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鎖
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デ
ィ
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は
じ
め
に

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
い
う
言
葉
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
離
散
と
い
う
従
来
の
意
味
合
い
を
超
え
て
、
他
国
に
移
住
し
た
人
び
と
全
般
に
関
し

て
も
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、も
は
や
周
知
の
こ
と
だ
ろ
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
叢
書
を
編
纂
し
た
駒
井
洋
は
、

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
概
念
の
広
が
り
を
前
に
、
実
体
論
的
な
定
義
に
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
し
て
、「
転
地
先
と
出
身
地
な
い
し
出
身
共

同
体
と
の
両
者
に
二
重
に
帰
属
し
て
い
る
人
び
と
で
あ
る
と
い
う
の
が
せ
め
て
も
の
最
大
公
約
数
的
な
定
義
」
だ
と
記
し
て
い
る（

１
）。

そ

し
て
六
巻
に
上
る
こ
の
叢
書
で
は
出
身
地
別
に
検
討
す
る
と
し
た
う
え
で
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
つ
い
て
は
「
そ
の
特
殊
性

に
か
ん
が
み
て
、
ア
フ
リ
カ
と
と
も
に
カ
リ
ブ
海
地
域
も
出
身
地
に
加
え
」
て
叢
書
を
編
ん
で
い
る（

２
）。

本
稿
で
は
こ
う
し
た
認
識
を
共
有
し
つ
つ
、
カ
リ
ブ
海
の
フ
ラ
ン
ス
領
で
あ
る
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
と
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
（
フ
ラ
ン
ス
領
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ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
（A

ntilles françaises

））
に
注
目
し
、
こ
の
地
に
か
か
わ
る
人
の
移
動
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
こ
こ
は
か
つ
て
奴
隷

植
民
地
だ
っ
た
の
で
、
多
く
の
ア
フ
リ
カ
人
奴
隷
が
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
今
日
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

と
呼
ば
れ
る
も
の
の
一
角
を
占
め
る
。

本
稿
で
考
え
た
い
の
は
、
一
八
四
八
年
に
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
て
以
降
の
人
び
と
の
移
動
で
あ
る
。
奴
隷
制
廃
止
後
の
こ
れ
ら
の
島

に
は
、
不
足
す
る
労
働
力
を
補
う
た
め
に
、
改
め
て
ア
フ
リ
カ
か
ら
、
さ
ら
に
は
イ
ン
ド
や
中
国
か
ら
契
約
労
働
で
到
来
し
た
人
び
と

が
い
た
。
そ
れ
が
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
る
と
、
今
度
は
こ
こ
か
ら
本
国
へ
と
流
出
す
る
人
び
と
の
波
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
ア
ラ
ン
・

ア
ン
ス
ラ
ン
は
在
フ
ラ
ン
ス
の
こ
れ
ら
二
島
出
身
者
に
つ
い
て
の
先
駆
的
な
研
究
で
、
彼
ら
の
な
か
で
も
と
く
に
パ
リ
と
そ
の
周
辺
に

住
む
共
同
体
を
そ
の
規
模
の
大
き
さ
か
ら
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
、
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
両
島
に
続
く
「
第
三
の
島
」
と
表
現
し
て
い
る（

３
）。

そ
こ
で
以
下
の
行
論
で
は
、
ま
ず
奴
隷
制
廃
止
後
に
そ
れ
ま
で
の
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
続
い
て
、
二
島
に
流
入
し
た
人
び

と
を
め
ぐ
る
状
況
を
確
認
す
る
。
そ
の
後
の
時
代
は
、
逆
に
こ
こ
か
ら
外
部
に
流
出
す
る
人
び
と
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
と
以
後
に
分
け
て
、
順
次
記
し
て
い
き
た
い
。
本
稿
は
二
島
を
介
す
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
つ
い
て
の
、
ほ
ん

の
素
描
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
作
業
を
通
し
て
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
現
象
の
歴
史
を
め
ぐ
る
考
察
を
深
め
る
手
掛
か
り
に
な
れ
ば
と
思
う
。

一
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
に
続
く
も
の

一
八
四
八
年
四
月
、
二
月
革
命
後
の
フ
ラ
ン
ス
で
成
立
し
た
第
二
共
和
政
政
府
は
、
奴
隷
制
廃
止
の
政
令
を
発
布
し
た（

４
）。

一
九
世
紀
、

と
り
わ
け
一
八
三
〇
年
代
以
降
に
展
開
さ
れ
た
奴
隷
制
廃
止
運
動
を
受
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
廃
止
が
実
現
す
る
前
か
ら
危
惧

さ
れ
て
い
た
の
は
、
労
働
力
の
不
足
だ
っ
た
。
事
実
、
奴
隷
身
分
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
別
の
可
能
性
を
求
め
て
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

農
場
か
ら
町
に
出
て
い
っ
た
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
応
す
る
に
は
、
外
部
か
ら
の
労
働
者
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
グ
ァ
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ド
ル
ー
プ
の
植
民
地
議
会
で
は
、
す
で
に
奴
隷
制
廃
止
に
先
立
つ
一
八
四
四
年
七
月
、
一
万
人
の
外
部
か
ら
の
労
働
者
を
導
入
す
る
措

置
が
俎
上
に
上
っ
て
い
る（

５
）。

奴
隷
制
廃
止
が
な
る
と
、
労
働
者
の
導
入
に
関
す
る
二
つ
の
政
令
が
一
八
五
二
年
に
定
め
ら
れ
た
（
二
月
一
三
日
、
三
月
二
七
日
）。

最
初
の
政
令
は
、
し
か
る
べ
き
財
政
措
置
に
加
え
、
労
働
者
が
契
約
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
奴
隷
労
働
で
な
い
こ
と
を
と

く
に
求
め
て
い
た
。
二
つ
目
の
政
令
は
、
労
働
者
の
導
入
や
管
理
に
加
え
て
、
帰
還
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
っ
た（

６
）。

こ
う
し
た
法
制
度

に
基
づ
き
、
旧
奴
隷
植
民
地
に
人
手
が
供
給
さ
れ
て
い
く
。
た
と
え
ば
先
に
言
及
し
た
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
で
は
、
奴
隷
制
廃
止
前
に
四
万

人
い
た
奴
隷
の
う
ち
、
廃
止
後
に
契
約
労
働
者
と
な
っ
た
の
は
二
万
五
〇
〇
〇
人
だ
っ
た
が
、
わ
ず
か
数
年
後
の
一
八
五
三
―

一
八
五
四
年
に
は
、
四
万
人
の
労
働
者
を
確
保
し
て
い
る（

７
）。

そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
人
だ
っ
た
の
か
。
新
た
な
労
働
者
は
ア
フ
リ
カ
の
ほ
か
、
イ
ン
ド
や
中
国
か
ら
の
導
入
が
視
野
に
入
れ
ら
れ

た
。
以
下
に
概
観
し
て
い
こ
う
。

ア
フ
リ
カ
人

ま
ず
は
ア
フ
リ
カ
人
労
働
者
か
ら
始
め
た
い
。
奴
隷
制
廃
止
後
の
労
働
力
の
調
達
地
の
一
つ
が
ア
フ
リ
カ
だ
っ
た
こ
と
に
は
、
そ
れ

ま
で
も
奴
隷
と
し
て
大
量
に
こ
の
地
の
人
び
と
を
導
入
し
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。
奴
隷
制
廃
止
後
に
到
来
し
た
ア
フ
リ
カ
人
は
、
出
身

地
に
か
か
わ
ら
ず
「
コ
ン
ゴ
」
と
総
称
さ
れ
た
。
従
来
か
ら
島
に
い
る
奴
隷
出
自
の
人
び
と
も
、
言
う
ま
で
も
な
く
元
は
ア
フ
リ
カ
大

陸
か
ら
来
た
の
で
あ
り
、
コ
ン
ゴ
の
到
来
は
直
接
的
に
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

彼
ら
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
点
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
非
合
法
の
奴
隷
貿
易
を
疑
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
奴
隷
貿

易
は
一
八
〇
七
年
の
イ
ギ
リ
ス
を
皮
切
り
に
、奴
隷
制
度
そ
の
も
の
に
先
立
っ
て
す
で
に
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ス
な
ど
他
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
は
一
八
一
四
―
一
八
一
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
会
議
で
廃
止
が
決
ま
っ
て
い
る
。
奴
隷
制
が
残
っ
て
い
る
以
上
、
闇
で
の
取
り
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引
き
が
続
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
も
一
八
三
〇
年
に
入
る
と
表
面
的
に
は
収
束
し
て
い
く（

８
）。

し
か
し
フ
ラ
ン
ス
が
奴
隷
制
を
廃
止
し
た
一
八
四
八
年
は
、
ま
だ
奴
隷
制
が
残
っ
て
い
る
地
域
の
方
が
多
か
っ
た
し
、
奴
隷
を
供
給

す
る
奴
隷
貿
易
を
廃
止
し
て
い
な
い
地
域
も
あ
る
時
期
だ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
ア
フ
リ
カ
人
を
新
た
に
導
入
す
る
航
路
が
、
非
合

法
化
さ
れ
た
奴
隷
貿
易
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
の
は
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
実
際
に
ア
フ
リ
カ
で
奴
隷
と
し
て
捕
獲

さ
れ
た
人
を
「
自
由
契
約
者
（engagés libres

）」
と
称
し
て
ア
メ
リ
カ
世
界
や
イ
ン
ド
洋
に
売
却
す
る
新
た
な
交
易
も
広
ま
っ
て
い

た（
９
）。
こ
う
し
た
状
況
は
、
仏
領
カ
リ
ブ
海
へ
の
ア
フ
リ
カ
人
の
導
入
が
続
か
な
い
大
き
な
理
由
と
な
っ
た）

（1
（

。

コ
ン
ゴ
を
め
ぐ
っ
て
指
摘
す
べ
き
二
点
目
は
、
彼
ら
が
新
天
地
の
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
や
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
で
、
元
奴
隷
か
ら
も
差
別
さ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
闇
貿
易
の
多
寡
は
別
に
し
て
、
原
則
的
に
は
三
〇
年
以
上
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
新
た
な
奴
隷
は
来
て
い
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
コ
ン
ゴ
は
、
同
じ
ア
フ
リ
カ
出
身
と
は
い
え
、
一
八
四
八
年
に
解
放
さ
れ
た
多
く
の
元
奴
隷
た
ち
と
違
っ
て
白
人
の
支
配
層
と

混
血
し
て
い
な
い
の
で
、
一
般
に
肌
の
色
が
よ
り
黒
か
っ
た
。
仏
領
カ
リ
ブ
海
に
共
通
し
た
こ
と
だ
が
、
社
会
通
念
と
し
て
肌
の
色
が

淡
い
ほ
ど
好
ま
し
く
見
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
コ
ン
ゴ
が
入
っ
て
い
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
認
識
が
浸
透
し
て
い
る
社
会
だ
っ
た
。
彼

ら
に
は
、
言
葉
や
慣
習
の
面
で
の
違
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
肌
の
色
が
よ
り
黒
い
彼
ら
は
長
い
こ
と
差
別
の
対
象
と
な
る
の
で

あ
る
。

筆
者
は
二
〇
一
五
年
に
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
を
訪
れ
た
際
、
コ
ン
ゴ
の
人
た
ち
に
よ
る
楽
器
演
奏
と
踊
り
の
催
し
を
偶
然
に
も
鑑
賞
す

る
機
会
が
あ
っ
た
（
図
１
参
照
）。
近
年
、
掘
り
起
し
が
行
わ
れ
て
後
世
へ
の
継
承
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
差
別
の

な
か
で
封
印
し
て
き
た
も
の
が
、
よ
う
や
く
伝
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
に
遭
遇
し
た
わ
け
で
あ
る
。
彼
ら
の
自
己
主
張
に
は
膨

大
な
時
間
が
か
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
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イ
ン
ド
人

他
の
地
域
出
身
者
は
ど
う
か
。
次
に
イ
ン
ド
人
を
み
て
み
よ
う
。
イ
ン
ド

に
は
フ
ラ
ン
ス
領
が
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
戦
争
（
プ
ラ
ッ

シ
ー
の
戦
い
）
に
敗
れ
た
後
も
、
南
東
部
の
ポ
ン
デ
ィ
シ
ェ
リ
を
は
じ
め
フ

ラ
ン
ス
は
五
都
市
を
掌
握
し
て
お
り
、
ま
ず
は
そ
う
し
た
地
域
か
ら
の
導
入

が
図
ら
れ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
斡
旋
も
あ
っ
た）

（（
（

。
英
仏

通
商
条
約
が
結
ば
れ
た
翌
年
の
一
八
六
一
年
、
イ
ギ
リ
ス
は
自
ら
の
支
配
領

域
の
イ
ン
ド
か
ら
フ
ラ
ン
ス
が
労
働
者
を
募
集
す
る
許
可
を
出
し
て
い
る
。

他
国
に
先
駆
け
て
一
八
三
〇
年
代
に
奴
隷
制
を
廃
止
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
奴

隷
制
廃
止
後
に
労
働
力
不
足
に
陥
っ
た
国
が
非
合
法
の
奴
隷
貿
易
に
か
か
わ

る
の
を
防
ご
う
と
し
た
こ
と
が
、
背
景
に
あ
る
。

仏
領
カ
リ
ブ
海
に
関
す
る
書
物
を
著
し
た
ポ
ー
ル
・
ビ
ュ
テ
ル
の
数
字
を

紹
介
す
る
と
、
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
で
は
一
八
五
四
―
一
八
七
〇
年
の
間
に

二
万
三
五
二
人
の
イ
ン
ド
人
が
到
来
し（
年
平
均
で
一
一
九
七
人
）、一
八
八
五
年
に
は
二
万
一
八
〇
五
名
に
ま
で
増
加
し
た
。
マ
ル
テ
ィ

ニ
ッ
ク
は
一
八
五
五
―
一
八
六
二
年
の
間
に
九
一
五
八
人
（
同
じ
く
一
一
四
四
人
）
を
受
け
入
れ
て
い
る）

（1
（

。
こ
れ
ら
の
労
働
者
の
導
入

に
あ
た
っ
て
は
、
先
の
政
令
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
出
身
地
へ
の
帰
還
が
念
頭
に
あ
り
、
一
八
八
〇
年
代
に
は
そ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る）

（1
（

。

た
だ
し
一
定
期
間
、労
働
者
が
や
っ
て
き
て
、し
か
る
後
に
帰
国
し
た
、と
い
う
物
語
と
実
態
の
間
に
は
、乖
離
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

図１　�2015 年 1 月にマルティニックで行われたコンゴ
音楽の催し（筆者撮影）
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グ
ァ
ド
ル
ー
プ
の
中
心
街
に
は
、
イ
ン
ド
人
労
働
者
の

記
念
碑
が
お
か
れ
て
い
た
（
図
２
参
照
）。
プ
レ
ー
ト
に

は
、最
初
の
イ
ン
ド
人
が
到
来
し
た
一
八
五
四
年
（
一
二

月
二
四
日
）
の
一
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た

も
の
だ
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
契
約
労
働
者
の
導
入
が
停

止
さ
れ
る
一
八
八
四
年
ま
で
の
間
に
到
来
し
た
イ
ン
ド

人
四
万
二
三
二
六
人
の
う
ち
、
二
万
四
八
九
一
人
が
過

酷
な
待
遇
で
死
去
し
、
九
四
六
〇
人
が
イ
ン
ド
に
帰
還

し
た
と
い
う
。
ビ
ュ
テ
ル
の
記
す
も
の
よ
り
は
る
か
に

大
き
い
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
驚
き
な
し
に
は
目
に
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か）

（1
（

。

ち
な
み
に
奴
隷
制
廃
止
が
専
門
の
ネ
リ
ー
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
契
約
労
働
者
は
賃
金
も
通
常
の
労
働
者
の
四
分
の
一
程
度
だ
っ
た
の

に
加
え
て
労
働
環
境
は
過
酷
で
、
死
者
も
多
か
っ
た
と
す
る
。
し
か
も
帰
還
の
費
用
は
自
前
だ
っ
た
た
め
に
、
実
際
に
帰
っ
た
者
は
少

な
く
、
導
入
さ
れ
た
労
働
者
全
体
で
見
れ
ば
一
〇
％
だ
っ
た
と
い
う
数
字
を
あ
げ
て
い
る
。
数
字
の
齟
齬
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
彼
ら

の
労
働
環
境
か
ら
奴
隷
制
廃
止
後
に
導
入
さ
れ
た
労
働
者
に
つ
い
て
、「
第
二
の
奴
隷
制
」
だ
と
の
声
が
当
時
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
指

摘
も
忘
れ
て
は
な
る
ま
い）

（1
（

。

中
国
人

最
後
に
中
国
人
を
取
り
上
げ
よ
う
。
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
て
い
く
時
代
の
中
国
は
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
進
出
を
狙
っ
て
い
た
場
だ
っ

図 2　�グァドループのインド人労働者の記念
碑（筆者撮影）
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た
。
逸
早
く
奴
隷
制
を
廃
止
し
た
イ
ギ
リ
ス
は
一
八
三
四
年
、
中
国
人
労
働
者
「
ク
ー
リ
ー
（
苦
力
）」
の
導
入
を
試
み
る
。
中
国
を

舞
台
と
し
て
は
、
一
八
四
〇
年
代
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
ア
ヘ
ン
戦
争
に
続
き
、
一
八
五
〇
年
代
に
は
英
仏
と
清
の
間
に
ア
ロ
ー
戦
争
が
起

き
て
い
る
。
中
国
人
を
調
達
し
て
労
働
力
を
必
要
と
す
る
地
域
に
送
り
出
す
こ
と
は
、
列
強
が
中
国
に
足
場
を
築
く
重
要
な
手
段
で
も

あ
っ
た
。
奴
隷
制
廃
止
は
世
界
の
趨
勢
で
あ
り
、
多
く
の
地
が
労
働
力
を
必
要
と
し
て
い
た
。
多
大
な
人
口
を
抱
え
る
中
国
は
、
奴
隷

制
を
廃
止
し
た
列
強
に
と
っ
て
労
働
者
を
調
達
す
る
格
好
の
場
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
へ
の
中
国
人
移
民
』（
一
九
九
〇
年
）
を
著
し
た
ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
カ
ル
ダ
ン
は
、
労
働
者
を
リ
ク
ル
ー
ト

す
る
会
社
が
仲
介
料
で
大
い
に
利
益
を
上
げ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
香
港
か
ら
キ
ュ
ー
バ
に
送
り
出
さ
れ
た
労
働

者
一
人
当
た
り
の
手
数
料
は
一
七
〇
―
一
八
〇
ピ
ア
ス
ト
ル
で
あ
っ
た
も
の
が
、
間
も
な
く
二
五
〇
―
四
〇
〇
ピ
ア
ス
ト
ル
と
な
っ
た
。

マ
カ
オ
か
ら
は
二
〇
％
、
広
東
か
ら
は
三
〇
％
割
高
に
取
り
引
き
で
き
た
と
い
う
。
労
働
者
は
表
向
き
は
奴
隷
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

こ
れ
は
「
ク
ー
リ
ー
貿
易
」
と
認
識
さ
れ
た）

（1
（

。

先
に
も
記
し
た
が
、
契
約
労
働
者
に
依
存
す
る
あ
り
方
は
一
八
八
四
年
に
打
ち
切
り
と
な
っ
た）

（1
（

。
結
局
の
と
こ
ろ
契
約
労
働
は
導
入

に
際
し
て
高
く
つ
く
だ
け
で
な
く
、
現
地
の
労
働
者
と
の
間
に
摩
擦
や
軋
轢
が
生
じ
、
社
会
問
題
に
も
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も

中
国
人
に
関
し
て
は
一
八
六
〇
年
に
は
失
敗
と
認
識
さ
れ
て
、
こ
の
時
点
で
停
止
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
領
カ
リ
ブ
海
に
到
来
し
た

中
国
人
の
数
は
相
対
的
に
少
な
い
が）

（1
（

、中
国
人
は
世
界
各
地
に
労
働
者
と
し
て
移
住
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
や
グ
ァ

ド
ル
ー
プ
も
そ
う
し
た
「
中
国
系
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
の
一
角
を
提
供
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

こ
う
し
て
奴
隷
制
時
代
に
は
ア
フ
リ
カ
か
ら
、
奴
隷
制
廃
止
後
に
は
ア
ジ
ア
出
身
の
人
び
と
が
新
た
に
到
来
し
た
こ
と
は
、
こ
の
地

域
の
人
口
構
成
を
複
層
的
か
つ
複
雑
に
し
た
と
同
時
に
、
豊
か
に
し
た
側
面
も
あ
る
。
島
に
残
っ
た
人
び
と
の
間
か
ら
は
、
一
〇
〇
年

後
の
一
九
七
〇
年
代
に
「
ク
レ
オ
ー
ル
礼
賛
」
と
い
う
表
現
で
、
彼
ら
の
混
成
さ
れ
た
文
化
的
独
自
性
が
発
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
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そ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
お
き
、
次
に
こ
れ
ら
の
島
を
出
て
い
く
人
び
と
に
視
線
を
移
す
こ
と
と
し
よ
う
。

二
、「
砂
糖
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
植
民
地
行
政
の
場
へ
」

マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
と
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
か
ら
の
人
の
流
出
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
地
の
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
に
お
け
る
特

殊
な
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
奴
隷
制
廃
止
が
実
現
し
た
と
き
、
解
放
さ
れ
た
元
奴
隷
は
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
と
し

て
参
政
権
を
与
え
ら
れ
た
。
第
二
共
和
政
政
府
の
初
期
の
政
策
と
し
て
普
通
選
挙
制
度
の
実
現
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
元
奴
隷
に
も
適
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
参
政
権
は
男
性
に
限
ら
れ
た
も
の
で
、
本
国
の
女
性
よ
り
も
植
民
地
の
男
性
の
方
が
早
く
こ
う
し
た

権
利
を
得
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

も
っ
と
も
手
に
し
た
の
は
参
政
権
の
み
で
、
全
的
な
市
民
権
に
は
程
遠
い
「
植
民
地
市
民
」
と
で
も
い
う
べ
き
身
分
だ
っ
た
。
市
民

権
は
参
政
権
に
象
徴
さ
れ
た
と
言
っ
て
も
よ
い）

1（
（

。
話
を
先
取
り
す
る
な
ら
、
住
民
た
ち
は
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
市
民
と
し
て
十
全
の
権
利

を
得
よ
う
と
、
本
国
へ
の
働
き
か
け
を
続
け
て
い
く
。
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
、
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
は
じ
め
、
旧
奴
隷
植
民
地
で
あ
る
全
四
地

域
（
二
島
に
加
え
て
南
米
の
仏
領
ギ
ア
ナ
と
イ
ン
ド
洋
の
レ
ユ
ニ
オ
ン
）
が
「
海
外
県
」
と
な
っ
た
の
は
奴
隷
制
廃
止
か
ら
一
世
紀
を

経
た
一
九
四
六
年）

11
（

。
植
民
地
省
（
同
年
か
ら
海
外
フ
ラ
ン
ス
省
に
改
称
）
の
管
轄
下
に
お
か
れ
た
ま
ま
、
名
称
だ
け
変
更
に
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。
法
制
度
上
の
差
別
が
ほ
ぼ
な
く
な
る
の
は
一
九
七
〇
―
一
九
八
〇
年
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
な
お
残

る
社
会
的
差
別
は
別
途
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う）

11
（

。

さ
て
、
奴
隷
制
が
廃
止
さ
れ
て
後
も
植
民
地
支
配
の
な
か
で
、
解
放
さ
れ
た
人
び
と
が
置
か
れ
た
労
働
環
境
は
相
変
わ
ら
ず
過
酷
な

も
の
だ
っ
た
。そ
れ
で
も
な
か
に
は
教
育
を
お
さ
め
、社
会
上
昇
を
果
た
す
者
た
ち
が
現
れ
た）

11
（

。と
り
わ
け
第
一
次
世
界
大
戦
を
経
る
と
、

そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
到
来
す
る
者
も
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
当
時
は
中
流
・
上
流
階
層
の
学
生
や
知
識
人
、
あ
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る
い
は
船
員
な
ど
特
殊
な
職
業
の
者
が
中
心
だ
っ
た）

11
（

。
そ
う
し
た
人
び
と
を
代
表
す
る
人
物
と
し
て
、
後
に
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
市
長
と

国
民
議
会
議
員
を
半
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
務
め
る
詩
人
の
エ
メ
・
セ
ゼ
ー
ル
が
い
た
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
本
国
へ
の
移
住
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
奴
隷
制
廃
止
か
ら
第

二
次
世
界
大
戦
ま
で
の
間
の
移
動
に
関
し
て
、
や
は
り
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
と
も
語
ら
れ
る
側
面
に
一

言
ふ
れ
て
お
こ
う
。
ア
フ
リ
カ
研
究
が
専
門
の
ヴ
ェ
ロ
ニ
ク
・
エ
レ
ノ
ン
が
上
梓
し
た
『
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
仏
領
カ
リ
ブ
海
の
人
び
と
』（
二
〇
一
〇
年
）
は
、
植
民
地
行
政
官
と
し
て
カ
リ
ブ
海
か
ら
ア
フ

リ
カ
に
渡
っ
た
人
び
と
を
テ
ー
マ
と
し
た
書
物
で
あ
る）

11
（

。
本
書
は
一
八
八
〇
年
か
ら
一
九
三
九
年
を

扱
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
が
植
民
地
帝
国
を
建
設
・
拡
張
し
、
新
し
い
植
民
地
で
あ
る
ア
フ

リ
カ
で
行
政
官
の
需
要
が
増
え
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
と
っ
て
革
命
前
か
ら
の
古
い
植
民

地
（vieilles colonies

）
で
あ
る
カ
リ
ブ
海
地
域
出
身
者
は
、
被
支
配
者
で
あ
り
な
が
ら
フ
ラ
ン
ス
市

民
で
あ
り
、
植
民
地
の
末
端
の
住
民
と
支
配
者
フ
ラ
ン
ス
の
間
を
つ
な
ぐ
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待

さ
れ
た
。

本
書
に
は
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
、
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
両
島
に
加
え
て
南
米
植
民
地
の
ギ
ア
ナ
出
身
者
、

三
五
五
名
の
全
氏
名
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
う
ち
ギ
ア
ナ
出
身
者
は
四
六
名

）
11
（

）。
こ
の
数
字
は
小
さ
く
も

見
え
る
が
、
奴
隷
制
廃
止
時
点
で
の
三
つ
の
地
域
の
人
口
は
、
表
１
に
示
し
た
よ
う
に
、
小
規
模
な
ギ

ア
ナ
は
と
も
か
く
、
せ
い
ぜ
い
一
〇
万
人
を
超
え
る
程
度
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
意
味
の
な
い
数

字
で
は
あ
る
ま
い
。
本
章
の
タ
イ
ト
ル
は
、
本
書
第
一
章
か
ら
借
用
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
「
砂
糖
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
植
民
地
行
政
の
場
へ
」
と
い
う
移
動
、
す
な
わ
ち
旧
奴
隷
植
民
地
か
ら
、
ア
フ

表 1　1848 年初頭におけるカリブ海植民地の人口

植民地 総数 奴隷 ヨーロッパ人 自由有色人
マルティニック 122 691 75 339 9 490 37 862
グァドループ 129 778 87 087 9 946 32 745
南米ギアナ 19 495 12 525 6 370     650

出典　 Nelly Schmidt, La France a-t-elle aboli l'esclavage ?：Guadeloupe-Martinique-
Guyane, 1830-1935 , Paris, Perrin, 2009, p. 181 より筆者作成。
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リ
カ
と
い
う
新
し
い
植
民
地
に
、
植
民
地
行
政
官
と
い
う
肩
書
で
こ
れ
だ
け
の
人
が
移
動
し
た
こ
と
は
、
帝
国
主
義
時
代
を
人
の
移
動

と
い
う
観
点
か
ら
み
た
際
の
一
つ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
の
序
文
が
「
植
民
地
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
う
し
た
移
動
を
端
的
に
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
そ
れ
が
、「
植
民
地
化
さ
れ
た
側
か
ら
植
民
地
化
す
る
側
へ
の

転
身
」
で
も
あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
改
め
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

ち
な
み
に
上
記
の
三
五
五
名
の
リ
ス
ト
に
は
、
中
国
系
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
い
。
イ
ン
ド
系
の
名
前
が
あ
る
か
否
か
は
安
易
に
断

言
で
き
な
い
が
、
前
章
で
言
及
し
た
カ
リ
ブ
海
植
民
地
に
労
働
者
と
し
て
流
入
し
た
人
び
と
が
何
を
生
業
と
し
て
い
っ
た
の
か
、
さ
ら

な
る
探
究
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

三
、「
第
三
の
島
」
の
形
成

話
を
さ
ら
に
後
の
時
代
に
進
め
よ
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
で
あ
れ
後
で
あ
れ
、
カ
リ
ブ
海
の
島
か
ら
本
国
へ
の
移
動
を
考
え
る

際
に
は
、
こ
の
地
の
住
民
の
心
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
と
同
等
の
権
利
、
い
う
な
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
へ
の
「
同
化
」
を

要
求
し
て
き
た
こ
の
地
の
人
び
と
は
、
差
別
へ
の
反
発
こ
そ
あ
れ
、
明
確
に
フ
ラ
ン
ス
人
意
識
を
も
っ
て
い
る
。

一
例
と
し
て
、
後
に
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
先
駆
者
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
フ
ァ
ノ

ン
は
大
戦
中
の
一
九
四
三
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
率
い
て
い
た
シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゴ
ー
ル
の
側
で
志
願
す
る）

11
（

。
周
知
の
よ
う

に
第
二
次
世
界
大
戦
期
、
ド
イ
ツ
占
領
下
に
成
立
し
た
ヴ
ィ
シ
ー
政
権
が
対
独
協
力
を
進
め
た
の
に
対
し
、
ド
ゴ
ー
ル
は
国
外
か
ら
レ

ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。
フ
ァ
ノ
ン
が
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
に
参
加
し
た
の
に
は
、
自
身
の
出
身
地
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
が
当
初

ヴ
ィ
シ
ー
派
の
将
軍
が
掌
握
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
軍
の
駐
留
に
よ
っ
て
生
活
環
境
が
激
変
し
た
こ
と
も
あ
る
。
フ
ァ
ノ
ン
は
ま
だ
高

校
生
で
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、ド
ゴ
ー
ル
も
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
家
で
あ
る
。
苦
境
に
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
状
況
か
ら
、マ
ル
テ
ィ
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ニ
ッ
ク
の
自
立
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
よ
り
よ
い
フ
ラ
ン
ス
」
に
向
け
た
行
動
を
フ
ァ
ノ
ン
は
し
た
わ
け
で
あ
る
。
フ
ァ

ノ
ン
は
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
移
住
し
た
先
駆
者
の
位
置
も
占
め
る
。

こ
う
し
た
選
択
は
、
フ
ァ
ノ
ン
一
人
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
か
つ
て
筆
者
の
滞
仏
中
、
両
親
が
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
の
出
身
だ
と

い
う
ル
ー
ム
メ
イ
ト
が
い
た
。
彼
女
の
両
親
は
戦
後
に
フ
ラ
ン
ス
に
移
住
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
大
戦
中
の
ド
ゴ
ー
ル
の
行
動
を
支
持

し
た
か
ら
で
あ
る
。
両
親
は
熱
烈
な
ド
ゴ
ー
ル
派
だ
っ
た
と
彼
女
は
語
っ
て
い
た
。
戦
後
の
宗
主
国
へ
の
移
住
と
い
う
決
断
も
や
は
り
、

「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
単
純
な
フ
ラ
ン
ス
礼
讃
に
終
わ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
も
ま
た
、
確
認
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
戦
争

（
一
九
五
四
―
一
九
六
二
年
）
に
際
し
て
フ
ァ
ノ
ン
が
民
族
解
放
戦
線
に
与
し
た
の
は
周
知
の
こ
と
だ
し
、
筆
者
の
ル
ー
ム
メ
イ
ト
の

家
族
も
移
住
後
の
生
活
で
大
い
に
差
別
を
体
験
し
、
ド
ゴ
ー
ル
に
象
徴
さ
れ
る
と
思
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
に
も
幻
滅
し
て
い
く
。

多
少
と
も
類
似
の
経
験
を
し
た
人
び
と
は
い
た
は
ず
だ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
本
国
へ
の
移
住
は
急
速
に
増
え
て
い
っ
た
。

そ
れ
ま
で
と
は
変
わ
っ
て
、
戦
後
は
貧
し
い
階
層
か
ら
も
渡
仏
す
る
ケ
ー
ス
が
顕
著
に
な
り
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
は
「
大
規
模
な
移

住
（m

igration m
assive

）」
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
行
政
も
そ
れ
を
後
押
し
し
た
。
一
九
六
三
年
に
創
設
さ
れ
た
海
外
県
移
住
局

（Bureau des m
igrations d’outre-m

er

、
以
下
Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
と
略
記
）
は
、
一
九
八
二
年
に
改
編
さ
れ
る
ま
で
、
海
外
県
の
住

民
の
本
国
へ
の
移
住
を
推
進
す
る
中
心
的
組
織
と
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。

Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
が
設
置
さ
れ
た
背
景
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
は
カ
リ
ブ
海
植
民
地
の
お
か
れ
た
状
況
で

あ
る
。
一
九
五
九
年
一
二
月
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
で
些
細
な
こ
と
か
ら
死
者
の
出
る
事
態
に
発
展
し
た
事
件
は
、
失
業
や
貧
困
、
ま
た

差
別
と
い
っ
た
、こ
の
地
が
抱
え
る
諸
問
題
を
明
る
み
に
出
し
た）

1（
（

（
図
３
参
照
）。
こ
の
地
は
名
称
こ
そ
「
海
外
県
」
と
な
っ
た
も
の
の
、

実
質
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
の
支
配
下
に
あ
る
領
域
だ
っ
た
。
種
々
の
社
会
問
題
が
生
活
の
根
底
に
あ
る
な
か
で
、
現
地
で
も
フ
ラ
ン
ス
に
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移
住
し
た
人
の
間
で
も
、「
反
植
民
地
的
」
動
き
が
広
が
っ
た
の

で
あ
る
。
一
九
五
〇
―
一
九
七
〇
年
代
は
、
反
植
民
地
主
義
や

第
三
世
界
主
義
の
潮
流
が
国
際
的
に
も
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

そ
も
そ
も
カ
リ
ブ
海
の
二
つ
の
島
は
人
口
が
過
密
で
、
海
外

県
に
な
っ
た
当
初
か
ら
、
経
済
的
社
会
的
発
展
を
妨
げ
る
要
因

と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
事
実
、
経
済
は
と
言
え
ば
、
植
民
地
時

代
か
ら
の
単
品
栽
培
に
依
存
す
る
の
み
で
、
さ
し
た
る
産
業
は

育
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
社
会
問
題
と
と
も
に
潜
在
的
な

不
満
と
な
っ
て
く
す
ぶ
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
解
決
策
と

し
て
早
い
時
期
に
決
め
ら
れ
た
の
が
、
他
所
へ
の
移
住
の
推
進

だ
っ
た）

11
（

。
逆
に
高
度
経
済
成
長
期
に
入
っ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
本
国
で
は
、
深
刻
な
労
働
力
不
足
が
続
い
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
末

期
か
ら
戦
後
の
労
働
力
の
不
足
は
予
想
さ
れ
て
い
た
が
、
対
策
は
追
い
つ
い
て
い
な
か
っ
た）

11
（

。

つ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、
海
外
県
の
困
難
な
状
況
ゆ
え
に
、
住
民
が
フ
ラ
ン
ス
か
ら
離
反
す
る
事
態
を
危
惧
し
た
の
に
加
え
て
、

過
密
な
人
口
が
こ
の
地
の
発
展
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
認
識
の
下
、
さ
ら
に
は
フ
ラ
ン
ス
産
業
界
の
労
働
力
不
足
を
補
う
必
要
性
か
ら
、

積
極
的
に
カ
リ
ブ
海
か
ら
本
国
へ
の
移
住
を
推
奨
し
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
け
加
え
る
な
ら
、
Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
は
一
九
六
三
年
に
突
然

登
場
し
た
の
で
は
な
く
、
一
九
五
〇
―
一
九
六
〇
年
代
に
フ
ラ
ン
ス
で
組
織
さ
れ
た
市
民
に
よ
る
諸
団
体
（associations

）
を
足
掛
か

り
に
し
て
い
る
。
こ
れ
も
必
要
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
団
体
に
は
、
ド
ゴ
ー
ル
派
の
海
外
県
出
身
者
が
か
か

図 3　�サヴァンナ広場にある 1959 年 12 月の
事件を記したプレート（筆者撮影）
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わ
っ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
い
う
指
摘）

11
（

は
、
先
に
記
し
た
筆
者
の
か
つ
て
の
ル
ー
ム
メ
イ
ト
の
体
験
と
と
も
に
、
記
憶
に
と
ど
め

て
お
き
た
い
。

ち
な
み
に
す
で
に
一
世
紀
前
か
ら
、
制
限
つ
き
と
は
い
え
「
フ
ラ
ン
ス
市
民
」
の
肩
書
を
有
し
て
い
た
カ
リ
ブ
海
植
民
地
出
身
者
は
、

あ
る
面
で
は
フ
ラ
ン
ス
の
地
方
出
身
者
と
同
じ
に
捉
え
ら
れ
る
面
も
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
ら
遠
方
か
ら
の
労
働
者
に
対
し
て
は
特
別
の

配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
の
フ
ラ
ン
ス
人
と
同
等
の
対
応
で
は
す
ま
な
い
面
も
あ
っ
た
。
他
方
で
特
別
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
と
、
本
国
社
会
へ
の
統
合
が
難
し
く
な
る
と
い
っ
た
懸
念
も
あ
り
、
行
政
の
対
応
が
一
筋
縄
で
は
い
か
な
か
っ
た
こ
と
は
注
意
す

べ
き
点
で
あ
る）

11
（

。

そ
れ
で
は
ど
れ
ほ
ど
の
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
は
四
つ
の
海
外
県
す
べ
て
を
対
象
に
し
て
い
た
た

め
、
カ
リ
ブ
海
二
地
域
に
限
る
数
字
で
は
な
い
が
、
別
組
織
に
改
編
さ
れ
る
一
九
八
二
年
ま
で
の
二
〇
年
間
に
、
二
〇
万
人
の
海
外
県

出
身
者
を
本
国
に
招
来
し
た
と
い
う
。
し
か
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
を
通
ら
ず
に
自
力
で
渡
仏
し
た
者
た
ち
も
い

た
。
そ
の
数
は
Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
が
関
与
し
た
ケ
ー
ス
と
ほ
ぼ
同
数
と
さ
れ
る
の
で
、
合
計
で
お
よ
そ
四
〇
万
人
に
上
る）

11
（

。
参
考
ま
で

に
四
海
外
県
全
体
の
人
口
は
、
一
九
六
一
年
に
九
五
万
八
〇
〇
〇
人
、
一
九
八
二
年
に
は
一
二
四
万
五
八
〇
〇
人
で
あ
っ
た）

11
（

。
海
外
県

の
人
口
全
体
に
占
め
る
、
本
国
へ
の
流
出
人
口
の
大
き
さ
が
う
か
が
え
よ
う
。
そ
し
て
彼
ら
の
多
く
が
パ
リ
と
そ
の
近
郊
に
住
ん
で
い

る
。
本
稿
冒
頭
で
引
い
た
よ
う
に
、
そ
の
状
況
を
ア
ン
ス
ラ
ン
は
、
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
、
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
に
次
ぐ
「
第
三
の
島
」
と
称

し
た
わ
け
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
一
世
紀
に
入
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
海
外
県
出
身
者
の
数
は
さ
ら
に
増
え
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
の
時
点
で
、
海
外
県
で
生
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ま
れ
た
一
八
―
七
九
歳
の
住
民
の
半
数
が
、
生
ま
れ
た
県
の
外
で
生
活
を
し
た
こ
と
が
あ
る
、
あ
る
い
は
長
期
に
わ
た
っ
て
生
活
し
て

い
る
と
い
う）

11
（

。

本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
領
カ
リ
ブ
海
を
め
ぐ
る
人
び
と
の
移
動
を
長
期
の
ス
パ
ン
で
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
と
い
う
観
点
か
ら
概
観
し
た
が
、

こ
う
し
た
現
象
を
前
に
思
い
浮
か
ぶ
こ
と
を
い
く
つ
か
記
し
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
う
。
一
つ
は
、
仏
領
以
外
の
カ
リ
ブ
海
の
状
況

で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
フ
ラ
ン
ス
領
と
は
違
っ
て
他
の
列
強
の
領
土
で
は
独
立
が
相
次
い
だ
が
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
か
ら
イ
ギ
リ

ス
へ
と
い
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
か
ら
旧
宗
主
国
に
移
住
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ
る
。
ま
た
キ
ュ
ラ
ソ
ー
な
ど
オ
ラ

ン
ダ
領
の
島
々
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
市
民
権
を
全
面
的
に
享
受
し
な
い
プ
エ
ル
ト
リ
コ
の
よ
う
な
島
な
ど
、
政
治
状
況
の
相
違
は

あ
れ
、
人
の
移
動
の
面
で
は
フ
ラ
ン
ス
領
と
類
似
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
参
照
す
る
視
点
は
今
後
の
課
題
で
あ
る）

11
（

。

第
二
に
、
表
面
に
は
現
れ
に
く
い
中
国
系
、
イ
ン
ド
系
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が）

11
（

、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
角
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
論
点
と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
島
か
ら
フ
ラ
ン
ス
本
国
へ
と
い
う
移
動
に
お
い
て
女
性
の
視
点
を
加
え
る
と
、
何
が

み
え
て
く
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
地
域
は
男
性
優
位
の
心
性
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
移
住
後
に
も
そ
れ
を
引
き
ず
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は

多
く
、
島
に
お
け
る
状
況
と
移
住
後
の
状
況
の
双
方
を
視
野
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
社
会
一
般
に
お
け
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
の
問
題
を
異
な
る
角
度
か
ら
考
察
す
る
手
掛
か
り
に
も
な
る
と
思
わ
れ
る）

1（
（

。

そ
し
て
最
後
に
も
う
一
点
。
筆
者
が
マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
や
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
を
訪
れ
た
際
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
奴
隷
制
の
歴
史
に
ま
つ

わ
る
記
念
碑
や
像
が
あ
る
の
が
、
何
よ
り
も
強
い
印
象
に
残
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
二
年
に
制
定
さ
れ
た
ト
ビ
ラ
法
で
、
過
去

の
大
西
洋
奴
隷
貿
易
や
奴
隷
制
が
「
人
道
に
対
す
る
罪
」
と
規
定
さ
れ
た
が
、
本
国
で
は
概
し
て
こ
う
し
た
過
去
へ
の
関
心
は
低
い
う

え
に
、
歴
史
家
の
間
で
も
こ
の
問
題
に
焦
点
化
す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
傾
向
が
否
定
で
き
な
い）

11
（

。「
ア
ン
テ
ィ
ー
ユ
性
」（antillanité

）

を
唱
え
た
作
家
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
グ
リ
ッ
サ
ン
は
、
こ
の
地
の
創
世
神
話
は
奴
隷
船
の
な
か
で
生
ま
れ
た
と
喝
破
し
た）

11
（

。
こ
の
地
は
フ
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ラ
ン
ス
共
和
国
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
根
源
の
感
覚
は
本
国
で
の
語
り
に
な
か
な
か
取
り
込
ま
れ
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
を
論
じ
た
ロ
ビ
ン
・
コ
ー
エ
ン
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
要
件
と
し
て
「
記
憶
の
共
有
」
を
あ
げ
て
い
る
。

一
つ
の
ト
ラ
ウ
マ
を
与
え
た
事
件
の
記
憶
で
あ
る）

11
（

。
カ
リ
ブ
海
の
事
例
に
即
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
奴
隷
制
の
記
憶
を
お
い
て
ほ
か
に

な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
本
国
＝
加
害
者
、
カ
リ
ブ
海
＝
被
害
者
と
い
う
二
項
対
立
と
な
る
こ
と
が
、
両
者
の
間
で
の
共
有
を
難
し
く
し

て
い
る
。

し
か
し
そ
こ
に
、
第
二
点
と
し
て
記
し
た
中
国
系
や
イ
ン
ド
系
の
視
点
を
加
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

カ
リ
ブ
海
で
は
奴
隷
制
の
記
憶
を
基
底
と
し
つ
つ
、奴
隷
制
後
に
到
来
し
た
人
び
と
は
ま
た
異
な
る
記
憶
を
積
み
重
ね
て
い
っ
た
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
か
ら
の
問
い
返
し
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
み
る
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
他
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
集
団
と

交
錯
す
る
面
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
現
象
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
っ
た
今
日
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
共
同
体
に
も
複
数
の
物
語
が
存
在
す
る
こ
と
、
共
有

す
る
記
憶
の
な
か
に
も
濃
淡
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
多
様
な
記
憶
が
混
在
す
る
こ
と
の
方
が
、
む
し
ろ
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
視
点
な
し
に
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
人
び
と
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
語
ら
れ
る
集
団
も
、
時
代
と
と
も
に

変
容
し
て
い
る
側
面
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

国
民
国
家
の
均
質
性
・
単
一
性
は
問
い
返
さ
れ
て
久
し
い
が
、
そ
の
国
家
内
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
人
び
と
が
、
均
質
性
を
揺
る
が
す

一
要
因
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
加
え
て
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
集
団
そ
の
も
の
の
複
数
性
は
、
さ
ら
に
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
現
象
そ
の
も
の
を

相
対
化
す
る
面
も
あ
る
だ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
国
家
の
周
縁
部
で
あ
る
カ
リ
ブ
海
か
ら
の
ま
な
ざ
し
が
、
歴
史
の
複
層
性
を
多
様

な
観
点
か
ら
見
直
す
契
機
に
な
る
と
も
思
わ
れ
る
。
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※
本
稿
は
科
研
費
（
一
八
Ｋ
〇
一
〇
四
六
）
お
よ
び
武
蔵
大
学
総
研
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
援
助
金
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
１
） 
駒
井
洋
「『
叢
書
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』
刊
行
に
あ
た
っ
て
」
駒
井
洋
・
江
成
幸
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ･

ア
メ
リ
カ･

ロ
シ
ア
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』

（
叢
書
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
四
）
明
石
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
四
頁
。
ロ
ビ
ン
・
コ
ー
エ
ン
に
よ
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
研
究
の
詳
細
な
紹
介
も
参

照
さ
れ
た
い
（
駒
井
洋
訳
『
新
版
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
二
年
、
第
一
章
）。

（
２
） 

駒
井
洋
・
小
倉
充
夫
編
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』（
叢
書
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
５
）
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
。
さ
し
あ
た
り
以
下
も

参
照
さ
れ
た
い
。
ロ
ナ
ル
ド
・
シ
ー
ガ
ル
、
富
田
虎
男
監
訳
『
ブ
ラ
ッ
ク
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ

―
世
界
の
黒
人
が
つ
く
る
歴
史
・
社
会
・
文
化
』
明
石
書

店
、
一
九
九
九
年
。

（
３
） A

lain A
nselin, L’ém

igration antillaise en France : la troisièm
e île, Paris, K

arthala, 1990. 

パ
リ
と
そ
の
周
辺
の
名
称
が「
フ
ラ
ン
ス
の
島（Ile 

de France

）」（
今
日
で
は
地
域
圏
（région

）
名
）
で
あ
る
こ
と
に
か
け
た
表
現
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
は
複
数
の
島
か
ら
な
る
が
、
本

稿
で
は
便
宜
上
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
グ
ァ
ド
ル
ー
プ
島
と
し
て
扱
う
。
主
要
な
先
行
研
究
に
は
以
下
が
あ
る
。GEO

D
E Caraïbe, M

onique 
Boisseron et al., D

ynam
iques m

igratoires de la Caraïbe, Paris, K
arthala, 2007; Félix-H

ilaire Fortuné, La France et l’outre-m
er 

antillais, Paris, L’H
arm

attan, 2001; M
arc T

ardieu, Les A
ntillais à Paris : d'hier à aujourd'hui, Paris, Ed. du Rocher, 2005 ; Richard 

Burton and Fred Reno, French and W
est Indian : M

artinique, G
uadeloupe and French G

iana T
oday, Charlottesville, U

niversity 
Press of V

irginia, 1995. 

雑
誌
『
人
と
移
住
（H

om
m

es &
 m

igrations

）』
で
も
特
集
が
編
ま
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
二
年
一
二
三
七
号
、
二
〇
〇
八

年
一
二
七
四
号
な
ど
）。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
領
植
民
地
に
み
ら
れ
る
「
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
」
の
一
側
面
に
つ
い
て
は
、
駒
井
・
江
成
編
前
掲
書
所
収
の
拙
稿
「
フ

ラ
ン
ス
植
民
地
帝
国
と
離
散

―
帝
国
か
ら
フ
ラ
ン
コ
フ
ォ
ニ
ー
へ
？
」
を
参
照
。

（
４
） D

écret du 27 avril 1848, M
oniteur universel, 2 m

ai 1848. 

奴
隷
制
廃
止
に
関
し
て
は
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
の
歴
史

―
奴
隷
制
廃
止

か
ら
植
民
地
帝
国
の
崩
壊
ま
で
』
人
文
書
院
、
二
〇
〇
二
年
、
第
一
章
を
参
照
。

（
５
） Paul Butel, H

stoire des A
ntilles françaises X

V
II e - X

X
e siècle, Paris, Perrin, 2002, p. 309.

（
６
） Jean Luc Cardin, M

artinique "chine-chine" : l'im
m

igration chinoise à la M
artinique, Paris, L'H

arm
attan, 1990, p. 78 ; Casta Lum

io, 
E

tude historique sur les origines de l’im
m

igration, Paris, thèse de droit, 1907. pp. 95-108. 

（
７
） Butel, op.cit., pp. 308-309.

（
８
）
前
掲
拙
著
、
三
九
頁
。

（
９
） Françoise V

ergès, A
bolir l’esclavage : une utopie coloniale, les am

biguïtés d’une politique hum
anitaire, Paris, A

lbin M
ichel, 2001, p. 67.
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（
10
）Cardin, op.cit., pp. 58-59.

（
11
）Ibid., p. 77.

（
12
）Butel, op.cit,, p. 309.

（
13
）A

N
 FM

 SG m
ar 41.

（
14
）
よ
り
詳
細
な
数
字
は
以
下
を
参
照
。Butel, op.cit,, pp. 309-310.

（
15
）N

elly Schm
idt, La France a-t-elle aboli l'esclavage ? : G

uadeloupe-M
artinique-G

uyane, 1830-1935, Paris, Perrin, 2009, p. 185.

（
16
） Cardin, op.cit., pp. 77-78. 

こ
う
し
た
会
社
は
現
地
の
行
政
府
と
契
約
を
結
ん
で
い
た
。

（
17
） Ibid., pp. 137-138.

（
18
） 

マ
ル
テ
ィ
ニ
ッ
ク
の
場
合
、
到
来
し
た
中
国
人
は
九
七
八
人
、
う
ち
帰
還
し
た
の
は
一
名
だ
っ
た
。Ibid., p. 139. 

（
19
） 

陳
天
璽
・
小
林
知
子
編
『
東
ア
ジ
ア
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
』（
叢
書
グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
一
）
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
な
ど
を
参
照
。

（
20
） 

や
や
意
外
に
思
わ
れ
る
が
、契
約
労
働
者
の
受
け
入
れ
が
停
止
と
な
っ
た
後
、間
も
な
く
帰
還
と
な
る
も
の
の
一
八
九
四
年
に
五
九
〇
人
の
日
本
人
も
グ
ァ

ド
ル
ー
プ
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
。Schm

idt, op.cit., p. 184. 

ま
た
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
が
、
同
じ
く
奴
隷
植
民
地
だ
っ
た
イ
ン
ド
洋
の
レ
ユ
ニ
オ
ン

島
で
は
、
一
八
四
八
―
一
八
六
〇
年
の
間
に
イ
ン
ド
か
ら
三
万
七
七
七
七
人
、
ア
フ
リ
カ
か
ら
二
万
六
七
四
八
人
、
中
国
か
ら
は
四
二
三
人
を
契
約
労
働

者
と
し
て
受
け
入
れ
た
。V

ergès, op.cit., p. 175.

（
21
） Jean-Pierre Sainton, « D

e l’état d’esclave à "l’état de citoyen" : m
odalités du passage de l'esclavage à la citoyenneté aux A

ntilles 
françaises sous la Seconde République 

（1848-1850

） », O
utre-M

er, no. 338-339, 2003, p. 69. 

「
市
民
」
の
肩
書
と
実
質
と
の
乖
離
は
つ
ね
に

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。
拙
稿
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
植
民
地

―
反
乱
、
奴
隷
、
女
性
」
鳴
子
博
子
編
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
暴
力
・
権
力

―
水
平
関
係
か
ら
水
平
・
垂
直
関
係
へ
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
二
〇
年
。
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
と
歴
史
認
識
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
第

六
章
。

（
22
） 

海
外
県
化
に
関
し
て
は
以
下
が
有
益
で
あ
る
。France, A

ssem
blée nationale constituante, La loi du 19 m

ars 1946 : les débats à l’A
ssem

blée 
constituante, introduction et postface de Françoise V

ergès, Com
m

ission Culture tém
oignages, 1996.

（
23
） 

た
と
え
ば
『
思
想
』
一
〇
三
七
号
、
特
集
「「
高
度
必
需
」
と
は
何
か

―
ク
レ
オ
ー
ル
の
潜
勢
力
」
二
〇
一
〇
年
九
月
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
同
号

掲
載
の
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
共
和
主
義
」
も
参
照
さ
れ
た
い
（
前
掲
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
と
歴
史
認
識
』

所
収
）。

（
24
） Cf. Bénédicte Fortier, La naissance de l’instruction publique aux vieilles colonies : du code noir vers l’ém

ancipation-assim
ilation, 

Paris, D
alloz, 2003; Joseph Jos 

（dir

）, La terre des gens sans terre : petite histoire de l'école à la M
artinique, Paris, L’H

arm
attan, 
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（
25
） Sylvain Pattieu, «U

n traitem
ent spécifique des m

igrations d’outre-m
er : le BU

M
ID

O
M

 

（1963-1982

） et ses am
biguïtés », Politix, 

no. 116, avril 2016, p. 82.
（
26
） V

éronique H
élénon, French Caribbeans in A

frica : diasporic connections and colonial adm
inistration, 1880-1939, N

ew
 Y

ork, 
M

acm
illan, 2011.

（
27
） Ibid., pp. 127-145.

（
28
） 

海
老
坂
武
『
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ァ
ノ
ン
』
講
談
社
、
一
九
八
一
年
、
八
八
―
九
四
頁
。
ち
な
み
に
フ
ァ
ノ
ン
の
父
方
は
、
奴
隷
制
廃
止
後
に
到
来
し
た
イ
ン

ド
系
労
働
者
の
系
譜
で
あ
る
。
同
書
、
八
二
頁
。

（
29
）Pattieu, op.cit., p. 82.

（
30
） 

Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
に
は
多
く
の
研
究
で
言
及
さ
れ
る
が
、
前
出
の
パ
テ
ュ
ー
の
論
考
は
一
次
史
料
も
駆
使
し
た
最
新
の
も
の
で
あ
る
。Ibid.

（
31
） Cf. Christian Crabot, « Chôm

age, racism
e et centralisation excessive sont à l'origine du m

alaise à la M
artinique », Le M

onde, 29 
décem

bre 1959; Louis-Georges Placide, Les ém
eutes de décem

bre 1959 en M
artinique : un repère historique, Paris, L’H

arm
attan, 

2009.

（
32
）GEO

D
E Caraïbe et al., op.cit., pp. 96-97.

（
33
） 

人
手
不
足
の
な
か
、
ま
だ
植
民
地
だ
っ
た
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
人
集
め
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。Cf. Y

am
ina Benguigui, M

ém
oires d’im

m
igrés : 

l'héritage m
aghrébin, Paris, A

lbin M
ichel,  1997.

（
34
）Pattieu, op.cit., pp. 82-83.

（
35
）Ibid., p. 86. 

（
36
） Ibid., p. 83.

ア
ン
ス
ラ
ン
は
、
Ｂ
Ｕ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
Ｏ
Ｍ
の
二
〇
年
の
間
に
在
仏
の
カ
リ
ブ
海
出
身
者
の
数
は
５
倍
に
増
え
た
と
記
し
て
い
る
。A

nselin, 
op.cit., p. 100.

（
37
） Chantal M

adinier, « Les populations de l'outre-m
er français », E

space Populations Sociétés, n

° 2, 1993, p. 403.

（
38
） Claude-V

alentin M
arie et Franck T

em
poral, « Les m

igrations des natifs des D
O

M
 : une sélection accrue au service de la France 

m
étropolitaine », in Philippe V

itale 

（dir.

）, M
obilités ultram

arines, Paris, Editions des archives contem
poraines, 2014, p. 2. 

な
お
次

の
論
考
は
、
フ
ラ
ン
ス
領
カ
リ
ブ
海
地
域
か
ら
の
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
的
移
住
の
特
殊
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。M

ickaella Perina, «O
ngoing 

D
iaspora : the Case of the French Caribbean », R

evue européenne des m
igraions internationales, vol. 22, n

° 1, 2006.

（
39
） 

す
で
に
先
行
研
究
も
あ
る
。
た
と
え
ば
注
３
に
掲
げ
た
雑
誌
『
人
と
移
住
』、
お
よ
び
そ
の
他
の
個
別
研
究
も
参
照
さ
れ
た
い
。Cf. Frances H

enry, 
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T

he Caribbean D
iaspora in T

oronto : Learning to Live w
ith R

acism
, T

oronto, U
niversity of T

oronto Press, 1994.

（
40
） Cf. Jean Benoist, M

onique D
esroches, Jerry L’Etang et Gilbert-Francis Ponam

an, L'Inde dans les arts de la G
uadeloupe et de la 

M
artinique : H

éritages et innovations, Paris, Ibis rouge, 2004.
（
41
） 

す
で
に
研
究
に
は
着
手
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
。
ミ
リ
ア
ム
・
コ
テ
ィ
ア
ス
、
松
本
悠
子
訳
「
自
由
し
か
し
二
流

―
仏
領
ア
ン
テ
ィ
ル

諸
島
に
お
け
る
奴
隷
解
放
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
粟
屋
利
江
・
松
本
悠
子
編
『
人
の
移
動
と
文
化
の
交
差
』（
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
叢
書
七
巻
）
明
石
書
店
、

二
〇
一
一
年
。Stéphanie Condon, « T

ravail et genre dans l’histoire des m
igrations antillaises », T

ravail, genre et société, nº 20, 
février 2008.

（
42
）
前
掲
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
主
義
と
歴
史
認
識
』
第
八
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
43
） 

グ
リ
ッ
サ
ン
が
来
日
し
た
際
の
発
言
（「
カ
リ
ブ
海
か
ら
世
界
へ
」
―
―
グ
リ
ッ
サ
ン
と
加
藤
周
一
の
対
話
、
二
〇
〇
一
年
七
月
一
六
日
、
於
日
仏
会
館
）。

グ
リ
ッ
サ
ン
は
単
一
の
根
を
も
つ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
自
分
た
ち
を
こ
の
地
に
連
れ
て
き
た
こ
と
で
自
分
た
ち
は
生
ま
れ
た

こ
と
か
ら
、
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
と
い
う
「
関
係
性
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
説
い
て
い
る
。
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
グ
リ
ッ
サ
ン
、
菅
啓

次
郎
訳
『〈
関
係
〉
の
詩
学
』
イ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
44
）
コ
ー
エ
ン
前
掲
書
、
三
二
―
三
四
頁
。


