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「
難
民（refu

gee

）」
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
難
し
い
の
は
、
そ
の
定
義
が
簡
単
で
は
な
い
か
ら
だ
。

「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」の
第
一
条
を
み
れ
ば
、
難
民
と
は「
人
種
、
宗
教
、
国
籍
若
し
く
は
特

定
の
社
会
的
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
又
は
政
治
的
意
見
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
い
う
十
分
に
理
由
の
あ
る
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
、
国
籍
国
の
外
に
い
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
国

籍
国
の
保
護
を
受
け
ら
れ
な
い
も
の
又
は
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
そ
の
国
籍
国
の
保
護

を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
も
の（
以
下
略
）」と
い
う
定
義
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
す
で
に「
難
民
問
題
」

の
難
し
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る﹇
註
1
﹈。

　

た
と
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
あ
れ
国
境
を
越
え
な
け
れ
ば
、
難
民
か
ど
う
か
の
認
定
自
体
が
行

わ
れ
え
な
い
。
国
籍
を
有
す
る
国
の
中
で
の
移
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る「
国
内
避
難
民（
I
D
P
：

In
tern

ally D
isp

laced
 P

erson

）」が
難
民
と
し
て
国
際
社
会
に
よ
っ
て
庇
護
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的

に
な
い
の
で
あ
る
。
い
や
、
そ
の
こ
と
以
前
に
、
い
ま
私
は「
難
民
か
ど
う
か
の
認
定
」と
言
っ
た
け
れ

ど
も
、
本
来
は
、
認
定
さ
れ
る
か
ら
難
民
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
難
民
で
あ
る
か
ら
そ
う
認
定
さ

れ
る
べ
き
な
の
だ
。
し
か
し
現
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
条
文
は
、「
難
民
認
定
の
具
体
的
な
手
続

き
に
つ
い
て
は
黙
秘
し
た
ま
ま
、
解
釈
に
つ
い
て
各
国
当
局
の
裁
量
を
許
し
、
難
民
で
あ
る
こ
と
の
証

明
責
任
を
申
請
者
側
に
負
わ
せ
」﹇
註
2
﹈て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
国
際
社
会
の
多
く
は
、
人
権
重
視
の
観
点
か
ら
柔
軟
性
を
発
揮
し
て
き
た
。
た
と
え
ば

国
際
連
合
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所（
U
N
H
C
R
）に
は
す
で
に
I
D
P
を
保
護
の
対
象
と
し
た
実

績
が
あ
る
。
ま
た
一
九
八
四
年
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
一
〇
カ
国
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た「
カ
ル
タ
ヘ
ナ
宣

言
」で
は
、「
迫
害
」は
も
は
や
難
民
と
認
識
す
る
条
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
か
ら
こ
う
言
え
る
。
難
民
を
、「
難
民
条
約
」を
は
じ
め
、
な
に
か
ひ
と
つ
の
条
文
の
み
に
よ
っ

て
定
義
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
の
だ
と
。
そ
し
て
、
多
様
な
状
況
を
記
録
し
、
認
識
し
、
伝
え
る

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
、
ア
ー
ト
が
存
在
し
て
き
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、
難
民
問
題
を
考
え
る
ツ
ー

ル
と
し
て
ア
ー
ト
は
極
め
て
有
用
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
今
回
お
こ
な
っ
た
展
示
で
も
、
広

い
視
野
か
ら「
難
民
」を
捉
え
た
上
で
作
品
を
セ
レ
ク
ト
し
た﹇
註
3
﹈。
た
と
え
ば
、Ch

im

→P
om

の
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》も
含
め
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
以

降
の
I
D
P
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
も
あ

り
、
作
品
を
三
つ
に
限
っ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

リ
ト
ア
ニ
ア
に
避
難
し
て
い
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
系
の
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
た
ち
に
対
し
て
、
同
地
の
日
本
領

事
館
の
領
事
代
理
で
あ
っ
た
杉
原
千
畝
が
通
過
ビ
ザ
を
発
給
し
た
こ
と
は
い
ま
で
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
彼
ら
は
、
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
を
経
て
国
際
港
の
あ
る
神
戸
ま
で
や
っ
て
く
る
と
、
ほ
と
ん
ど

の
人
が
、
次
の
、
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
最
終
と
な
る
目
的
地
へ
の
移
動
を
可
能
に
す
る
ビ
ザ
の
取
得
の

た
め
に
、
神
戸
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
ん
な
彼
ら
の
一
時
休
止
の
姿
を
よ
く
捉
え
て
い
る
の
が
、丹
平
写
真
倶
楽
部
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
る「
流

氓
ユ
ダ
ヤ
」で
あ
る
。撮
影
さ
れ
た
の
は
一
九
四
一
年
の
春
の
こ
と
だ
。

　

印
象
的
な
一
点
を
見
て
み
よ
う﹇
図
1
﹈。
ジ
ャ
ロ
ジ
ー
の
つ
い
た
両
開
き
の
窓
が
あ
り
、
そ
の
片
側
だ

け
が
あ
い
て
い
る
。
横
桟
が
三
つ
入
っ
た
窓
の
向
こ
う
は
真
っ
暗
で
、
そ
の
最
下
段
に
男
が
ひ
と
り
座
っ

て
い
て
こ
ち
ら
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
。
だ
が
実
際
に
は
も
っ
と
開
放
的
な
時
間
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
ほ

か
の
写
真
を
見
る
と
、
屋
外
で
チ
ェ

ス
に
興
じ
て
い
た
り
、
タ
ル
ム
ー
ド

を
学
ん
で
い
た
り
す
る
。
た
だ
そ
こ

に
労
働
の
光
景
は
な
い
。
彼
ら
が

持
っ
て
い
た
の
が「
通
過
ビ
ザ
」
で

あ
っ
た
以
上
、
日
常
が
回
復
さ
れ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も

余
暇
的
な
行
為
に
と
ど
ま
る
の
で

あ
っ
た
。
や
が
て
彼
ら
は
ビ
ザ
を
獲

得
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
や

ア
ー
ト
は﹁
難
民
﹂を

先
入
観
か
ら
解
放
す
る

保
坂
健
二
朗

所
蔵
作
品
展
「M

O
M

A
T

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

第
13
室
「
難
民
」

会
期
：
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
四
日
│
二
〇
一
八
年
三
月
二
十
一
日
　
会
場
：
美
術
館 

ギ
ャ
ラ
リ
ー
4﹇
二
階
﹈

図1  安井仲治《「安井仲治ポートフォリオ」より  流氓
ユダヤ 窓》1941年



7 │  Newsletter of The National Museum of Modern Art, Tokyo [Jan.- Mar. 2018]

イ
ギ
リ
ス
自
治
領
へ
と
渡
っ
て
い
っ
た
。
ビ
ザ
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
人
た
ち
は
日
本
に
と
ど
ま
ら
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
十
二
月
に
な
る
前
に（
当
時
は
日
本
の
占
領
下
に
あ
っ
た
）上
海
へ
と
移
送

さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
真
珠
湾
攻
撃
が
起
こ
っ
た
。

　

し
か
し
そ
う
し
た
運
命
は
、写
真
家
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、被
写
体
と
な
っ
て
い
た
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
だ
っ

て
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
残
さ
れ
た
彼
ら
の
同
胞
た
ち
が
や
が
て
絶
滅
収
容
所
に
送

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
知
り
え
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
神
戸
で
撮

ら
れ
た
写
真
は
、
撮
影
か
ら
し
ば
ら
く
し
た
五
月
に
大
阪
の
朝
日
会
館
で「
流
氓
ユ
ダ
ヤ
」と
い
う
名

の
下
に
発
表
＝
展
示
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を
知
る
い
ま
の
私
た
ち
に
は
、
図
1
の
写
真

こ
そ
が
ユ
ダ
ヤ
人
難
民
の
表
象
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
思
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
当
時
の

人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
以
外
の
、
移
動
の
一
時
を
よ
く
示
す
写
真
の
方
が
、「
流
氓
ユ
ダ
ヤ
」に
ふ
さ
わ

し
く
見
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
もrefu

gee

と
い
う
言
葉
に
は
、
逃
げ
る（flee
）を
意
味
す
る「fu

gere

」
と
い
う
語
が
含

ま
れ
て
い
る
。
難
民
と
は
、
よ
り
安
全
な
状
況
を
求
め
て
あ
る
場
所
か
ら
別
の
場
所
へ
と
逃
げ
て
い
る

人
た
ち
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は「
移
動
」が
本
質
と
な
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
曹
良
奎
の《
密
閉
せ
る
倉
庫
》は
興
味
深
い
。
曹
は
李
承
晩
政
権
時
代
の
一
九
四
八

年
に
弾
圧
を
逃
れ
て
日
本
に
密
航
し
て
き
た
人
物
、
つ
ま
り
事
実
上
の
難
民
で
あ
る（
ち
な
み
に
彼
は

一
九
六
〇
年
に
北
朝
鮮
に
渡
っ
て
し
ま
う
）。
日
本
に
い
た
頃
の
彼
は
、
絵
を
描
き
つ
つ
も
、
生
き
て
い
く

た
め
に
倉
庫
番
や
下
水
道
工
事
に
従
事
し
て
い
た
と
い
う
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
に
と
っ
て

の
日
常
性
を
示
し
た
り
労
働
を
象
徴
し
た
り
す
る
た
め
だ
け
に
倉
庫
が
モ
チ
ー
フ
に
選
ば
れ
た
と
み

な
す
べ
き
で
は
な
い
。
倉
庫
と
は
流
通
す
る
商
品
が
一
時
的
に
保
管
さ
れ
る
場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
だ
。
そ
の
よ
う
な
特
性
と
、
難
民
で
あ
る
自
ら
の
境
遇
と
に
奇
妙
な
一
致
を
曹
が
感
じ
て
い
れ
ば
こ

そ
、
倉
庫
は
選
ば
れ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。

　

難
民
に
は「
背
景
」が
重
要
に
な
る
わ
け
だ
が
、
ヤ
ン
・
ペ
イ
ミ
ン
の《
ス
ー
ダ
ン
の
少
年
》﹇
図
2
﹈の

背
景
は
真
っ
黒
で
あ
る
。
制
作
年
も「
背
景
」と
な
る
が
、
一
九
九
八
年
と
い
う
の
は
そ
れ
ほ
ど
有
益

な
情
報
で
は
な
い
。
こ
の
ス
ー
ダ
ン
の
少
年
が
難
民
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

し
か
し
そ
も
そ
も「
ス
ー
ダ
ン
」と
い
う
名
前
は
、「B

ilad
 al-Sudan

（
黒
人
の
土
地
）」と
い
う
ア
ラ

ビ
ア
語
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
ア
ラ
ブ
人
が
交
易
の
た
め
に
訪
れ
て
い
た
サ
ハ
ラ
砂
漠
以
南
コ
ン

ゴ
盆
地
以
北
の
東
西
に
連
な
る
帯
状
の
地
域
を
そ
の
名
で
呼
ん
で
い
た
の
だ
が
、
そ
の
名
称
が
一
九
五

六
年
に
独
立
し
た
国
家
に
よ
っ
て
独
占
的

に
使
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
こ

の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、「A

 Sudanese 

B
oy

」
の「
正
体
」
に
は
様
々
な
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。
①
ス
ー
ダ
ン
共
和
国
出
身
の

少
年（
現
在
の
居
住
地
は
不
詳
）、
②
ス
ー
ダ

ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
地
域
の
少
年
、
③
黒
人

の
少
年
、
で
あ
る
。

　

牽
強
付
会
な
ん
か
で
は
な
い
。
近
代
以

降
に
成
立
し
た
国
家
の
ほ
と
ん
ど
が
国
民

国
家（n

ation
 state

）で
あ
る
の
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
ア
フ
リ
カ
で
は
一
九
六
〇
年

以
降
に
植
民
地
支
配
か
ら
独
立
す
る
形
で

多
く
の
国
家
が
誕
生
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

国
民
国
家
の
成
立
を
目
指
し
た
。
し
か
し
そ
の
近
代
的
な
シ
ス
テ
ム
と
多
様
な
部
族
が
存
在
す
る
と
い

う
現
実
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
、
そ
の
結
果
に
内
乱
が
頻
発
し
た
と
い
う
の
が
実
際
で
あ
る﹇
註
4
﹈。

　

だ
か
ら
こ
う
考
え
る
べ
き
な
の
だ
。《
ス
ー
ダ
ン
の
少
年
》に
描
か
れ
て
い
る
人
物
が
実
際
に
難
民
か

ど
う
か
は
も
は
や
問
題
で
は
な
い
と
。
こ
の
絵
の
重
要
性
は
、
あ
る
人
物
に「
国
家
」の
名
称
が
な
に
げ

な
く
冠
さ
れ
た
時
点
で
、
そ
こ
に
ふ
と「
難
民
」の
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る

の
が
現
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

（
美
術
課
主
任
研
究
員
）
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pdf　
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
十
三
日
）　
な
お
実
際
に
は
こ
の
第
一
条
に
は「
一
九
五
一
年
一
月
一
日
前
に
生
じ
た
事
件
の
結
果

と
し
て
」と
い
う
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る
が
、一
九
六
〇
年
代
以
降
ア
フ
リ
カ
で
難
民
が
大
量
に
発
生
し
た
こ
と
な
ど
を

理
由
と
し
、一
九
六
六
年
に
作
成
さ
れ
た
議
定
書
に
お
い
て
そ
の
制
限
が
外
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

2 

岸
守
一「
転
換
期
の
国
連
難
民
高
等
弁
務
官

│
人
道
行
動
の
成
長
と
限
界

│
」『
外
務
省
調
査
月
報
』二
〇

〇
〇
年
度
第
四
号
、
八
頁
。

3 

本
稿
は
二
〇
一
七
年
十
一
月
十
四
日
│
二
〇
一
八
年
三
月
二
十
一
日
の
期
間
に
わ
た
り
、「
M
O
M
A
T
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
展
」の
第
十
三
室
ギ
ャ
ラ
リ
ー
4
で「
難
民
」と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
に
展
示
さ
れ
た
作
品
た
ち
の
た
め
に
書
か
れ
た
。

4 

ア
フ
リ
カ
と
国
民
国
家
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
川
田
順
造『
地
域
か
ら
の
世
界
史
9　

ア
フ
リ
カ
』朝
日
新
聞
社
、

一
九
九
三
年
を
参
照
し
た
。

図2  ヤン・ペイミン《スーダンの少年》1998年
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