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凶

そ
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上
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⑳

「
自
由
海
論
」
と
戦
争

戴
に
中
立

㈹

結

語

0

序

言

こ
の
十
年
以
來
、
私
は
國
際
秩
序
の
安
全
を
保
障
す
る
法
規
ε
、
そ
の
機
構
ご
機
能
ご
に
つ
い
て
の
研
究

を
つ
讐
け
て
き
た
。r
そ

の
主
要
な

一
つ
と
し
て

の
集
合
的
安
全
保
障
の
制
度
は
、
最
近
数
年
間
の
國
際
紛
争

の
實
際

に
於

て
、
痛
ま
し
く
も
そ
の
飲
陥
ご
脆

海

洋

自

由
[
論

の

研

究

§
五



法

政
ふ

研

究

第
十
一
巻

第

一
號

三
六

弱
性
と
を
指
示
し
た
。
國
際
秩
序
は
、
今
そ
の
法
的
安
全
の
薪
し
い
機
構
を
戦
争

の
過
程
を
通
し
て
求
め
て
ゐ
ゐ
。
然
し
そ
の
た
め

に
は
、國
際
秩
序
の
安
全
の
保
障
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
過
去
の
努
力
の
跡
を
無
観
し
、若
く
は
過
小
覗
し
て
は
な
ら
な
い
。
安
全
保
障

條
約
の
研
究
を
私
が
志
し
九
の
は
、
專
ら
か
ゝ
る

理
由
に
因
つ
て
璽
あ
る
。
か
Σ
る
安
全
保
障
法
の
研
究

は
、
中
立
國
の
地
位
並
に

意
義
の
変
動

に
件

つ
て
、
國
際
法
に
於
け
る
中
立
、
殊
に
中
立
法
の
地
位
並
に
意
義
に
つ
い
て
根
本
的
に
考
察
し
攻
究
す
る
こ
嘘
の

必
要
を
指
示
し
た
。
私
は
安
全
保
障
法
の
研
究
の
獲
展

と
し
て
の
中
立
法
の
研
究
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
。
然
る
に

中
立
の
概
念
の
變
遷
、
特
に
國
際
秩
序
の
安
全
を
保
障
す
る
に
つ
い
て
中
立
が
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
か
の
問
題
は
、
同
時
に
中

立
の
地
位
の
成
立
す
る
主
要
な
前
提
で
あ
る
所
の
戦
争

の
際
に
於
け
る
海
洋
の
地
位
及
び
意
義
に
つ
い
て
も
亦
、
根
本
的
に
研
究
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
私
は
昭
和
三
年
の
春
以
來
、

一
人
の
畏
友
と
共
に
、

フ
ー
ゴ
ー
・グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
關
す
る
研
究
を
つ
Ψ
け
て
き
て
ゐ
る
。
研
究
の
途
上
に
於
て
は
多
く
の
困
難

と
障
害
と
が
あ
り
、
殊
に

屡

≧
健
康
上
の
事
由
で
中
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係

か
ら
、
私
の
研
究
の
成
果
は
、
實
に
遅

々
と
し
て
捗
取
ら
な
か
つ
た
。
そ

π
に
も
拘
ら
す
、
國
際
臨
係

の
實
際
は
、
著
し
い
変
動

の
中
に
於
て
さ
へ
一
脈
の
不
変
な
る
規
範

の
安
當
す
る
様
相
を
提
示
し
て
、

私
の
研
究
を
鞭
燵
し
て
く
れ
た
。
私
九
ち
の
研
究

の
最
初
の
成
果
と
し
て
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m

の
講
稿
が
完
成
し

た
。
そ
れ
は
專
ら
拉
典
原
文
か
ら
の
翻
講
に
當
つ
て
く
れ
江
法
學
士
大
久
保
義
之
君

の
孜

々
と
し
て
止
む

こ
と
の
な
い
誠
實
な
努
力

の
齎

で
あ
る
。
た
樽
海
洋
自
由
論
に
つ
い
て
の
私
の
そ
の
後

の
研
究
は
、
種

々
の
事
情
の
た
め
に
依
然
、
遅

々
と
し
て
進
ま
な
か
っ

た
。
「自
由
海
論
」
の
課
稿
は
、
既
に
十
年
以
上
も
私
の
筐
底
に
藏
せ
ら
れ
た
ま

玉
徒

に
眠
つ
て
ゐ
た

。

勿
論
私
は
、
他
日
そ
の
課



を

一
暦
完
全
な
も
の
と
し
、
.そ
の
批
判
と
評
繹
と
共
に
纒
め
て
世
に
公
に
す
る
意
向
を
以
て
、
研
究
を
つ
Ψ
け
て
は
き
て
ゐ
る
。
叉

そ
の
た
め
に
必
要
な
文
献
も
、
次
第
に
蒐
集
せ
ら
れ
、
海
洋
自
由
論
に
つ
い
て
の
二
個
の
代
表
的
著
作
と
も
見
る
べ
き
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m

の

一
六
〇
九
年
の
初
版
と
、
セ
ル
デ
ン
の
M
a
r
e
 
c
l
a
u
s
u
m

の

一
六
三
五
年
の
初
版

と
は
、
二
つ
な
が
ら

幸
に
集
め
る
こ
と
が
出
來
九
。
然
し
そ
れ
に
し
て
も
、
蒐
集
と
そ
の
整
理
と
に
も
自
ら
限
り
が
あ
る
。
且
つ
私
の
研
究
も
、
上
述
し

た

「中
立
法
の
研
究
」
を
契
機
と
し
、
海
洋
の
自
由
の
原
則
の
意
義

の
探
究
に
集
注
せ
ら
れ
て
き
た
観

が
あ

る
。
私
は
こ
曳
で

一
鷹

今
ま
で
の
蝸
牛
の
歩
み
に
似
た
研
究
の
成
果
を
纒
め
て
、
海
洋
の
自
由
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
海
洋
自
由
論
の
鐸

稿
と
共
に
世
に
公
に
す
る
こ
と
が
、
國
際
法
の
発
達

の
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
叉
私
の
學
問
的
精
進

の
上
か
ら
も
望
ま
し
い

こ
と
で
は
な
い
か
と
考
へ
始
め
た
。
躊
躇
を
す
れ
ば
、
尚
ほ
讃
み
た
い
権
威

の
あ
る
文
献
で
手
に
入
つ
て
ゐ
な
い
も
の
も
勘
か
ら
す

あ
る
し
、
仲

々
限
軌
が
な
い
。
學
問
の
研
究
か
ら
見
で
十
年
の
年
月
は
決
し
て
長

い
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど

も
・

一
つ
の
研
究
主
題

の
た
め
に
費
さ
れ
た
日
子
と
し
て
考
へ
れ
ば
、
必
す
し
も
短
い
と
も
云
は
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
海
洋
の
自
由

に
關
す
る
理
論
的
研
究

は
、
中
立
法
の
理
論

の
構
成
に
と
つ
て
主
要
な
要
素
の

一
つ
で
あ
る
。
私
は

「
中
立
法
の
研
究
」
の
論
著
を
專
ら
そ
の
序
論
的
部
分

に
の
み
と
ご
め
、
他
目
中
立
に
つ
い
て
の
私
の
研
究
が

一
麿
進
ん
だ
場
合
に
、
中
立
法

一
般
に
つ
い
て
の
著
作
を
完
成
し
た
い
と
念

願
し
て
ゐ
る
。
從

つ
て
、
そ
の
研
究
の
中
途
に
於
て
海
洋
自
由
論
の
講
稿
と
、
そ
の
評
繹
並
に
批
判
と
を
襲

表
す
る
こ
と
も
、
中
立

の
地
位
殊
に
海
洋

の
自
由
の
意
義
が
國
際
法
的
に
も
國
際
政
治
的
に
も
重
要
な
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
今
日
、
必
す
し
も
無
意
義
な
こ

と
で
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
か
う
云
ふ
経
過
と
心
境
と
の
下
に
、
私
は
海
洋
の
自
由
に
關
す
る
こ
の
小
さ
い
論
究
を
徴
に
公
に
す
る

海
}洋
自
由
論

の
研
究

三
七



法

政

硯

.

究

第
十

一
巻

第

一
號

三
八

決

心

を

し

た

の
で

あ

る

。
思

索

の
未

だ
充

分

に
熟

し

て

ゐ
な

い
部

分

も

勘

な

く

な

い

と
思

ふ

が
、

そ

れ

は

今
後

の
研

究

の

結
果

に
依

つ

て
補

正

す

る

こ

と
を

期

し

た

い
。

私

は
兎

に
角

、

海

洋

官

由

の
理

論

の
沿
革

を

語

る
端

緒

と
し

て
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス

の
自

由

海
論

に

つ

い

て

の
研
究

か
ら

世

に
焚

表

し

て
行

き

た

い
と
思

ふ
。

(
一
)

安
全
保
障
に

つ
い
て
の
諸
論
文
、
殊
に
昭
和
五
年
以
來
主
と
し
て
國
際
法
外
交
難
誌
に
褒
表
し
た
諸
論
文

に
依

つ
て
、

私
は

こ
の
問
題

の
研

究
を
行

つ
て
き
た
。
未
畿
表

の
講
義
案
は

「
安
全
保
障
諸
條
約

の
研
究
」
と
題
し
て
昭
和
九
年

そ
の
一
部

を
九
州
帝
國
大
學
法
文
學
部
に
於

て

特
別
講
義

の
内
容
を
な
し
た
。

(
二
)

私
は
昭
和

十
三
年
十

一
月
、
東
京
帝
國
大
學
法
學
部

の
委
囑
に
よ

つ
て

「
中
立
法

の
研
究
」
に
關
す
る
特
別
講
義

を
行

つ
た
。

そ

の
講
義
は
、

私

の
仕
事

の
捗
ら
な

い
た
め
に
約
満

二
年
後

の
今
日

に
至

つ
て
尚
ほ

脆
稿

に
至

つ
て
ゐ
な

い
が
、
來
年

は
出
版

の
蓮
び
に
至
り
得

る
こ
と

Σ
思

ふ
。

こ
れ
は
上
蓮
し
た
様
に
、
中
立
法

の
理
論

の
序
論
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
と
な
る
で
あ
ら
う
。

(
三
)

私
は
昭
和
三
年
、
當
時
尚
ほ

九
州
帝
國
大
學

の
學
生
で
あ
り
、
後

に
大
學
院
に
於

て
國
際
法
を
專
攻
し
た
大
久
保
義
之
君
と
共

に
、
グ

ロ
テ
ィ

ウ

ス
の
學
説
、
特

に
そ
の
D
e
 
j
u
r
e
 
b
e
l
l
i
 
a
c
 
p
a
c
i
s
,
 
1
6
2
5

及
び
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9

の
理
論
を
根
本
的
に
研
究
す

る
こ
と
を
志
し

た
。
さ
う
し
て
そ
の
手
始

め
と
し
て
、
雨
著

の
完
課

に
着
手
し
た
。
,
「
職
畢

と
平
和

の
法
」
は
今
日
に
至
る
ま
で
、
未

だ
完
成
を
見

て
ゐ
な

い

が
、

「
自
由
海
論
」

の
方
は
、
昭
和
五
年

の
末

に
至
つ
て
漸
く
完
成
し
た
。
十
年

の
年

月
を
経
た
後
、

や
が
て
近
く
そ

の
課
稿
を
評
繹
並
に
批

判
と
共

に
公
に
す

る
こ
と

の
田
來

る
の
は
、
建
に
感
懐

の
深

い
も

の
が
あ
る
。
殊

に
大
久
保
君

の
努
力

に
対
し

て
は
、

心
か
ら
感
謝

の
念

の
禁

じ
難

い
も

の
が
あ
る
。

⇔

グ

ゴ

テ

ィ

ゥ

ス

の

生

涯

と

業

績



戸1
)

そ

の

生

涯

自
由
海
論

に
つ
い
て
誌
す
に
先
立

つ
て
、
私
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
生
涯
に
つ
い
て
簡
単
に

記
し
て
お
き
た

い
と
思
ふ
。
そ
の
人
物

を
知
る
こ
と
は
、
そ
の
學
説
を
理
解
す
る
上
に
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
様
な
、
業
績
の
範

園
が
廣
く
、
學
間
の
深
い
人
の
生
涯
を
知
る
こ
と
は
、
種

々
の
黙
に
於
て
意
義
の
深
い
も
の
が
あ
る
。
佛
蘭

西
國
王
ア
ン
リ
四
世
は

彼
を
評
し
て

「
和
蘭
の
奇
蹟
」
と
呼
ん
だ
と
云
ふ
。
或
る
傳
記
者
は
彼
の
こ
と
を
神
童
W
u
n
d
e
r
k
i
n
d
と
稻
し
て
ゐ
る
。
然
し
、

幼
な
く
し
て
多
く
の
学
藝
に
秀
で
學
問
の
総
ら
ゆ
る
領
域
に
亙
つ
て
深
い
知
識
を
有

つ
て
ゐ
た
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
は
、
普
通
の
言
葉
の

意
味
に
於
て
の
棘
童
で
は
な
か
つ
た
。
こ
の
瓢
か
ら
で
も
、
彼
の
生
涯
は
多
く
の
興
味

と
深
い
關
心
と
を
惹

く
に
足
る
も
の
を
有

つ

て
ゐ
る
。
殊
に
彼
の
學
説
が
國
際
法
の
褒
達
の
上
に
於
て
占
め
る
大
き
な
意
義
と
重
要
な
地
位
と
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
は
、
私
の

研
究
を
進
め
る
に
つ
い
て
極
め
て
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
総
て
の
國
際
法
學
者
に
と
つ
て
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
の
有

つ
意
義
は
大
き
い
。

國
際
法
の
研
究
に
志
す
程
の
者
は
、
み
な
多
少
と
も
、
そ
の
學
説

の
影
響
を
受
け
て
ゐ
る
と
云
へ
や
う
.
固
よ
り
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
の

學
問
は
、
決
し
て
國
際
法
若
く
は
法
律
學
の
範
囲

の
み
に
限
ら
れ
て
は
ゐ
な
か
つ
九
。
そ
の
學
識
は
廣
く
他

の
部
門
に
ま
で
及
び
、

特
に
文
學
、
詩
文
に
も
長
じ
て
ゐ
た
。
彼
の
主
要
な
著
作
の
み
に
つ
い
て
見
て
も
、
①
詩
に
關
す
る
も
の
七
、
②
言
語
學
に
關
す
る

も
の
十
、
③
史
學
及
び
科
學
に
關
す
る
も
の
七
、
㈲
法
律
學
に
關
す
る
も
の
七
、
⑤
政
治
學
に
關
す
る
も

の
三
、
⑥
神
學
に
關
す
る

も
の
十
五
、
切
そ
の
他
の
も
の
八
と
云
ふ
多
く
の
部
門
と
数
と
を
示
し
て
居
り
、
如
何
に
グ

ロ
テ

4
ウ
ス
が
博
識
多
才
で
あ
つ
た

か

を
實
誰
し
て
ゐ
る
。

海

洋
自

由
論

の
研
究

忌
九



・リ

ー
は

そ

の
著

書

の
中

で

、

ア

ム
ス

テ

ル
ダ

ム
大
學
圖
書

館

の
司
書
官

博
士
が
、

一
八
八
三
年

グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
誕
生
三
百
年
祭
に
蛮
表
し
た
彼

の
著
作
目
録

の
こ

と
を
記
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
政
治
學
、
法
律
學
、
史
學
、
紳
學
、
詩
文
、
言
語
學
、
哲
學
、

書
信
等
に
分

つ
て
九
十
五

の
著
作

が
あ

る
。

ブ

イ
グ

・
ド

・
グ

ロ
ー

ト

彼
自

ら

そ

の
著

作

に
は

拉

典

語

化

し

て

と
書

く

の

が
慣

ひ

で
あ
つ
た

1

は
、
西
暦

一
五
八
三
年
四
月
十
日
、
和
蘭
の
古
都
デ
ル
フ
ト

に
生
れ
た
。

陶
器
で
有
名
な
こ
の
市
は
、
當

時
和
蘭
の
中
で
最
も
重
要
な
都
市
の

一
つ
で
あ
り
、
殆
ん
ご
首
府
に
近
い
地
位
を
有

つ
て
ゐ
た

と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
父
系

の
祀
先
は
佛
蘭
西
の
出
で
、
ブ
ー
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
地
方
か
ら
十
四
世
紀
頃
に
和
蘭

へ
移
住
し
た
も
の
ら
し
い
。
彼
の
曾
組
父
に

當
る

コ
ル
ネ
リ
ー
ス
・
コ
ル
ネ
ー

と
云
ふ
人
が
十
六
世
紀
の
初
頃
に
デ
ル
フ
ト
に
定
住
し
、
そ
の
地
の
名
門

で
あ
る
テ
ィ
エ
リ
ー

。
ド

・
グ

ロ
ー
ト

・
プ
ア
ン
・
ク
ラ
ー
イ
イ
ェ
ン
ブ
ル
フ

の
娘
の
エ

ル
メ
ン
ガ
ル
ド

・
ド

・
グ

ロ
ー
ト

と
結
婚
し
九
。
然
し
テ
ィ
エ
リ
ー
に
は
他

に
男
の
子
が
な
か
つ
九
の

で
、
娘
の
結
婚
に
際
し
て

一
つ
の
條
件
を
出
し
た
。
そ
れ
は
、
若
し
二
人
の
間
に
男
の
子
が
生
れ
た
場
合

に
は
長
男
が
父
親
の
姓
を
、

次
男
が
母
親
の
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
す
る
、
叉
若
し
も
男
の
子
が
た
つ
た

一
人
で
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ

の
子
は
父
方
と
母
方
と
の

双
方
の
姓
名
を

つ
け
る
様
に
と
云
ふ
の
で
あ
つ
た

。
そ
の
結
婚
か
ら
は
、
一
人
の
男
の
子
し
か
生
れ
な
か
つ
た
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
名

Julius R
einer, H

ugo G
rotius  and das W

eltschiedsgericht, 1922, S. 9 ff.

W
. S. M

. K
night, T

he life and w
orks of H

ugo G
rotius, 1925, p. 291-293.

H
. G

. R
ogge

R
. W

. L
ee, H

ugo G
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H
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H
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rotius

D
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C
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T
hiery de G

root van K
raaijenburg 

enburg

E
rm

engarde de G
root



は
、

こ

の
結

婚

の
際

の
約

束

に
從

つ
て
附

け

ら

れ

た
所

で
あ

る

と
云

ふ
。

彼

の
父

に
も

祀

父

に

と
云

ふ
名

が

つ

い
て

ゐ
た
、。

(
六
)

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
祀
先

の
和
蘭

へ
の
移
住

に
つ

い
て
は
、

十
「四
世
紀
説

の
外
に
十
六
世
紀

と
な
す
も

の
が
あ
る
が
、
十
四
世
紀
頃
と
な
す

の
が
正
し

い
ら
し

い
。

(
七
)

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス

の
母

方

の
ド

・
グ

ロ
.ー

ト

・
プ
ア

ン

・
ク

ラ

ー

イ
イ

ェ
ン
ブ

ル

フ
家

も
亦

、

和

蘭

で

は
屈

指

の
名

門

で

は
あ

る

が
、

以
前

か
ら

の
貴

族

で
は

な

か

つ
た
様

で
あ

る
。

最

初

は

へ
ー
グ

と
デ

ル

フ
ト

と

の
申

間

に
在

る

ク

ラ

ー

イ

イ

ェ
ン
ブ

ル

フ
地

方

に
土

地

を

求

め

て
商

業

に
從

事

し

、
次
第

に

産

を
爲

し

た

ら

し

い
。

そ

の
勢

力

を

得

る

に
從

つ

て
地

位

も

認

め
ら

れ

、
絡

に
貴

族

と
な

つ

て

土

地

の

を

名

乗

る

に
至

つ
た

の
で

あ

る

。

歴

代
デ

ル

フ
ト
市

の
高

い
役

人

と

な

つ
て

ゐ

た

が
、
・貴

族

と
な

つ

忙

の
は

四

代

の
組

先

に
當

る

デ
ィ
デ

リ
ッ
ク

叉

は

デ
ィ
ル

ク

と

云

ふ
人

の
時

代

で

あ

つ
た
様

で
あ

る
。

當

時

の
土

地

の
大

地

主

で

あ

り

城

主

で

あ

つ
た
彼

が
、

十

六

世
紀

頃

に
権

勢

を
得

て
貴

族

に

な

つ
た

の

が
事

實

ら

し

い
。

敦

れ

に
し

て
も

、

當

時

非

常

に
由

緒

の
古

い
名

門

で

あ

つ
た

こ

と

は
、

多

く

の
傳

記

者

の

一
致

し

て
認

め

て

ゐ

る
所

で
あ

る
。

(
八
)

デ
ィ
ル
ク

の
組
先

の

は
、
既
に
十
二
世
紀

の
頃

か
ら
デ

ル
フ
ト

の
市
に
於

て
市
長

の
地

位
に
就

い
て
ゐ
た
と

の
こ
と

で
あ
る
。
彼
等
は
二
世
紀
以
上
に
互

つ
て
デ

ル
フ
ト
の
市
長
其

の
他

の
顯
要

の
地
位

に
つ
い
て
ゐ
た
。

さ
う
し
て
和
蘭

の
多
く

の
貴
族

と
の
間

に
婚
姻
関
係

が
結
ば
れ
、

や
が
て
自
ら
貴
族
と
し
て
認

め
ら
る

Σ
様
に
な
つ
た
ら
し

い
。

(
九
)

グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
傳
記
は
多
く
存
在

す
る
が
、
私

の
主
と
し
て
参
照
し
た

の
は

の

及
び
彼

の
執
筆
に
か

、
る
諸
論
文
、

及
び

の

海

洋

自

由

論

の

研

究

四

一

H
uig

R
. W

. L
ee, H

ugo G
rotius, 1930,  p. 3.

W
. S. M

. K
night, op. cit. p. 3.

van K
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D
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D
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D
irk
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W
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ugo



法

政

研

、一兜

第
十

一
巻

第

一
號

四
二

等
で
あ
る
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
父

は

ジ

ヤ

ン

・
ド

・
グ

ロ
ー

ト

と

云

つ
て
デ

ル

フ

ト

の
市

長

で

あ

り

、
後

に

は

ラ

イ

デ

ン

ピ
。
団
血
。
昌

大

學

の
管

理
者

の

一
人

と
な

つ
た

人

で

あ

る

。

母

は

ア

リ

ー
ダ

・
フ
ア

ン

・
オ

ー
ヴ

呂
ル

ス
キ

イ

と
云

つ

て
、

才

色

共

に
優

れ

九
婦

人

で

あ

つ
た

と
傳

へ
ら

れ

て

ゐ

る
。

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
に

は

他

に

一
人

の
弟

と

一
人

の
妹

が
あ
つ
た

。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
が
如

何

に
早
熟

で
あ
つ
た

か

は

、

八
歳

の
時

に
既

に
優

れ

た
拉

典
語

の
詩

を
作

つ
た

と

云

ふ

こ

と

に

よ

つ

て
も

想

像

が

つ
く
。

十

二
歳

の
時

に
ラ

イ

デ

ン
大

學

に
入

學

し

た

が
、

こ

れ

は
當

時

普

通

の

入
學

年

齢

よ
り

は

一
、

二
年

早

い

の
だ

相

で

あ

る
。

こ

の
當

時

彼

に
最

も
多

く

の
影

響

を
興

へ
た

の
は

、
拉

典
語

學
校

長

で

あ

つ
た

ラ

ッ
ソ

ン

及
び

神

學

教

授

の

フ

ラ

ン

シ

ス
ク

ス

・

ユ

ニ
ウ

ス

で
あ
つ
た

。

彼

が
そ

の
當

時

專

攻

し

た

の
は

、

主

と
し

て
古

典
語

で
あ

り
、

ヘ
ブ

ラ

イ
語

及

び

ア

ラ

ビ

ア
語

を

も

習

得

し

た
。

當

時

ラ

イ
デ

ン
大

學

に
於

て
は
有

名

な

が
教

授

で
あ
つ
た

。

ス
カ

リ
ゲ

ル
は

深

く

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス

の
才

能

を
愛

し

て
、

心

か

ら

そ

の
啓

磯

に
努

力

し

江
。

二

人

の
間

の
友

情

は
、

一
六

〇

九

年

ス
カ

リ

ゲ

ル

の
死

に
至

る
ま

で
績

き

、

そ

の
師

の
死

に
際

し

て
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

は

そ

れ

を
悼

む

拉

典

語

の
詩

を
物

し

て

ゐ

る
。

彼

は

二
年

間

ラ

イ

デ

ン
大
學

に
於

て
學

ん

だ
後

、

一
五
九

七

年

の
絡

若

く

は

一
五

九

八

年

の
始

め

に

同

大

學

を
去

つ
て

ゐ

る

が
、

當

時

法

律

學

を
特

に

研

究

し

九
様

子

は

な

か

っ

た
。

(
δ
)

彼
は

八
歳

の
時
、
弟
を
失

つ
た

が
、
父

の
悲
し
み
を
慰

め
る
た
め
に
自
ら
拉
典
語

の
詩
を
作

つ
て
父

に
與

へ
て
ゐ

る
。

G
rotius  and das W

eltschiedsgericht, 1922

Jan de G
root

L
eyden

A
lida van O

verschie

L
asson

Franciscus Junius

Josef Scaliger

R
. W

. L
ee, op.

cit. p. 4—
=

5 W
. S. M

. K
night, op. cit. p. 17-35. Julius R

einer, op. cit. p. 9.



(
三
)

ラ
イ
ネ
ル
に
よ
れ
ば
彼
は

一
五
九
七
年
ラ
イ
デ

ン
大
學
に
於

て
数
學
、
哲
學
、

法
律
學

に
關
す
る
問
題
に

つ
い
て
討
論
を
し
た
と
云
ふ
こ
と

で
あ
る
。

リ
ー
は
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
が
こ
の
時
代

に
法
律
學
を
研
究
し
た
こ
と
に

つ
い
て
は
何
等
聞
知

し
な

い
と
云
つ
て
ゐ
る
。

一
五

九

八

年

に
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
生

涯

に
於

て

一
つ

の
大

き

な
出

來

事

が
起

つ
た
。

そ

れ

は
和

蘭

政

府

が
佛

蘭

西

の
宮

廷

へ
使

節

を
派

遣

す

る

に
當

つ
て
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス

が
そ

の
使

節

の
随

員

と

し

て
同

じ

く
佛

蘭

西

へ
赴

い
た

こ

と
で

あ

る

。
使

節

は

ユ
ス
テ
ィ
ン

・

フ

ア

ン

・
ナ

ッ
サ

ウ

と
政

治

家

オ

ル
デ

ン
バ

ル
ネ

ヴ

ニ
ル
ト

と

で
あ

つ
た

。
佛

蘭

西

は

當

時

西

班

牙

の

フ

ィ
リ
ッ

プ

二

世

と
戦
争

を

し

て

ゐ
た

の
で

、

和
蘭

は

そ

れ

を
織

綾

せ

し
む

る

目
的

を

以

て
使

節

を

逡

つ
た

の
で

あ

る
。

そ

の

目
的

は
失

敗

に
絡

つ
て
、

佛

蘭

西

王

ア

ン
リ
四

世

は

西

班

牙

と
講

和

を
締

結

し

た
。

然

し
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は

巴

里

に
於

て
、

多

く

の

學
者

た

ち

と
知

る
機
會

を
有

つ

忙
。

殊

に
ア

ン
リ
四

世

は
自

ら

そ

の
省

像

の
あ

る

メ
ダ

ル
を
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス

の
頸

に
掛

け

て

彼

の
名

答

を
表

彰

し

た
。

有

名

な

と

云

ふ

ア

ン
リ
四

世

の
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
に
対
す

る
讃

僻

は
、

こ

の

時

に
焚

せ
ら

れ

た
も

の

と
思

は

れ

る
。

和
蘭

の
使
節

の
使

命

は
失

敗

に
絡

つ
九

け

れ
ご

も

、

彼

は
尚

暫

く

フ
ラ

ン

ス

に
滞

在

し

た
。

彼

が

オ

ル

レ
ア

ン
大

學

か

ら

法

學

博

士

の
學

位

を
得

た

の

は
、

こ

の
時

の

こ

と

で
あ

る
。

和

蘭

へ
館

つ

て
後

、

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
は

そ

の
職

業

に

つ

い

て
考

へ
な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な

り
、

絡

に

へ
ー
グ

の
裁

判

所

に
於

て
宣

誓

を

し

た
後

に
辯
護
士

の
職

に

つ

い

た
。

彼

が
十

六

歳

の
時

で
あ

る
。

然

し

こ

の
職

は

、

長

く

彼

を
満

足

せ

し
む

る

性
質

の
も

の

で

R
. W

.  L
ee, on. cit. p. 4.

Julius R
einer, op. cit. S. 10.

R
. W

. L
ee, op. cit. p. 4.
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assau

O
ldenbarneveldt
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法

政

研

究

第
十
一
巻

第
一
號

噂
四

は
な
か
つ
た
。
勿
論
、
そ
の
た
め
に
彼
の
勉
學
が
忽
に
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
却
つ
て
閑
暇
を
利
用
し
て
彼
は

一
暦
そ
の

學
問
に
精
進
し
た
。
例

へ
ば
既
に
渡
佛
前
の

一
五
九
七
年
に
は
、

の

を
編
纂
し
て
出
版
し
た
が
、

館
國
後

の
一
五
九
九
年
に
は
、
和
蘭
の
数
學
者

の
航
海
に
關
す
る
著
作
を
フ
ラ
マ
ン
語
か
ら
拉
典
語
に
諜
述
し
江
。
叉
こ

の
数
年
間
に
詩
や
劇
等
を
も
多
く
作
つ
て
ゐ
る
。
殊
に
閑
暇
の
あ
る
時
は
文
學
及
び
歴
史
に
專
心
し
て
ゐ
た
が
、
後
に
は
公
の
補
助

を
受
け
て
和
蘭
共
和
國
の
歴
史
の
研
究
に
從
事
す
る
こ
と
が
出
來
る
様
に
な
つ
た
。
彼
の
研
究

の
完
成
は
種

々
の
事
情
か
ら
遅
延
し
、

史
的
研
究

の
結
果
九
る

「
ベ
ル
ギ
ー
の
事
柄
に
關
す
る
年
代
史
並
に
歴
史
」

の
稿
を
絡
へ
た
の
は

一
六

=

一年
で
あ
つ
た

が
、
そ
の

出
版
さ
れ
九
の
は
實
に
そ
の
死
後
二
年
の

一
六
五
七
年
の
こ
と
で
あ
つ
た

一
こ
れ
よ
軌
先
、

一
六
〇
四
年
、
彼
は

の
死
後

そ
の
後
を
受
け
て
和
蘭
編
史
官
の
地
位
に
つ
い
た
。

(
三
)
尚
ほ

こ
の
他
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
は
比
較
憲
法
に
關
す
る
著
述
が
あ
る
が
、
僅
か
に
そ
の
一
部
し
か
残
つ
て
ゐ
な
い
。
史
的
事
實
の
正
確
さ

に
つ
い
て
は
、
後
年
彼
自
ら
必
ず
し
も
そ
れ
を
保
障
し
得
な
い
こ
と
を
語
つ
て
ゐ
た
檬
で
あ
る
。

彼
の
學
問
的
、
政
治
的
経
歴
に
關
し
て
非
常
に
重
大
な
役
割
を
な
し
九
の
は
、
和
蘭
東
印
度
會
社
の
利
益

を
代
表
す
る
九
め
に
そ

の
辮
護
の
職
務
に
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
點

に
つ
い
て
は
後
に

「
自
由
海
論
」
の
成
立
に
つ
い
て
誌

す
場
合
に
詳
説
す
る
か
ら
、

こ
ゝ
に

は
特
に
述
べ
る
こ
と
を
控

へ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
事
柄
は
彼
の
學
問
的
閲
歴
の
上
か
ら
は
特
筆

す
べ
き
黙
で
あ
る
。

M
artianus C

apella
Satyricon

Stevin

H
ugonis G

rotii A
nnales et historiae de rebus

B
elgicis, ab obitu Philippi regis usque ad inducias anni 1609

R
. W

. L
ee, op. cit. p. 7.—

B
urigny,

V
ie de G

rotius, T
. 1. p. 68.



か
ゝ
る

間
に
も
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
學
問
的
活
動
を
休
止
す
る
こ
と
な
く
孜
々
と
一し
て
著
述
に
努
め
た
。
上
述
の
著
書
の
外
に

一
六

一
〇
年
に
は
、
「
バ
タ
ヴ
ィ
ア
國
の
古
代
に
關
し
て
」
D
e
 
a
n
t
i
q
u
i
t
a
t
e
 
R
e
p
u
b
l
i
c
a
e
 
B
a
t
a
v
i
a
e

を
著
し
、
政
治
學
の
理
論
を

研
究
し
た
も
の
と
し
て

「
國
家
間
の
雫
衡
」
P
a
r
l
l
e
l
a
 
r
e
r
u
m
p
u
b
l
i
c
a
r
u
m

を
著
し
た
。
然
し
そ
の
焚
行

せ
ら
れ
た
の
は
漸
く

一
八

〇

一
年

の
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
九
。

(
茜
)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
著
作
に
關
し
て
は
B
u
r
i
g
n
y
,
 
W
.
 
S
.
 
M
.
 
K
n
i
g
h
t

等
が
各
そ
の
目
録
を
か
芝
げ
且
つ
詳
説
を
な
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
ま
で
の
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
生
涯
は
比
較
的
に
平
穏
で
あ
り
、
且
つ
名
誉

乙
光
榮
と
に
富
ん
で
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
た
。
又
辮
護

士
と
し
て
の
地
位
に
は
充
分
満
足
し
て
ゐ
な
か
つ
九
と
し
て
も
、
伺
ほ
學
間
的
の
仕
事
に
從
事
し
著
作
を
す
る
こ
と
の
出
來
る
幸
幅

な
も
の
で
あ
つ
た

と
云
へ
る
。
然
し
こ
の
時
以
後
は
、
必
す
し
も
さ
う
で
な
か
つ
九
。
そ
れ
は
西
班
牙
と
の
戦
争
及
び
宗
教
上
の
箏

ひ
が
、
彼
の

一
身

の
上
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
絡
に
悲
劇
的
な
結
果
を
も
生
む
こ
と
、
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

當
時
西
班
牙
は
、
國
王
フ
ィ
リ
。
プ
ニ
世
の
下
に
苛
酷

な
宗
教
政
策
を
執
り
、
和
蘭
と
政
治
的
に
抗
孚
す

る
と
共
に
、
思
想
的
に
も

之
を
墜
迫
し
よ
う
と
し
て
ゐ
た
。
有
名
な
宗
教
裁
判
に
依
つ
て
國
王
の
命
令

の
下
に
和
蘭

の
総
て
の
住
民
を
異
端
者
と
し
て
死
刑
に

處
す
る
旨
を
宣
言
し
た
の
は
、
人
の
知
る
所
で
あ
る
。
和
蘭
は
薪
興
の
勢
力
と
し
て
、
こ
の
西
班
牙
の
墜

政
に
抗
し
て
職
つ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
青
、
肚
年
時
代
は
、
組
國
の
か
ゝ
る

困
難
な
運
命

に
際
會
し
て
ゐ
た
時
で
あ
つ
た

。
自
由
の
た
め
に

歴
政
に
抗
し
て
職
つ
て
ゐ
た
組
國
の
姿
は
若
い
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
心
を
深
く
動
か
し
て
彼
の
愛
國
心
を
培

つ
た
の
で
あ
る
。
然
し
宗

教
的
の
事
柄
に
關
し
て
は
、
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
は
極
め
て
寛
大
で
あ
り
、
同
時
に
極
め
て
は
つ
き
り
し
て
ゐ
た
。
和
蘭
は
、
宗
教

の
事

海

洋
自

由
論

の
研
究

四
五
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六

柄
に
關
し
て
は
當
時

一
方
に
於
て
は
ラ
イ
デ

ン
大
學
の
教
授
ホ
マ
ー
ル
G
o
m
a
rを
首
領
と
す
る
G
o
m
a
r
i
s
t
s

と
、
他
方
は

>
7

m
i
n
i
u
s

を
首
領
と
す
る
A
r
m
i
n
i
a
n
s

の
二
蕪
に
分
れ
て
烈
し
く
孚
つ
て
ゐ
た

。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
敦
れ
に
も
偏
し
て
ゐ
な
か

つ
た
。
殊

に
ア
ル
ミ
ニ
ウ

ス
の
説
を
さ
う
よ
ぐ
知
つ
て
も
居
ら
す
、
そ
れ
に
賛
成
し
て
も
ゐ
な
か
つ
忙
。

そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
こ
の

ラ
イ
デ
ン
大
學
の
棘
學
教
授

の
死
に
際
し
て
、
彼
は
そ
れ
を
悼
む
詩
を
作
つ
た
。
彼
の
意
固
は
宗
教
上
の
紛
争
に
介
入
す
る
の
で
は

な
く
、軍
に
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ス
の
驚
く
べ
き
才
幹
、
そ
の
雄
辮

に
対
し
て
敬
意
を
佛

ふ
と
云
ふ
顯
に
あ

つ
た
ら
し
い
。
然
し
偶
然
で
あ
、つ

た
か
故
意
で
あ
つ
た
か
、
そ
の
詩
句

の

一
字
が
誤

つ
て
印
刷
せ
ら
れ
た

製
め
に
、
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
は
ホ
マ
ー
ル
の
激
怒
を
買
ふ
結
果

と
な
つ
江
。
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
は
上
述
し
た
様
に
、
自
ら
は
決
し
て
宗
教
上
の
信
仰
を
原
因
と
す
る
争
の
渦
中
に
入
る
意
向
は
有

つ
て

ゐ
な
か
つ
た
。

然
し
事
實
上
の
結
果
は
彼
を
も
そ
の
渦
中
に
投
ぜ
し
め
、途
に
幽
囚
の
苦
し
み
を
嘗
め
し
む
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

(
三
)

こ
の
宗
教
的
紛
璽
の
経
過
に
つ
い
て
詳
説
す
る
こ
と
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
生
涯
を
傳
す
る
こ
と
を
主
な
る
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
小

文
に
於
て
は
、
控
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
貼
に
關
し
て
は
、
上
述
し
た
ヴ
リ
ー
ラ
ン
ド
の
著
書
、
W
.
 
S
.
 
M
.
 
K
n
i
g
h
t

の
著
書
に
詳

蓮
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
こ
れ
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
の
派
を
支
持
し
た
こ
と
は
、
元
來
彼
の
寛
大
な
性
質
、
態
度
に
基
い
て
居

つ
た
の
で
あ
り
、
格

別
に
深
い
神
學
上
の
教
義
、
宗
教
上
の
信
念
を
根
擦
と
し
て
ゐ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
様
で
あ
る
。
彼
に
と
つ
て
は
、
カ
ル
軍
ン
教

徒

の
信
奉
す
る
救
濟
に

つ
い
て
の
豫
定
論
も
、
ア
ル
、・ニ

ウ
ス
の
奉
す
る
自
由
意
志
に
因
る
救
濟
の
可
能

の
論
も
、
さ
う
彼
の
政
治

的
行
動
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
の
大
き
な
意
義
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
つ
九
ら
し
く
思
は
れ
る
。
彼
は
最
初
は
九
ど
優
れ
た
人
格
と



し
て
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ス
と
そ
の
功
績
と
を
詩
に
表
し
て
記
念
し
よ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
反
対
窯
側
か

ら
は
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ス
派
を
以
て
目
せ
ら
る
ゝ

に
至
り
、
遽
に
モ
ー
リ
ス
公
の
支
持
す
る
ホ

マ
ー
ル
窯
に
依

つ
て
帽
ま
れ
、
オ
ル
デ

ン

バ
ル
ネ
ヴ
ェ
ル
ト
O
l
d
e
n
b
a
r
n
e
v
e
l
d
t

ホ
ー
ゲ
ベ
ー
ル
ツ
H
o
g
e
b
e
e
r
t
s

と
共
に
、
彼
等
が
使
節

と
し
て
派
造
せ
ら
れ
た
宗
教
會
議

,

の
開

催

地

た

る

ド

ル
ト

レ

ヒ
ト
D
o
r
d
r
e
c
h
tに
於

て
逮

捕

せ
ら
る
ゝ

に

至

つ
た
。

そ

れ

は
實

に

オ

レ

ン
ヂ

公

モ

ー

リ

ス

の
命

令

に

基

い

て
行

は

れ

た
所

で
あ

る
。

(
一六
)

此

の
會
議

に
於

て
ア
ル

ミ
ニ
ウ

ス
の
信
仰
敏
義
は
、
純
正
な
信
仰

に
反

す
る
異
端
で
あ
る
と
せ
ら
れ
、

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
等
三
人

の
罪
状
は
叛

瓢
罪
で
あ

る
と
宣
告

せ
ら
れ
た
。
然

し
そ
れ
ら
が
豫

め
政
治
的
事
由
に
基

い
て
準
備
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ

る
こ
と
は
、

種

々
の
事
情
か
ら
見

て

疑
な

い
事
實
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
。

殊
に
オ

ル
デ

ン
バ
ル
ネ
ヴ
ヱ
ル
ト

の
如
き
は
、
當
時
既
に
白
髪

の
老
人

で
あ
り
、

過
去
四
十
年

に
互

つ
て
祀
國

の
た
め
に
蓋
し
た
人

で
あ

つ
た
が
、
聯
邦
に
対
す

る
叛

逆
者
と
し
て
宣
告
せ
ら
れ
、

翌
日
直
ち
に
死
刑
に
虎
せ
ら
れ
た
位
で
あ
る
。

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
自
身
は
、
國
家

の
宗
教

並
に
平
和
に
反
対
し

て
語
り
且
つ
書

い
た
と
云
ふ
事
由
で
絡

身
禁
固

に
慮

せ
ら
れ
た
。

さ
う
し

て
、

一

六

一
九
年

六
月
五
日
ホ
ー
ゲ

ベ
ー

ル
ツ
と
共
に

レ
ー
ヴ

ェ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
L
o
v
e
n
s
t
e
i
n

の
城
塞
に
幽
囚
ぜ
ら
る

Σ
に
至

つ
た
。
彼

の
財
産
は

全
部
没
牧
せ
ら
れ
た
。
J
u
l
i
u
s
 
R
e
i
n
e
r
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
.
2
5
.

然

し
彼

の
牢

獄

生

活

は
、

無
爲

に

は
過

さ

れ

な

か

つ
た
。

彼

は

そ

の
學

問

的

労

作

を

幽

囚

の
中

に
於

て
も
継
続

し

た

。

且

つ
そ

の

妻

の
奇

智

に
依

つ

て
約

二
年
後

の

一
六

二

一
年

五

月

二

二

日
、

書

物

を
入

れ

た
木

箱

の
中

に
数

時

間
身

を

隙

し

て
看

覗

の
眼

を
遜

け

九
上

、

絡

に

そ

の
牢

獄

を
脱

出

し

て
ア
ン
ト
ワ
ー
プ

か
ら

佛

蘭

西

へ
逃

る

曳
こ

と

に
成

功

し

た

。

佛

蘭

西

に
於

け

る
彼

の
そ

の
後

の
生

活

は
、

比

較

的

落

ち

つ

い

た

も

の

で
あ
つ
た

。

多

く

の
墨

間

上

の
友

人

及

び
後

援

者

た

ち

0

海

洋

自

由

論

の

研

究

四
七
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四
八

壼
力
に
依

つ
て
、
彼
は
ル
イ
十
三
世
か
ら
年
金
三
千
リ
ー
ヴ
ル
を
支
給
せ
ら
れ
、
生
活
の
安
定
と
共
に
學

問
上
の
勢
作
を
績
け
る
こ

と
が
出
來
る
様
に
な
つ
忙
。

「
戦
争
ご
平
和
の
法
」
に
つ
い
て
の
著
作
も
、
こ
の
當
時
に
胚
胎
し
て
ゐ
た
ご
云
へ
る
で
あ
ら
う
。
た

讐
當
時
佛
蘭
西
の
宰
相
リ
シ
リ
ュ
ウ
の
就
職
勧
誘
を
拒
絶
し
て
以
來
は
、
そ
0
年
金
も
正
規
に
は
與
へ
ら
れ
す
、
次
第
に
途
絶
え
勝

ち
に
な
つ
九
。
彼
は

一
六
二

一
年
か
ら

一
六
三

一
年
に
至
る
十
年
間
の
滞
佛
生
活

の
間
に
於
て
、
不
断
に
租
國

へ
露
り
九
い
ε
云
ふ

望
み
を
棄
て
な
か
つ
た
。
然
し
當
時
彼
の
敵
の
攻
撃
に
対
す

る
辮
護
の
書
を
書

い
九
曳
め
に
、
彼
は
本
國

に
於
て
も
法
外
の
人
こ
し

て
宣
告
せ
ら
れ
、
そ
の
名
響
も
財
産
も
奪
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
組
國
に
対
し

て
、
追
放
の
身

に
あ
つ
た
彼
は
、
変

る
こ
と

の
な
い
愛
を
懐
き
つ
璽
け
て
、
麟
國

の
日
を
熟
望
し
て
ゐ
た
。
巴
里
の
生
活
は
、
年
金
の
途
絶
え
九
後
に
於
て
は
相
當
に
苦
し
い
も

の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
彼
は
そ
の
學
問
上
の
仕
事
を
中
絶
す
る
こ
ご
を
し
な
か
つ
九
。
た
璽

一
六
三

一
年
中
に
、
僅
か

数
ケ
月
間
、
和
蘭
に
麟
る
こ
と

が
出
來
た
が
、
永
く
そ
こ
に
留
ま
る
こ
と
は
出
來
な
か
つ
た
。
彼
は
そ
の
後
三
年
獨
逸

に
も
滞
在
し

た
が
、

一
六
三
五
年
に
至
つ
て
絡
に
瑞
典
の
大
使
ご
し
て
巴
里
に
赴
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
様
に
な
つ
た
。
さ
う
し
て
其
の
後
約
十

年
間
を
、
巴
里
に
生
活
す
る
こ
と
が
出
來
た
。
巴
里
赴
任
の
後
.
彼
は
嘗
て
自
己
が
そ
の
市
長
で
あ
つ
た

ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
市
ご
モ
ー

リ
ス
公
の
後
嗣

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
公
ε
に
対
し

て
、彼
は
最
早
和
蘭
の
國
民
で
は
な
く
、
爾
後
瑞
典
こ
そ
彼
の
租
國
で
あ
る
こ
ご
を
書
き

迭
つ
た
。
組
國
に
対
す

る
深
い
愛
を
懐
き
つ
Ψ
け
な
が
ら
、
絡
に
そ
の
組
國
ご
の
関
係

を
絶
つ
て
瑞
典
の
大
使
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
九
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
心
事
は
同
情
に
堪
え
な
い
ε
共
に
、
そ
の
生
涯
は
、
定

に
数
奇
を
極
め
九
も
の
ε
云
は
な
け
れ
ば
な

(
一
七
)

ら

な

い

。



(
毛
)
R
.
 
W
.
 
L
e
e
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
6
-
3
7
,
 
J
u
l
i
u
s
 
R
e
i
n
e
r
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
2
9
-
3
0
.

勿
論
、
外
交
使
節
と
し
て
の
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
、
必
ず
し

も
適
任
者
と
は
云
ひ
得

な
か

つ
た
檬

で
あ
る
。

又
そ

の
仕
事
も
、
権
謀
術
策
を
事
と
し
た
當
時

の
外
交
界
に
在

つ
て
は
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
様

に
良
心
的
な
學
者
に
と

つ
て
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
か

つ
た
ら
し

い
。
彼

が
如
何
に
外

交
上
の
儀
體

等
に
通
ぜ
ず
、
且

つ
無
頓
着

で
あ

つ

た
か
は
、
當
時
佛
王

ル
イ
十
三
世

の
公
式

の
接
見

の
式
に
際
し
、

他

の
外
交
團
に
属

す
る
人

々
が
國
王

の
居
室

の
前
室

に
集
合
す
る
の
を
慣
ひ

と
し

て
ゐ
た
中
に
在

つ
て
、
グ
ロ

テ
ィ
ウ

ス
一
人
だ
け
は
側
に
在

つ
て
新
約
聖
書

の
原
文
を
熱
心
に
研
究

し
て
ゐ
た
と
云
ふ
逸
話
に
依

つ
て
も
、

ほ

穿
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

瑞

典

大

使

と
し

て

の
彼

の

巴
里

の
最
後

の
数

年

は
、

そ

の
地

位

の
重

要

で
あ

る

に

も
拘

ら
す

、

左

程
幸
福

な

も

の
で

は

な
か

つ
た
。

そ

の
年

俸

二
萬

法

も

、
後

に
は

正
規

に
支
払

は

れ

な

く

な

つ

て
彼

を

困

惑

せ
し

め
た

こ

と
、

ル
イ

十

三
世

の
年

金

の
場

合

と
類

を
同

じ

う
し

て

ゐ

た
観

が
あ

る
。

然

し

彼

は

こ
れ

ら

の
困

難

や
不

遇

に
も

拘

ら

す

、

依

然

そ

の

學

問

的

精

進

を
績

け

た

の
で

あ

る

。

そ

の

主

著

「
戦
争

と
平

和

の
法

」
を

始

め

多

く

の
著

作

が
な

さ

れ

た

の
も
、

主

と
し

て

こ

の
時

代

で
あ

つ

た

こ

と

を
思

へ
ば

、

そ

の
不

擁

の
努

力

は
驚

数

に
債

す

る

も

の

が
あ

る

と
云

つ
て

よ

か

ら

う
。

一
六

四

五

年

に
至

つ

て
一

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
は
自

磯

的

に
そ

の
職

を

辮

し

た

。

瑞

典

女

王

は

彼

に
対
し

て
最

大

の
感

謝

の
手

紙

を

か

き

、

更

に
他

の
地

位

を
彼

に
與

へ
よ

う

と
申

出

で

た

と

云

は

れ

て

ゐ

る
。

彼

は

巴

里

を

立

ち

デ
ィ
エ
ッ
プ

か
ら

ロ

ッ
テ

ル
ダ

ム
及

び

ア

ム

ス
テ

ル
ダ

ム
に

行

つ
た

が
・

そ

れ

ら

の
地

に
於

て

は
非

常

な
名

巻

と
敬

意

と

が
表

せ
ら

れ

た

と

瓦

昂
ゲ

彼

は

更

に

ハ
ン
ブ

ル
グ
・

リ

ュ
ー

ベ
ッ
ク
、

ヴ
ィ

ス

マ
ー

ル
等

を
経

て
瑞

典

に
還

へ
る

こ

と

が
出

來

た

。

ス

ト
ッ
ク

ホ

ル

ム

へ
の
到

着

に
際

し

て
は

、

ク
リ

ス
テ

ィ

ー

ナ
女

王
自

ら
彼

を
出

迎

へ
て
之

に
名

巻

を
表

彰

し

九
。
然

し

そ

の
提

供

し

た

橿

密
顧

問
官

の
榮
職

は

、
如

何

な

る

理
由

か

ら

か
、

海

洋

自

由

論

の

研

究

'

四
九



彼
の
受
諾
す
る
所
と
は
な
ら
な
か
つ
た
。
叉
彼

の
瑞
典
滞
在
も
、
長
い
間
の
こ
と
で
は
な
か
つ
九
。
再
び

リ
ュ
ー
べ
ッ
ク
港

へ
齢
航
す

る
航
海

の
途
中
に
於
て
、
彼
の
乗
船
は
暴
風
雨
の
た
め
に
不
幸
に
も
難
破
の
危
険
「に
會
ろ

た
。
彼
は
止
む
な
く
ポ
メ
ラ

ニ
ア
の
海
岸

、

に

上
陸

し

て
、

無

蓋

の
貧

し

い
馬

車

に
依

つ

て
そ

の
族

を

績

け

る
外

は

な

か

つ
た

。

而

も

そ

の
行

路

の
瞼

峻

は

、

彼

に
長

く

そ

の
放

行

を

つ

璽
け

る

こ

と

を
許

さ
な

か

つ

た
。

八

日
も

苦

し

い
旋

を

つ

野
け

九
後

、

彼

は

ロ
ス
ト
ッ

ク

に
於

て

そ

の
族

を
中
絡

す

る
外

は

な

か

つ
た

。

疲
弊

は

病

を

胚

ん

だ

。

彼

は

異

纏

の

ロ
ス
ト

ッ
ク

に

病

ん

で
終

に

=

ハ
四

五
年

八

月

二
八

日

そ

の
地

に
死

ん

だ

。

寵

に

数

寄

を

極

め
風

雲

に
富

ん

だ

一
生

と

云

は

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

(
一八
)

一
説
に
は
女
王
は
別
に
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
に
対
し

て
他

の
地
位
を
提
供
し

て
は
ゐ
な
か

つ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

(
二
〇
)
こ
の
點

に
つ
い
て
は

の
記
す
所
と

の
記
す
所
と
は

一
致
し
て
ゐ
な

い
。

彼

が
僅
か

一
ケ
月
足
ら
ず

の
瑞
典
溌
在

の
後
再
び

リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク

へ
蹄

へ
ら
う
と
し
た

の
は
、
當
時

そ
の
娘
が

ω
℃
騨

に
療
養
し

て
居
り
彼
は
そ

の
妻
乏
娘
と
に
會
ふ
た
め
に
急

い
で
瑞
典
を
田
獲

し
た

の
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
。

彼

の
遺

骸

は
始

め

ロ
ス

ト
.ッ
ク

の
司
教

座

聖

堂

に
埋

葬

せ

ら

れ

た

が
、

間

も

な

く
そ

の
故

郷

の
デ

ル

フ

ト

の
司
教

座

聖

堂

に

納

め

ら

れ

九
。

ウ

ィ

リ

ア

ム
沈

獄

玉

そ

の
他

の
多

く

の
偉

大

な

る

人

々

の
墓

の
側

に
、

こ

の
瞳

世

の
學

者

、

天

才

の
墓

が

あ

る
。

墓

碑

銘

は
、

彼

自

ら

が
生

前

に
撰

ん

だ

も

の
で

あ

り
、

次

の
如

く

に
誌

さ

れ

て

ゐ

る
。

R
. W

. L
ee, op. cit. p.44.

D
e B

urigny, V
ie  de G

rotius, 1754, T
. II, p. 67-68.

R
einer

Julius R
einer, op. cit. S. 32. R

. W
. L

ee, op. cit. p. 43-44.

G
rotius hic H

ugo est, B
atavus, 

 C
aptivus et E

xul.



L
e
g
a
t
u
s
 
R
e
g
n
i
,
 
S
u
e
d
i
a
 
m
a
g
n
a
,
 
t
u
i
.

こ
」
に
囚
人
に
し
て
追
放
者

和
蘭
人
に
し
て

偉
大
な
る
瑞
典
よ
、

汝

の
王
國

の
大
使
た
る

フ
ー
ゴ
ー

・
グ
ロ

テ
ィ
ウ
ス
は̀
眠
る

(Ⅱ
)

そ

の

業

績

私
は
グ
ゴ
テ
ィ
ウ
ス
の
海
洋
自
由
論
の
意
義
を
明
か
に
す
る
目
的
を
以
て
、
簡
単

に
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
誌
し
た
。
彼
の
学
間
上

の
多
く
の
著
作
が
如
何
な
る
環
境
の
中
に
於
て
書
か
れ
た
か
を
明
か
に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
義
を
よ
く
理
解
す
る
上
に
於
て
望
ま

し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
、從
つ
て
そ
の
生
涯
の
輪
廓
を
描
い
た
後
に
於
て
、
私
は
彼
の
學
間
上
の
業
績

に
つ
い
て

一
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
業
績
は
、
そ
の
生
涯
が
多
岐
で
あ
り
多
端
で
あ
つ

た
様
に
、
決
し
て

一
に
し
て
と
穿
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
然
…

し
今
私
が
こ
ゝ
に

述
べ
よ
う
と
す
る
所
は
、
主
と
し
て
、
そ
の
法
律
學
の
褒
達
の
上
に
示
し
た
業
績

で
あ
る
。
殊

に
國
襟
法
の
近
代

的
意
味
に
於
て
の
建
設
者
と
し
て
考

へ
ら
れ
る
彼
の
學
問
上
の
功
績

に
つ
い
て
穿
あ
る
。
今
日
の
國
際
法

の
理
論
が
彼
の
努
力
に
よ

海

洋

自
由
論

の
研
究

五
一



法

政

研

L究

第
十
一
巷

第
一
號
,

五
二

つ
て
如
何
に
建
設
せ
ら
れ
進
捗
せ
し
め
ら
れ
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
今
日
以
後

の
そ
の
稜
達
に
つ
い
て
考

ふ
る
上
に
極
め
て
意
義
が

深
い
こ
と
を
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
著
書
は
既
に
述
べ
た
如
く
、
多
く
の
部
門
に
亙
り
、
且
つ
頗
る
多
数
に
上
つ
て
ゐ
る
。
然
し
そ
の
文
學
、
詩
、

等
に
關
す
る
も
の
、
言
語
學
に
關
す
る
も
の
等
に
つ
い
て
は
、
今
こ
ゝ
に

論
及
す
る
限
り
で
は
な
い
。
私
は
專
ら
彼
の
法
律
學
に
關

す
る
著
作
に
つ
い
て
述
べ
る
の
に
と
ど
め
江
い
と
思

ふ
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
法
律
學
的
著
作
は
、
さ
う
多

い
と
は
云

へ
な
い
。
殊

に

そ
の
主
著
の

を
除
け
ば
、
後
述
す
る
・「自
由
海
論
」
と
密
接
に
関
係

の
あ
る

「
捕
獲
法
論
」

が
、
最
も
大
部
な
も
の
に
属
す
る
書
物
で
あ
る
。
以
上
の
二
著
は
、
い
つ
れ
も
拉
典
語
で
書

か
れ

て
ゐ
る
が
、
そ
の
他
に
和
蘭
語
で
書
か
れ
た

「
和
蘭
法
學
入
門
」

と
云

ふ
有
名
な
書
物

が
あ
る
。
殊
に
こ
の
書
物

は
、

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
と
共
に
、
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
法
律
學
的
著
作
の
中
で
は
最
も

重
要
な
も
の
で
あ
り
、
長
く
和
蘭
法
學
の
獲
達
に
貢
献
し
て
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
殊
に
、
そ
の
書
か
れ
た
時
期
及
び
環

境
は
、
か
ゝ
る

性
質
の
書
物
の
著
述
に
は
最
も
不
利
且
つ
困
難
で
あ
つ
た
に
も
拘
ら
す
、
そ
の
内
容
は
和
蘭
に
於
け
る
法
律
學
研
究

及
び
法
律
實
践
の
上
に
大
き
な
影
響
を
與
へ
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。

(三
)

ブ
ユ
リ
ニ
ー
の
挙
げ
て
ゐ
る
所
は
全
髄
で
四
十
七
種
に
上
つ
て
ゐ
る
。

ナ
イ
ト
の
塞
げ
て
ゐ
る
の
は
、

七
部
門
に
互
リ
五
十
七
部
に
達
し
て
ゐ
る
。

そ
の
言
葉
は
主
と
し
て
拉
典
語
で
あ
る
が
希
腫
語
又
は
和
蘭
語
の
も
の
も
一
、
二
あ
る
。

こ
の
書
物
が
彼
の
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
牢
獄
に
幽
囚
せ
ら
れ
て
参
照
す
べ
き
文
献
も
な
い
中
で

D
e jure belli ac pacis

D
e jure

praedae com
m

entarius, 1868

Inleiding tot de H
ollandsche  R

echts-geleertheyd

B
urigny, op. pit. p. 255-261.

W
. S.

M
. K

night, op. cit. p. 291-293.



書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
こ
と
を
思

へ
ば
、
こ

の

「
和
蘭
法
學
入
門
」
は
、

驚
歎
す
べ
ぎ

著
作
で
あ

る
と
云

つ
て

い
エ
。
殊
に
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の

著
書

と
し

て
は
、
從
來
そ

の
主
著

「
戦
争
と
平
和

の
法
」
の
み
が
喧
傳
せ
ら
れ
て
ゐ
る
事
實

に
省
み
て
、

一
層

そ

の
感
を
深
く
す
る
。

同
書
は

二
十
九
版
を
重
ね
、
和
蘭
語
及
び
拉
典
語

の
註
が
多
く
存
在
し

て
ゐ
る
。

(
一三
)
R
.
 
W
.
 
L
e
e
,
 
H
u
g
o
 
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
1
9
3
0
,
 
p
.
 
4
7
-
4
9
.

然
し
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
業
績

の
中
で
不
朽
の
名
聲
を
彼
の
た
め
に
か
ち
得
た
も
の
は
、
何
と
云
つ
て
も
そ
の
主
著
た
る

「
戦
争
と

平
和
の
法
」
で
あ
る
。
叉
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

が
從
來
國
際
法
の
父
と
云
ふ
名
を
捲

つ
て
き
た
の
も
、
主
と
し
て
こ
の
著
書

の
有
す
る
債

値
、
そ
の
國
際
法
及
び
國
際
法
學
の
発
達

の
上
に
及
ぽ
し
た
大
き
な
貢
献
、
意
義
に
依
つ
て
ビ
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ら
う
。
否
単

に
國
際
法
學
の
み
に
限
る
の
は
狭
き
に
失
す
る
嫌
が
あ
る
。
そ
の
國
際
法
の
理
論
は
、根
本
に
於
て
は
、自
然
法
の
理

論
と
引
き
離
し
て
は
考
へ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
著
書
は
軍
に
國
際
法
上
の
問
題

の
み
を
取
扱

つ
た
に
と
ビ
ま
ら

な
い
で
、
廣
く
且
つ
深
く
法
律
學
の
根
本
間
題
に
鰯
る
曳
所
が
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
法
の
理
論
は
、

戦
争

と
平
和
と
を
主
題
と
し
て
、
法
の
本
質
の
探
究
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
從

つ
て
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
業
績
、
殊
に
そ
の
學
問
上
の

そ
れ
を
論
す
る
に
當
つ
て
は
、
此
の
主
著

の
有

つ
意
義
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
極
め
て
必
要
で
あ
る
。
法
の
本
質
及
び
法
と
道
徳
と

の
関
係
等
に
つ
い
て
想
ひ
を
潜
む
る
者
は
、
彼
が
實
誰
法
の
有

つ
意
義
及
び
価
値

と
自
然
法
の
そ
れ
と
に
つ
い
て
考

へ
論
じ
て
ゐ
る

所
を
無
視

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
彼
は
、
事
物
自
然
の
道
理
と
し
て
、
自
然
法
の
存
在
を
認

め
て
ゐ
た

。
叉
諸
國
民

間

の
関
係
を
規
定
す
6
も
の
と
し
て
の
國
際
法
の
存
在
を
認
め
て
ゐ
る
。
た
讐
自
然
法
と
異
つ
て
か
ゝ
る

國
際
法
は
、
事
物
自
然
の

海

洋
自

由
論

の
研
究

五
三



法

政

研

、腎

究

第

十

一
巻

第

M
號

五
四

道
理
亡
し
て
安
當
す
る
の
で
は
な
く
、
諸
國
民
の
意
思
、
主
と
し
て

そ
の
合
意
を
基
礎

と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
み
る
。
最
後
に
彼

は
各
國
家
の
内
部
に
於
て
そ
の
國
民
を
支
配
し
規
定
す
る
國
内
法
即
ち
實
誰
法
の
存
在
を
認
め
て
ゐ
る
。

か
く
し
て
自
然
法
、
國
際

法
、
國
内
法
の
存
在
ご
そ
の
本
質
並
び
に
相
互
の
関
係
は
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
主
著
に
於
て
取
扱
つ
九
最
も
重
要
な
主
題
で
あ

り
、
國
際
法
及
び
法
の
根
本
問
題
が
そ
こ
に
驚
く
べ
き
精
緻

さ
を
以
て
論
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(一三
)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
そ
の
主
著
に
於
て
、
職
壁
の
問
題
に
關
聯
し
て
自
然
法
及
び
國
際
法
.の
本
質
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
て
ゐ
る
。
從
つ

て
こ
れ
は
國
際
法
の
戦
争
及
び
平
和
の
論
で
あ
る
と
共
に
、
戦
争
を
契
機
と
し
て
國
際
法
殊
に
法
の
本
質
を
明
か
に
す
る
こ
と
を
努
め
て
ゐ
る

貼
に
於
て
法
の
哲
學
で
あ
る
と
も
云
へ
る
の
で
あ
る
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
の
主
著

に
つ
い
て
は
、
私
は
他
日
更
め
て

一
麿
詳
細
に
論
じ
た
い
ご
思
つ
て
ゐ
る
。
然
し
恐
ら
く
そ
れ
は

'「
戦
争

ご
平
和

の
法
」
の
繹
が
完
成
し
て
世
に
出
つ
る
時
ご
な
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
省
ほ
相
當
の
期
間
を
隔
て
製
ゐ
る
ε
思
は
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
然
る
に
こ
玉
で
は
そ
の
海
洋
自
由
の
理
論
に
つ
い
て
論
究
す
る
こ
ご
が
主
題
で
あ
う
、
そ
の
自

由
海
論

の
地
位
ε
意
義

芝

を
明
か
に
す
る
必
要

の
上
か
ら
考
へ
て
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
業
績
に
つ
い
て
考
察
を
す

玉
め
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
な
い
。
從

つ
て
、
そ

の
主
著
に
つ
い
て
も

一
々
内
容
に
つ
き
學
問
的
に
詳
細
に
論
究
す
る
こ
ご
は
、

之
を
他
の
機
會
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
類

で
は
そ
の
業
績
を
大
観
す
る
上
か
ら
、
極
め
て
概
観
的
な
説
明
を
す
る
の
に
ご
穿
め
て
お
き
た
い
ご
思
ふ
。
た
壁
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の

學
問
上
の
業
績
に
つ
い
て
語
る
に
際
し
て
は
、
何
う
し
て
も
こ
の
主
著
の
有
つ
意
義
を
考

へ
な
い
誰
に
は
行
か
な
い
た
め
に
、
自
由

海
論
の
意
義
を
明
か
に
把
握
す
る
必
要
の
上
か
ら
も
、
私
は

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
に
つ
い
て

一
言
誌
す

の
で
あ
る
こ
ご
は
上
述
し



た
通
り
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
の
叙
述
が
簡
単

に
失
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
他
a
更
め
て

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
に
つ
い
て
論
す
る

意
向
で
あ
る
こ
と
に
考

へ
合
せ
て
、
暫
く
許
し
て
お
い
て
い
た
穿
き
た
い
。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
主
著
は
、
そ
の
三
回
の
巴
里
滞
在
中
の
第
二
回
目
の
滞
在
の
際

に
成
立
し
九
も
の
で
あ

る
。
最
初

の
滞
在
は
僅

か
十
五
年
の
少
年
の
時
に
母
國
か
ら
佛
蘭
西
へ
特
派
せ
ら
れ
た
大
使
に
随
員
と
し
て
伴
つ
て
行
つ
た
時
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
時
代

に
於
て
も
、
彼
は
佛
蘭
西
に
於
て
多
く
の
政
界
及
び
學
界
の
知
名
の
士
と
知
る
機
會
を
得
た
様
で
あ
る
。
然
し
何
と
云
つ
て
も
、
當

時
彼
は
伺
ほ
十
夷
の
少
年
で
あ
り
、
そ
の
研
究
も
未
だ
園
熟
し
て
ゐ
る
と
は
云
へ
な
か
つ
九
。
二
回
目
の
佛
蘭
西
滞
在
は
、彼
が
宗
教

上
の
紛
争

に
捲
き
込
ま
れ
て
レ
ー
ヴ
ェ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
城
塞
に
幽
囚
の
身
と
な
り
、
そ
こ
を
腕
出
し
て
フ
ラ

ン
ス
に
走

つ
た
時
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
滞
佛
生
活
は

一
六
二

一
年
か
ら

一
六
三

一
年
ま
で
の
十
年
に
及
ん
で
ゐ
る
。
こ
の
時
期
に
於

て
、
彼

の
學
問
的
業
績

の
最
も
輝
か
し
い
も
の
で
あ
る

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
が
著
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
第
三
回
目
の
佛
蘭
西
滞
在
は
、
彼
が
瑞
典
の
大
使

と
し
て

=
ハ
三
四
年
に
巴
里
に
赴
任
し
九
時
か
ら

一
六
四
五
年
に
至
る
同
じ
く
十

一
年
間
で
あ
る
。
そ
の
敦

れ
も
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
の

生
涯
に
於
て
意
義
の
深
い
も
の
で
あ
つ
た
に
違
な
い
が
、
と
り
わ
け
第
二
回
目
の
滞
在
は
、
彼
の
主
著

の
著

作
と
結
び
つ
い
て
ゐ
る

た
め
に

一
暦
忘
れ
が
た
い
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
。
そ
め
世
界
的
の
業
績
が
彼
の
組
國
に
於
て
営
ま
れ
す
に
、
追
放
の
異
纏
に
於
て
完

成
せ
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
今
日
か
ら
考
へ
て
見
て
も
、
寵

に
憾
慨
に
堪
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

多
く
の
文
献
に
照
し
て
見
る
と
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

は

一
六
二
二
年
の
後
半
か
ら
、
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
構
想
に
か
玉
つ
た
様
で

あ
る
。
ナ
イ
ト
の
傳
す
る
所
に
從

へ
ば
、

彼
は
最
初
に
ア
ヤ
ラ
A
y
a
l
a
及
び
ア
ル
ベ
リ
ク
ス

・
ヂ

ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
ス
A
l
b
e
r
i
o
u
s

海

洋
自

由
論

の
研
究

五
五



並
び
に
西
班
牙
の
諸
學
者
殊

に
そ
の
新

ス
コ
ラ
學
派
の
人
々
の
著
作
を
研
究
し
参
酌
し
た
ら
し
い
。
そ
の
著
作
の
仕
事
は
、

最
初
は
巴
里
に
近
い
サ
ン
リ
ス

附
近
の
パ
ラ

ニ
ー

・
シ
ュー
ル

・
テ
ー
ラ
ン

の
城
で
着
手
せ
ら

れ
た
。
そ
れ
は
彼
の
友
人
が
、
居
城
で
あ
つ
た
も
の
を
提
供
し
た
の
で
あ
り
、
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
は
そ
こ
に

一
六
二
三
年
の
五
月
か
ら

七
月
ま
で
滞
在
し
て
仕
事
に
從
事
し
た
。
勿
論
、
彼
は
長
く
そ
の
友
人
の
城
に
滞
在
し
た
の
で
は
な
い
の
で
.、
後
に
は
近
く
の
サ
ン

リ
ス
の
町
の
方

へ
移
つ
て
そ
の
仕
事
を
つ
讐
け
、
つ
穿
い
て
十

一
月
に
は
再
び
巴
里

へ
か
へ
つ
て
そ
の
大
著
に
從
事
し
た
。
要
す
る

に
、

一
六
二
二
年
か
ら
三
個
年
の
努
力
に
よ
つ
て
、
絡
に

一
六
二
四
年
の
秋
に
至
つ
て
こ
の
大
著
は
完
成
し
た
ら
し
い
。
著
作

の
筆

を
欄
い
た
の
は
巴
里
で
あ
つ
た

け
れ
ご
も
、
著
作
の
主
要
な
部
分
は
、
彼
が
バ
ラ

ニ
ー

・
シ
昌
ー
ル

・
テ
ー
ラ
ン
及
び
サ
ン
リ
ス
に

於
て
田
園
に
親
し
み
つ
玉
生
活
し
て
ゐ
た
頃
に
書

か
れ
た
様
で
あ
る

彼

の
手
紙
に
よ
れ
ば

こ
の
田
園
生
活

の
期
間
は
、
彼

が

そ

の
主
著

の
著
作
と

田
園

の
逡
遙
と
に
費
し
た
労
苦

の
多

い
然

し
樂
し

い
時
期
で
あ

つ
た
ら
し

い
。
彼
は

「
私
は
仕
事
と
散
歩
と
を
交
る
み
＼

し

て
ゐ
る
、
さ
う

し
て
或
る
時
は
私
は
散
歩
し
な
が
ら
研
究
し
て
ゐ
る
」
と
書

い
て
ゐ
る
。

こ

の
著
書

は
、

一
六

二

五
年

に

巴
里

の

書

店

か

ら
出

版

せ

ら

れ

た
。

さ

う

し

て

そ

の
後

多

く

の
國

語

に
詳

さ
れ

、

拉

典

語

版

と
共

に
百

二

十
版

を
出

す

に
至

つ
て

ゐ

る

然

し
、

私

は
今

こ

の
主

著

の
成

立

に

つ

い

て
詳
細

に
立

ち

入

つ
て
書

く
暇

は

な

い
。

そ

の

こ
と

は

上

述

の
理
由

に
依

つ
て
他

日

に
期
す

る

こ

と

、
し

て
、

こ

玉
で

は
彼

が
如

何

な

る
思

想

、

事
由

に
依

つ
て

こ

の

G
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著
作
に
從
事
す
る
に
至
つ
た
か
を
簡
単

に
蓮
べ
る
に
と
讐
め
て
蓄
き
た
い
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
國
家
間
又
は
國
家
の
支
配
者
の
間

の
相
互
的
関
係

を
規
定
し
て
ゐ
る
規
則
に
つ
い
て
、
從
來
の
學
者
が
飴
り
論
究
し
て
ゐ
な
い
こ
と
を
考
へ
て
、
彼
自
ら
か
ゝ
る

規
則

の
研
究
に
志
し
九
の
で
み
る
。
さ
う
し
て
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
國
家
間
の
法
を
認
識
す
る
に
つ
い
て
、
大
體

三
つ
に
分
つ
て
考

へ
を

進
め
て
ゐ
る
。
即
ち
自
然
に
基
く
法
、
神

の
摂
理

に
基
く
法
及
び
慣
習
及
び
合
意

に
基
く
法
こ
れ
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
時
代

に
至
る
ま
で
は
未
だ
何
人
も
國
家
間
に
支
配
す
る
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
詳
細
に
且
つ
匿
系
的
に
論
究
し
た
も
の
は
な
か
つ
た
。
こ

れ
が
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
國
際
法
に
關
す
る

一
般
的
な
騰
系
的
な
著
作
を
志
す
に
至
つ
た

一
つ
の
主
要
な
動
機

で
あ
る
。

(
二
六
)
R
.
 
W
.
 
L
e
e
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
4
7
.

(
二
七
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
 
D
e
 
j
u
r
e
 
b
e
l
l
i
 
a
c
 
p
a
c
i
s
 
l
i
b
r
i
 
t
r
e
s
,
 
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
,
 
I
.

そ
れ

の
み
で
は
な
く
、
國
家
間

の
法

の
存
在
を
明
か
に

し

、か

エ
る
規
則
と
し
て
の
國
際
法

の
髄
系
的

の
研
究
を
な
す

こ
と
が
、人
類

の
輻

趾
の
上
か
ら

必
要
で
あ
る
と
考

へ
た
の
で
あ
る
。
G
r
o
t
i
u
s
,

o
p
.
 
c
i
t
.
 
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
,
 
I
.

グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
國
際
法
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
擦
を
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
が
盗
賊
の
間
に
於

て
も
法
が
あ
る
こ
と
を

説
い
て
ゐ
る

一
節

に
言
及
し
つ
曳
論
究
し
て
ゐ
る
。
即
ち

如
何
な
る
人
間
の
団
体
も
、
法
の
規
則
な
し
に
は
存
在
し
得
な
い
も
の
で

あ
り
、
そ
の
黙

に
關
し
て
は
、
断
家
た
る
團
鵠

に
つ
い
て
も
亦
、
変
り
は
な
い
。
人
類
叉
は
諸
國
民
の
団
体

に
も
、
法
は
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
國
家
間
の
法
も
亦
、
こ
の
人
的
結
合
の
基
礎
、
基
本
と
し
て
そ
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
と
つ
て
は
、
國
際
法
は
、
こ
の
限
り
に
於
て
自
然
的
性
質
を
有

つ
法
で
あ
る
。
殊

に
凡
そ
人
と
人
と

海
洋
自

由
論

の
研
究

五
七
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の
結
合
の
存
在
し
う
る
た
め
に
は
、
常
に
或
る
客
観
的
の
規
則
の
存
在
が
前
提
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
此
の
自
然
的
な
、

基
本
的
な
事
實
に
基
い
て
、
國
際
法
は
そ
の
根
本
に
於
て
の
性
格
が
、
自
然
的
な
の
で
あ
る
。
彼
が
自
然
法
の
理
論
を
展
開
す
る
の

は
、
人
間
関
係

の
こ
の
基
本
的
性
格
に
根
擦
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、
決
し
て
単
な
る

個
人
的
の
恣
意
若
く
は
偶
然
の
蛮
意
に
因
る
も

の
で
は
な
い
。

(一π
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
D
e
 
j
u
r
e
 
b
e
l
l
i
 
a
c
 
p
a
c
i
s
,
 
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
,
 
X
X
I
V
.

然
る
に
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
國
際
法

の
最
初
の
匿
系
的
な
著
作
と
も
云
ふ
べ
き
そ
の
著
を

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
と
呼
ん
で
ゐ
る
の

に
は
、
更
に
他
の
深
い
事
由
が
存
在
す
る
。
元
來
こ
の
主
著
の
完
全
な
書
名
は
、
D
e
 
j
u
r
e
 
b
e
l
l
i
 
a
c
 
p
a
c
i
s
 
l
i
b
r
i
 
t
r
e
s
 
i
n
 
q
u
i
b
u
s

J
u
s
 
N
a
t
u
r
a
e
 
&
 
G
e
n
t
i
u
m
,
 
i
t
e
m
 
J
u
r
i
s
 
P
u
b
l
i
c
i
 
p
r
a
e
c
i
p
u
a
 
e
x
p
l
i
c
a
n
t
u
r

「
戦
争
と
手
和
と
の
法
に
つ
い
て
、
三
篇
。
そ
の
中

に
於
て
自
然
法
、
萬
民
法
並
に
公
法
の
主
要
な
る
諸
問
題
を
論
説
す
」
と
云
ふ
非
常
に
長
い
も
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
こ
に
、
自
然
法
、

棘
法
、
國
際
法
の
理
論
を
詳
細

に
亙
つ
て
展
開
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
國
際
法
の
理
論
を
深
く
論
究
す
る
に
當

つ
て
、
彼

の
專
ら
想
を
潜
め
た
主
題
は
、
實

起
戦
争
で
あ
り
、
戦
争

に
關
す
る
法
で
あ
つ
た
。
彼
は
こ
の
點

を
、
そ

の
プ

ロ
レ
ゴ
メ
ー
ナ
の
中

に
於
て
明
か
に
論
じ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
彼
は
戦
争

の
事
買
に
即
し
て
國
際
法
の
存
在
を
認
識
し
、
且
つ
そ

の
國
際
法
の
本
質
を
明

か

に
す
る
こ
と
に
努
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
破
は
、
戦
争

に
關
し
て
叉
戦
争

の
中
に
於
て
有
敷
に
支
配
す
る
法

の
あ
る
こ
と
を
認
め
、

且
つ
そ
れ
に
關
し
て
著
述
す
る
に
つ
い
て
の
多
く
の
且
つ
重
大
な
事
由
の
あ
る
こ
と
を
、
主
著
の
胃
頭
に
於

て
説
い
て
ゐ
る
。
殊
に

彼
が
戦
争
法
に
つ
い
て
こ
の
書
を
著
さ
う
と
し
九
の
は
、
當
時
の
基
督
教
諸
國
家
の
間
に
於
て
戦
争

に
關
す

る
法
が
充
分
よ
く
守
ら



れ
て
居
ら
す
、
凡
そ
野
蟄
人
も
そ
れ
を
恥
と
す
る
様
な
状
態

の
存
在
す
る
こ
と
に
省
み
て
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
著
書

に
依
つ

て
戦
争
に
關
し
て
、
叉
戦
争

に
於

て
運
守
す
べ
き
法
の
倣
と
し
て
存
在
す
る
事
實
を
、
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

(
二
九
)
G
r
o
t
i
u
s
,
 
 
D
e
 
j
u
r
e
 
b
e
l
l
i
 
a
c
 
p
a
c
i
s
'
 
P
r
o
l
e
g
o
m
e
n
a
'
 
X
X
V
1
L
I
.

彼
は
こ
の
戦
争

に
關
し
、
叉
戦
争

に
於
て
も
運
守
せ
ら
る
べ
き
法
の
存
在
を
認
識
し
證
明
す
る
た
め
に
、

「
戦
争
と
平
和
の
法
」

の
大
作
を
志
し
、
そ
れ
に
依
つ
て
自
然
法
と
神
法
、
國
際
法
の
本
質
と
、
そ
の
相
互
の
関
係

を
明
か
に
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ

、る
。
さ
う
し
で
、
こ
、
に
こ
の
主
著

の
最
も
重
要
な
特
質
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
は
、
そ
の
出
版
せ
ら
れ
た
當
時
に
於
て
も
、
そ
の
後
に
於
て
も
、
多
く
の
批
判
の
対
象

と
な
つ
た
。
或

る

人

々
は
こ
れ
を
深
く
且
つ
高
く
評
価

し
て
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
を
國
際
法
の
父
と
し
て
尊
敬
し
て
ゐ
る
。
然
し
同
時
に
、
反
対

の
見
解

を
述
べ
て
ゐ
る
も
の
も
亦
、
當
時
か
ら
存
在
し
な
が
つ
た
繹
で
は
な
か
つ
九
。
殊

に
十
八
世
紀
に
於
て
は
、
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
及
び
ル

ソ
オ
の
如
き
人
々
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
こ
の
主
著
を
さ
う
高
く
は
評
慣
せ
す
、
寧
ろ
過
酷
と
思
は
る
」
批

評
を
さ
へ
敢
て
し
て
ゐ

る
。
ル
ソ
オ
の
如
き
は
、
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
が
そ
の
主
著
を

「
佛
蘭
西
及
び
ナ
ヴ

ァ
ラ
の
最
も
基
督
教
的
な
る
國
王
ル
イ
十
三
世
に
捧

ぐ
」
と
云
ふ
献
本
の
僻
を
書
い
て
ゐ
る
こ
と
に
因
ん
で
手
嚴
し
く
批
評
し
p
彼
は
人
民
か
ら
総
て
の
権
利
を
奪
つ
て
そ
れ
を
國
王
に

與

へ
て
ゐ
る
と
云
ふ
様
な
、
極
め
て
當
ら
な
い
批
評
を
さ

へ
し
て
ゐ
る
位
で
あ
る
。

(
邑
O)
R
o
u
s
s
e
a
u
,
 
D
e
 
c
o
n
t
r
a
t
 
s
o
c
i
a
l
,
 
L
i
v
r
e
 
p
r
e
m
i
e
r
,
 
C
h
a
p
i
t
r
e
 
I
I
.

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス

の
主
著

に
対
す

る
評
価

は

か

く

の
如

く
、

當

時

に
於

て

必
す

し
も

一
致

し

て

は

ゐ
な

か

つ
江

し

、
今

日

に
於

て
も
、

海

洋

自

由

論

の

碑

究

五
九
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第
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號

山ハ
○

そ
の
理
論
、
學
説
の
猫
創
性
を
問
題
ご
す
る
學
者
は
、
我
國
に
於
て
も
、
外
國

に
於
て
も
、
少
く
は
な
い
。
然
し
、
そ
の
猫
創
性
に

つ
い
て
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
私
は
後

に
敦
れ
更
め
て
論
じ
よ
う
と
考

へ
て
ゐ
る
。
兎
に
角
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
こ
の
主
著
を
以
て

國
際
法
が
始
め
て
そ
の
學
問
的
な
、権
威
と
體

系
と
し
て
の
形
式
と
實
質
と
を
備

へ
て
き
た
こ
ご
だ
け
は
、
何

人
も
到
底
疑
ふ
こ
と

の

出
來
な
い
明

か
な
事
実
で
あ
り
、
こ
の
鐵
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

を
國
際
法
の
父
ざ
し
て
尊
重
す
る
こ
と
の
意
義

も
、
存
在
す
る
と
云
つ

て
い
ゝ
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
同
時

に
こ
の
こ
と
は
、
彼
の

「
自
由
海
論
」
の
地
位
ε
意
義
ご
を
明
か
に
す

る
鮎
か
ら
も
、
極
め
て

重
要
な
點

で
あ
る
。
何
ε
な
れ
ば
、
「
自
由
海
論
」、

一
暦
適
切
に
は
そ
の

「
捕
獲
法
論
」
こ
そ
、
國
際
法
の
理
論
が
始
め
て
體
系
的

の
価
値
を
有

つ
に
至
つ
た
主
著

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
先
駆
者
と
し
て

の
實
質
を
備

へ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
。

(
つ
ゞ
く
)


