
交
　
通
　
論

杉
　
山
　
武
　
彦

　
一
橋
大
学
に
お
け
る
交
通
論
は
、
東
京
高
等
商
業
学
校
時
代
の
「
商
業
学
」
お
よ
び
「
商
業
実
践
」
に
そ
の
起
源
を
も
つ
。
以

来
、
そ
の
内
容
と
性
格
は
、
↓
方
で
大
学
自
体
の
性
格
の
変
化
や
発
展
を
反
映
し
つ
つ
、
他
方
で
研
究
お
よ
び
講
義
担
当
者
の
個
性
を

も
反
映
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
独
自
の
展
開
を
示
し
て
き
た
。
本
稿
は
、
そ
の
生
成
・
発
展
の
系
譜
の
ご
く
簡
単
な
整
理
を
試
み
る
も

の
で
あ
る
。
全
体
を
四
節
に
分
け
、
第
］
節
で
は
、
交
通
関
係
科
日
の
変
遷
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
整
理
す
る
。
次
い
で
、
第
二

節
で
は
、
昭
和
十
年
代
ま
で
の
一
橋
交
通
学
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
特
色
を
ふ
り
か
え
る
。
昭
和
二
十
年
代
以
降
に
つ
い
て
は
、

第
三
節
で
富
永
祐
治
教
授
の
研
究
に
、
ま
た
第
四
節
で
地
田
知
平
教
授
の
研
究
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
な
お
、
こ
の
種
の
作
業
に
先
立
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
先
学
の
研
究
業
積
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
十
分
な
考
察
を
加
え
て
お
く
べ

き
で
は
あ
る
が
、
筆
者
は
そ
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
さ
い
わ
い
な
こ
と
に
、
昭
和
十
年
代
ま
で
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

橋
大
学
の
交
通
研
究
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
富
永
教
授
の
貴
重
な
稿
を
通
し
て
そ
の
要
諦
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
二
十
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

以
降
の
交
通
研
究
の
歩
み
、
と
く
に
富
永
教
授
が
一
橋
に
お
い
て
残
さ
れ
た
足
跡
に
つ
い
て
は
、
地
田
教
授
の
稿
を
は
じ
め
と
す
る

い
く
つ
か
の
資
料
・
文
献
か
ら
そ
の
意
義
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
文
献
・
資

釦
⑲



料
に
多
く
を
依
存
し
つ
つ
、
与
え
ら
れ
た
課
題
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

脚

注
ω
富
永
祐
治
「
一
橋
学
問
の
伝
統
と
反
省
－
交
通
論
」
（
『
一
橋
論
叢
』
三
十
四
巻
四
号
、
昭
和
三
十
年
十
月
）

②
地
田
知
平
「
戦
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
交
通
研
究
」
（
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
』
十
一
巻
三
号
、
昭
和
二
十
九
年
）

学商

一

一
橋
大
学
交
通
論
略
史

　
一
橋
大
学
の
百
年
の
歴
史
の
中
で
、
交
通
論
の
科
目
な
い
し
講
座
に
も
、
そ
の
開
設
か
ら
定
着
に
至
る
ま
で
の
い
く
つ
か
の
段
階

が
あ
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
、
科
目
の
名
称
と
い
う
外
面
的
な
事
柄
を
手
が
か
り
と
し
て
そ
の
諸
段
階
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ

う
に
そ
れ
ら
を
区
分
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
明
治
十
年
代
後
半
か
ら
同
三
十
一
年
ま
で
1
交
通
が
ま
だ
独
立

の
科
目
と
し
て
は
存
在
し
な
い
が
、
商
業
学
の
一
部
と
し
て
重
要
さ
を
増
し
て
い
っ
た
段
階
、
②
明
治
三
十
二
年
か
ら
大
正
三
年
ま

で
ー
交
通
論
が
一
つ
の
科
目
と
し
て
独
立
し
た
の
ち
、
東
京
高
等
商
業
学
校
の
組
織
の
変
更
等
に
応
じ
て
、
科
目
あ
る
い
は
科
目

配
置
の
上
で
試
行
錯
誤
が
行
な
わ
れ
た
段
階
、
㈲
大
正
四
年
か
ら
昭
和
十
年
代
末
ま
で
ー
交
通
関
係
の
科
目
が
、
総
論
と
し
て
の

「
交
通
」
、
各
論
と
し
て
の
「
海
運
」
お
よ
び
「
鉄
道
」
と
い
う
三
本
建
て
の
形
で
配
置
さ
れ
た
段
階
、
ω
終
戦
か
ら
昭
和
三
十
年

ま
で
ー
「
交
通
及
び
倉
庫
」
、
「
海
運
」
、
「
陸
運
」
と
い
う
現
在
の
科
目
配
置
に
た
ど
り
つ
く
の
で
の
段
階
、
の
四
段
階
で
あ
る
。

各
時
期
に
お
け
る
交
通
関
係
の
科
目
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
利
用
可
能
な
若
干
の
資
料
に
基
づ
い
て
、
上

に
述
べ
た
各
時
期
の
状
況
を
や
や
詳
し
く
眺
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
第
一
の
段
階
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
交
通
論
が
未
だ
独
立
し
た
科
目
で
は
な
く
、
商
業
の
中
の
一
項
目
と
し
て
取
り
上
げ
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ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
東
京
商
業

学
校
の
明
治
十
九
年
の
「
教
授
要
領
」
を
見
る
と
、

尋
常
科
第
2
年
に
お
い
て
履
習
す
べ
き
「
商
業
慣

習
」
に
関
す
る
説
明
の
中
に
、
「
海
陸
運
漕
」
と
い

う
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
高
等
商
業
学

校
の
明
治
二
十
四
年
の
「
教
授
要
領
」
に
は
、
本
科

第
一
年
・
第
二
年
履
習
の
「
商
業
要
項
」
に
関
し

て
、
「
…
…
又
運
輸
ノ
方
法
、
鉄
道
管
理
法
及
建
設
法

ノ
大
意
並
二
運
輸
営
業
ノ
方
法
、
各
種
ノ
統
計
、
船

舶
ノ
構
造
及
蟻
装
、
荷
物
積
載
方
ノ
慣
行
等
其
他
ノ

事
項
二
就
キ
其
要
項
ヲ
挙
ゲ
テ
之
ヲ
講
説
ス
」
と
い

う
、
や
や
詳
し
い
説
明
が
登
場
し
て
い
る
。
以
上
の

資
料
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
代
に
お

け
る
一
橋
の
交
通
論
の
基
本
的
な
特
色
は
、
そ
れ
が

商
業
学
の
一
分
野
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
た
と

い
う
第
↓
の
点
の
ほ
か
に
、
第
二
に
、
利
用
者
な
い

し
荷
主
の
側
か
ら
の
交
通
に
関
す
る
商
業
知
識
で
は

珈



学商

な
く
、
む
し
ろ
、
運
送
業
な
い
し
交
通
業
の
経
営
実
践
の
た
め
の
知
識
と
い
う
形
で
商
業
学
の
中
に
含
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
点

に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
同
時
期
の
「
学
科
細
目
及
教
授
要
旨
」
等
に
お
け
る
よ
り
詳
細
な
説
明
か
ら
も
う
ら
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
明
治
三
十
年
、
専
攻
部
規
程
が
制
定
さ
れ
て
、
高
商
の
上
に
専
攻
部
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
こ
の
専
攻
部

の
分
科
（
い
わ
ぽ
専
攻
領
域
）
と
学
科
目
に
関
し
て
は
数
次
の
改
訂
が
重
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
経
過
の
中
で
交
通
論
が
独

立
し
た
一
つ
の
学
科
目
と
し
て
登
場
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
三
十
二
年
に
お
け
る
改
訂
時
が
最
初
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
年
の

専
攻
部
学
科
課
程
表
（
東
京
商
科
大
学
『
日
本
商
業
教
育
五
十
年
史
』
大
正
十
四
年
、
に
所
収
）
に
よ
れ
ぽ
、
こ
の
と
き
の
専
攻
部

に
は
必
修
九
科
目
の
ほ
か
に
撰
修
科
目
（
通
常
の
意
味
で
の
専
攻
科
目
）
と
し
て
五
科
目
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
、
貿
易

業
、
銀
行
業
、
鉄
道
業
、
回
漕
業
、
保
険
業
の
五
つ
で
あ
る
。
明
治
三
十
五
年
の
改
正
課
程
表
で
は
、
撰
修
科
目
に
代
え
て
専
修
科

目
の
名
称
が
用
い
そ
れ
て
お
り
、
新
た
に
三
科
目
が
つ
け
加
え
ら
れ
る
と
同
時
に
、
鉄
道
業
と
回
漕
業
と
は
一
つ
に
な
っ
て
、
こ
こ

に
初
め
て
「
交
通
科
」
と
い
う
名
称
が
登
場
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
四
十
三
年
の
改
正
に
よ
り
、
専
攻
な
い
し
専
攻
科
目
と
し
て
の

　
　
　
　
（
2
）

「
交
通
科
」
の
ほ
か
に
、
専
攻
と
は
無
関
係
に
選
択
さ
れ
る
べ
き
科
目
の
一
つ
と
し
て
「
交
通
論
」
が
設
置
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

る
。
以
上
が
第
二
の
段
階
の
概
要
で
あ
る
。

　
以
上
に
示
し
た
よ
う
な
過
程
を
経
た
後
、
大
正
四
年
の
課
程
改
正
に
よ
っ
て
、
専
攻
部
に
お
け
る
開
設
科
目
数
は
大
幅
な
増
加
を

み
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
ま
ず
全
体
と
し
て
四
十
一
科
目
の
選
択
対
象
科
目
が
示
さ
れ
、
次
に
専
攻
科
ご
と
に
、
そ
れ
ら
の
中

か
ら
適
当
な
い
く
つ
か
の
科
目
が
必
修
科
目
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
専
攻
科
自
体
の
数
も
増
え
、
殖
民
科
お
よ
び
経
済

科
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
交
通
論
は
、
こ
の
段
階
で
は
、
「
交
通
論
（
総
論
）
」
、
「
同
（
海
運
）
」
、
「
同
（
鉄
道
）
」
と
い
う
形

2



論通交

で
細
分
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
、
な
お
、
「
交
通
論
（
総
論
）
」
が
殖
民
科
お
よ
び
経
済
科
の
必
修
科
目
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
注

目
に
値
し
よ
う
、
と
も
か
く
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
交
通
に
っ
い
て
は
総
論
・
海
運
・
鉄
道
と
い
う
三
科
目
が
出
揃
っ
た
わ
け
で

あ
り
、
こ
の
態
勢
は
大
正
九
年
に
専
攻
部
が
東
京
商
科
大
学
に
昇
格
す
る
後
も
引
き
継
が
れ
、
基
本
的
に
は
今
日
に
ま
で
及
ん
で
い

る
。
第
三
の
段
階
は
、
こ
う
し
た
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
以
上
で
東
京
高
商
専
攻
部
の
明
治
三
十
二
年
以
来
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
交
通
関
係
の
科
目
を
た
ど
っ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
間
に
東
京
高
商
本
科
の
方
に
ど
の
よ
う
な
変
遷
が
あ
っ
た
か
に
関
し
て
は
、
筆
者
は
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
て
も
と
の
資
料
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
ω
専
攻
部
に
お
い
て
「
鉄
道
業
」
（
明
治
三
十
二
年
）
あ
る
い
は
「
交
通
科
」
（
同
三

十
五
年
）
が
出
現
し
た
時
点
で
も
、
本
科
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
商
業
学
の
中
で
交
通
が
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
、
②

遅
く
と
も
大
正
五
年
の
時
点
で
は
、
本
科
に
お
い
て
も
す
で
に
「
交
通
」
と
い
う
名
称
の
科
目
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
の
二
点
で

あ
る
。

　
第
四
の
段
階
は
、
昭
和
二
十
年
の
終
戦
か
ら
、
二
十
四
年
の
新
制
大
学
の
発
足
な
ど
を
問
に
挟
ん
で
三
十
年
に
至
る
ま
で
、
学
科

目
の
名
称
、
配
置
に
多
少
の
変
化
が
見
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
大
正
九
年
か
ら
の
本
科
に
お
け
る
「
交
通
」
「
海
運
」
「
鉄
道
」
の
三

本
立
て
の
態
勢
は
、
形
式
上
は
、
昭
和
二
十
一
年
ま
で
継
続
し
て
い
た
。
し
か
し
、
昭
和
十
五
年
以
降
に
は
、
実
際
に
は
休
講
と
な

っ
て
い
た
場
合
が
か
な
り
多
い
。
戦
後
の
講
義
は
二
十
二
年
か
ら
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
、
す
で
に
表
1
に
示

し
た
通
り
、
「
交
通
論
」
と
「
海
運
論
」
の
二
本
立
て
で
あ
り
、
「
鉄
道
」
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
こ
の
形
は
二
十
二
年
か
ら
二
十
五

年
ま
で
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
十
四
年
に
新
制
の
一
橋
大
学
が
発
足
し
、
そ
の
体
制
の
下
で
の
最
初
の
学
生
が
後
期
へ
進
学
し

て
専
門
科
目
を
履
習
す
る
こ
と
に
な
っ
た
二
十
六
年
か
ら
、
新
し
い
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
、
以
前
か
ら
設
け
ら
れ

泌



て
い
た
科
目
で
あ
る
「
倉
庫
」
が
「
交
通
論
」
と
一
緒
に
さ
れ
て
「
交
通
及
び
倉
庫
」
と
な
り
、
「
海
運
」
は
「
海
運
論
」
に
名
称

を
改
め
ら
れ
た
。
（
「
海
運
論
」
と
さ
れ
た
の
は
、
旧
制
と
新
制
と
の
学
生
が
並
存
し
た
期
間
に
、
旧
制
を
対
象
と
し
て
「
海
運
」
が

引
き
続
き
開
講
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
後
に
は
再
び
「
海
運
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
）
こ
の
後
、
三

十
年
に
初
め
て
「
陸
運
」
が
開
設
さ
れ
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
現
在
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
注

　
　
ω
た
と
え
ば
、
明
治
二
十
九
年
の
「
学
科
細
目
及
教
授
要
旨
」
（
本
科
）
を
見
よ
。

　
　
②
こ
の
段
階
で
の
「
交
通
科
」
は
、
科
目
名
と
い
う
よ
り
も
、
専
攻
領
域
な
い
し
所
属
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

批

学商

二
　
昭
和
十
年
代
ま
で
の
一
橋
交
通
学

　
前
節
で
は
、
交
通
関
係
科
目
の
開
設
と
そ
の
後
の
変
遷
を
、
明
治
三
十
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
に
つ
い
て
略
述
し
た
。
次
い

で
本
節
で
は
、
そ
れ
ら
の
科
目
の
歴
代
の
担
当
者
に
つ
い
て
ご
く
簡
略
に
そ
の
研
究
の
跡
を
ふ
り
か
え
り
、
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う

な
傾
向
と
特
色
と
が
指
摘
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
橋

大
学
の
創
立
八
十
周
年
の
機
会
に
な
さ
れ
た
富
永
教
授
の
考
察
が
あ
り
、
以
下
の
記
述
は
そ
れ
に
拠
る
部
分
が
き
わ
め
て
多
い
。
引

用
の
仕
方
に
お
い
て
筆
者
の
独
断
が
あ
る
こ
ど
を
怖
れ
る
が
、
同
時
に
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
許
し
を
乞
う
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
橋
論
叢
第
二
十
四
巻
二
号
（
昭
和
二
十
五
年
八
月
）
に
お
け
る
コ
橋
商
学
の
七
十
五
年
」
と
題
さ
れ
た
座
談
会
の
記
録
に
よ

る
と
、
明
治
三
十
年
代
に
お
い
て
は
、
商
学
部
の
一
部
分
と
し
て
海
運
関
係
の
講
義
を
し
て
い
た
の
は
、
海
上
保
険
を
専
門
と
さ
れ

て
い
た
村
瀬
春
雄
教
授
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
有
の
海
外
に
お
け
る
交
通
学
を
本
格
的
に
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（
1
）

日
本
に
輸
入
し
、
一
橋
交
通
学
の
ー
さ
ら
に
は
日
本
の
交
通
学
の
ー
基
礎
を
築
い
た
の
は
、
関
一
教
授
で
あ
っ
た
。

　
関
教
授
の
東
京
高
商
在
職
期
間
は
、
明
治
三
十
年
か
ら
大
正
三
年
ま
で
で
あ
り
、
そ
の
間
、
三
十
一
年
六
月
か
ら
三
十
四
年
十
一

月
ま
で
外
遊
し
て
い
る
。
こ
の
比
較
的
短
い
期
間
に
関
教
授
の
著
作
活
動
は
き
わ
め
て
活
発
な
も
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の
著
作
の
う

ち
、
ま
ず
雑
誌
論
文
に
つ
い
て
み
る
と
、
富
永
教
授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
研
究
生
活
の
初
期
に
は
交
通
問
題
へ
の
関
心
が
比
較

的
大
き
な
地
位
を
占
め
て
お
り
、
後
に
は
そ
れ
が
次
第
に
低
下
し
、
そ
の
他
の
問
題
、
特
に
社
会
政
策
的
講
義
が
多
く
な
っ
て
い

る
。
一
方
、
単
行
本
で
交
通
関
係
の
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
解
説
『
コ
ル
ソ
ン
氏
交
通
政
策
』
（
明
治
三
十
六
年
）
、
お
よ
び
『
鉄

道
講
義
要
領
』
　
（
同
三
十
八
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
紹
介
さ
れ
た
初
め
て
の
体
系
的

　
　
　
（
2
）

交
通
論
の
書
で
あ
っ
た
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
れ
が
交
通
関
係
の
単
行
本
と
し
て
は
唯
一
の
関
教
授
の
研
究
成
果

で
あ
り
、
か
つ
、
不
完
全
な
が
ら
も
体
系
的
叙
述
の
萌
芽
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
貴
重
で
あ
る
。

　
関
教
授
よ
り
や
や
遅
く
、
海
運
論
を
中
心
に
交
通
を
担
当
し
た
の
は
、
堀
光
亀
教
授
で
あ
る
。
前
述
の
如
く
、
東
京
高
商
に
お
い

て
最
初
に
海
運
実
務
を
講
述
し
た
の
は
村
瀬
教
授
の
よ
う
で
あ
る
が
、
同
教
授
は
も
と
も
と
海
上
保
険
を
専
攻
対
象
と
し
、
ま
た
、

後
に
実
業
界
に
要
望
さ
れ
て
高
商
を
去
る
た
め
、
海
運
に
関
す
る
村
瀬
教
授
の
研
究
業
績
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
皆
無
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
高
商
に
お
け
る
海
運
の
伝
統
は
、
や
は
り
堀
教
授
に
始
ま
る
と
考
え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
堀
教
授
は
、
明
治

三
十
五
年
に
東
京
高
商
専
攻
部
を
卒
業
し
、
翌
年
か
ら
、
商
業
学
研
究
の
た
め
英
独
ニ
ケ
国
に
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
、
帰
国
後
、
四
十

年
に
東
京
高
商
教
授
に
任
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
京
高
商
お
よ
び
東
京
商
大
に
お
け
る
実
際
の
講
義
と
研
究
は
明
治
七
十
年

に
始
ま
り
、
そ
れ
か
ら
昭
和
十
二
年
ま
で
続
く
こ
と
と
な
る
。
掘
教
授
の
著
作
活
動
も
き
わ
め
て
活
発
で
あ
り
、
海
運
を
中
心
と
す

る
交
通
の
領
域
の
ほ
か
、
殖
民
政
策
お
よ
び
殖
民
制
度
の
領
域
に
も
及
ん
で
い
た
。
主
要
な
著
書
と
し
て
は
『
海
運
及
海
運
政
策
』

泌
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（
3
）

（
明
治
四
十
四
年
）
と
『
海
運
』
（
刊
行
年
不
明
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
富
永
教
授
は
こ
れ
ら
二
書
に
つ
い
て
、
と
も
に

体
系
化
の
点
で
不
十
分
で
あ
り
、
経
済
学
と
し
て
の
海
運
論
か
商
業
学
と
し
て
の
そ
れ
か
に
関
し
て
、
性
格
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
点

を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
渡
辺
大
輔
教
授
は
、
（
資
料
に
確
認
し
う
る
限
り
で
は
）
大
正
十
五
年
か
ら
昭
和
十
年
に
か
け
て
、
東
京
商
大
の
交
通
部
分

の
講
義
を
担
当
し
た
。
専
攻
は
鉄
道
論
で
あ
っ
た
が
、
し
ぼ
し
ぽ
総
論
と
し
て
の
「
交
通
」
を
も
担
当
し
、
ま
た
大
正
十
五
年
に
一

度
だ
け
「
海
運
」
の
講
義
を
も
担
当
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
十
年
五
月
か
ら
二
年
間
、
交
通
政
策
研
究
の
た
め
英
．
独
．
米
へ

遊
学
し
た
が
、
帰
朝
後
、
職
を
辞
し
て
い
る
。
渡
辺
教
授
の
研
究
業
績
と
し
て
は
、
「
鉄
道
特
定
貨
物
賃
率
の
研
究
」
（
『
商
学
研
究
』

1
、
昭
和
七
年
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
富
永
教
授
は
「
主
題
に
関
係
あ
る
主
要
文
献
の
殆
ど
す
べ
て
を
参
照
し
、
凡
ゆ
る
面

か
ら
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
極
め
て
貴
重
な
、
特
続
的
価
値
を
も
っ
た
研
究
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
こ
れ
ほ
ど
の
詳
細

な
分
析
は
内
外
と
も
に
見
出
さ
れ
な
い
」
と
、
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
渡
辺
教
授
の
後
を
継
い
で
、
昭
和
十
二
年
か
ら
十
五
年
ま
で
「
鉄
道
論
」
を
担
当
し
た
の
は
、
細
野
日
出
男
教
授
で
あ
っ
た
。
細

野
教
授
は
昭
和
十
七
年
に
は
東
京
商
大
講
師
を
辞
し
て
い
る
が
、
そ
の
後
、
昭
和
二
十
一
年
と
二
十
二
年
に
は
商
学
専
門
部
の
講
師

を
勤
め
た
。
ま
た
、
後
に
三
十
九
年
に
も
「
交
通
及
び
倉
庫
」
を
担
当
さ
れ
て
い
る
。
「
鉄
道
論
」
を
担
当
し
た
時
期
の
細
野
教
授

の
研
究
業
績
は
、
『
高
岡
高
商
研
究
論
集
』
等
に
発
表
さ
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
富
永
教
授
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
理
論
や
体

系
化
よ
り
も
、
む
し
ろ
経
営
技
術
的
な
い
し
は
制
度
的
問
題
に
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
堀
教
授
の
後
を
継
い
で
、
昭
和
十
三
年
か
ら
十
五
年
ま
で
「
海
運
」
を
担
当
し
た
の
が
、
伊
坂
市
助
教
授
で
あ
る
。
伊
坂

教
授
は
、
大
正
十
三
年
に
予
科
を
卒
業
、
昭
和
二
年
に
東
京
商
科
大
学
学
士
、
同
四
年
に
商
学
専
門
部
講
師
、
八
年
に
大
学
助
手
、

郷
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十
年
に
商
学
専
門
部
教
授
を
経
て
、
十
三
年
に
大
学
助
教
授
に
任
じ
た
。
研
究
業
積
に
は
、
多
数
の
雑
誌
論
文
等
が
あ
る
が
、
キ
く

に
「
近
時
世
界
海
運
貿
易
の
数
量
的
考
察
」
（
『
商
学
研
究
』
3
、
昭
和
九
年
）
が
す
ぐ
れ
た
実
証
的
研
究
と
し
て
評
価
さ
れ
る
。
ま

た
、
単
行
本
で
は
、
『
英
国
船
主
事
情
』
（
昭
和
五
年
）
に
お
け
る
詳
細
な
資
料
収
集
の
労
が
評
価
さ
れ
る
。

　
以
上
が
、
戦
前
の
東
京
商
大
に
お
け
る
交
通
関
係
科
日
担
当
者
の
寸
描
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
担
当
者

お
よ
び
研
究
業
績
の
全
体
を
眺
め
直
し
て
、
次
の
二
点
に
注
意
を
払
っ
て
み
た
い
。
二
点
と
は
、
第
一
に
「
そ
れ
ら
の
研
究
業
績

は
、
全
体
と
し
て
、
交
通
研
究
の
主
要
な
領
域
を
包
含
し
て
い
た
か
」
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
「
担
当
者
の
問
に
、
し
か
る
べ
き
伝

承
と
発
展
が
見
ら
れ
た
か
」
と
い
う
こ
と
で
て
る
。

こ
の
二
点
の
う
ち
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
の
答
は
明
白
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
明
治
の
末
年
と
昭
和
十
年
代
と
の
、
異
時
点
間
の
比

較
を
行
な
っ
て
み
れ
ぽ
よ
い
、
明
治
末
年
に
お
い
て
、
関
教
授
の
交
通
学
は
疑
い
な
く
当
時
の
交
通
学
の
す
べ
て
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
昭
和
十
年
代
の
交
通
学
が
達
成
し
て
い
た
広
が
り
か
ら
見
れ
ぽ
、
こ
れ
も
ま
た
疑
い
な
く
、
東
京
商
大
の
交
通
研
究
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

一
部
を
包
含
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
交
通
経
済
学
あ
る
い
は
交
通
政
策
論
の
し
か
る
べ
き
研
究
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
商
業
実
践
か
ら
の
分
化
と
専
門
化
を
経
て
生
成
し
た
］
橋
交
通
論
の
伝
統
を
、
そ
の
後
の
担
当
者
が
忠
実
に
守
っ
て

し
ま
っ
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
、
明
治
時
代
か
ら
の
伝
統
を
云
々
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
明
治
末
年

の
東
京
高
商
に
も
、
経
済
学
的
な
「
交
通
政
策
」
の
萌
芽
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
明
治
三
十
五
年
あ
る
い
は
三

十
六
年
の
専
攻
部
の
「
教
授
要
旨
」
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
第
一
に
お
い
て
履
習
さ
る
べ
き
「
経
済
学
」
の
中
の
項
目
に
、
農
業

政
策
．
工
業
政
策
と
並
ん
で
「
交
通
政
策
」
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
経
済
学
の
中
で
交
通
政
策

を
論
ず
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
後
い
つ
の
ま
に
か
消
滅
し
、
交
通
は
も
っ
ぱ
ら
商
学
部
門
の
領
域
で
取
り
扱
わ
れ
る
に
至
っ
て
い

脚
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る
。
富
永
教
授
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
な
ら
ぽ
、
「
こ
れ
が
後
に
な
っ
て
社
会
科
学
大
学
の
理
想
が
掲
げ
ら
れ
る
に
及
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

矛
盾
と
し
て
露
呈
さ
れ
…
…
こ
の
矛
盾
が
解
か
れ
な
い
ま
ま
第
二
次
大
戦
の
終
末
ま
で
き
た
の
で
あ
る
。
」

　
も
っ
と
も
、
一
橋
大
学
の
交
通
論
が
商
学
的
な
研
究
に
片
寄
っ
た
こ
と
自
体
は
別
と
し
て
、
む
し
ろ
問
題
は
、
そ
の
こ
と
が
十
分

に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
「
確
固
た
る
方
法
論
の
欠
如
」
の
た
め
に
「
経
済
学

と
し
て
の
交
通
論
な
の
か
、
経
営
学
と
し
て
の
交
通
論
な
の
か
、
研
究
老
自
ら
が
あ
い
ま
い
」
で
あ
る
点
こ
そ
が
、
重
大
な
問
題
で

あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
一
橋
大
学
の
み
な
ら
ず
当
時
の
交
通
研
究
全
般
に
見
ら
れ
る
問
題
で
あ

っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
、
第
二
の
点
に
対
し
て
は
、
一
概
に
断
定
を
下
す
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
れ
は
「
伝
承
・
発
展
」
と
い
う
言
葉
の
理
解
の

仕
方
に
も
依
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
広
い
意
味
で
の
「
研
究
面
で
の
影
響
」
と
い
う
程
度
に
そ
れ
を
解
す
れ
ぽ
、
当
然
、
な
ん
ら
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

学
問
上
の
伝
承
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
を
「
理
論
的
系
譜
の
展
開
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
全
体
的
な
印
象

と
し
て
、
答
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
理
論
の
体
系
化
へ
の
志
向
が
不
十
分
で
、
か
つ
方
法
論
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ

に
は
、
も
と
も
と
理
論
的
系
譜
の
展
開
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
第
一
の
点
と
第
二
の
点
と
は
、
同
一
の

問
題
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
ま
ま
第
二
次
大
戦
の
時
期
を
迎
え
、
大
学
の
研
究
活
動
全

体
が
停
止
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
加
う
る
に
、
一
橋
交
通
学
の
場
合
は
、
こ
の
時
期
に
後
継
老
が
断
絶
し
、
そ
の
再
出
発
と
発
展
と

は
、
こ
れ
を
戦
後
に
侯
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
節
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た

い
。

撚



論

注
ω
関
教
授
は
早
稲
田
大
学
に
お
い
て
も
交
通
論
を
講
義
し
、
同
大
学
に
お
け
る
交
通
研
究
の
発
展
の
基
礎
を
築
い
た
。
中
西
睦
「
早
稲
田
大
学

　
に
お
け
る
発
展
と
系
譜
」
（
『
早
稲
田
商
学
』
昭
和
五
十
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

②
◇
O
o
一
ω
o
p
司
日
目
。
。
8
詳
Φ
叶
↓
曽
庄
゜
。
、
霊
5
°
力
」
°
。
O
N
°

③
堀
教
授
に
は
、
同
名
の
著
書
『
海
運
』
（
千
倉
書
房
、
昭
和
五
年
）
が
あ
る
。
本
文
中
の
も
の
は
、
こ
れ
よ
り
後
の
刊
行
と
考
え
て
よ
い
。

④
地
田
「
戦
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
交
通
研
究
」
（
前
出
）
、
あ
る
い
は
、
『
経
済
学
小
辞
典
』
（
岩
波
書
店
、
昭
和
二
十
六
年
）
の
「
交
通
学

　
説
」
の
項
を
見
よ
。
そ
こ
で
は
、
戦
前
の
交
通
研
究
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
増
井
幸
雄
・
小
島
昌
太
郎
・
島
田
孝
一
ら
の
研
究
が
挙
げ
ら

　
れ
、
昭
和
年
代
の
一
橋
大
学
の
交
通
研
究
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。

㈲
富
永
「
一
橋
学
問
の
伝
統
と
反
省
　
　
交
通
論
」
（
前
出
）
三
九
六
頁
。

⑥
富
永
、
同
三
九
五
頁
。

通交

三
　
富
永
教
授
の
交
通
研
究

　
昭
和
十
二
年
に
堀
教
授
が
退
官
し
、
ま
た
、
十
年
代
後
半
に
渡
辺
教
授
、
伊
坂
助
教
授
、
細
野
講
師
が
あ
い
つ
い
で
職
を
辞
し
、

こ
こ
に
東
京
商
大
は
交
通
論
の
専
任
の
担
当
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
こ
の
あ
と
昭
和
二
十
五
年
ま
で
継
続
す

る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
に
外
部
講
師
と
し
て
「
交
通
及
び
倉
庫
」
を
担
当
し
た
の
が
、
大
阪
市
立
大
学
の
富
永
教
授
で
あ
っ
た
。

富
永
教
授
は
二
十
六
年
か
ら
三
十
二
年
ま
で
一
橋
大
学
教
授
を
兼
任
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
「
交
通
及
び
倉
庫
」
と
「
陸
運
」
と

を
各
↓
回
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
担
当
さ
れ
た
。

　
ま
ず
、
富
永
教
授
の
研
究
業
績
の
一
部
を
欠
に
掲
げ
る
。
単
行
本
で
は
次
の
三
点
が
重
要
で
あ
る
。

鵬



学商

　
ω
『
交
通
学
の
生
成
ー
交
通
学
説
史
研
究
』
日
本
評
論
社
、
昭
和
十
八
年

　
②
『
交
通
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
－
日
本
交
通
業
の
近
代
化
過
程
』
岩
波
書
店
、
同
二
十
八
年

　
③
（
共
著
）
『
鉄
道
経
営
論
』
　
有
斐
閣
、
同
三
十
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

一
方
、
雑
誌
論
文
等
と
し
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
④
「
交
通
労
働
の
生
産
性
」
（
大
阪
市
立
大
学
『
経
済
学
雑
誌
』
十
九
巻
一
号
、
昭
和
二
十
三
年
）

　
㈲
「
交
通
労
働
の
時
間
的
構
造
」
（
『
経
済
学
雑
誌
』
二
十
四
巻
・
五
号
、
同
二
十
四
年
）

　
⑥
「
交
通
資
本
の
蓄
積
」
（
『
一
橋
論
叢
』
二
十
七
巻
四
号
、
同
二
十
七
年
）

　
⑦
二
橋
学
問
の
伝
統
と
反
省
ー
交
通
論
」
（
前
掲
、
同
三
十
年
）

　
⑧
「
交
通
用
役
に
つ
い
て
」
（
『
経
済
学
雑
誌
』
三
十
七
巻
四
号
、
同
三
十
二
年
）

　
⑨
「
都
市
交
通
政
策
論
ノ
ー
ト
」
（
『
経
済
学
雑
誌
』
三
十
八
巻
四
号
、
同
三
十
三
年
）

　
⑩
（
共
同
執
筆
）
「
経
済
成
長
と
都
市
交
通
」
（
『
交
通
学
研
究
年
報
』
同
三
十
七
年
）

　
富
永
教
授
の
著
作
あ
る
い
は
そ
の
研
究
業
績
全
体
の
性
格
は
、
こ
れ
ま
で
き
わ
め
て
多
く
の
場
所
や
機
会
に
紹
介
さ
れ
、
参
照
さ

れ
、
引
用
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を
再
び
こ
こ
で
引
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
意
義
を
確
認
し
伝
達
す
る
こ
と

が
あ
る
程
度
ま
で
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
、
佐
竹
義
昌
教
授
の
学
界
展
望
論
文
（
「
戦
後
に

お
け
る
わ
が
国
の
交
通
学
研
究
」
交
通
学
研
究
年
報
、
昭
和
三
十
二
年
）
、
お
よ
び
地
田
教
授
の
展
望
論
文
（
「
戦
後
に
お
け
る
わ
が

国
の
交
通
研
究
－
二
つ
の
著
作
を
中
心
と
し
て
ー
」
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
　
一
巻
三
号
、
昭
和
二
十
九
年
）
を
と
り
あ
げ
る

こ
と
と
し
た
い
。

却



論通交

　
佐
竹
教
授
は
、
戦
後
わ
が
国
に
現
わ
れ
た
新
し
い
類
型
の
交
通
研
究
を
、
θ
近
代
経
済
学
理
論
の
立
場
か
ら
、
運
賃
を
中
心
と
す

る
交
通
現
象
の
分
析
を
行
な
う
も
の
、
㈲
労
働
価
値
説
の
立
場
か
ら
交
通
用
役
生
産
の
特
殊
性
の
解
明
を
企
図
す
る
も
の
、
の
日
本

資
本
主
義
の
発
展
と
交
通
の
発
達
と
の
関
連
を
分
析
す
る
も
の
⇔
「
制
度
学
派
」
的
方
法
論
に
よ
る
も
の
、
の
四
つ
の
タ
イ
プ
に
区

分
し
、
⑩
に
属
す
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
富
永
教
授
の
「
交
通
労
働
の
生
産
性
」
（
前
掲
の
業
績
リ
ス
ト
の
⑧
）
を
、
ま
た
、
◎

に
属
す
る
代
表
的
研
究
と
し
て
同
じ
く
富
永
教
授
の
『
交
通
に
お
け
る
資
本
主
義
の
発
展
』
（
業
績
リ
ス
ト
②
）
を
挙
げ
る
。
前
老

は
、
交
通
用
役
の
生
産
過
程
を
緻
密
に
分
析
し
、
交
通
業
で
は
売
れ
残
り
と
い
う
も
の
が
存
在
し
得
ず
、
売
れ
残
り
の
よ
う
に
見
え

る
も
の
は
実
は
過
大
設
備
を
も
っ
て
行
な
わ
れ
る
生
産
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
を
示
し
た
論
文
で
あ
り
、
後
者
は
、
マ
ル
ク
ス
経

済
学
の
立
場
か
ら
、
鉄
道
．
海
運
と
い
う
近
代
的
交
通
手
段
の
成
立
・
発
展
と
日
本
資
本
主
義
の
発
展
と
の
間
の
有
機
的
絡
み
合
い

を
析
出
せ
ん
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
佐
竹
教
授
に
よ
れ
ば
、
前
者
は
、
交
通
経
済
学
に
お
い
て
は
交
通
用
役
の
生
産
ー
す
な
わ
ち

交
通
労
働
過
程
ー
の
本
質
の
究
明
が
第
一
の
仕
事
た
る
べ
し
と
す
る
明
確
な
方
法
論
的
意
識
を
示
し
た
点
で
重
要
で
あ
り
、
ま
た

後
者
は
、
「
交
通
用
役
生
産
の
特
異
性
に
基
づ
く
独
特
の
交
通
経
済
法
則
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
、
わ
が
国
近
代
交
通
の
具
体
的
資

料
を
手
が
か
り
に
究
明
さ
れ
、
逆
に
ま
た
そ
の
法
則
に
よ
る
現
実
の
分
析
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
帰
納
と
演
繹
の
過
程
が
、
公
式
的

偏
椅
の
な
い
独
自
の
客
観
的
な
証
明
・
精
緻
な
論
理
に
よ
っ
て
空
隙
な
く
展
開
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
点
で
、
き
わ
め
て
高
く
評
価

さ
れ
る
べ
き
著
作
で
あ
る
。

　
一
方
、
地
田
教
授
の
上
記
の
展
望
論
文
も
、
富
永
教
授
の
研
究
に
対
し
て
、
「
（
交
通
を
）
生
産
と
し
て
理
解
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず

同
時
に
そ
の
生
産
の
特
質
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
以
て
交
通
経
済
現
象
を
究
明
し
た
点
に
お
い
て
、
交
通
学
の
水
準
を
一
歩
前
進
せ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

め
た
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
佐
竹
教
授
と
同
様
の
評
価
を
寄
せ
て
い
る
。

蹴



学商

　
富
永
教
授
の
研
究
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
評
価
を
十
分
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
以
前
の
わ
が
国
に
お
け
る
交
通

研
究
の
到
達
段
階
に
関
す
る
認
識
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
状
況
を
十
分
に
叙
述
す
る
準

備
も
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
は
立
入
ら
な
い
。
た
だ
、
昭
和
二
十
年
代
の
後
半
に
お
い
て
は
、
日
本
の
交
通
学
が
戦
前
に

お
け
る
諸
外
国
の
交
通
研
究
成
果
の
摂
取
を
一
応
完
了
し
、
続
い
て
独
自
の
展
開
を
な
す
べ
き
ー
し
か
し
、
そ
れ
で
あ
り
な
が

ら
、
な
か
な
か
欧
米
学
界
の
研
究
か
ら
脱
け
出
し
得
な
い
1
時
期
に
あ
っ
た
、
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
佐
竹
・
地
田
教
授
の
評
価
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
富
永
教
授
の
研
究
は
、
交

通
の
本
質
に
つ
い
て
の
究
明
、
交
通
の
特
殊
性
の
強
調
、
交
通
経
済
学
の
対
象
に
つ
い
て
の
明
確
な
認
識
、
交
通
研
究
に
お
け
る
方

法
的
自
覚
の
喚
起
、
等
々
の
面
に
お
い
て
、
交
通
学
史
上
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
富
永
教
授
の

場
合
に
は
、
戦
前
の
わ
が
国
交
通
研
究
一
般
に
対
し
て
加
え
た
批
判
を
自
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
克
服
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
橋
の
交

通
研
究
に
新
し
い
側
面
と
歴
史
と
を
残
す
と
同
時
に
、
わ
が
国
の
そ
の
後
の
交
通
研
究
の
方
向
に
対
し
て
も
、
多
大
な
影
響
を
与
え

た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
注

　
　
ω
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
手
も
と
に
あ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
富
永
教
授
が
一
橋
大
学
で
講
義
を
担
当
さ
れ
た
期
間
に
対
応
す
る

　
　
　
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ
た
。

　
　
②
佐
竹
「
戦
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
交
通
学
研
究
」
（
前
出
）
、
三
一
九
頁
。

　
　
③
地
田
「
戦
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
交
通
研
究
」
（
前
出
）
、
八
十
頁
。

祝



論通
交

四
　
地
田
教
授
の
海
運
研
究

　
富
永
教
授
が
大
阪
市
立
大
学
へ
戻
ら
れ
て
か
ら
、
そ
の
後
の
一
橋
大
学
に
お
け
る
交
通
論
の
担
当
者
は
地
田
教
授
で
あ
る
。
地
田

教
授
の
商
学
部
に
お
け
る
講
義
担
当
は
、
昭
和
二
十
六
年
に
始
ま
っ
て
い
る
。
当
初
は
「
海
運
」
の
み
を
担
当
し
た
が
、
三
十
年
か

ら
は
、
「
陸
運
」
と
「
海
運
」
を
一
年
ず
っ
交
互
に
担
当
し
、
さ
ら
に
三
十
四
年
以
降
は
、
海
外
遊
学
の
三
十
九
年
を
除
い
て
、
「
交

通
又
び
倉
庫
」
を
担
当
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
地
田
教
授
の
研
究
業
績
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
、
多
く
の
雑
誌
論
文
等
の
中
か
ら
は
、
海
運
関
係
の
論
文
十

編
程
度
を
、
と
り
あ
え
ず
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
い
る
。

　
ω
『
海
運
市
場
論
－
企
業
理
論
を
係
心
と
し
て
ー
』
有
斐
閣
、
昭
和
三
十
三
年

　
②
『
海
運
産
業
論
－
船
舶
の
技
術
進
歩
と
海
運
業
の
構
造
』
千
倉
書
房
、
同
五
十
三
年

　
③
「
海
運
企
業
の
若
干
の
性
格
」
（
『
現
代
商
学
の
基
本
問
題
』
H
、
同
二
十
六
年
）

　
④
「
海
運
に
お
け
る
操
業
度
」
（
『
一
橋
論
叢
』
三
十
巻
一
号
、
同
）

　
㈲
「
日
本
海
運
業
の
問
題
点
」
（
『
一
橋
論
叢
』
三
十
八
巻
五
号
、
同
三
十
二
年
）

　
⑥
「
公
益
事
業
の
「
本
質
的
地
位
」
に
つ
い
て
の
覚
書
」
1
「
海
運
業
は
公
益
事
業
か
」
と
い
う
設
問
に
関
連
し
て
ー
」

　
　
（
『
一
橋
論
叢
』
三
十
九
巻
二
号
、
同
三
十
三
年
）

　
⑦
「
海
上
労
働
に
お
け
る
分
業
と
協
業
」
（
『
商
学
研
究
』
4
、
同
三
十
五
年
）

　
⑧
「
海
上
労
働
の
特
殊
性
」
（
『
海
事
研
究
』
四
十
四
号
、
同
三
十
六
年
）

㎜



学

　
⑨
「
港
湾
労
働
の
登
録
制
と
荷
役
の
能
率
」
（
『
商
学
研
究
』
1
0
）

　
⑩
「
用
船
に
お
け
る
投
機
」
（
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
』
十
八
巻
四
号
、
同
四
十
六
年
）

　
⑪
「
船
舶
の
技
術
進
歩
と
企
業
集
中
」
（
『
商
学
研
究
』
1
5
）

　
⑫
「
特
殊
船
に
お
け
る
技
術
と
市
場
」
（
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
』
二
十
三
巻
四
号
、
同
五
十
一
年
）

　
0
3
「
便
宜
置
籍
船
に
関
す
る
覚
え
書
」
（
『
ビ
ジ
ネ
ス
・
レ
ビ
ュ
ー
』
二
十
六
巻
三
号
、
同
五
十
三
年
）

　
地
田
教
授
の
研
究
の
基
本
的
性
格
は
、
そ
の
二
つ
の
著
書
1
『
海
運
市
場
論
』
（
前
掲
の
ω
）
と
『
海
運
産
業
論
』
（
前
掲
の

②
）
ー
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
参
考
ま
で
に
二
著
の
講
成
を
示
せ
ぽ
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

蹴

『
海
運
市
場
論
』

商

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

海
運
市
場
の
構
造
と
船
舶
の
技
術
的
条
件

海
運
市
場
の
変
動
と
用
船
の
経
済
効
果

海
運
市
場
の
変
動
と
固
定
費
（
そ
の
一
）
ー
チ
ャ
ー
タ
ー
・
ベ
ー
ス
計
算
に
お
け
る
船
舶
の
操
業
度
ー

海
運
市
場
の
変
動
と
固
定
費
（
そ
の
二
）
1
滞
船
お
よ
び
滞
船
料
の
経
営
的
意
義
ー

不
定
期
船
企
業
の
行
動

1
そ
の
運
送
選
択
と
運
賃
ー

海
運
市
場
の
変
動
と
企
業
の
安
定



『
海
運
産
業
論
』

論通

序
　
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

海
運
業
・
海
運
企
業
・
海
運
経
営
者

船
舶
に
お
け
る
技
術
と
市
場

ー
船
舶
技
術
と
海
運
市
場

タ
ン
カ
ー
の
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
キ
ァ
リ
ア

ー
タ
ン
カ
ー
市
場
に
お
け
る
石
油
業
－

海
上
労
働
に
お
け
る
分
業
と
協
業

船
舶
の
保
有
と
用
船

海
上
労
働
市
場
の
構
造

船
舶
技
術
の
進
歩
と
海
運
に
お
け
る
企
業
集
中

交

　
こ
れ
ら
二
著
の
内
容
を
見
る
と
き
、
両
者
の
間
に
は
基
本
的
な
共
通
点
な
い
し
連
続
性
、
い
わ
ば
基
調
と
も
表
現
す
べ
き
も
の
が

存
在
す
る
と
同
時
に
、
後
の
著
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
基
調
が
］
層
徹
底
さ
れ
て
強
調
さ
れ
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。

　
そ
の
基
調
と
い
う
の
は
、
海
運
市
場
論
な
い
し
海
運
産
業
論
の
体
系
化
へ
の
志
向
で
あ
る
。
体
系
化
と
い
う
言
葉
の
理
解
の
仕
方

に
は
い
く
つ
か
の
可
能
性
が
あ
り
え
よ
う
が
、
か
り
に
つ
そ
を
、
研
究
対
象
の
「
本
質
の
規
定
」
と
「
特
殊
性
の
吟
味
」
、
お
よ
び

そ
れ
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
関
連
諸
事
象
の
統
一
的
説
明
」
と
考
え
る
こ
と
に
す
れ
ぽ
、
明
ら
か
に
、
地
田
教
授
の
研

究
に
は
体
系
化
と
い
う
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
方
法
上
の
自
覚
」
は
、
ま
さ
に
、
海
運
論
の
領
域
の
中
で
、

獅



学商

地
田
教
授
が
富
永
教
授
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
地
田
教
授
の
研
究
は
、
「
海
運
企
業
の
経

済
活
動
の
真
の
特
殊
性
と
は
何
か
」
を
執
拗
な
ま
で
に
追
求
し
、
表
面
的
な
特
異
性
を
注
意
深
く
排
除
し
て
、
最
終
的
に
は
、
「
（
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

べ
て
の
特
質
は
）
結
局
は
生
産
設
備
が
船
舶
で
あ
る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
生
じ
る
そ
れ
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
主
張
に

到
達
し
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
海
運
市
場
な
い
し
海
運
産
業
の
諸
現
象
あ
る
い
は
海
運
企
業
活
動
の
解
明
を
試
み
る
も
の

で
あ
る
、
こ
れ
が
、
上
に
述
べ
た
「
体
系
化
へ
の
志
向
」
と
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
志
向
の
程
度
に
つ
い
て

『
海
運
市
場
論
』
と
『
海
運
産
業
論
』
と
を
比
べ
れ
ぽ
、
後
者
に
お
い
て
そ
れ
は
よ
り
強
く
意
識
さ
れ
、
か
つ
表
面
化
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
れ
は
、
『
海
運
産
業
論
』
の
（
た
と
え
ぽ
）
序
章
に
目
に
目
を
通
す
だ
け
で
も
明
白
と
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
、
分
析
対
象
の
範
囲
と
い
う
観
点
か
ら
二
著
を
比
較
す
る
と
、
後
者
に
は
、
海
上
労
働
、
お
よ
び
石
油
業
・
造
船
業
の
背
景

が
、
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
分
析
の
枠
組
み
の
拡
大
の
是
非
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
考
慮
が
払
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
ん
に
拡
大
し
う
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
拡
大
し
な
い
限
り
は
、
海
運
企
業
お
よ
び
海
運
産
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

っ
い
て
説
明
し
き
れ
な
い
点
が
残
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
の
拡
大
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
も
「
方
法
的
自
覚
」
の
反
映
と

理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
地
田
教
授
の
研
究
に
対
す
る
他
の
研
究
者
の
見
方
に
つ
い
て
み
る
と
、
し
ば
し
ぼ
「
制
度
学
派
的
」
と
い
う
評
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
東
海
林
滋
教
授
は
、
「
地
田
は
、
制
度
学
派
的
な
鋭
い
堀
り
下
げ
方
で
、
海
運
企
業
の
行
動
原
理
を
市
場
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

特
性
か
ら
抽
出
し
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
海
運
理
論
を
樹
立
し
た
」
と
述
べ
、
ま
た
佐
竹
教
授
も
、
前
述
の
四
つ
の
研
究
タ
イ
プ
の
区

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

分
の
中
で
、
地
田
教
授
の
研
究
を
「
制
度
学
派
」
的
方
法
論
に
よ
る
研
究
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
制
度
学
派
的
と
い
う
形
容
が

妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
別
と
し
て
、
制
度
学
派
的
研
究
と
実
証
的
研
究
と
が
し
ば
し
ば
対
応
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
地
田

却



教
授
の
研
究
が
す
ぐ
れ
て
実
証
的
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
　
注

　
　
ω
地
田
「
学
問
へ
の
招
待
－
交
通
経
営
論
」
（
『
一
橋
論
叢
』
八
十
一
巻
四
号
、
（
昭
和
五
十
四
年
）
、
八
頁
。

　
　
②
向
書
の
三
ー
四
頁
を
み
よ
。

　
　
③
同
書
の
「
序
」
を
参
照
せ
よ
。

　
　
④
日
本
経
済
学
会
連
合
編
『
経
済
学
の
動
向
』
下
巻
、
東
洋
経
済
新
報
社
、
昭
和
五
十
年
、
「
第
2
0
部
交
通
論
」
よ
り
引
用
。

　
　
⑤
佐
竹
「
戦
後
に
お
け
る
わ
が
国
の
交
通
学
研
究
」
（
前
出
）
、
三
三
〇
頁
。

論

ま
と
め
と
展
望

通
交

　
本
稿
で
は
、
戦
前
の
一
橋
交
通
論
の
概
略
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
戦
後
の
流
れ
を
見
る
た
め
に
、
富
永
教
授
と
地
田
教
授

の
交
通
研
究
な
い
し
海
運
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
て
き
た
。
全
体
を
通
し
て
要
約
す
れ
ぽ
、
「
体
系
化
さ
れ
た
理
論
」
よ
り
も
「
実
務

゜
実
践
の
知
識
体
系
」
と
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
戦
前
の
一
橋
交
通
学
に
対
し
て
、
ま
ず
、
富
永
教
授
に
よ
っ
て
体
系
化
と
方
法
的

自
覚
の
必
要
性
が
喚
起
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
富
永
教
授
の
方
法
論
上
の
態
度
を
引
き
継
い
だ
地
田
教
授
に
よ
っ
て
、
綿
密
な
実

証
的
方
法
に
よ
る
海
運
経
営
論
が
築
き
あ
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
戦
後
の
一
橋
交
通
学
に
見
ら
れ
た
基
本
的
な
流
れ
で
あ

っ
た
。
’
そ
の
流
れ
を
創
り
出
し
た
両
教
授
の
諸
業
績
は
、
わ
が
国
の
交
通
学
の
発
展
に
対
す
る
貢
献
と
い
う
点
に
お
い
て
、
お
お
い

に
誇
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
橋
交
通
学
と
い
う
全
体
的
な
視
点
か
ら
す
る
と
、
同
時
に
わ
れ
わ
れ
は
、

富
永
教
授
が
戦
前
の
一
橋
交
通
学
に
関
し
て
指
摘
さ
れ
た
「
交
通
経
済
学
あ
る
い
は
交
通
政
策
論
の
不
在
」
に
つ
い
て
、
依
然
と
し

て
前
進
が
見
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
戦
後
、
一
橋
大
学
に
お
い
て
交
通
の
研
究
を
志
す
者
が

卿



少
な
か
っ
た
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
領
域
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
、
再
び
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
一
橋
交
通
学
全
体
と
し
て
の
研
究
領
域
の
拡
大
と
一
層
の
体
系
化
と
が
、
今
後
に
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

跳

（
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
関
係
の
諸
資
料
お
よ
び
い
く
つ
か
の
文
献
の
入
手
に
関
し
、

ら
多
大
の
便
宜
を
受
け
た
。
記
し
て
、
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。
）

学
園
史
編
集
室
の
大
島
榮
子
氏
か

学商


