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は
じ
め
に
―
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
研
究
の
諸
問
題
―

一
九
九
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
移
民
史
の
研
究
は
、

特
定
の
移
民
集
団
と
そ
れ
を
取
り
囲
む
ア
メ
リ
カ
社
会
と
の
関
係
に
注
目
し
て
き

た
。
こ
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
一
九
二
〇
年
代
に
盛
ん
に
「
移
民
問
題
」
に
取
り
組

ん
だ
シ
カ
ゴ
学
派
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
Ｗ
＝
Ｉ
＝
ト
マ
ス
や
ロ

バ
ー
ト
＝
Ｅ
＝
パ
ー
ク
は
、
移
民
集
団
が
母
国
文
化
を
捨
て
て
ア
メ
リ
カ
社
会
に

「
同
化
」
す
る
こ
と
を
規
範
的
な
現
象
と
考
え
、
い
か
に
し
て
同
化
が
進
行
す
る
の

か
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
問
題

関
心
を
反
映
し
て
い
た
。
移
民
は
基
本
的
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
と
っ
て
異
質
で
犯
罪
、

貧
困
と
い
っ
た
「
問
題
」
を
引
き
起
こ
す
や
っ
か
い
な
集
団
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

移
民
問
題
は
国
家
の
あ
り
方
に
も
関
わ
る
重
要
な
政
策
課
題
の
一
つ
だ
っ
た
。
そ
し

て
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
厳
し
い
移
民
制
限
を
実
行
す
る
と
同
時
に
、
国
内
に
居
住

す
る
移
民
集
団
に
対
し
て
は
、
彼
ら
を
「
教
育
」
し
て
「
同
化
」
・
「
国
民
化
」
す

る
半
強
制
的
な
同
化
政
策
を
取
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。
移
民
研
究
は
、

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
、
政
策
立
案
者
、
社
会
改
革
運
動
家
な
ど
と
問

題
関
心
を
共
有
す
る
研
究
者
に
よ
っ
て
、
始
め
ら
れ
たq

。

だ
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
は
、
同
化
政
策
に
お
い
て
最
初
か
ら
黒
人
、
ア
メ
リ
カ
先

住
民
、
日
本
人
を
含
む
ア
ジ
ア
系
の
非
白
人
諸
民
族
を
、
厳
し
い
差
別
、
隔
離
、
排

除
の
対
象
に
し
た
。
彼
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
と
比
べ
て
同
化
が
難
し
い
よ
う

に
見
え
た
。
排
斥
を
お
こ
な
っ
た
人
々
は
、
非
白
人
の
文
化
的
異
質
性
、
遺
伝
的
劣

等
性
を
強
調
し
、
同
化
は
不
可
能
で
あ
る
と
論
じ
た
。
一
方
、
パ
ー
ク
ら
は
、
同
化

が
起
こ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
は
移
民
自
身
だ
け
で
は
な
く
外
部
社
会
に
も

求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
原
因
が
移
民
に
あ
れ
ば
そ
の
文
化
の
特

殊
性
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
移
民
に
同
化
の
意
志
と
能
力
が
あ
る
な
ら
ば
、

差
別
や
偏
見
を
同
化
の
阻
害
要
因
と
し
て
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
ア

ジ
ア
系
移
民
と
そ
の
子
供
た
ち
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
と
の
相
違
を
見

い
だ
せ
る
興
味
深
い
特
殊
事
例
と
し
て
、
多
く
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
たw

。
こ
の
よ

う
に
、
ア
ジ
ア
系
移
民
の
研
究
は
そ
の
出
発
点
か
ら
、
ア
ジ
ア
系
の
特
殊
性
と
ア
メ

リ
カ
社
会
の
排
他
性
を
強
調
す
る
傾
向
を
内
包
し
て
い
た
と
言
え
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
移
民
史
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
シ
カ
ゴ
学
派
の
視
点

を
受
容
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
移
民
の
同
化
を
基
本
的
な

テ
ー
マ
と
し
て
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
中
頃
の
認
識
で
は
ア
ジ

ア
系
に
対
す
る
差
別
は
解
消
す
る
よ
う
に
見
え
な
か
っ
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
民
主
主

義
の
欠
陥
を
指
摘
す
る
意
図
を
持
っ
て
、
白
人
研
究
者
が
ア
ジ
ア
系
移
民
・
ア
ジ
ア

系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
を
、
同
化
で
は
な
く
差
別
や
偏
見
を
基
本
的
な
テ
ー
マ
に
描

く
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀
に
中
国
人
が
激
し
く
排
斥
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
記
憶

さ
れ
て
い
た
し
、
日
系
人
が
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
強
制
収
容
さ
れ
た
こ
と
は
直
近

の
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
ア
ジ
ア
系
移
民
の
主
体
性
が
過
小
評
価
さ
れ
、
差

別
、
迫
害
の
「
対
象
」
と
し
て
の
み
描
か
れ
る
傾
向
が
強
く
な
っ
た
。
中
国
人
・
日

ア
メ
リ
カ
史
記
述
の
越
境
化
と
日
本
人
の
国
際
移
動

―
移
民
史
の
枠
組
み
の
解
体
と
再
構
築
に
向
け
て

―

米
　
山
　
　
　
裕
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ア
メ
リ
カ
史
記
述
の
越
境
化
と
日
本
人
の
国
際
移
動

本
人
移
民
の
研
究
と
し
て
書
か
れ
、
そ
し
て
読
ま
れ
た
研
究
が
、
実
際
は
白
人
迫
害

者
の
研
究
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
が
長
く
続
い
た
の
で
あ
る
。

過
去
三
〇
年
間
の
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
研
究
は
、
こ
の
よ
う
な
白
人
リ
ベ
ラ
ル

の
研
究
を
包
含
し
つ
つ
、
黒
人
の
公
民
権
運
動
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
社
会

に
お
け
る
差
別
を
指
弾
し
、
是
正
を
迫
る
こ
と
を
目
標
の
一
つ
と
し
て
持
っ
た
。
ア

ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
研
究
が
、
社
会
改
革
運
動
の
性
格
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
一

般
の
ア
メ
リ
カ
人
が
ア
ジ
ア
系
の
人
々
に
対
し
て
持
つ
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
え
さ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の

高
等
教
育
・
研
究
に
お
け
る
制
度
的
進
出
も
進
み
、
継
続
的
な
知
的
生
産
が
可
能
に

も
な
っ
た
。
ア
ジ
ア
系
人
口
の
少
な
い
東
部
に
お
い
て
も
、
多
く
の
大
学
で
ア
ジ
ア

系
ア
メ
リ
カ
人
研
究
を
専
門
教
育
課
程
と
し
て
位
置
づ
け
、
専
任
教
員
を
配
置
す
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
研
究
が
高
ま
り
を
見
せ
る
と
、
ア
ジ
ア
系
移
民
の
主
体
性

を
主
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
歴
史
を
書
き
換
え
よ
う
と
い
う
試
み
が
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ

リ
カ
人
の
歴
史
研
究
者
に
よ
っ
て
二
つ
の
方
向
か
ら
な
さ
れ
た
。
そ
の
一
つ
は
、
声

な
き
民
で
あ
っ
た
彼
ら
の
生
活
史
を
掘
り
起
こ
し
、
記
録
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
、
ア
メ
リ
カ
史
研
究
の
主
流
と
な
っ
た
社
会
史
、
民
衆
史

と
連
動
し
て
、
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
実
践
、
移
民
言
語
資
料
の
収
集
保
存
な
ど

が
進
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
資
料
コ
ー
パ
ス
を
利
用
し
て
、
多
く
の
優
れ
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
や
伝
記
的
研
究
が
生
み
出
さ
れ
た
。
も
う
一
つ
は
、
前
者
と
呼

応
し
つ
つ
も
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
労
働
史
研
究
の
立
場
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
支
配
体

制
を
否
定
し
、
少
数
者
が
抵
抗
運
動
と
い
う
弁
証
法
的
「
反
定
立

ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

」
を
提
示
し
て
き

た
こ
と
を
肯
定
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、
公
民
権
運
動
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
運
動
、
反
戦
運
動
、
ア
ジ
ア
解
放
運
動
な
ど
と
連
動
し
つ
つ
、
ア
メ

リ
カ
史
学
史
上
の
「
修
正
主
義
」
叙
述
に
貢
献
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
試
み
が
ア
メ
リ
カ
史
の
歴
史
研
究
に
な
し
た
貢
献
は
、
意

外
に
小
さ
か
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
の
社
会
史
は
、
ア
ジ
ア
系
移

民
・
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
が
、
差
別
、
迫
害
と
い
っ
た
困
難
に
立
ち
向
か
い
、
自

ら
の
運
命
を
切
り
開
く
努
力
と
そ
の
成
果
を
掘
り
起
こ
し
、
描
こ
う
と
し
た
が
、
そ

れ
は
た
だ
ち
に
ア
メ
リ
カ
的
「
成
功
物
語
」
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と

は
、
社
会
学
者
が
「
成
功
」
を
好
ん
で
定
式
化
し
た
こ
と
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
ハ

リ
ー
＝
キ
タ
ノ
の
世
代
モ
デ
ル
、
エ
ド
ナ
＝
ボ
ナ
シ
ッ
チ
の
媒
介
者
モ
デ
ル
、
さ
ら

に
ウ
ィ
リ
ア
ム
＝
ピ
ー
タ
ー
ス
ン
の
模
範
的
少
数
者
モ
デ
ル
な
ど
は
広
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
、
ア
ジ
ア
系
の
イ
メ
ー
ジ
を
固
定
す
る
こ
と
に
な
っ
たe

。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
ア
ジ
ア
系
移
民
が
差
別
や
偏
見
に
負
け
ず
に
努
力
を
続
け
た
結
果
、
子
や
孫
の

代
に
ア
メ
リ
カ
社
会
に
参
入
を
果
た
し
た
、
と
い
う
こ
の
物
語
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か

ら
新
天
地
を
求
め
て
渡
来
し
、「
荒
野
」
を
切
り
開
き
、
イ
ギ
リ
ス
の
「
圧
政
」
と

闘
っ
て
ア
メ
リ
カ
社
会
を
築
い
た
、
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
創
成
神
話
と
同
じ
構
造
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
史
的
記
述
が
示
し
た
「
主
体
性
」
と
は
、
無
毒
化
さ
れ
て
、

一
般
の
ア
メ
リ
カ
人
が
容
易
に
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、「
安

全
」
な
少
数
民
族
の
自
我
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

一
方
、
第
二
の
批
判
的
歴
史
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
の
成
功
神
話
を
否
定
し
、
少
数

派
の
絶
え
間
な
い
戦
い
を
記
述
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ

カ
人
史
の
試
み
も
ア
メ
リ
カ
労
働
史
全
体
の
書
き
換
え
に
あ
ま
り
貢
献
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
批
判
的
歴
史
叙
述
が
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
差
別

や
少
数
者
排
除
を
本
質
的
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
一
方
で
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ

人
自
身
は
資
本
家
に
搾
取
さ
れ
た
諸
集
団
の
中
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
、
独
自
の
歴
史
的

役
割
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
人
移
民
は
、
低
賃

金
の
契
約
労
働
者
と
し
て
渡
米
し
た
り
、
前
近
代
的
な
労
働
「
ボ
ス
」
に
組
織
さ
れ

た
ス
ト
破
り
に
よ
っ
て
雇
用
を
獲
得
し
た
り
し
て
、
白
人
労
働
者
に
敵
対
す
る
こ
と

も
珍
し
く
な
か
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、「
ア
メ
リ
カ
人
」
労
働
者
文
化
に

同
化
し
な
い
労
働
者
の
敵
と
し
て
歴
史
記
述
か
ら
抹
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
い
ず
れ
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に
せ
よ
ア
ジ
ア
系
移
民
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
は
、
少
数
の
例
を
除
き
、
体
制
に

対
抗
す
る
輝
か
し
い
闘
争
の
歴
史
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
歴
史

叙
述
の
主
役
た
り
得
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
史
研
究
の
有
す
る
、
主
体
性
の
重
視
、
体
制

批
判
の
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
ア
メ
リ
カ
史
の
全
体
像
を
揺
る
が
し
、
書
き
換

え
を
促
す
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
ち
得
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
個
別

的
か
つ
非
本
質
的
、
つ
ま
り
省
略
可
能
・
他
の
集
団
の
記
述
に
よ
っ
て
代
替
可
能
な

「
挿
話
」
を
ア
メ
リ
カ
史
に
付
け
加
え
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
、
筆
者
を
含
め
、
社
会
史
を
実
践
す
る
多
く
の
歴
史
研
究
者
は
、
ア
ジ
ア
系

ア
メ
リ
カ
史
研
究
の
明
確
な
政
治
性
を
回
避
し
て
そ
の
周
辺
に
と
ど
ま
り
、
実
証
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
研
究
を
試
み
て
き
た
。
そ
し
て
、
特
定
の
地
域
社
会
の
研
究
を
精

査
し
、
そ
れ
を
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
全
体
像
が
出
現
す
る
こ
と
を

期
待
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
も
三
〇
年
に
わ
た
る
実
績
を
有
す
る
が
、
今
だ

に
全
体
像
を
見
渡
す
の
に
必
要
な
臨
界
量
を
蓄
積
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

我
々
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
権
力
・
ホ
ス
ト
社
会
と
の
関
係
を
も
う
一
度
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
被
害
者
史
観
で
も
な
く
、

成
功
神
話
で
も
な
い
、
ア
メ
リ
カ
社
会
と
の
関
係
が
見
え
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
人

数
が
小
さ
い
か
ら
無
視
で
き
る
、
と
い
っ
た
議
論
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
構
造
的

な
理
解
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
歴
史
研
究
が
意
義
あ
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
歴
史
的
役
割
が
独
自
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、

ア
メ
リ
カ
社
会
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
示
す
よ
う
な
研
究
成
果
の

提
示
が
必
要
で
あ
るr

。

本
論
で
は
、
第
一
に
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
、
と
く
に
日
本
人
移
民
を
ア
メ
リ

カ
西
部
地
域
の
社
会
経
済
的
な
構
造
の
中
に
位
置
づ
け
、
彼
ら
が
ア
メ
リ
カ
史
の
極

め
て
重
要
な
転
換
点
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
第
二
に
、
ロ
ー
カ
ル
な
経
済

の
中
で
、
移
民
の
社
会
編
成
原
理
が
有
利
に
作
用
し
た
こ
と
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ

ン
が
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
伝
統
的

な
ア
メ
リ
カ
の
価
値
観
の
中
で
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
低

賃
金
移
民
労
働
者
を
再
評
価
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

西
部
社
会
と
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人

日
本
人
は
、
世
紀
転
換
期
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
西

岸
地
域
に
労
働
者
と
し
て
渡
っ
た
が
、
こ
の
時
代
は
、
ア
メ
リ
カ
西
部
に
と
っ
て
転

換
期
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
西
部
は
、
資
源
収
奪
的
「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
」
経
済
か
ら
、

定
着
的
経
済
へ
の
移
行
を
進
め
つ
つ
あ
っ
た
。

こ
の
地
域
は
、
一
九
世
紀
前
半
ま
で
は
新
大
陸
ス
ペ
イ
ン
領
土
の
北
西
端
の
辺
境

で
あ
り
、
太
平
洋
貿
易
を
通
じ
て
、
む
し
ろ
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
つ
な
が
っ
て
い
たt

。
し

か
し
、
一
九
世
紀
半
ば
、
米
墨
戦
争
に
よ
っ
て
合
衆
国
に
併
合
さ
れ
、
同
時
に
ゴ
ー

ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
を
契
機
に
東
西
交
通
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
衆
国
経
済

圏
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
特
に
、
一
八
七
〇
年
代
以
降
の
大
陸
横
断
鉄
道
建
設

を
契
機
に
、
東
部
市
場
に
対
す
る
資
源
供
給
地
と
し
て
の
役
割
を
強
め
、
西
部
は
激

し
い
資
源
収
奪
の
場
と
化
し
た
。
一
八
四
九
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ゴ
ー
ル
ド
ラ

ッ
シ
ュ
以
降
も
場
所
を
変
え
つ
つ
採
掘
が
進
め
ら
れ
た
貴
金
属
や
他
の
鉱
石
、
北
西

部
の
豊
か
な
森
林
か
ら
得
ら
れ
る
毛
皮
と
木
材
、
未
開
拓
の
平
地
を
粗
放
・
収
奪
的

に
耕
作
し
た
小
麦
、
そ
し
て
西
部
諸
河
川
を
遡
上
す
る
鮭
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
資
源
が
枯
渇
す
る
ま
で
徹
底
的
に
採
取
さ
れ
、
東
部
に
送
ら
れ
たy

。

こ
の
よ
う
な
自
然
の
収
奪
的
利
用
は
、
西
洋
あ
る
い
は
近
代
資
本
主
義
が
世
界
に

拡
大
す
る
過
程
で
、
資
本
主
義
世
界
と
接
触
し
た
が
ま
だ
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い

「
外
部
」
に
お
い
て
、
典
型
的
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
組
み
込
ま
れ
て
い
な

い
が
た
め
に
、
資
源
の
入
手
コ
ス
ト
は
た
だ
同
然
で
あ
り
、
再
生
産
や
持
続
的
利
用

は
全
く
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
。
環
太
平
洋
の
諸
地
域
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
同
時
に
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四
七

ア
メ
リ
カ
史
記
述
の
越
境
化
と
日
本
人
の
国
際
移
動

「
外
部
」
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
ア
ラ
ス
カ
で
は
次
々
に
ゴ
ー
ル
ド
ラ
ッ
シ
ュ
が
起
こ
っ
た
し
、
環
太
平
洋
沿

岸
全
域
で
、
ラ
ッ
コ
や
ア
シ
カ
な
ど
の
毛
皮
資
源
の
乱
獲
が
起
こ
っ
た
。
日
本
の
開

国
も
、
こ
の
よ
う
な
環
太
平
洋
地
域
の
変
容
の
一
環
と
し
て
起
こ
っ
た
事
件
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
西
部
で
は
、
輸
送
に
は
鉄
道
が
、
鉱
山
で
は
蒸
気
機
関
が
、
そ
し
て
鮭
の

加
工
に
は
缶
詰
が
用
い
ら
れ
、
自
然
の
収
奪
は
機
械
を
利
用
し
て
徹
底
的
に
お
こ
な

わ
れ
た
の
で
あ
るu

。

し
か
し
、
自
然
の
収
奪
的
利
用
を
可
能
に
し
た
の
は
機
械
の
利
用
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。
人
口
が
希
薄
で
資
本
の
不
足
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
西
部
地
域
で
は
、
安
価
な

労
働
力
を
大
量
に
供
給
、
利
用
す
る
仕
組
み
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
決
定
的
な

役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
不
自
由
労
働
力
と
し
て
導
入
さ
れ
た

中
国
人
と
、
一
九
世
紀
末
か
ら
中
国
人
の
代
替
労
働
力
と
し
て
入
っ
た
日
本
人
で
あ

っ
た
。
中
国
人
は
、
ま
ず
鉱
山
労
働
力
、
鉄
道
建
設
労
働
力
と
し
て
使
用
さ
れ
、
西

部
の
「
開
発
」
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
近
年
の
ア
メ
リ
カ
西
部
史
に
お
い
て

は
、
自
然
環
境
や
資
源
と
同
様
に
、
中
国
人
・
日
本
人
を
含
む
少
数
民
族
も
、
ア
メ

リ
カ
白
人
に
よ
っ
て
収
奪
さ
れ
た
、
と
す
る
議
論
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
るi

。
し
か

し
、
自
然
と
の
関
係
に
お
い
て
は
白
人
（
白
人
資
本
家
）
と
共
同
作
業
を
行
っ
た
の

で
あ
り
、
従
属
的
な
立
場
で
は
あ
っ
た
が
自
然
を
収
奪
し
、
経
済
「
開
発
」
を
進
め

る
役
割
を
果
た
し
た
の
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

鉄
道
や
鉱
山
と
違
い
、
歴
史
研
究
の
対
象
と
な
る
の
が
遅
れ
た
が
、
そ
れ
に
劣
ら

ず
重
要
な
の
が
、
食
品
の
採
取
と
加
工
で
あ
る
。
都
市
社
会
が
成
立
す
る
た
め
に
、

絶
対
に
必
要
な
の
が
都
市
外
部
か
ら
の
食
糧
供
給
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
は
、
一
九

世
紀
に
工
場
労
働
者
が
増
加
し
、
都
市
が
巨
大
化
す
る
に
つ
れ
、
よ
り
大
き
な
課
題

と
な
っ
た
。
西
洋
近
代
で
は
、
自
然
の
状
態
に
あ
る
動
植
物
を
無
主
物
と
し
て
早
い

者
勝
ち
で
採
取
・
捕
獲
し
、
経
済
的
利
益
を
上
げ
る
こ
と
が
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
、

実
行
さ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
系
の
社
会
が
急
速
に
拡
大
し
、
征
服
を
続
け
た
北
米
大
陸

で
は
、
特
に
そ
れ
が
顕
著
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
世
紀
初
頭
に
は
北
米
大
陸
に
五

〇
億
羽
生
息
し
て
い
た
と
推
定
さ
れ
、
東
海
岸
で
は
最
も
個
体
数
の
多
い
鳥
で
あ
っ

た
旅
行
鳩
は
、
食
料
、
家
畜
の
餌
、
羽
毛
の
原
料
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い

て
捕
獲
さ
れ
、
同
世
紀
中
に
は
ほ
ぼ
絶
滅
し
たo

。
同
じ
く
ア
メ
リ
カ
・
バ
イ
ソ
ン
は
、

一
九
世
紀
初
頭
に
数
千
万
頭
生
息
し
て
い
た
が
、
食
肉
、
皮
革
、
娯
楽
の
た
め
に
乱

獲
さ
れ
、
世
紀
末
に
は
数
百
頭
に
ま
で
減
少
し
た
。

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
か
ら
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
か
け
て
の
鮭
も
、
先

住
民
社
会
を
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
支
え
た
豊
か
な
食
糧
資
源
で
あ
っ
た
が
、
白
人
参

入
と
と
も
に
乱
獲
に
よ
っ
て
短
時
間
で
消
滅
す
る
、
と
い
う
典
型
的
な
道
を
た
ど
っ

た
。
東
部
沿
岸
地
域
で
の
鮭
資
源
の
枯
渇
に
直
面
し
た
缶
詰
製
造
業
者
の
一
部
が
、

一
八
七
〇
年
代
か
ら
、
大
陸
横
断
鉄
道
に
よ
る
東
部
都
市
へ
の
出
荷
の
可
能
性
に
惹

か
れ
て
移
転
し
て
く
る
。
彼
ら
は
、
西
部
で
も
流
域
ご
と
に
資
源
を
取
り
尽
く
し
て

は
次
に
移
転
す
る
、
と
い
っ
た
経
営
を
続
け
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
、

河
川
を
遡
上
す
る
鮭
を
獲
る
漁
は
成
立
し
な
く
な
り
、
沖
合
漁
業
に
移
行
す
る
に
到

る
。
こ
の
よ
う
な
過
程
で
進
展
し
た
鮭
漁
お
よ
び
加
工
に
お
い
て
、
中
国
人
移
民
、

の
ち
に
は
日
本
人
移
民
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た!0

。

こ
の
よ
う
な
自
然
収
奪
型
の
経
済
発
展
は
、
や
が
て
白
人
人
口
の
増
加
を
も
た
ら

し
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
持
続
的
な
定
着
経
済
の
移
行
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
東
部
の

大
市
場
に
向
け
た
生
産
活
動
が
主
要
な
産
業
と
な
り
、
都
市
が
成
長
し
、
そ
れ
を
核

と
し
て
、
地
域
的
経
済
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

西
部
に
お
け
る
日
本
人
空
間
の
創
成
と
編
成

日
本
人
移
民
は
こ
の
よ
う
な
西
部
社
会
の
転
換
期
に
、
そ
の
新
し
い
労
働
力
需
要

に
応
え
る
形
で
渡
米
し
、
生
活
空
間
を
創
出
し
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
新
し
い
西

部
の
あ
り
方
を
象
徴
す
る
都
市
と
し
て
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
と
日
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八

本
人
移
民
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
日
本
人
社
会
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
と
い
う
都
市
の
形
成
過
程
と

密
接
に
関
連
し
つ
つ
発
展
し
た
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
農
村
と
漁

村
の
集
合
体
か
ら
大
都
市
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
。
日
本
人
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
が
発

展
す
る
中
で
そ
の
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
形
で
参
入
し
、
そ
れ
が
日
本
人
社
会
を
特
徴
づ

け
た
。
日
本
人
社
会
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
中
心
地
（
下
町
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
、
小
東
京

な
ど
と
呼
ぶ
）、
南
部
の
港
湾
地
区
、
近
郊
の
農
業
地
域
の
三
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。

下
町
は
、
情
報
、
物
流
の
中
心
地
で
あ
り
、
貿
易
商
、
小
売
店
、
サ
ー
ビ
ス
業
、
出

版
業
な
ど
が
集
ま
っ
て
い
た
。
初
期
に
は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
白
人
社
会
に
寄
生
す
る

よ
う
な
移
民
社
会
が
形
成
さ
れ
た
。
庭
師
、
洗
濯
屋
、
あ
る
い
は
住
み
込
み
の
ハ
ウ

ス
・
ボ
ー
イ
な
ど
、
急
速
な
都
市
化
に
伴
っ
て
増
加
し
た
白
人
家
庭
に
対
し
て
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
し
た
。
こ
れ
ら
は
無
資
本
、
あ
る
い
は
比
較
的
低
資
本
で
始
め
ら
れ
た
。

一
方
、
旅
館
、
食
堂
、
職
業
斡
旋
な
ど
は
、
日
本
人
向
け
の
サ
ー
ビ
ス
業
で
あ
る
が
、

そ
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
「
桂
庵
」
と
呼
ば
れ
た
職
業
斡
旋
業
者
で
、
彼
ら
は
南

加
地
方
の
農
園
雇
用
主
と
季
節
労
働
を
希
望
す
る
日
本
人
を
仲
介
す
る
役
割
を
果
た

し
た
。
一
九
世
紀
末
の
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
地
域
で
は
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
に
よ
る

大
規
模
な
農
園
開
発
が
進
み
、
播
種
、
植
え
付
け
、
収
穫
時
に
多
数
の
労
働
者
（
ギ

ャ
ン
グ
）
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
世
紀
転
換
期
の
南
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
地
域
の
日
本
人
は
、
農
場
労
働
に
せ
よ
、
建
設
労
働
に
せ
よ
、
白
人
労
働
者
に

よ
る
労
働
争
議
が
起
こ
る
と
、
機
動
的
に
ス
ト
破
り
の
要
員
を
供
給
す
る
、
と
い
う

形
で
業
界
に
参
入
、
あ
る
い
は
特
定
雇
用
者
と
の
関
係
を
開
始
す
る
す
る
き
っ
か
け

を
つ
か
む
こ
と
も
多
か
っ
た
。
斡
旋
業
者
（
ボ
ス
）
は
、
不
慣
れ
な
新
参
者
に
対
し
、

宿
泊
・
食
事
提
供
、
通
訳
、
切
符
手
配
、
法
律
相
談
な
ど
の
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
す
る
一
方
、
季
節
・
移
動
労
働
者
の
賃
金
を
ピ
ン
ハ
ネ
し
、
急
速
に
資
本
を
蓄
積

し
て
「
移
民
中
産
階
級
」
化
を
果
た
し
た
も
の
も
多
か
っ
た
。
初
期
の
有
力
者
に
は
、

貿
易
、
出
版
、
旅
館
、
な
ど
様
々
な
分
野
に
投
資
す
る
も
の
が
多
く
、
上
記
の
職
業

に
は
っ
き
り
し
た
区
別
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う!1

。

ま
た
、
彼
ら
は
、
経
済
的
な
視
点
に
限
っ
て
見
る
と
、
移
民
史
研
究
で
一
般
的
に

言
わ
れ
る
よ
う
に
労
働
者
階
級
か
ら
中
産
階
級
に
「
上
昇
」
し
た
よ
う
に
見
え
る
が
、

実
際
は
、
お
そ
ら
く
最
初
か
ら
中
産
階
級
的
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
中
産
階
級
と

労
働
者
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
た
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
労
働
力
配
給
シ
ス
テ
ム
に
我
々
は
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
程
度
の
英
語
は
話
せ
る
が
肉
体
労
働
を
嫌
悪
す
る
武
士
出

身
の
書
生
渡
米
者
と
、
肉
体
労
働
は
厭
わ
な
い
が
ア
メ
リ
カ
で
社
会
的
技
能
を
有
し

な
い
農
村
出
身
の
出
稼
ぎ
渡
米
者
の
利
害
が
こ
こ
に
お
い
て
結
合
し
、
在
米
日
本
人

社
会
が
農
業
に
基
礎
を
起
き
つ
つ
、
そ
の
周
辺
分
野
へ
発
展
し
て
ゆ
く
基
礎
が
で
き

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
阪
田
安
雄
の
仮
説
は
、
真
剣
な
検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う!2

。

ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
南
部
の
ロ
ン
グ
ビ
ー
チ
や
サ
ン
ピ
ド
ロ
に
は
、
一
九
世
紀
末
よ
り

海
軍
基
地
や
海
外
貿
易
に
利
用
で
き
る
港
湾
施
設
の
建
設
が
進
ん
だ
。
日
本
人
の
定

着
は
下
町
よ
り
遅
れ
る
が
、
一
九
一
〇
年
頃
か
ら
日
本
人
漁
業
の
中
心
地
と
し
て
発

展
し
て
ゆ
く
。
も
と
も
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
漁
業
は
イ
タ
リ
ア
人
が
独
占
し
て
い

た
が
、
彼
ら
は
主
に
市
場
向
け
に
魚
を
獲
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
日
本
人
が
缶
詰
会
社

に
原
料
と
し
て
直
接
一
括
納
入
す
る
形
で
入
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
人

漁
民
は
、
缶
詰
会
社
が
用
意
し
た
社
宅
に
住
み
、
日
本
人
だ
け
の
近
隣
地
区
を
形
成

し
、
日
本
的
な
文
化
・
社
会
シ
ス
テ
ム
を
再
構
成
し
た
が
、
基
本
的
に
は
大
企
業
の

労
働
者
的
存
在
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
市
場
向
け
に
漁
業
を
営
ん
で
い
た
日
本
人
も

存
在
し
た
。
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
で
組
合
や
卸
売
市
場
を
経
営
し
、
近
郊
農
業
で
見

ら
れ
た
の
と
同
じ
垂
直
統
合
を
な
し
と
げ
た
。
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
缶
詰
加
工

に
お
い
て
も
、
一
九
一
〇
年
代
に
日
本
人
資
本
家
が
共
同
で
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ア
イ
ラ

ン
ド
で
缶
詰
工
場
を
経
営
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た!3

。

同
じ
頃
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
市
自
身
も
積
極
的
な
拡
張
政
策
の
も
と
、
北
カ
リ
フ
ォ

ル
ニ
ア
か
ら
運
河
を
建
設
し
て
水
源
を
確
保
し
、
サ
ン
ピ
ド
ロ
を
合
併
し
て
自
前
の

港
湾
を
入
手
し
、
貿
易
、
運
輸
の
基
地
と
し
て
開
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
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ア
メ
リ
カ
史
記
述
の
越
境
化
と
日
本
人
の
国
際
移
動

に
、
南
部
港
湾
地
区
と
下
町
地
区
は
、
市
の
政
策
に
よ
っ
て
も
固
く
結
び
つ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た!4

。

鉄
道
網
の
建
設
に
よ
っ
て
全
国
の
消
費
地
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
急
速
な
人
口
増
加

を
見
せ
る
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に
青
果
物
を
供
給
す
る
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
日
本
人
近

郊
農
家
で
あ
っ
た
。
一
九
一
〇
年
頃
に
は
、
日
本
人
経
営
の
小
規
模
農
園
が
多
数
出

現
し
て
お
り
、
苺
、
野
菜
、
花
な
ど
に
経
営
資
源
を
集
中
し
た!5

。
そ
れ
に
伴
い
、
日

本
人
も
設
立
に
加
わ
っ
た
農
産
物
の
市
場
が
下
町
に
設
け
ら
れ
、
農
業
関
連
産
業
は

下
町
地
区
の
日
本
人
社
会
に
お
け
る
比
重
を
高
め
て
い
っ
た
。
南
川
文
里
が
論
ず
る

よ
う
に
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
、
日
本
人
に
よ
る
青
果
生
産
・
流
通
・
小
売
業
の
垂

直
統
合
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る!6

。
だ
が
、
傷
み
に
く
い
も
の
、
加
工
が
必
要
な
も
の

―
特
に
樹
木
性
の
果
物

―
は
、
大
資
本
に
よ
る
独
占
が
進
み
、
日
本
人
は
労
働

者
と
し
て
以
外
は
進
出
で
き
な
か
っ
た
。

漁
業
、
農
業
に
お
け
る
日
本
人
の
存
在
感
が
増
大
し
た
こ
と
、
特
に
漁
船
所
有
者
、

農
場
所
有
者
と
し
て
白
人
と
の
競
争
に
参
入
し
た
こ
と
は
、
激
し
い
排
日
運
動
の
原

因
と
な
っ
た
。
一
九
一
〇
年
以
前
の
排
日
が
異
質
な
労
働
者
と
し
て
の
日
本
人
を
排

除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
に
対
し
、
一
九
一
〇
年
以
降
、
特
に
外
国
人
土
地
法

に
見
え
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
財
産
権
を
制
限
す
る
方
向
へ
焦
点
が
移
っ
た
こ
と
は
、

競
争
の
質
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
排
日
運
動
に

対
抗
し
、
自
ら
の
繁
栄
を
守
ろ
う
と
し
た
と
き
、
法
的
な
権
利
確
保
が
極
め
て
重
要

な
問
題
と
な
っ
た
。
そ
し
て
邦
人
社
会
内
に
お
い
て
、
有
力
資
本
家
の
集
ま
り
が
重

要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
羅
府
日
本
人
会
は
そ
の
よ
う
な
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
地
区
の
日
本
人
公
共
団
体
と
し
て
形
成
さ
れ
、
発
展
し
た
。

や
が
て
羅
府
日
本
人
会
の
権
力
を
掌
握
し
た
の
は
、
県
人
会
の
連
合
勢
力
の
形
態

を
と
っ
た
農
業
勢
力
で
あ
っ
た
。
日
本
人
会
の
選
挙
に
は
、
青
果
市
場
、
花
市
場
、

仲
買
人
、
農
会
な
ど
か
ら
新
し
い
世
代
の
指
導
者
が
送
り
込
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
羅

府
日
本
人
会
か
ら
漁
業
関
係
者
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
彼
ら
に

は
、
法
的
な
権
利
を
守
る
た
め
に
政
治
的
組
織
に
頼
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は

漁
船
を
所
有
し
て
お
り
、
小
資
本
家
と
呼
べ
な
い
こ
と
は
な
い
立
場
に
あ
っ
た
が
、

大
会
社
の
長
屋
社
宅
に
住
み
、
漁
獲
を
そ
の
ま
ま
工
場
に
出
荷
す
る
よ
う
な
体
制
の

中
で
、
労
働
者
的
階
級
意
識
を
強
く
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
一
方

で
、
日
本
人
の
漁
業
権
を
制
限
す
る
よ
う
な
排
日
立
法
の
動
き
に
対
し
て
は
、
会
社

に
政
治
的
影
響
力
を
駆
使
し
て
守
っ
て
も
ら
う
共
生
関
係
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
る!7

。

し
か
し
、
結
局
、
農
業
家
も
羅
府
日
本
人
会
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

日
本
人
農
業
の
繁
栄
の
た
め
に
は
、
小
さ
す
ぎ
た
か
ら
で
あ
る
。
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
に

は
農
産
物
市
場
も
多
数
あ
り
、
日
本
人
農
家
に
と
っ
て
重
要
な
戦
略
的
地
区
で
あ
っ

た
が
、
羅
府
日
本
人
会
は
そ
の
一
地
区
の
日
本
人
会
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方
、
上

部
団
体
の
南
加
中
央
日
本
人
会
は
、
南
加
地
方
を
中
心
と
す
る
各
地
の
日
本
人
会
か

ら
代
表
と
分
担
金
を
集
め
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。
ガ
ー
デ
ナ
平
原
、
サ
ン
ゲ
ー
ブ
リ

エ
ル
平
原
、
サ
ン
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
平
原
、
オ
レ
ン
ジ
郡
、
サ
ン
デ
ィ
エ
ゴ
郡
、
イ
ン

ペ
リ
ア
ル
平
原
（
帝
国
平
原
）
な
ど
、
日
本
人
農
業
は
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
以
外
の
農
村

地
区
で
も
繁
栄
し
て
い
っ
た!8

。
南
加
中
央
日
本
人
会
は
、
農
家
の
支
援
を
基
本
業
務

の
一
つ
と
考
え
、
専
任
の
技
師
を
雇
用
し
、
各
地
に
派
遣
し
て
技
術
指
導
を
行
い
、

遠
隔
農
業
地
域
の
連
携
強
化
に
務
め
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
南
加
中
央
日
本
人
会

は
、
日
本
人
農
家
に
と
っ
て
よ
り
重
要
な
団
体
と
し
て
地
位
を
高
め
る
の
で
あ
る
。

農
民
が
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
地
域
に
食
糧
を
供
給
す
る
と
い
う
役
割
を
担
い
、

二
〇
世
紀
前
半
に
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
を
中
心
と
す
る
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
が
急
速
に
発

展
、
拡
大
す
る
の
を
可
能
に
し
た
と
す
れ
ば
、
漁
民
は
、
漁
業
と
い
う
経
済
活
動
を

通
じ
て
、
他
民
族
と
日
常
的
接
触
を
行
い
、
漁
業
生
産
物
を
販
売
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
南
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
を
超
え
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
経
済
、
世
界
経
済
に
直
結

し
た
立
場
に
あ
っ
た
。

彼
ら
は
、
連
邦
予
算
で
整
備
さ
れ
た
島
（
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ア
イ
ラ
ン
ド
）
に
、
ス
ロ

ベ
ニ
ア
系
、
イ
タ
リ
ア
系
住
民
と
混
住
し
て
い
た
。
い
ず
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
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も
、
男
は
漁
業
に
、
女
は
島
内
の
缶
詰
工
場
で
の
作
業
に
従
事
し
た
。
移
民
た
ち
の

意
識
は
、
出
身
国
別
に
は
っ
き
り
分
か
れ
、
別
個
の
共
同
体
を
形
成
し
て
い
た
。
し

か
し
、
漁
業
に
お
い
て
は
、
同
じ
海
域
で
鮪
・
鰯
漁
を
行
い
、
相
互
に
競
争
す
る
と

同
時
に
、
新
漁
法
は
直
ち
に
他
グ
ル
ー
プ
に
伝
わ
り
、
他
都
市
を
基
盤
と
す
る
漁
業

者
や
、
魚
を
買
い
取
る
缶
詰
業
者
に
対
抗
す
る
共
通
の
利
益
を
有
し
て
い
た
。
ま
た
、

缶
詰
工
場
の
女
性
労
働
者
は
、
民
族
別
の
労
務
管
理
を
受
け
つ
つ
も
、
共
同
で
ス
ト

を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
缶
詰
産
業
の
発
展
を
後
押
し
し
た
近
代
的
鰯
・
鮪
漁
を
生
み
出
す
の
に

も
、
移
民
の
イ
ン
タ
ー
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
関
係
が
大
き
く
貢
献
し
て
い
た
。
そ
の
誕
生

に
は
、
漁
船
を
高
速
化
・
大
型
化
し
て
大
量
捕
獲
を
可
能
に
し
た
近
代
テ
ク
ノ
ロ
ジ

ー
と
と
も
に
、
一
本
釣
り
、
撒
き
餌
と
い
っ
た
漁
法
を
持
ち
込
ん
だ
日
本
人
漁
民
と
、

地
中
海
式
の
巻
き
網
を
持
ち
込
ん
だ
地
中
海
地
域
出
身
の
漁
民
と
の
競
争
と
相
互
学

習
（
漁
法
の
盗
み
合
い
）
が
不
可
欠
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
缶
詰
は
国
内
市
場
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
市
場
で
販
売
さ
れ
た
。

ち
ょ
う
ど
タ
ー
ミ
ナ
ル
・
ア
イ
ラ
ン
ド
の
缶
詰
産
業
が
立
ち
上
が
る
と
同
時
に
、
欧

州
で
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
そ
れ
を
契
機
に
ア
メ
リ
カ
産
の
缶
詰
は
、
大
量

に
欧
州
に
流
れ
込
み
、
そ
の
後
も
世
界
商
品
と
し
て
流
通
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
―
今
後
の
研
究
に
向
け
て
―

一
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
／
ロ
ー
カ
ル
／
グ
ロ
ー
バ
ル
な
つ
な
が
り

日
本
人
移
民
（
お

よ
び
他
の
ア
ジ
ア
系
移
民
）
は
、
西
部
社
会
の
形
成
に
お
い
て
、
一
定
の
不
可
欠
な
役

割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
を
越
え
て
世
界
に
つ
な
が
る
役
割
に

な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
移
民
の
歴
史
的
体
験
を
、
個
人
的
苦
労
や
、
差
別
と
の
闘
い
、

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
と
い
っ
た
問
題
に
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
移
民
体

験
の
基
層
に
あ
る
最
も
重
要
な
、
生
活
、
人
生
の
社
会
経
済
的
位
置
づ
け
を
彼
ら
か

ら
剥
ぎ
取
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
彼
ら
を
労
働
者
と
し
て
認
識
し
、
彼
ら
の
職

業
的
活
躍
を
分
析
、
評
価
し
て
、
そ
の
上
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
問
題
に
立
ち
返
る
こ
と
が
今
後
の
移
民
研
究
に
は
必
要
で
あ
る
。

二
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割

初
期
の
、
ボ
ス
と
労
働
者
の
協
働
関
係
は
、
労
働

力
を
機
動
的
に
供
給
で
き
る
と
い
う
点
で
、
白
人
労
働
者
と
の
競
争
に
お
い
て
、
雇

用
者
に
利
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
特
徴
は
、
現
在
の
先
進
国
社
会
で
も

見
ら
れ
る
も
の
で
、
労
務
管
理
や
労
働
者
の
生
活
ま
で
エ
ス
ニ
ッ
ク
側
が
担
当
す
る

こ
と
で
、
雇
用
者
側
は
コ
ス
ト
を
下
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
農

業
・
漁
業
に
進
出
し
た
時
期
に
お
い
て
も
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン
が
情
報
の
結
節

点
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
と
、
社
会
的
統
制
や
労
働
力
の
再
生
産
ま
で
引
き
受
け
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
側
の
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
に
エ
ス
ニ
ッ
ク
経
済
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た!9

。

三
、
非
白
人
労
働
者
の
再
評
価

移
民
は
基
本
的
に
安
価
で
移
動
性
が
高
い
労
働

力
と
し
て
各
地
で
活
躍
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
賃
金
や
労
働
条
件
を
め
ぐ
る
対
立
は
常

に
存
在
し
て
い
た
し
、
時
に
暴
力
的
な
事
件
に
発
展
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
移
民

を
雇
用
す
る
経
営
者
と
移
民
自
身
は
、
経
済
的
な
相
互
利
益
の
一
致
を
認
識
し
て
い

た
。
移
民
と
い
う
安
価
な
労
働
力
の
導
入
は
、
機
械
の
導
入
と
相
ま
っ
て
、
伝
統
的

生
産
様
式
を
破
壊
し
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
効
率
的
で
生
産
力
が
高
く
、
豊
か
な
近
代

を
も
た
ら
し
た@0

。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
、
職
人
や
独
立
自
営
農
民
は
排
除
さ
れ
、

伝
統
的
白
人
中
産
階
級
は
破
壊
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
移
民
の
役

割
を
、
単
に
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
変
革
の
原
動
力
と
し
て
評
価
し
直
す
こ

と
も
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
種
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
労
働
者
と
し
て
ア
メ
リ

カ
史
の
叙
述
に
取
り
込
む
に
は
、
ア
メ
リ
カ
史
の
中
に
基
底
意
識
と
し
て
織
り
込
ま

れ
た
白
人
労
働
者
擁
護
の
言
説
を
脱
構
築
す
る
こ
と
が
ま
ず
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
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一
五
一

ア
メ
リ
カ
史
記
述
の
越
境
化
と
日
本
人
の
国
際
移
動

本
研
究
は
、
平
成
一
二
―
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

基
盤
研
究
（
Ｂ
）（
一
般
）

「
欧
米
史
上
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
そ
の
迫
害
・
差
別
・
救
済
の
比
較
史
的
研
究
」

（
研
究
課
題
番
号
一
二
四
一
〇
一
〇
二
）
中
谷
猛
（
代
表
）
の
研
究
成
果
報
告
書
に
所
収

の
「
二
〇
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
西
部
社
会
と
日
本
人
移
民
」
を
大
幅
に
加
筆
・
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
内
容
は
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
三
日
に
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
「
人
種
の
表
象
と
表
現
を
め
ぐ
る
学
際
的
研
究
」
研
究
会
と
京
都
大
学
文
学

研
究
科
主
催
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムN

ew
W

ave:
S

tu
dies

on
Japan

ese

A
m

erica
n

s
in

th
e
21st

C
en

tu
ry

に
お
い
て

“P
la

cin
g

th
e

J
a

p
a

n
ese

Im
m

igran
t

C
om

m
u

n
ity

in
th

e
T

im
e-S

pace
of

E
arly

T
w

en
tieth

-C
en

tu
ry

A
m

erican
W

est:
T

h
e

N
exu

s
betw

een
th

e
Japan

ese
A

ssociation
an

d
th

e

L
ocal

E
con

om
y”

と
し
て
口
頭
報
告
し
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
同
名
の
報
告
集
（B

rian

M
asaru

H
ayash

i
an

d
Y

asu
k

o
T

ak
ezaw

a,
ed

s.,
K

yoto:
In

stitu
te

for

R
esearch

in
H

u
m

an
ities,

K
yoto

U
n

iversity,
2004

）
に
掲
載
さ
れ
た
。
コ
メ
ン

ト
や
質
問
を
下
さ
っ
た
方
々
に
感
謝
す
る
。

q

シ
カ
ゴ
学
派
に
つ
い
て
は
、
中
野
正
大
・
宝
月
誠
『
シ
カ
ゴ
学
派
の
社
会
学
』（
世

界
思
想
社
、
二
〇
〇
三
年
）
を
見
よ
。

w

シ
カ
ゴ
学
派
に
よ
る
ア
ジ
ア
系
移
民
・
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
研
究
に
つ
い
て

は

E
ileen

H
.

T
am

u
ra,

“U
sin

g
th

e
P

ast
to

In
form

th
e

F
u

tu
re:

A
n

H
istoriograph

y
of

H
aw

ai‘i’s
A

sian
an

d
P

acific
Islan

der
A

m
erican

s,”

A
m

erasia
J

ou
rn

al,
26:
1

(2000):
55–85

が
参
考
に
な
る
。
日
本
人
移
民
の
研
究

と
「
同
化
」
概
念
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
米
山
裕
「
国
内
問
題
と
し
て
の
移
民
研
究

と
ア
メ
リ
カ
史
の
伝
統
」『
移
民
研
究
年
報
』
第
五
号
（
一
九
九
八
年
）八
六
―
九
一

頁
、
及
び
「
同
化
論
と
日
本
人
会
の
研
究
―
日
本
人
会
研
究
の
新
視
角
」『
立
命
館
文

学
』（
立
命
館
大
学
人
文
学
会
）
第
五
五
八
号
（
一
九
九
九
年
二
月
）
三
四
〇
―
三
五

四
頁
を
参
照
。

e

H
arry

H
.

L
.

K
itan

o,
J

a
p

a
n

ese
A

m
erica

n
s:

T
h

e
E

volu
tion

of
a

S
u

b
cu

ltu
re

(E
n

glew
ood

C
liffs,

N
J

:
P

ren
tice-H

a
ll,
1969);

E
d

n
a

B
on

acich
,“A

T
h

eory
of

M
iddlem

an
M

in
orities,”

A
m

erican
S

ociological

R
eview

,
38

(O
ctober

1973):
583–94.;

W
illiam

P
etersen

,
“S

u
ccess

S
tory,

Japan
ese-A

m
erican

S
tyle,”

N
ew

Y
ork

T
im

es
M

agazin
e,
6

Jan
u

ary

1966,20–43.

r

ロ
ナ
ル
ド
＝
タ
カ
キ
『
多
文
化
社
会
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
―
別
の
鏡
に
映
し
て
』
富

田
虎
男
監
訳
（
明
石
書
店
、
一
九
九
五
年
）
に
は
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
第
八
章
の
中
国
人
労
働
者
と
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
開

発
に
つ
い
て
、
正
当
な
評
価
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
民
族
的
挿
話
の

集
合
体
に
な
っ
て
し
ま
い
、
多
元
的
な
ア
メ
リ
カ
を
ど
の
よ
う
に
提
示
す
る
か
に
つ

い
て
、
充
分
な
成
果
を
挙
げ
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

t

A
.

Jim
en

ez,
“T

h
e

S
p

an
ish

F
ar

N
orth

:
H

ow
to

A
void

U
sin

g
th

e

T
erm

s
‘A

m
erican

W
est’

an
d

‘S
pan

ish
B

orderlan
ds,’”

C
olon

ial
L

atin

A
m

erican
H

istorical
R

eview
5

(F
all
1986):381–412.

y

W
illiam

G
.

R
obbin

s,
“T

h
e

‘P
lu

n
d

ered
P

rovin
ce’

T
h

esis
an

d
th

e

R
ecen

t
H

istoriograp
h

y
of

th
e

A
m

erican
W

est,”
P

a
cific

H
istorica

l

R
eview

55
(N

ovem
ber
1986):577–97;R

ich
ard

W
h

ite,“R
ace

R
elation

s
in

th
e

A
m

erican
W

est,”
A

m
erican

Q
u

arterly,
38:3

(1986):396–416.

u

一
九
〇
〇
年
頃
か
ら
鮭
の
加
工
の
機
械
化
が
進
め
ら
れ
た
。P

atrick
O

’B
annon,

“T
ech

n
ological

C
h

an
ge

in
th

e
P

acific
C

oast
C

an
n

ed
S

alm
on

In
du

stry,

1864–1924,”
(P

h
.D

.
dissertation

,
U

n
iversity

of
C

aliforn
ia,

S
an

D
iego,

1983),193–212;D
u

n
can

A
.S

tacey,S
ockeye

an
d

T
in

plate:T
ech

n
ological

C
h

an
ge

in
th

e
F

raser
R

iver
C

an
n

in
g

In
d

u
stry,

1871–1912,
B

ritish

C
olu

m
bia

P
rovin

cial
M

u
seu

m
H

eritage
R

ecord
,

n
o.
15

(V
ictoria:

B
ritish

C
olu

m
bia

P
rovin

cialM
u

seu
m

,1982).

i

P
atricia

N
elson

L
im

erick,
T

h
e

L
egacy

of
C

on
qu

est:
T

h
e

U
n

broken

P
ast

of
th

e
A

m
erican

W
est

(N
ew

Y
ork:

W
.

W
.

N
orton

&
C

o.,
1987),

H
ow

ard
R

.
L

am
ar,

ed.,
T

h
e

N
ew

E
n

cycloped
ia

of
th

e
A

m
erican

W
est

(N
ew

H
aven

:Y
ale

U
n

iversity
P

ress,1998).

o

A
llan

W
.

E
ckert,

T
h

e
S

ilen
t

S
ky:

T
h

e
In

cred
ible

E
xtin

ction
of

th
e

P
assen

ger
P

igeon
(B

oston
:L

ittle,B
row

n
&

C
o.,1965).

!0

D
an

iel
B

.
D

eL
oach

,
T

h
e

S
alm

on
C

an
n

in
g

In
d

u
stry,

O
regon

S
tate

M
on

ogra
p

h
s,

E
con

om
ic

S
tu

d
ies,

n
o.
1

(C
orva

llis:
O

regon
S

ta
te

C
ollege,

1939);
C

h
ris

F
riday,

O
rgan

izin
g

A
sian

A
m

erican
L

abor:
T

h
e

P
acific

C
oast

C
an

n
ed

S
alm

on
In

d
u

stry,
1870–1942

(P
h

iladelph
ia:
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一
五
二

T
em

ple
U

n
iversity

P
ress,

1994).

鮭
の
加
工
に
お
い
て
機
械
化
が
進
ん
だ
の
は
、

一
八
八
二
年
排
華
法
に
よ
っ
て
、
安
価
な
雇
用
の
継
続
が
困
難
に
な
っ
た
中
国
人
熟

練
労
働
者
の
代
替
生
産
手
段
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
。

!1

日
本
人
社
会
の
空
間
的
編
成
に
関
し
て
は
、
南
川
文
里
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
タ
ウ
ン

の
経
済
的
編
成
―
リ
ト
ル
ト
ー
キ
ョ
ー
の
初
期
形
成
過
程
を
通
し
て
」『
移
民
研
究
年

報
』
第
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）一
〇
一
―
一
一
四
頁
を
見
よ
。
桂
庵
に
つ
い
て
は
、

Y
u

ji
Ich

iok
a

,
“J

a
p

a
n

ese
Im

m
igra

n
t

L
a

b
or

C
on

tra
ctors

a
n

d
th

e

N
orth

ern
P

acific
an

d
th

e
G

reat
N

orth
ern

R
ailroad

C
om

p
an

ies,

1898–
1907,”

L
abor

H
istory

21
(S

u
m

m
er
1980):

325–
50

を
見
よ
。Joh
n

M
odell,

T
h

e
E

con
om

ics
an

d
P

olitics
of

R
acial

A
ccom

m
od

ation
:

T
h

e

J
apan

ese
of

L
os

A
n

geles,
1900–1942

(U
rban

a:
U

n
iversity

of
Illin

ois

P
ress,

1977)

は
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
の
日
本
人
社
会
に
関
す
る
唯
一
の
包
括
的
研
究

で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
ボ
ナ
シ
ッ
チ
の
媒
介
者
モ
デ
ル
を
利
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
研
究
で
あ
る
。B

onacich,
“A

T
heory

of
M

iddlem
an

M
in

orities,”

及
び

E
d

n
a

B
on

acich
an

d
Joh

n
M

od
ell,

T
h

e
E

con
om

ic
B

a
sis

of
E

th
n

ic

S
olid

arity:
S

m
all

B
u

sin
ess

in
th

e
J

apan
ese

A
m

erican
C

om
m

u
n

ity

(B
erkeley

an
d

L
os

A
n

geles:
U

n
iversity

of
C

aliforn
ia

P
ress,

1980)

を
参

照
。

!2

阪
田
安
雄
「
渡
り
鳥
（birds-of-passage

）
と
そ
の
社
会
―
秘
め
ら
れ
た
過
去
」

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
『
在
米
日
本
人
社
会
の
黎
明
期
―
「
福
音
会
沿
革

史
料
」
を
手
が
か
り
に
』
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
研
究
叢
書
（
現
代
史
料
出

版
、
一
九
九
七
年
）五
七
―
五
九
頁
。

!3

一
九
一
四
年
に
設
立
さ
れ
た
北
米
ま
ぐ
ろ
缶
詰
会
社
は
、
資
本
金
七
万
五
千
ド
ル

で
経
営
を
始
め
た
が
、
わ
ず
か
三
年
後
、
白
人
資
本
家
に
よ
っ
て
二
五
万
ド
ル
で
買

収
さ
れ
た
。
富
本
岩
雄
『
在
米
和
歌
山
県
人
発
展
史
』（S

acram
en

to:

富
本
岩
雄
、

一
九
一
五
年
）、
二
三
二
―
二
三
三
頁；

藤
岡
紫
朗
『
歩
み
の
跡
―
北
米
大
陸
日
本
人

開
拓
物
語
』（L

os
A

n
geles:

歩
み
の
跡
刊
行
後
援
会
、
一
九
五
七
年
）、
五
一
二
―

五
一
三
頁
を
参
照
。

!4

E
rn

est
M

arqu
ez,

P
ort

L
os

A
n

geles:
A

P
h

en
om

en
on

of
th

e
R

ailroad

E
ra

(S
an

M
arin

o,C
A

:G
olden

W
est

B
ooks,1975)

に
は
、
サ
ン
タ
モ
ニ
カ
の

日
本
人
漁
民
居
住
区
の
記
述
が
あ
る
。
港
湾
建
設
を
め
ぐ
る
サ
ン
タ
モ
ニ
カ
と
サ
ン

ピ
ド
ロ
の
「
競
争
」
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
ピ
ド
ロ
＝P

acific
E

lectric

＝H
en

ry
E

.

H
u

n
tin

gton

側
の
勝
利
記
録
で
は
あ
る
が
、C

h
arles

D
w

igh
t

W
illard,

T
h

e

F
ree

H
arbor

C
on

test
at

L
os

A
n

geles:
A

n
A

ccou
n

t
of

th
e

L
on

g
F

igh
t

W
a

ged
by

th
e

P
eop

le
of

S
ou

th
ern

C
a

liforn
ia

to
S

ecu
re

a
H

a
rbor

L
ocated

at
a

P
oin

t
O

pen
to

C
om

petition
(L

os
A

n
geles:K

in
gsley-B

arn
es

&
N

eu
n

er,
1899)

が
詳
し
い
。
市
民
の
足
と
し
て
、
ダ
ウ
ン
タ
ウ
ン
と
サ
ン
ピ
ド

ロ
は
一
九
〇
五
年
に
路
面
電
車
で
直
結
さ
れ
た
。E

lectric
R

ailw
ay

H
istorical

A
ssociation

of
S

ou
th

ern
C

aliforn
ia,

“P
acific

E
lectric:

S
an

P
edro

via

D
om

in
gu

ez
L

in
e,”

<
h

ttp://w
w

w
.erh

a.org/pesspd.h
tm

>

二
〇
〇
六
年
一
一

月
五
日
参
照；

T
om

W
etzel,

“P
acific

E
lectric’s

L
os

A
n

geles
to

S
an

P
edro

via
D

om
in

gu
ez

L
in

e,”
<

h
ttp://w

w
w

.u
n

can
n

y.n
et/~

w
etzel/describe.

h
tm

>

二
〇
〇
六
年
一
一
月
五
日
参
照
。
日
本
人
は
、
Ｐ
Ｅ
の
建
設
労
働
力
を
提
供

し
た
。
初
期
の
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
日
本
人
社
会
の
記
録
を
書
い
た
三
枝
治
三
郎
は
、「
当

時
建
設
の
緒
に
就
い
た
太
平
洋
電
鉄
会
社
が
こ
の
日
本
人
工
夫
に
着
目
し
最
初
五
十

名
を
使
役
し
こ
れ
を
試
験
し
た
結
果
、
そ
の
技
量
の
優
秀
な
る
こ
と
を
認
め
て
漸
次

に
増
加
し
て
其
の
盛
時
に
於
い
て
は
優
に
二
千
名
以
上
に
達
し
た
。
現
に
羅
府
を
中

心
と
し
て
南
加
各
地
に
通
ず
る
太
平
洋
電
鉄
（
俗
に
言
ふ
赤
電
車
）
線
路
の
過
半
は

日
本
人
労
働
者
の
手
に
成
れ
る
も
の
で
あ
る
。」
と
誇
ら
し
げ
に
述
べ
て
い
る
。
南
加

日
系
人
商
業
会
議
所
『
南
加
州
日
本
人
史
』（
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス：

南
加
日
系
人
商
業
会

議
所
、
一
九
五
六
年
）、
五
六
―
五
七
頁
。
こ
の
場
合
も
き
っ
か
け
は
ス
ト
破
り
で
あ

っ
た
。

!5

M
a

sa
k

a
zu

Iw
a

ta
,

“T
h

e
J

a
p

a
n

ese
Im

m
ig

ra
n

ts
in

C
a

liforn
ia

A
gricu

ltu
re,”

A
gricu

ltu
ral

H
istory

36
(Jan

u
ary

1962):
25–
37;

idem
,

P
la

n
ted

in
G

ood
S

oil:
T

h
e

H
istory

of
th

e
Issei

in
U

n
ited

S
ta

tes

A
gricu

ltu
re

(N
ew

Y
ork:

P
.

L
an

g,
1992);

矢
ヶ
崎
典
隆
『
移
民
農
業
―
カ
リ
フ

ォ
ル
ニ
ア
の
日
本
人
移
民
社
会
』（
古
今
書
院
、
一
九
九
三
年
）。

!6

南
川
文
里
「
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ニ
ッ
チ
の
確
立
と
移
民
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
化
―
ロ
サ
ン

ゼ
ル
ス
日
系
移
民
都
市
商
業
の
歴
史
的
展
開
を
通
し
て
」『
日
本
都
市
社
会
学
会
年
報
』

第
一
八
号
（
二
〇
〇
〇
年
）八
三
―
九
九
頁
。

!7

K
an

ich
i

K
aw

asaki,
“T

h
e

Japan
ese

C
om

m
u

n
ity

of
E

ast
S

an
P

edro,

T
erm

in
al

Islan
d,

C
aliforn

ia,”
(M

aster’s
th

esis,
U

n
iversity

of
S

ou
th

ern
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一
五
三

ア
メ
リ
カ
史
記
述
の
越
境
化
と
日
本
人
の
国
際
移
動

C
aliforn

ia,
1931);

米
山
裕
「
羅
府
日
本
人
会
役
員
選
挙
と
在
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
日
本

人
社
会
の
変
容
、
一
九
一
五
年
―
一
九
二
一
年
」『
立
命
館
史
学
』（
立
命
館
史
学
会
）

第
二
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
）一
六
―
一
七
頁
。

!8

日
本
人
農
業
を
概
観
す
る
に
は
、
米
国
産
業
日
報
社
編
『
在
米
日
本
人
産
業
総
覧

（
羅
府：
米
国
産
業
日
報
社
、
一
九
四
〇
年
）
が
便
利
で
あ
る
。

!9

こ
の
よ
う
な
、
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
「
効
率
性
」
に
基
づ
く
持
続
性
に
つ
い
て

は
、
近
年
の
国
際
労
働
力
移
動
研
究
が
参
考
に
な
る
。
伊
豫
谷
登
士
翁
『
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
移
民
』（
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
森
田
桐
郎
編
『
国
際

労
働
力
移
動
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
な
ど
を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の

よ
う
な
現
象
が
、
現
代
社
会
特
有
の
も
の
と
は
必
ず
し
も
言
え
ず
、
一
世
紀
前
に
同

様
の
観
察
が
で
き
る
こ
と
は
、
歴
史
研
究
か
ら
応
答
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

@0

も
ち
ろ
ん
、
近
代
が
も
た
ら
し
た
様
々
な
弊
害
や
、
今
日
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の

先
駆
け
と
考
え
ら
れ
る
人
口
の
流
動
化
を
批
判
的
に
分
析
し
て
い
く
こ
と
は
必
要
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
ア
ジ
ア
系
の
移
民
の
歴
史
的
役
割
が
労
働
史
研
究
の

な
か
で
不
当
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
現
状
を
批
判
し
、
ま
ず
、「
近
代
化
」
の
過
程
に

お
い
て
ア
ジ
ア
系
移
民
が
果
た
し
た
貢
献
を
認
識
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
意
図
か
ら
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


