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わ
が
国
が
、
国
際
難
民
条
約
を
批
准
し
て
か
ら
十
八
年
に
な
る
。
入
管
行
政
は
た
び
た
び
そ
の
改
善
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
閉
鎖
的
な
慣
行
と
国
内
法
優
先
の
取
り
扱
い
の
域
を
脱
し
き
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
国
際
世
論
の
注
視
を
集

め
て
い
る
緊
急
の
事
態
を
ふ
ま
え
て
以
下
質
問
す
る
。 

（
二
） 

日
本
の
学
校
で
長
く
教
育
を
受
け
、
外
国
籍
の
親
の
出
身
国
の
言
葉
を
習
得
し
て
い
な
い
子
ど
も
が
非
正
規
滞
在
者

の
中
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
が
退
去
強
制
と
な
る
場
合
は
、
言
葉
や
習
慣
の
問
題
な
ど
特
別
に
大
き

（
一
） 

十
一
月
十
一
日
に
、
国
内
外
の
大
学
教
員
を
中
心
と
す
る
研
究
者
が
「
超
過
滞
在
外
国
人
に
『
在
留
特
別
許
可
』
を

求
め
る
研
究
者
の
共
同
声
明
」
を
法
務
大
臣
に
提
出
し
た
。
外
国
人
問
題
の
専
門
家
が
集
ま
っ
て
共
同
声
明
を
作
成
す

る
の
は
、
お
そ
ら
く
初
め
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
国
内
の
主
要
な
学
者
が
署
名
し
て
い
る
今
回
の
共
同
声
明
の
内

容
に
つ
い
て
、
法
務
省
内
で
は
検
討
し
た
の
か
。
ま
た
、
検
討
し
た
の
で
あ
れ
ば
声
明
に
付
記
さ
れ
た
外
国
人
・
移
民

問
題
の
世
界
的
権
威
で
あ
る
ト
ー
マ
ス
・
ハ
ン
マ
ー
名
誉
教
授
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
）
、
ウ
ェ
イ
ン
・
コ
ー
ネ
リ 

 

ア
ス
教
授
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
校
）
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
カ
ー
ス
ル
ズ
教
授
（
ウ
ォ
ロ
ン
ゴ
ン
大 

 

学
ア
ジ
ア
太
平
洋
社
会
変
容
研
究
所
所
長
）
の
参
考
意
見
を
ど
う
受
け
と
め
た
の
か
。 
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（
三
） 

戦
後
、
韓
国
か
ら
の
非
正
規
入
国
者
の
多
く
が
在
留
特
別
許
可
を
得
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
韓
国
人
は
「
昭
和
三
十
年

代
ま
で
は
、
戦
前
我
が
国
に
居
住
し
て
い
た
者
が
家
族
ぐ
る
み
で
再
渡
航
す
る
ケ
ー
ス
、
親
子
兄
弟
ら
離
散
家
族
の
呼

び
寄
せ
、
あ
る
い
は
親
を
頼
っ
て
入
国
す
る
ケ
ー
ス
等
人
道
的
配
慮
を
要
す
る
事
案
が
大
半
を
占
め
て
い
た
が
、
昭
和

四
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
我
が
国
に
職
場
を
求
め
る
い
わ
ゆ
る
出
か
せ
ぎ
ケ
ー
ス
が
主
流
と
な
っ
て
き
て
い
る
」 

な
困
難
と
不
利
益
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
、
行
政
当
局
は
児
童
の
権
利
条
約
第
三
条
に
あ
る
「
児
童
の
最

善
の
利
益
」
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
児
童
の
権
利
条
約

第
三
条
を
第
一
に
適
用
し
て
退
去
強
制
を
違
法
と
す
る
判
例
も
あ
る
。
こ
の
種
の
退
去
強
制
は
児
童
の
権
利
条
約
違
反

と
な
り
、
国
際
的
に
大
き
な
批
判
を
受
け
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
『
出
入
国
管
理
昭
和
5
1
年
版
』
1
2
0
頁
）
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
出
稼
ぎ
目
的
の
韓
国
人
に
対
し
て
も
、
日
本 

 

社
会
へ
の
定
着
を
理
由
に
在
留
特
別
許
可
が
認
め
ら
れ
て
き
た
よ
う
だ
が
、
そ
う
し
た
ケ
ー
ス
は
こ
れ
ま
で
、
お
お
よ

そ
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
条
件
で
、
何
名
の
在
留
特
別
許
可
を
認
め
て
き
た
の
か
。
こ
う
し

た
実
績
は
、
九
月
一
日
東
京
入
国
管
理
局
へ
の
二
十
一
名
の
出
頭
者
に
代
表
さ
れ
る
約
二
七
万
人
の
超
過
滞
在
者
等
の

非
正
規
滞
在
者
の
正
規
化
の
問
題
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
前
例
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。 

二 

 



 

（
五
） 

一
九
九
七
年
十
月
に
中
国
人
の
許
攀
桂
（
き
ょ
・
は
ん
け
い
）
さ
ん
一
家
五
名
が
東
京
入
管
に
出
頭
し
た
が
、
九
十

九
年
十
月
二
十
二
日
に
長
女
以
外
が
不
許
可
と
な
り
、
十
七
歳
と
十
歳
の
子
ど
も
を
含
む
一
家
4
名
が
入
管
内
の
収
容

所
に
収
容
さ
れ
た
。
支
援
グ
ル
ー
プ
の
幾
度
に
も
わ
た
る
働
き
か
け
に
よ
り
、
十
一
月
三
〇
日
に
よ
う
や
く
、
二
人
の

子
ど
も
と
母
親
に
仮
放
免
許
可
が
認
め
ら
れ
、
自
宅
に
戻
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
子
ど
も
た
ち
ま
で
を
も
収
容
し
て
し

ま
っ
た
の
は
、
重
大
な
人
権
侵
害
で
は
な
い
の
か
。
次
女
は
収
容
さ
れ
て
い
る
間
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
か
顔
面
が
赤
く
腫

れ
上
が
り
、
不
眠
な
ど
の
体
調
不
良
を
訴
え
た
が
、
入
管
側
は
専
門
医
に
診
察
を
さ
せ
る
こ
と
な
く
放
置
し
、
ぜ
ん
そ

く
の
持
病
を
も
ち
、
た
び
た
び
発
作
を
起
こ
す
長
男
も
、
男
女
別
が
原
則
で
あ
る
収
容
所
で
は
母
親
と
引
き
離
さ
れ
た

ま
ま
、
母
親
の
看
護
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ず
に
、
心
身
共
に
不
安
定
な
生
活
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
。
高
校
生
の
次

女
は
、
自
ら
超
過
滞
在
者
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
の
に
、
犯
罪
者
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
た
こ
と
に
納
得

（
四
） 

労
働
災
害
に
よ
り
治
療
中
で
あ
る
非
正
規
滞
在
者
を
退
去
強
制
す
る
こ
と
は
、
人
道
上
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る 

 

が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
多
く
の
国
で
、
労
働
災
害
に
基
づ
く
在
留
特
別
許
可
の

よ
う
な
類
似
の
事
例
が
あ
る
と
聞
く
が
、
こ
の
点
も
、
人
権
後
進
国
と
し
て
の
批
判
を
受
け
な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き

と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

三 

 



 

（
七
） 

第
二
次
出
入
国
管
理
基
本
計
画
に
関
す
る
意
見
募
集
を
行
い
、
広
く
市
民
の
入
管
政
策
に
関
す
る
意
見
を
聞
く
の
は

画
期
的
な
こ
と
と
評
価
し
て
い
る
が
、
今
回
の
超
過
滞
在
者
の
在
留
特
別
許
可
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
よ
り
オ
ー
プ
ン

に
議
論
す
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
「
永
住
」
を
含
む
様
々
な
在
留
資
格
や
「
帰
化
」
に
関
し
て
も
、
そ 

 
 

の
許
可
の
基
準
が
不
明
確
で
、
恣
意
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
強
い
が
、
そ
の
基
準
を
明
確
化
し
た
り
、

具
体
的
な
統
計
を
公
表
す
る
な
ど
、
入
管
行
政
全
般
に
つ
い
て
、
法
務
省
は
、
よ
り
積
極
的
に
説
明
責
任
を
果
た
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
今
後
、
入
管
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
学
者
や
市
民
団
体
等
と
、
定
期
的
に
意
見
交
換
を

（
六
） 

「
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
」
と
い
う
憲
法
の
理
念
や
、
「
出
入
国
の
公
正
な
管
理
」
を 

 
 

う
た
っ
た
入
管
法
の
目
的
に
照
ら
し
、
外
国
人
の
人
権
保
障
に
関
す
る
国
際
基
準
に
合
致
す
る
よ
う
、
出
入
国
に
関
す

る
処
分
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
の
点
、
在
留
特
別
許
可
に
関
す
る
諸
外
国
の
基
準
と
日
本
の
そ
れ
と
の
検

討
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

在
留
特
別
許
可
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
こ
の
よ
う
な
待
遇
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い

て
、
改
善
す
べ
き
で
は
な
い
か
。 

が
い
か
な
い
と
抗
議
し
て
い
る
。 

四 

 



 

 

五 

す
る
機
会
を
設
け
て
は
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


