
別

の
禁
止
を
謳
っ
て
い
ま
す
の
で
、
差
別
的
な
国
籍
制
度
を

制
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
際
法
上
の
制
約
と
し
て
は
、
以
下
の
三
つ
の
原
則
が

あ
り
ま
す
。

　

第
一
は
「
国
籍
唯
一
の
原
則
」
で
す
。
個
人
は
誰
も
が

一
つ
だ
け
の
国
籍
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
伝

統
的
な
原
則
で
す
。
国
籍
唯
一
の
原
則
に
は
二
つ
の
意
味

が
あ
り
、
一
つ
は
重
国
籍
を
防
止
す
る
「
積
極
的
抵
触
の

防
止
」、
も
う
一
つ
は
無
国
籍
を
防
止
す
る
「
消
極
的
抵

触
の
防
止
」
で
す
。

　

な
ぜ
重
国
籍
が
防
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
言

え
ば
、
複
数
の
国
籍
を
持
つ
と
複
数
の
国
家
に
対
し
て
義

務
が
発
生
し
個
人
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
る
と
と
も

に
、
国
家
に
と
っ
て
も
外
交
上
の
問
題
が
生
じ
る
と
さ
れ

る
か
ら
で
す
。

　

ま
た
、
な
ぜ
無
国
籍
が
防
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
と
言
え
ば
、
人
権
と
国
籍
が
接
続
す
る
現
状
を
考
え
る

と
、
ど
こ
の
国
に
も
所
属
し
な
い
と
い
う
状
況
は
、
ど
こ

の
国
か
ら
も
人
権
保
障
が
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
ど
こ

の
国
に
対
し
て
も
人
権
保
障
を
請
求
で
き
な
い
こ
と
に
な

る
か
ら
で
す
。
無
国
籍
の
防
止
は
、
特
に
個
人
の
人
権
保

障
に
と
っ
て
重
要
な
原
則
で
す
。

  

第
二
は
「
国
籍
自
由
の
原
則
」
で
す
。
こ
の
原
則
は
、

国
籍
の
取
得
、
変
更
、
離
脱
に
関
し
て
、
当
事
者
の
自
由

な
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方

で
す
。
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
、「
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
」

を
保
障
す
る
日
本
国
憲
法
第
二
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、

こ
の
「
国
籍
自
由
の
原
則
」
が
反
映
さ
れ
た
規
定
で
あ
る

と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
「
当
事
者
の
自
由
な
意
思
の
尊
重
」
に
は

二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
す
で
に
持
っ
て
い
る

国
籍
を
恣
意
的
に
剥
奪
さ
れ
な
い
こ
と
で
す
。
国
籍
を
剥

奪
さ
れ
る
と
、
人
権
保
障
に
大
き
な
変
更
が
加
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
も
う
一
つ
は
国
籍
を
離
脱
す
る

自
由
で
あ
り
、
離
脱
も
ま
た
当
事
者
の
自
由
な
意
思
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
す
。

　

第
三
は
「
平
等
原
則
」
で
す
。
性
別
や
人
種
・
民
族
の

違
い
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
籍
取
得
に
差
別
が
あ
っ
て
は
な
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続
き
三
年
以
上
日
本
に
住
所
を
有
す
る
も
の
」
を
含
め
て

い
ま
す
。

　

⑵　

重
国
籍
の
防
止

　

重
国
籍
の
防
止
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
以
下
の
五

つ
が
該
当
し
ま
す
。
無
国
籍
の
防
止
に
比
べ
て
関
係
規
定

が
多
く
、
よ
り
厳
格
に
重
国
籍
を
防
止
し
て
い
る
と
言
え

ま
す
。

  

第
一
は
「
志
望
取
得
に
よ
る
国
籍
喪
失
」
と
い
う
制
度

で
す
。
第
一
一
条
第
一
号
に
「
日
本
国
民
は
、
自
己
の
志

望
に
よ
っ
て
外
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
と
き
は
、
日
本
の

国
籍
を
失
う
」
と
規
定
さ
れ
、
自
ら
志
望
し
て
外
国
籍
を

取
得
し
た
者
は
自
動
的
に
日
本
国
籍
を
喪
失
す
る
と
し
て

い
ま
す
。
日
本
国
籍
を
離
脱
す
る
と
い
う
申
請
を
日
本
政

府
に
し
な
く
て
も
、
外
国
籍
を
取
得
し
た
瞬
間
に
日
本
国

籍
を
失
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
離
脱
者
が
ど
の
国
の
外
国

籍
を
取
得
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
本
人
か
ら
の
申
請
か
、

当
該
外
国
か
ら
の
通
告
で
も
な
い
限
り
、
日
本
政
府
は
把

握
が
困
難
で
す
。
青
色
ダ
イ
オ
ー
ド
の
発
明
で
二
〇
一
四

年
に
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た
中
村
修
二
氏
は
、

受
賞
後
、
二
〇
〇
五
年
に
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
取
得
し
た
と

発
言
し
た
こ
と
で
、
そ
こ
で
初
め
て
日
本
政
府
の
知
る
と

こ
ろ
と
な
り
、
日
本
国
籍
の
喪
失
の
処
理
が
進
め
ら
れ
た

そ
う
で
す
。

　

第
二
は
「
国
籍
離
脱
制
度
」
で
す
。
前
出
の
「
志
望
取

得
に
よ
る
国
籍
喪
失
」
の
制
度
と
は
別
に
、
第
一
三
条
第

一
項
に
「
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
日
本
国
民
は
、
法
務
大

ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
と
お
り
、

日
本
に
か
つ
て
存
在
し
た
父
系
血
統
主
義
は
、
親
の
性
別
に

よ
っ
て
子
の
国
籍
取
得
に
差
別
を
設
け
る
も
の
で
し
た
が
、

こ
れ
を
父
母
両
系
血
統
主
義
へ
転
換
し
た
こ
と
は
、
平
等
原

則
に
則
っ
て
差
別
を
解
消
し
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

４
．
日
本
の
国
籍
制
度

　

日
本
の
国
籍
制
度
は
、「
国
籍
法
」
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
同
法
第
二
条
第
一
号
に
「
出
生
の
時
に
父
又

は
母
が
日
本
国
民
で
あ
る
と
き
」
と
あ
る
と
お
り
、
日
本

の
国
籍
取
得
の
方
法
は
血
統
主
義
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
上
で
、
同
法
で
は
、
以
下
の
と
お
り
、
無
国
籍
の

防
止
に
関
す
る
規
定
と
、
重
国
籍
の
防
止
に
関
す
る
規
定

を
設
け
て
い
ま
す
。

　

⑴　

無
国
籍
の
防
止

　

無
国
籍
の
防
止
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
以
下
の
二

つ
を
置
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
補
完
的
に
生
地
主
義
を

採
用
し
て
い
ま
す
。

　

第
一
に
、
同
条
第
三
号
に
お
い
て
「
日
本
で
生
ま
れ
た

場
合
に
お
い
て
、
父
母
が
と
も
に
知
れ
な
い
と
き
、
又
は

国
籍
を
有
し
な
い
と
き
」、
そ
の
子
に
つ
い
て
も
日
本
国

民
と
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

　

第
二
に
、
第
八
条
で
四
件
の
「
簡
易
帰
化
要
件
」
を
挙

げ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
中
に
「
日
本
で
生
ま
れ
、
か
つ
、

出
生
の
時
か
ら
国
籍
を
有
し
な
い
者
で
そ
の
時
か
ら
引
き

臣
に
届
け
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
国
籍
を
離
脱
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
る
と
お
り
、
本
人
か
ら
政
府
へ

の
届
出
に
よ
る
国
籍
離
脱
も
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

第
三
は
「
国
籍
選
択
制
度
」
で
す
。
第
一
四
条
第
一
項

で
は
「
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
日
本
国
民
は
、
外
国
及
び

日
本
の
国
籍
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
時
が
二
〇
歳
に
達

す
る
以
前
で
あ
る
と
き
は
二
二
歳
に
達
す
る
ま
で
に
、
そ

の
時
が
二
〇
歳
に
達
し
た
後
で
あ
る
と
き
は
そ
の
時
か
ら

二
年
以
内
に
、
い
ず
れ
か
の
国
籍
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
（
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
以

降
は
年
齢
が
二
歳
ず
つ
繰
り
上
げ
）。
テ
ニ
ス
の
大
阪
な

お
み
選
手
は
、
出
生
に
よ
り
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
二
つ
の

国
籍
を
取
得
し
ま
し
た
が
、
二
二
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る

と
同
時
に
日
本
国
籍
の
選
択
届
を
提
出
し
、
日
本
国
籍
を

維
持
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
重
国
籍
者
が
日
本
国
籍
を
選
択
し
た
場
合
、
第

一
六
条
に
よ
り
、
選
択
し
な
か
っ
た
外
国
籍
を
離
脱
す
る

努
力
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
少
な
く
と

も
現
時
点
で
は
、
日
本
政
府
は
、
当
事
者
が
本
当
に
外
国

籍
を
離
脱
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
追

跡
は
し
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
事
実
上
は
当
事
者
の
自
主
的

な
行
動
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

　

第
四
は
「
催
告
制
度
」
で
、
こ
れ
は
政
府
が
重
国
籍
者

本
人
に
対
し
重
国
籍
の
解
消
を
催
告
す
る
も
の
で
す
。
第

一
五
条
第
一
項
で
は
「
法
務
大
臣
は
、
外
国
の
国
籍
を
有

す
る
日
本
国
民
で
前
条
第
一
項
に
定
め
る
期
限
内
に
日
本

の
国
籍
の
選
択
を
し
な
い
も
の
に
対
し
て
、
書
面
に
よ

り
、
国
籍
の
選
択
を
す
べ
き
こ
と
を
催
告
す
る
こ
と
が
で
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進
展
は
、
一
般
の
人
々
に
対
し
、
国
籍
に
つ
い
て
深
く
考

え
さ
せ
る
契
機
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
の

移
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
伴
い
、
外
国
へ
の
移
住
や
家
族

形
成
の
一
般
化
が
進
ん
で
い
く
先
に
は
、
生
来
の
重
国
籍

者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
ま
す
し
、
実
際
に
そ
う
し
た
現
象

は
す
で
に
起
き
て
い
ま
す
。

　

⑵　

在
留
外
国
人
の
増
加

  

日
本
国
内
の
在
留
外
国
人
の
数
は
、「
在
留
外
国
人
統

計
」
に
よ
る
と
、
二
〇
一
二
年
に
現
行
在
留
管
理
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
て
以
降
の
七
年
ほ
ど
で
約
二
〇
三
万
人
（
二

〇
一
二
年
一
二
月
現
在
）
か
ら
約
二
九
三
万
人
（
二
〇
一

九
年
一
二
月
現
在
）
と
な
り
、
約
九
〇
万
人
の
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

国
籍
別
で
は
、
中
国
が
最
も
多
く
、
以
下
、
韓
国
、
ベ

ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
な
ど
と
続
き
ま
す
。

ブ
ラ
ジ
ル
国
籍
を
持
つ
人
た
ち
は
現
在
二
〇
万
人
を
超
え

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
労
働
力
と
し
て
日
系
ブ
ラ
ジ
ル
人

を
呼
び
寄
せ
る
た
め
に
行
わ
れ
た
一
九
八
九
年
の
入
管
法

改
正
（
在
留
資
格
「
定
住
者
」
の
創
設
）
が
背
景
に
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
数
年
で
は
ベ
ト
ナ
ム
の
増
加
が
特
に

著
し
く
、
こ
れ
は
同
国
か
ら
の
技
能
実
習
生
の
受
け
入
れ

が
急
速
に
進
ん
だ
結
果
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
外
国
人
労
働
者
が
ど
の
く
ら
い
の
期
間
を
日

本
で
過
ご
す
か
は
在
留
資
格
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
が
、

数
年
の
滞
在
後
に
母
国
へ
の
帰
国
を
想
定
し
て
い
る
「
技

能
実
習
」
の
よ
う
な
資
格
も
あ
れ
ば
、
長
期
に
わ
た
っ
て

き
る
」と
さ
れ
て
い
ま
す
。そ
の
上
で
、同
条
第
三
項
で「
催

告
を
受
け
た
者
は
、
催
告
を
受
け
た
日
か
ら
一
月
以
内
に

日
本
の
国
籍
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
が
経
過

し
た
時
に
日
本
の
国
籍
を
失
う
」
と
し
、
催
告
を
受
け
て

な
お
、
一
定
期
間
内
に
国
籍
を
選
択
し
な
か
っ
た
場
合
、

自
動
的
に
日
本
国
籍
を
失
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
た

だ
し
、
こ
れ
ま
で
に
催
告
制
度
が
発
動
さ
れ
た
例
は
一
度

も
な
く
、
重
国
籍
状
態
が
事
実
上
続
い
て
い
る
場
合
も
あ

る
よ
う
で
す
。

　

第
五
は
「
国
籍
留
保
制
度
」
で
、
第
一
二
条
に
「
出
生

に
よ
り
外
国
の
国
籍
を
取
得
し
た
日
本
国
民
で
国
外
で
生

ま
れ
た
も
の
は
、
戸
籍
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
二
二
四

号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
日
本
の
国
籍
を
留
保
す
る

意
思
を
表
示
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
出
生
の
時
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
日
本
の
国
籍
を
失
う
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
応
す
る
「
戸
籍
法
」
第
一
〇
四
条
第
一
項
で
は

「
…
国
籍
の
留
保
の
意
思
の
表
示
は
、
出
生
の
届
出
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
者
（
中
略
）
が
、
出
生
の
日
か
ら
三
箇

月
以
内
に
、
日
本
の
国
籍
を
留
保
す
る
旨
を
届
け
出
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

５
．
国
籍
制
度
を
め
ぐ
る
国
内
外
の
状
況

　

⑴　

人
の
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行

　

日
本
の
国
籍
制
度
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
、
こ

れ
が
現
代
の
国
際
社
会
に
あ
っ
て
妥
当
性
を
持
つ
制
度
な

の
か
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
特
に
重
要
な
現
代
社
会
の
特

徴
は
、
人
の
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
で
す
。
世
界
各
国
の

状
況
を
見
渡
す
と
、先
進
国
か
途
上
国
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

人
の
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
行
に
伴
っ
て
自
国
の
国

籍
制
度
を
大
き
く
改
め
る
国
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
は
様
々
な
側
面
が
あ
り
ま
す
が
、
人

の
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
二
〇
世
紀
以
降
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
に
な
っ
て
本
格
的
に
進
行
し
始
め
た
現
象
で

す
。
国
境
を
越
え
る
移
動
が
一
般
化
す
る
に
伴
っ
て
、
出

身
国
と
は
別
の
国
で
生
活
す
る
と
か
、
そ
の
ま
ま
外
国
で

一
生
を
送
る
と
い
っ
た
国
際
移
住
も
一
般
化
が
進
ん
で
い

ま
す
。
移
住
先
で
生
活
し
て
い
く
た
め
に
は
、
も
ち
ろ
ん

諸
々
の
生
活
基
盤
は
不
可
欠
で
す
が
、
長
く
暮
ら
せ
ば
暮

ら
す
ほ
ど
、特
に
家
族
形
成
を
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
尚
更
、

移
住
先
の
国
籍
を
取
得
す
る
か
し
な
い
か
を
考
え
る
機
会

は
増
え
る
で
し
ょ
う
。

　

重
国
籍
や
国
籍
離
脱
と
い
っ
た
国
籍
に
関
わ
る
問
題

は
、
自
分
自
身
に
は
直
接
関
係
が
な
い
場
合
で
も
、
自
分

の
親
族
を
通
じ
て
関
わ
り
を
持
つ
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
自
分
の
子
や
孫
や
兄
弟
姉
妹
が
国
際
結
婚
を
す
る

こ
と
に
な
れ
ば
、
近
し
い
親
族
が
外
国
籍
を
持
っ
た
り
、

重
国
籍
者
に
な
っ
た
り
す
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
で
す
。

そ
こ
ま
で
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
国
籍
に
関
わ
る
こ
れ

ら
の
問
題
は
全
て
の
人
々
に
関
係
を
持
ち
う
る
と
言
え
ま

す
。
親
の
出
身
国
と
自
ら
が
生
ま
れ
育
っ
た
国
が
異
な
る

移
民
二
世
で
あ
れ
、
生
来
的
な
重
国
籍
者
を
生
む
可
能
性

の
あ
る
国
際
結
婚
で
あ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
家
族
形
成
の
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ン
も
張
り
、国
籍
取
得
の
支
援
に
も
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

無
国
籍
の
防
止
は
依
然
と
し
て
ど
の
国
に
お
い
て
も
国
籍

法
上
の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

第
二
に
、重
国
籍
（
複
数
国
籍
）
の
防
止
に
関
し
て
は
、

相
対
的
に
厳
格
さ
を
緩
め
、
容
認
し
て
い
く
流
れ
で
す
。

つ
ま
り
、無
国
籍
は
必
ず
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

重
国
籍
に
関
し
て
は
絶
対
的
に
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
と
い
う
考
え
方
が
よ
り
優
位

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
際
的
な
傾
向

と
し
て
、
ま
ず
、
出
生
に
よ
っ
て
当
然
に
重
国
籍
に
な
る

者
の
場
合
、
ま
た
、
外
国
人
と
の
婚
姻
に
よ
っ
て
配
偶
者

の
国
籍
を
自
動
的
に
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
の
よ
う

に
、
自
ら
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
に
国
籍
が
与
え
ら
れ
る

場
合
に
は
、
重
国
籍
を
権
利
と
し
て
認
め
る
と
い
う
考
え

方
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
移
民
二
世
・
三
世
に

対
し
て
も
、
出
身
国
と
現
に
居
住
し
て
い
る
国
の
重
国
籍

を
防
止
す
る
必
要
が
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
容
認
す
る
と

い
う
方
向
で
す
。

　

以
上
の
よ
う
な
傾
向
は
、
国
籍
と
人
権
の
関
係
性
を
前

提
に
、
い
く
つ
か
の
国
際
人
権
法
（
条
約
）
に
も
書
き
込

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
ず
以
下
の
条
約
で
は
、
無
国
籍
の
防
止
の
観
点
か
ら

「
国
籍
取
得
権
」
を
認
め
る
と
し
て
い
ま
す
。「
世
界
人
権

宣
言
」（
一
九
四
八
年
）
は
、「
す
べ
て
人
は
、
国
籍
を
も

つ
権
利
を
有
す
る
」（
第
一
五
条
第
一
項
）
と
し
、「
無
国

籍
削
減
条
約
」（
一
九
六
一
年
採
択
、
日
本
未
批
准
）
で

も
、
出
生
時
や
国
籍
離
脱
時
に
お
け
る
無
国
籍
の
防
止
を

規
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
自
由
権
規
約
」（
一
九
六
六

住
み
続
け
る
「
定
住
者
」
の
よ
う
な
資
格
も
あ
り
ま
す
。

　

日
本
で
長
く
生
活
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
日
本
国
内
で
家

族
を
形
成
す
る
外
国
人
た
ち
も
出
て
き
ま
す
し
、
子
ど
も

が
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
の
子
ど
も
は
、
血
統
主
義
を
原
則
と

す
る
日
本
で
は
日
本
国
籍
を
容
易
に
取
得
で
き
ず
、
外
国

人
と
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
は
い
え
そ

の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
は
、
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
て
日
本

し
か
知
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
境
遇
の
人
た
ち
を
外
国
人
の
扱

い
の
ま
ま
日
本
に
置
き
続
け
て
い
い
の
か
と
い
う
議
論
は

今
後
欠
か
せ
な
い
と
思
い
ま
す
。
同
様
の
現
象
は
日
本
に

限
ら
ず
世
界
各
国
で
起
き
て
い
ま
す
。

　

⑶　

無
国
籍
・
重
国
籍
に
対
す
る
国
際
社
会
の
対
応
の

　
　

現
状

　

こ
の
問
題
を
国
際
社
会
で
は
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
の
か
、以
下
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

第
一
に
、
無
国
籍
の
防
止
は
非
常
に
強
く
要
請
さ
れ
て

い
ま
す
。
特
に
最
近
で
は
難
民
の
増
加
に
伴
い
、
難
民
化

が
無
国
籍
化
を
招
く
と
し
て
、
国
際
社
会
の
大
き
な
関
心

事
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
は
難
民
の
受
け
入
れ
に
非
常

に
消
極
的
な
国
で
あ
る
た
め
社
会
的
な
関
心
も
高
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、
世
界
を
見
渡
す
と
、
中
東
の
シ
リ
ア
や
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
東
ア
フ
リ
カ
の
ソ
マ
リ
ア
な
ど
、
難
民

の
増
加
が
非
常
に
深
刻
化
し
て
い
る
地
域
も
あ
り
ま
す
。

Ｕ
Ｎ
Ｈ
Ｃ
Ｒ
（
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
）
で
は
、

難
民
の
支
援
と
同
時
に
、
無
国
籍
の
防
止
の
キ
ャ
ン
ペ
ー

年
）
で
は
第
二
四
条
第
三
項
に
「
子
ど
も
の
国
籍
取
得
権
」

を
明
記
し
、
こ
れ
を
さ
ら
に
具
体
化
す
る
規
定
と
し
て
、

「
児
童
の
権
利
条
約
」（
一
九
八
九
年
）
で
出
生
登
録
、
国

籍
取
得
の
権
利
、
無
国
籍
の
防
止
を
謳
っ
て
い
ま
す
。

　

重
国
籍
の
容
認
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の

動
き
と
し
て
、重
国
籍
の
削
減
を
主
旨
と
す
る
は
ず
の「
重

国
籍
削
減
条
約
」（
一
九
九
三
年
改
定
、
第
二
議
定
書
）

に
お
い
て
す
ら
、
重
国
籍
の
容
認
を
明
記
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
。「
国
籍
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
」（
一

九
九
七
年
）
第
一
四
条
～
第
一
七
条
で
は
、
出
生
や
婚
姻

に
よ
っ
て
当
然
に
重
国
籍
と
な
っ
た
者
の
権
利
と
し
て
、

複
数
の
国
籍
を
維
持
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
と
明
記
さ
れ

る
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

重
国
籍
の
容
認
は
、
人
の
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
受

け
て
生
じ
た
世
界
的
な
ト
レ
ン
ド
で
あ
り
、
国
籍
唯
一
の

原
則
を
大
き
く
修
正
す
る
も
の
で
す
。二
〇
二
〇
年
現
在
、

何
ら
か
の
か
た
ち
で
重
国
籍
を
認
め
る
国
籍
制
度
を
採
用

し
て
い
る
国
は
、
世
界
の
七
六
％
を
占
め
る
に
至
っ
て
い

ま
す
。
大
州
別
で
は
、
オ
セ
ア
ニ
ア
が
九
三
％
で
最
も
多

く
、
以
下
、
ア
メ
リ
カ
九
一
％
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
八
〇
％
、

ア
フ
リ
カ
七
〇
％
、
ア
ジ
ア
六
五
％
と
続
き
ま
す
。
ア
ジ

ア
は
最
も
低
い
の
で
す
が
、
韓
国
で
は
、
兵
役
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
一
年
に
条
件
付
き
で
重
国
籍
を

容
認
す
る
「
国
籍
法
」
の
改
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。

６
．
日
本
の
国
籍
制
度
の
課
題
と
今
後
の
展
望

　

前
節
で
見
た
よ
う
な
国
際
社
会
の
現
状
を
踏
ま
え
た
上
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ま
す
。
広
範
囲
に
わ
た
る
国
際
移
動
・
移
住
が
一
般
化
し

た
結
果
、
国
籍
国
と
居
住
国
の
不
一
致
、
国
際
カ
ッ
プ
ル

の
増
加
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
フ
・
ダ
ブ
ル
の
子
ど
も
の
増
加

が
日
常
化
し
た
現
代
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
の
意
味
合
い
や

役
割
は
か
つ
て
の
時
代
と
は
変
わ
っ
て
当
然
で
す
。
国
際

カ
ッ
プ
ル
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
生
来
の
重
国
籍
者

と
な
り
、
社
会
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
現
実
を
踏
ま
え
る
と
、
時
代
に
合
わ
せ
た

国
籍
制
度
へ
の
転
換
が
望
ま
れ
ま
す
が
、
そ
の
際
に
考
慮

す
べ
き
こ
と
は
、「
国
籍
唯
一
の
原
則
」
よ
り
も
「
国
籍

自
由
の
原
則
」
を
重
要
視
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
一
環
と

し
て
重
国
籍
の
容
認
が
あ
り
得
ま
す
。
か
つ
て
重
国
籍
が

防
止
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
ら
れ
た
の
は
、
重
国
籍
が
原
因

と
な
っ
て
発
生
す
る
問
題
に
着
目
し
た
か
ら
で
す
が
、
実

は
現
在
で
は
そ
う
し
た
問
題
は
立
法
技
術
に
よ
っ
て
克
服

さ
れ
て
い
ま
す
。
重
国
籍
の
問
題
例
と
し
て
よ
く
引
き
合

い
に
出
さ
れ
る
の
は
兵
役
や
外
交
保
護
権
の
重
複
で
す

が
、
兵
役
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
か
の
国
で
一
度
兵
役
に

つ
い
て
い
れ
ば
、
他
国
で
の
兵
役
は
免
除
さ
れ
る
と
い
う

条
約
が
あ
り
ま
す
。
外
交
保
護
権
に
つ
い
て
も
国
際
司
法

裁
判
所
の
判
例
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
重

国
籍
の
弊
害
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
す
で
に
国
際
的
に
は

相
当
解
消
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
た
制
度
改
正
の
議

論
を
よ
り
積
極
的
に
進
め
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
と
考
え
ま

す
。
そ
の
際
に
注
意
す
る
べ
き
な
の
は
、
国
籍
は
民
族
や

文
化
と
は
別
物
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
全
く
無
関
係
と
ま

で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
さ
し
あ
た
り
国
籍
制
度
の
あ
り
方

に
つ
い
て
議
論
す
る
際
に
は
、
い
っ
た
ん
切
り
離
し
て
考

え
る
べ
き
で
す
。
特
に
日
本
で
は
、「
日
本
人
」
と
い
う

用
語
が
、
定
義
さ
れ
な
い
ま
ま
、
国
籍
の
意
味
に
も
、
民

族
・
文
化
の
意
味
に
も
使
わ
れ
て
お
り
、
論
点
を
曖
昧
に

し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
概
念
の
定
義
を
意
識
し
な
が
ら

議
論
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
日
本
の
国
籍
制
度
を
改
正
し

て
い
く
際
に
ど
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ
べ
き
か
、
私
自
身

の
現
時
点
で
の
考
え
を
提
示
し
て
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
は
大
き
く
は
以
下
の
三
点
に
整
理
で
き
ま
す
。

第
一
は
、「
国
籍
唯
一
の
原
則
」
を
修
正
し
、
制
度
的
に

見
直
す
時
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
は
、
家
族

が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
状
況
が
進
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
国
籍
制
度
が
古
い
ま
ま
で
い
る
と
、
家
族
の
分
断

化
を
い
っ
そ
う
広
げ
て
し
ま
う
の
で
、
現
実
を
踏
ま
え
た

対
応
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
国
際
社
会

を
舞
台
に
活
躍
す
る
「
日
本
人
」
に
と
っ
て
国
籍
の
問
題

が
妨
げ
に
な
ら
な
い
た
め
に
制
度
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、

と
い
う
視
点
で
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
。

＜

た
て
だ　

あ
き
こ
・
北
海
学
園
大
学
法
学
部
教
授＞

　

本
稿
は
、二
〇
二
一
年
六
月
二
五
日
に
開
催
し
た
、

当
研
究
所
二
〇
二
一
年
度
第
五
七
回
定
期
総
会
記
念

講
演
会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

文
責
・
編
集
部

で
、
日
本
の
国
籍
制
度
に
は
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の

か
、
以
下
に
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
国
籍
制
度
の
特
徴
の
一
つ
は
、
先
ほ
ど
も
ご
紹

介
し
た
と
お
り
、
厳
格
な
重
国
籍
の
防
止
に
関
す
る
規
定

を
持
つ
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
今
後
も
こ
の
ま
ま
維
持
し
て

い
く
こ
と
が
、
個
人
に
と
っ
て
も
、
国
益
の
面
か
ら
も
最

良
の
選
択
な
の
か
。

　

重
国
籍
の
防
止
の
厳
格
さ
を
維
持
す
る
べ
き
で
は
な
い
と

考
え
る
理
由
と
し
て
は
、
以
下
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

第
一
は
、「
志
望
取
得
に
よ
る
国
籍
喪
失
」
の
制
度
が
、

国
益
を
損
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
先
ほ

ど
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
が
研
究
上
・
生
活
上
の
都
合
か

ら
居
住
国
の
国
籍
を
取
得
す
る
ケ
ー
ス
を
ご
紹
介
し
ま
し

た
が
、
日
本
の
「
国
籍
法
」
に
は
「
志
望
取
得
に
よ
る
国

籍
喪
失
」
制
度
が
あ
る
た
め
、
居
住
国
の
国
籍
取
得
は
日

本
国
籍
の
自
動
的
な
喪
失
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は

結
局
、
日
本
国
民
を
減
少
さ
せ
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
国

と
し
て
そ
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

  

第
二
は
、「
志
望
取
得
に
よ
る
国
籍
喪
失
」
制
度
は
、

憲
法
第
二
二
条
第
二
項
に
保
障
さ
れ
て
い
る
「
国
籍
離
脱

の
自
由
」
に
照
ら
し
て
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
国
籍
離
脱
の
自
由
」
は
、
冒
頭
で
も
触
れ
た
と
お
り
、

離
脱
す
る
自
由
だ
け
で
な
く
、
離
脱
し
な
い
自
由
も
含
ま

れ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
す
。

　

第
三
は
、
時
代
の
変
化
へ
の
適
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と

で
す
。現
行
の
国
籍
制
度
が
出
来
た
時
代
は
、一
般
の
人
々

に
よ
る
国
境
を
越
え
る
移
動
が
少
な
く
、
外
国
と
の
頻
繁

な
行
き
来
が
な
い
と
い
う
前
提
で
制
度
が
つ
く
ら
れ
て
い


