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移
民
法
の

施
行
（

一

九
二

四

年）

以
降
の

日
米
関
係
の

悪

化
や

、

日
本
国

内
の

ナ
シ

ョ

ナ
リ
ズ
ム

の

高
ま
り
の

影
響
に

よ

り、

在
米
日

系
社
会
の

状

況
は

変
化
し
て

い

っ

た
。

そ
う
し

た

な

か

で

日

系
仏
教
は

、

ア

メ

リ

カ

市

民
で

あ
る

日
系
二

世
仏
教
徒
を、

日
米
の

「

架
け
橋
」

と
な
る

存
在
と
し

て

重
視
す
る

よ

う
に

な
っ

て
い

っ

た
。

　

日
米
間
の

戦
争
中、

日

系
仏
教
は

敵
国
日

本
と
の

関
係
を
疑
わ
れ
た

た

め
、

宗
教

者
た
ち
は

強
制
収
容
所
に

送

り
込
ま
れ

、

寺
院
の

活

動
も
停
止

さ
せ

ら
れ
た

。

大

戦
後

、

活
動
を

再
開
し
た
日

系
仏
教
は
、

日

系
二

世
が

中
心
と
な
っ

て

ア

メ

リ

カ

化
を
進
め

て

い

き、

戦
前
の

よ

う
に

〈

ホ
ー

ム

ラ

ン

ド
〉

と
の

つ

な
が
り
を

前
面
に

打
ち
出
さ
な
く
な
っ

て

い

く
。

か

く

し
て
、

大
戦
後
の

日
系
仏

教
は

、

日

系
ア

メ

リ
カ
人
の

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ

ャ

ー

チ

と

し
て
存
続
し
て

い

っ

た
。

た
だ
し、

大
戦
後
の

世
代
交
代
の

影

響
は

大
き
く、

若
い

世
代
が
増
加
し
て

い

く
に

つ

れ

て

信
仰
継
承
の

困
難

に

直
面
し
て

い

る
。

だ

が
そ
の
一

方
で
、

三

世
以
降
の
一

部
に

は
、

エ

ス

ニ

ッ

ク

文
化
で

あ
る

仏
教
に

関
心
を
持
つ

者
も
生
ま

れ

て

い

る
。

　

本
発
表
の

事
例
を

見
て
も、

実
体
と

し
て

の

〈

ホ

ー

ム

ラ

ン

ド
〉

に

つ

い

て

の

直
接
的
な
記
憶
が
あ
っ

た

日
系
一

世
、

第
二

次
世
界
大
戦
以
前
に

一

世
た
ち
か

ら

故
国
に

つ

い

て

詳
し
く
教
え
ら
れ

て

育
ち
、

日

本
へ

の

旅

行
や

留

学
な
ど
で

滞
日

経
験
を

持
つ

者
も

多
か
っ

た

二

世、

大

戦
後
に

「

ア
メ

リ

カ

人
」

と

し
て

成
長
し
た

三

世
以

降
の

世

代
で

は
、

そ
れ
ぞ
れ

が
抱
く

＜

ノ

ス

タ

ル

ジ
ア
〉

は

異
な
っ

て

い

る
。

そ
れ
ゆ

え
、

移
民
と
そ

の

子
孫
た
ち
の

〈

ホ

ー
ム

ラ

ン

ド
〉

へ

の

〈

ノ

ス

タ

ル

ジ
ア
〉

を

通
じ
た

宗
教
へ

の

関
わ

り
に

は、

世
代
間
で

大
き
な
差

異
が
あ
る
こ

と
は

看
過
で

き
な
い

問
題
で

あ
る

。

日
本
人
妻
が

出
会
っ

た
故
郷

　

ー
台
湾
の

日
本
語
教
会
と

高
齢
者
施
設
に

て

ー

　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　

藤
野
　
陽

平

　

戦

前
戦
後
の

混
乱
か
ら

、

本
人
の

意
思
に

関
わ
ら

ず
そ
の

後
も
国
外
で

暮
ら

す
こ

と

と
な
っ

た
日
本
人
は

少
な

く
な
い

。

台
湾
に

は

そ

う
し
た
流

れ
で

今
も

日
本
人
妻
達
が
暮
ら
し
て

い

る

が
、

現
在
キ
リ
ス

ト
教
系
の

団

体
が

彼
女
た
ち
の

ケ
ア

を
行
っ

て

い

る
。

本
発

表
で

は
台

湾
に

お
い

て

日

本
を
と
り
ま
く
環
境
を
確
認
し、

彼
女
た

ち
に

と
っ

て

故
郷
で

あ
る
「

日

本
」

と
は

何
で

あ
り、

そ
れ
に
キ

リ
ス

ト
教
が
ど
の

よ
う
に

影
響
し
て

い

る

の

か
に
つ

い

て

考
察
し
た

上

で
、

移

民
と
宗
教
研
究
の

議
論
に
位
置
づ

け
る

。

　

事
例
と

し
て

玉

蘭
荘
と
い

う
日
本
語
で

運
営
さ
れ
る
キ
リ

ス

ト
教
系
の

デ

イ
ケ
ア

セ

ン

タ

ー

と
、

台
湾
基
督
長
老
教
会
の

国
際
日
語
教
会
と

い

う

日
本
語
教
会
に
集
う
日
本
人
と

台
湾
人
を
対
象
と
す
る

。

前
者
は

日
本
キ

リ
ス

ト
教
海
外
医
療
協
力
会
（

JOCS

）

の

医
療
宣
教
師
が

日
本
人
妻

へ

の

ケ
ア

を

兼
ね
て
、

日
本
語
の

「

聖
書
と

祈
り
の

会
」

を

始
め
、

こ

れ

を
前
身
と
し

て
、

日
本
語
に

よ

る

キ
リ

ス

ト
教
を
基
礎
と
し

た

デ
イ

ケ

ア

セ

ン

タ

ー

と

し
て

発
展
し

、

現
在
に

至
っ

て

い

る
。

後
者
は

台
湾
に

暮
ら

す
日
本
人
や
、

日
本
統
治
期
に

日

本
教
育
を

受
け
日
本
語
リ

テ

ラ

シ

ー

の

高
い

「

日
本
語
族
」

と

呼
ば
れ

る

台
湾
人
が

、

日
本
語
で

礼
拝
す
る

こ

と

を

目
的
に

設
立
さ

れ

た

教
会
で

あ
る

。

　
こ

う
し
た

日
本
語
を

提
供
す
る

場
に

集
う
日
本
人
妻
は

来
台
の

経
緯
に

よ

っ

て

三

つ

に

分
類
す
る

こ

と
が
で

き
る
。

第
一

に

戦
前
に

台
湾
へ

移
住

し

台
湾
人
と

結
婚
し

そ
の

ま
ま
定

住
し
た

場
合

、

第
二

に

戦

前
に

日

本
で

台
湾
人
と
結

婚
し

戦
後
移
住
し
た

場
合

、

第
三
は

戦
前
に

夫
婦
で

満
州
等
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大

陸
に

移
住
し

た

が

夫
を
亡

く
す
な
ど

し
、

中

国
人
と

再
婚
し

て

国
共
内

戦
の

た
め

台
湾
へ

移
住
し
た

場
合
で

あ
る

。

　

本
発
表
の

前
提
と
し
て

台
湾
社

会
に

お

け
る

日

本
そ
の

も
の

や
日

本
語

の

も
つ

意

味
は

ど

の

よ

う
な
も
の

な
の

だ
ろ

う
か

。

戦
後
の

台
湾
社
会
で

は
省

籍
矛

盾
と

呼
ば
れ
る

日

本
統

治
期
か
ら
台

湾
に

暮
ら

す
本

省
人
（
台

湾
語
を
重

視
し

、

台
湾

独
立
を
望
む

）

と
戦
後
中
国
か
ら

移
住
し

た
外

省

人
（
北
京
語
を
重

視
し、

台

湾
は

中
国
の
一

部
分
と

考
え
る

）

、

と
の

間

に
お

け
る

コ

ン

フ

リ

ク

ト
が

存
在
し

、

台
湾
の

長
老
教

会
は

明

確
に

本

省

人
の

た
め
の

教

派
で

台
湾
語
重
視、

台
湾
独
立

と
い

う
姿
勢
を
と

っ

て

い

る
。

そ

う
し

た

教
派
に
と
っ

て

は

日
本
語
を
重
視
し
親
日
的
な
態
度
を
と

る
こ

と
は、

反

中
の

態
度
を
明
示
す
る
こ

と
を
意
味
し
て

い

る
。

こ

う
し

た
戦

後
台
湾
の

文
脈
で

「

日
本
」

と
い

う
場
を
求
め
る
一

定
数
の

台
湾
人

が
存
在
す
る

。

そ
う
し
た
彼
ら
の

「

日
本
語
欲
求
」

を
満
た

す
場
の
一

つ

に
国
際
日

語
教
会
や

玉

蘭
荘
が
な
っ

て

い

る

の

で

あ
る

。

台
湾
入
参
加
者

に
は

日

本
統
治
期
に

日
本

語
の

み
で

暮
ら
し、

戦
後、

北

京
語、

台
湾

語、

英
語
を
学
ん

だ

た

め
、

母
語
と
い

う
も
の

が

な

い

人
や、

台
湾
語
の

方
が
礼
拝
に

ふ

さ
わ

し
い

言
語
だ
と

感
じ

日
本
語
教
会
に

参
加
す
る

と
い

う
人
等

、

多
様
な
背
景
を
持
つ

人
々

が

集
ま
っ

て

い

る
。

　

日
本
人
妻
に
と
っ

て

の

日

本
と
キ
リ

ス

ト

教
に

関
し
て

は
、

そ

れ

ま
で

の

過
酷
な
生

活
の

た

め

宗
教
的
癒
し
の

必

要
性
が

あ
り

、

ま
た

高
齢
者
で

あ
る

彼
女
た

ち
に

と
っ

て

は

死
や

健
康
の

問
題
が

深
刻
で

あ

り
、

キ

リ

ス

ト
教
が

そ
の

欲
求
を

満
た

す
よ

う
な
ス

ピ

リ

チ
ュ

ア

ル
・

ケ
ア

を

行
っ

て

い

る
。

　
以
上
の

議
論
を
ふ

ま
え
る

と

本
発
表
の

事
例
は

単
に

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ

ャ

ー

チ

と
い

う
風
に

は
理
解
で

き
な
い

。

そ
こ

に

は
日

本
人
と
台
湾
人
の

「

日

本
語
族
」

と
い

う
複
数
の

民
族
集

団
が

結
合

す
る

こ

と
で

、

場
が

形

成
さ
れ

て

い

る
。

寺
田
喜
朗
は

台
湾
に

お

け
る

日
系
新
宗
教
を

疑
似
的
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ

ャ

ー

チ

と

し
て

分
析

し
た

（
『

旧

植
民
地
に

お

け
る
日

系

新
宗
教
の

受
容

ー
台
湾
生

長
の

家
の

モ

ノ

グ

ラ

フ
』

ハ

ー

ベ

ス

ト
社、

二

〇
〇

九
）

が
、

本
発
表
の

事
例
に

お

い

て

は

台
湾
人

参
加
者
に

つ

い

て

あ
て

は
ま
る
の

で

あ
っ

て
、

日
本
人

妻
に

は

あ
て

は
ま

ら
な
い

。

彼
女
た

ち
に

と
っ

て

日

本
語
の

集
ま
り
は

、

「

ノ

ス

タ
ル

ジ

ア

（

引
き
裂
か
れ

た

過

去
へ

の

郷
愁
）

」

と

し
て

の

故
郷
「

日
本
」

を

提
供
し
て

く
れ
る

場
で

あ
っ

て
、

エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ
ャ

ー

チ
そ
の

も
の

で

あ
る

。

そ

れ

で

い

て

日

本
人
妻
だ
け
で

場
が
成
立
し
て

い

る
の

で

は
な
い

。

こ

の

こ

と
か

ら、

台

湾
の

日
本
語
教
会
は
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ
ャ

ー

チ

と

疑
似

的
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ

ャ

1
チ
の

複
合
的
エ

ス

ニ

ッ

ク
・

チ
ャ

ー
チ
と

し
て

位
置
づ

け
る

こ

と

が

で

き
る
だ
ろ

う
。

在
日
ム

ス

リ

ム

の

少
女
た

ち
の

エ

ス

ニ

シ
テ
ィ

と

複
数
の
故
郷

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

川

崎
の

ぞ
み

　

本
発

表
の

目

的
は
、

日
本
に

お
い

て

ム

ス

リ

ム

で

あ
る
こ

と
が

所
与
の

環
境
に

生
ま
れ

た

第
二

世
代
の

女
性
の

信
仰
が

、

家
族、

社
会
環

境
、

父

方
母
国
と
の

繋
が

り
の

中
で

ど
の

よ

う
に

形
成
さ
れ
て

き
た

か
を
考
察
す

る

こ

と
で

あ
る

。

在
日

ム

ス

リ

ム

に

関
す
る

研

究
は

、

主
に

外
国
人
労
働

者
や

改

宗
し
た

日

本
人

女
性
の

適
応
に

つ

い

て

な
さ
れ
た
も
の

で

あ
り

、

第
二

世

代
の

詳
細
な

研
究
は

ま
だ
非

常
に

少
な
い

。

　
こ

こ

で

取
り
上

げ
る

の

は
、

北
関
東
に

在
住
す
る

二

十
代
前
半
の

女
性

の

語
り
で

あ
る

。

バ

ブ
ル

期
に

来
日
し
た
パ

キ
ス

タ
ン

人

労
働
者
と

改
宗

日
本
人
女
性
の

間
に

生
ま
れ

た
子
ど
も
と
い

う
在
日
ム

ス

リ

ム

の
一

つ

の
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