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論

説

海

洋

自

由

論

の

研

究

口

ー

フ

ー
ゴ

ー

・
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の

「
自

由
海
論
」
に

っ

い
て

ー

大

澤

章

⇔

自

由

海

論

の

成

立

諸
國
家
閤
の
交
通

に
於
て
海
洋
が
如
何
な
る
地
位
を
占
め
て
き
た
か
は
、
國
際
法
の
焚
達
の
上
か
ら
見
れ
ば
極
め
て
興
味
の
深

い

問
題
で
あ
る
。
そ
の
研
究

は
國
際
法
史

の
最
も
重
要
.な
主
題
の

一
つ
に
属
す
る
。
今
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
る
こ
と
は
控

へ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
の
海
洋
の
自
由
に
關
す
る
理
論
を
紹
介
し
そ
の
國
際
法
の
上
に
占
む
惹
地
位
を
明
か
に
す
る
た

め
に
は
、
勢
こ
の
問
題
に
も
燭
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
海
洋
の
自
由
に
つ
い
て
論
じ
た
學
者
は
決
し
て
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
に
始
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
却

つ
て
そ
の
先
駆
者
と
も
認
む
べ
き
學
者
が
多
く
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(三
)

海
洋
の
自
由
が
何
を
意
味
す
る
か
と
云
ふ
こ
と
も
時
代
に
依
つ
て
異
つ
て
解
釈
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
私
は
今
そ
の
概
念
の
愛
遷
を
歴
史
的
事
實

海

洋

自

由

論

の

研

究

一



法

政
研
究

第
十
ご
巷

第
二
號

二

に
基
い
て
詳
蓮
す
る
意
向
は
な
い
。
た
y
そ
れ
が
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自
由
海
論
の
成
立
を
促
す
に
至
つ
た
こ
と
製
関
係
が
あ
る
と
思
は
れ
る
限

り
に
於
て
そ
の
問
題
に
言
及
し
よ
う
と
思
ふ
。

ロ
ー

マ
に
於
て
は
海
洋
は
、
総
て
の
國
家
國
民
の
共
同
の
便
釜
に
供
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
は
專
ら
自
然

法
の
思
想
に
基

い
て
ゐ
た
と
云
へ
る
。
從

つ
て
海
洋
に
対
し

て

一
種
の
高
樺
的
な
支
配
叉
は

一
種
の
所
有
権
的
の
観
念
が
認
め
ら
れ

る
様
に
な

つ
た
の
は
、

ロ
ー
マ
皇
帝
の
権
力
が
少
く
と
も
地
中
海
に
關
し
て
統

一
的
な
支
配
を
保
障

し
う
る
も
の
と
認

め
ら
る
ゝ

に

至
つ
て
か
ら
後

の
こ
と
に
属
す
る
。
中
世
に
至

つ
て
諸
國
家
間
の
交
通
、
殊

に
そ
の
海
上
交
通
が
頻
繁

と
な
り
海
洋
の
藏
す
る
富
が

國
家
の
生
存
と
嚢
達
と
に
取

つ
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
が

一
般
に
明
か
に
認
め
ら
る
ゝ

に
至

つ
て
か
ら
後

の
こ
と
で
あ
る
。

(三
二
)
F
.
 
 
P
e
r
e
l
s
,
 
D
a
s
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
o
f
f
e
n
t
l
i
c
h
e
 
S
e
e
r
e
c
h
t
 
d
e
r
 
G
e
g
e
n
w
a
r
t
,
 
1
9
0
3
,
 
S
.
 
1
1
.

(
三
三
)
F
.
 
P
e
r
e
l
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
1
1
.
 
E
r
n
e
s
t
 
N
y
s
,
 
L
e
s
 
o
r
i
g
i
n
e
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
1
,
1
8
9
4
,
 
p
.
 
3
7
9
,

海
洋
の
有
す
る
こ
の
数
用
の
認
識
は
、
政
治
的
に
も
経
済
的

に
も
大
き
な
結
果
を
生
ん
だ
。
そ
れ
は
同
時
に
國
際
法
的
に
も
影
響

を
及
ぼ
し
、
海
洋
殊

に
特
定
の
海
洋
を
独
占
的
に
支
配
し
よ
う
と
す
る
要
求
に
法
律
的
根
擦
を
與

へ
よ
う
と
す
る
努
力
が
著
し
く
現

れ
て
き
た
。
他
に
も
例
は
あ
る
が
、
最
も
著
し
い
舞
台
は
地
申
海
で
あ
つ
た
導
地
中
海

に
接
す
る
多
く

の
國
家
は
自
己
が
直
接
に
利

害
関
係

を
多
く
有

つ
て
ゐ
る
海
洋
の
部
分
に
対
し

て
独
占
的
、
排
他
的
な
支
配
棲
を
主
張
し
、
且
つ
そ
の
主
張
を
賀
際
に
於
て
も
貫

徹
す
る
こ
と
に
努

め
た
。
土
耳
古
は
自
國
の
領
土
に
接
す
る
海
洋
、
殊
に
黒
海
に
対
す
る
主
棲
を
主
張

し
た
。
ヂ

ェ
ノ
ヴ
は
リ
グ
リ

ァ
海
に
対
し
、
ズ
ネ
チ
ァ
は
ア
ド
リ
ア
テ
ィ
コ
海
に
対
し

て
各
そ
の
主
樺
を
主
張
し
且
つ
そ
れ
を
實
際

に
行
使
し
江
。
こ
れ
ら
の
主



張

は

學

者

に

依

つ
て

理
論

的

に
支

持

せ
ら

れ

た
。

例

へ
ば

十

四

世
紀

に
は
註

繹

學
派

の
或

る

學
者

た

ち

は
、

ヱ
ネ

チ

ア

の
斯

か

る
櫻

利

を
暗

獣

に
承

認

し
て

ゐ

る

。

十

五

世
紀

に
於

て

は

バ

ル

テ

ル

ミ
イ

・
カ

エ
ポ

ラ
B
a
r
t
h
t
1
e
m
y
 
C
a
e
p
o
l
l
a

は

ヱ
ネ

チ

ア
人

の
海

洋

に

つ
い

て

の
使

用
徴
収
権

に

つ
い

て
論

じ
、

彼

等

が

ご
ネ

チ

ァ

國

に
於

け

る

と

同

じ
様

に
海

洋

に
於

て
も

亦

管

轄

樺

を
有

つ
て

ゐ

る

こ

と
を

主

張

し

て

ゐ
る

。

更

に

一
四

四

二
年

に
は

、

ラ

フ
ァ
エ
ル

・
フ
ユ
ル

ゴ

ー

ズ
R
a
p
h
a
e
l
 
F
u
l
g
o
s
e

及

び

ラ

フ
ァ
エ
ル

・
ド

・

・ク

リ

ス
R
a
p
h
a
e
l
 
d
e
 
C
u
r
r
i
s

は
、

同

じ

く

ゴ
ネ

チ

ァ

の
海

洋

支

配

の
問

題

に

つ

い
て
論

じ

て

ゐ

る

。

(
三
四
)

地
中
海

の
外

に
も
那
威
、
丁
抹

の
諸
國

は
北
海
、
氷
洲
、

叉
は
グ
リ
ー

ン
ラ

ン
ド
の
周
園

の
海
洋
等
に
対
し

て
、
各
排
他
的

の
支
配
権
を
主

張
し
て
き
た
事
實
が
あ
る
。

(
一量
)

ヱ
ネ
チ
ア
と

ア
ド
リ
ア
テ
,

コ
海
と

の
問

の
関
係

は
、
羅
馬
教

皇
ア
レ
キ

サ
ン
ド
ル
六
世
と
バ
ル
バ

ロ
ッ
サ
と

の
間

の
畢
ひ

に
關
聯
し

て
ゐ

る
。
當
時
既

に
強
大
な
海
國
で
あ

つ
た
ヱ
ネ
チ
ア
は
教

皇
を
援
け
て
バ
ル
バ

ロ
ッ

サ
の
海
軍
を
撃
破
し
た
こ
と

の
報
償
と
し
て
、
…教
皇
か
ら
ア

ド
リ
ア
テ
ィ

コ
の
海

に
対
す

る
支
配
を
容
認

せ
ら
れ
た
。

さ
う
し

て
、
そ

の
主
権
を
象
徴
す
る
も

の
と
し

て
指

環
を
與

へ
ら
れ
た
。

ヱ
ネ
チ
ァ

の
支
配
者
で
あ
つ
た
時

の
ド
オ
ヂ
は
そ
れ
を
ア
ド
リ
ア
テ
ィ

コ
の
海

に
投

げ
入
れ
た
。
か
く
し
て
こ
の
海

の
強
國
と

ア
ド
リ
ア
テ
ィ

コ
海
と

の

間

の
婚
姻
が
成
立
し
、
そ
こ
に
主
権
関
係

が
成
立
す
る

に
至
つ
た
と
傳

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

(
三
六
)
E
r
n
e
s
t
 
N
y
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
8
0
,

(
三
七
)
E
r
n
e
s
t
 
N
y
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
8
0
,

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
に
先
立

つ
多
く
の
學
者
が
既
に
海
洋
の
自
由
に
つ
い
て
其
の
法
律
的
根
擦
を
示
し
て
論

及
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
當

時
尚
ほ

國
際
法
の

一
般
理
論
が
充
分
深
く
蛮
達
し
て
ゐ
な
か
つ
た
事
態
を
考

へ
る
と
特
徴

の
あ
る
黙
で
あ

る
。
殊
に
十
四
世
紀
に
於

皿海
洋

自
由
払調
の
研
究

囎二



法

政

研

究

第
十

一
巷

第
二
號

四

て

さ

へ
自

然

法

と
國

際

法

と

に
根

擦

し

て
海

洋

の
自

由

を
主

張

し

た
學

者

の
存

在

し
た

こ

と
は
、

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
に
先

立

つ
三

世
紀

以
前

に
於

て
海

洋

自

由

論

の
繭

芽

が
認

め
ら

れ

る

こ

と
で

あ

り

、

興

味
深

い
こ

と

玉
云

は

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

(三
八
)

ニ
イ

ス
に
從

へ
ば

ア
ン
ヂ
ュ
・
ド

・
ウ
バ

ル
デ
ィ
ス
A
n
g
e
 
d
e
 
U
b
a
l
d
i
s

は
十
四
世
紀
に
於

て
、
海
と
そ

の
沿
岸
と
は
自
然
法
と
萬
民
法

と

に
從

つ
て
水

や
空
氣
と
同
じ
様
に
共
同

の
も

の
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。

た

穿
長

い
間

の
占
擦

の
結
果
と
し

て
準
占
有

の
容
髄
と
な
る

に
す

ぎ
な

い
も

の
と

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
N
y
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
8
1
.
A
n
g
e
 
d
e
 
U
b
a
l
d
i
s
 
 
賓
n
s
i
l
i
a
,
 
 
c
n
o
n
s
i
l
i
u
m
 
2
8
0
.

十

六

世

紀

に
於

て

は

ニ
コ
ラ

ス

・
エ
ヴ

ヱ
ラ

ル
デ

ィ
N
i
c
o
l
a
s
 
E
v
e
r
a
l
d
i

は

総

て

の
海

洋

と

河

川

と

の
自

由

を
主

張

し
、

通

航

税

及

び

入
港

税

の
徴
収

の
如

き
は

九

穿
極

め
て

稀

れ

な
場

合

に
於

て

の

み
適

法

で
あ

る

と
論

じ

て

ゐ
る

。

叉

フ
ラ

ン

シ

ス

コ
會

の
修

道

士

フ
ラ

ン
ソ
ア

・
ア

ル

フ

寸

ン

ス

・
ド

・
カ

ス
ト

ロ
は

ヂ

ヱ
ノ
ヴ

と

ご

ネ

チ

ア

の
海

洋

領

有

の

主
張

に
反
対
し

て
海

洋

の
自

由

を
主

張

し
、
領

有

論

が
實

誰

法

の

み

で
な

く

自

然

の
法

及

び
不
変

な

る
原

始

の
萬

民
法

に

も

反
す

る

こ

と

を
述

べ

て

ゐ

る
。

(
三
九
)
N
y
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
8
2
,

同
時
代
に
於
て
フ
ヱ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ヴ
ァ
ス
ケ
ス
・
メ
ン
シ
ャ
カ
F
e
r
d
i
n
a
n
d
 
V
a
s
q
u
e
z
 
M
e
n
c
h
a
c
a
,

も
亦
、
海
洋
と
潮
流
と
が

何
者
か
の
所
有
と
な
り
得
る
と
云
ふ
こ
と
は
自
然
法
及
び
不
変
的
な
原
始
萬
民
法
に
反
す
る
所
で
あ
る
と
爲
し
て
ゐ
る
。
彼
に
從

へ

ば

「
海
洋
及
び
総
て
の
不
動
産
は
原
始
的
に
は
共
同
で
あ

つ
た
。
さ
う
し
て
こ
の
こ
と
が
土
地
に
關
し
て
は
変
更

し
た
と
し
て
も
、

海
洋
に
關
し
て
は
変
更
は
し
て
ゐ
な
い
」
の
で
あ
る
。

(四
〇
)
N
y
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
8
2
,



然

し
グ

ロ
テ

ぞ
ウ

ス
の
海

洋

の
自

由

の

理
論

に

つ

い
て
最

も
大

き

な
影

響

を
及

ぼ

し

た
學

者

は
、

西

班

牙

の
棘

學

者

で
同

時

に
法

學

者

で
あ

つ
た

フ

ラ

ン
シ

ス

コ

・
デ

・
ギ

ト

リ

ア
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
d
e
 
V
i
t
o
r
i
a

で
あ

る
。

こ

の
瓢

か
ら

だ

け

で
も
、

軍

ト

リ
ア

を
國

際

法

の
父

と
稻

す

る

こ

と
は

理

由

の
な

い

こ

と

で
は

な

い
。
殊

に
後

述

す

る

様

に

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
自

由

海

論

に
於

て
展

開

せ
ら

れ

て

ゐ

る
海

洋

の
自

由

の
根

擦

は
、

通

商

叉

は
交

逓

の
自

由

で
あ

り
、

こ

の
交

通

の
自

由

を

自

然

法

に
基

く
基

本
権

と
し

て
認

め
た

の

は

ギ

ト

リ

ア

で

あ

る

こ

と

を

思

ふ
時

、

そ

の
國

際

法

の
護

達

の
上

に
占

む

る

大

き

な

意
義

は
自

ら

明

か

と

な

る

。

(
四
一
)

ギ
ト
リ
ア
に
つ
い
て
は
私
は
更
に
他

の
機
會

に
論
じ
た

い
と
思

つ
て
ゐ
る
。
彼
が
海

洋
の
自
由

の
理
論
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
墓
本
権
と
し

て
の
交
通
権

の
存
在

を
主
張
し
て
ゐ
る

の
は
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
自
由
海
論

の
構
成
に
対
し

て
重
要
な
関
係

を
有

つ
て
ゐ
る
。
ギ
ト
リ
ア
の
學

説

に
つ
い
て
は
C
a
m
i
l
o
 
B
a
r
c
i
a
 
T
r
e
l
l
e
s
,
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
d
e
 
V
i
t
o
r
i
a
 
e
t
 
 
1
'
E
c
o
l
e
 
m
o
d
e
r
n
e
 
d
u
 
D
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
(
R
e
c
u
e
i
l

d
e
s
 
C
o
u
r
s
,
 
1
9
2
7
-
1
.
 
p
.
 
1
1
3
-
3
3
7
.
)
 
J
o
s
e
p
h
 
B
a
r
t
h
e
l
e
m
y
,
 
L
e
s
 
f
o
n
d
a
t
e
u
r
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
1
9
0
4
,
 
P
.
 
1
-
3
6
.

ギ
ト
リ
ア
は
海
洋
の
自
由
の
原
則
の
認
め
ら
る
ゝ

根
擦
と
し
て
交
通
の
自
由
に
つ
い
て
の
基
本
樺
を
認

め
た
0
で
あ
り
、
こ
の
點

に
於
て
自
然
法
の
安
當
を
主
張
し
て
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
國
際
法
理
論

の
先
駆
を
な
し
て
ゐ
る
。
自
然
法
の
存
在
は
海
洋
は
人
類
に
共

通
の
領
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
ギ
ト
リ
ァ
は
こ
の
自
然
法
を
基
礎
と
し
て
、
海
洋
自
由
の
原
則

を
證
明

し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
海
洋
、
水
流
、
港
灘
は
ギ
ト
リ
ア
の
學
説
に
於
て
は
人
類
に
共
通
の
利
益

を
提
供
す
る
物
と
し
て
自
然
法
に
依
つ
て
そ
の

利
用
が
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
る
に
萬
民
法
に
從

へ
ば
、
航
行
の
権
利
は
そ
の
総
て
の
結
果

と
共
に
承
認
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
從

つ
て
船
舶
は
そ
の
國
籍
の
如
何
を
問
ふ
こ
と
な
し
に
港
溝
を
利
用
し
如
何
な
る
土
地
の
部
分
に
も
接
到
し
得
る
も
の
と
認

海
洋

自
由
論
…
の
研
究

五
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め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
假
り
に
海
洋
は
自
由
で
あ
る
と
宣
言
し
た
所
で
、
若
し
も
か
ゝ
る

海
洋
自
由
の
総
て
の
敷

果
を
認
め
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
謂

ふ
所
の
海
洋
の
自
由
は
殆
ん
ざ
何
等
の
価
値

も
な
い
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
か
曳
る
穣
利
の
存
在
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
者
は
自
然
法
と
萬
民
法
と
の
諸
原
則
に
反
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
從
つ
て
國
際

團
體

の
外
部
に
立
ち
、
且
つ
こ
れ
と
反
対

の
地
位
に
立

つ
も
の
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
ト
宰
リ
ア
は
人
類

に
共
同
の
遺
産
の
存
在
す

る
こ
と
、
か

瓦
る
共
同
財
は
そ
の
本
質
上
、
個
別
的
の
領
有

の
客
膿
と
は
な
b
得
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
、
原
則
と
そ
の
共
同
財

の

分
類
と
を
設
定
し
、
.海
洋
を
そ
の

一
つ
と
し
て
基
げ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
海
洋
が
自
由
で
あ
る
こ
と
の
當

然
の
結
果
と
し
て
、
航
行

(
四
三
)

の
自

由

が
認

め
ら
る
ゝ

に
至

る

の
で

あ

る

と

ト

レ

ル

ス
は
論

じ

て

ゐ

る
。

(
四
二
)

ギ
ト
リ
ァ
は
交
通
権

は
自
然
法
に
基
く
権
利
で
あ
り
、

且
つ
國
際
法

の
主
要
な
要
素
で
あ
る
と
考

へ
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
彼

の
交
麺
自
由

の

理
論
は
、

こ
の
権
利
に
基

い
て
作
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
C
a
m
i
l
o
 
B
a
r
c
i
a
 
T
r
e
l
l
e
s
,
 
F
r
a
n
c
i
s
c
o
 
d
e
 
V
i
t
o
r
i
a
 
e
t
 
 
1
'
E
c
o
l
e
 
m
o
d
e
r
n
e

d
u
 
D
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
(
R
e
c
u
e
i
l
 
d
e
s
 
C
o
u
r
s
,
 
1
9
2
7
悠
,
 
p
.
 
2
8
0
.
)
尚
ほ

ギ

ト
リ
ア
の
海
洋
自
由

の
原
則

に
關
す
る
理
論
は
、

國
際

法
の
基

本
権

の
理
論
と
し
て
も
極

め
て
重
要
な
意
義
を
有

つ
て
ゐ
る
。
彼

は
交
通
権
を
自
然
法
と
神

の
法
と

に
根
様

す
る
も

の
と
考

へ
て

そ
の
印
度
人
と

の
交
麺

の
問
題
を
も
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
ギ

ト
リ
ア
の
學
説
に
於

て
は
交
通
権

は
そ

の
當
然

の
論
理
的
昂
結
と
し

て
海

洋

の
自
由
を
認
め
な
け
わ
ば
な
ら
な

い
。
勿
論
後
述
す

る
様
に
、
海
洋

の
自
由
を
認
め
る
と
云

ふ
の
で
は
不
充
分

で
あ
り
、
何
が
そ

の
内
容
で
あ

る
か
を
明
か
に
す
る

こ
と
が

一
暦
重
要
な
意
味
を
有

つ
問
題
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
訟
、
ト
リ

ア
が
既

に
十
六
世
紀
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
に
先
立

つ
こ

と
約
百
年

の
昔
に
於

て
、
早
く
も
海
洋
自
由
の
原
則

の
理
諭
的
構
成

に
志
し
て
ゐ
た
事
實
は
、
特
筆
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
黙

で
あ
る
。

(四
三
)

ギ

ト
リ

ア
に
從

へ
ば
、
海
洋

の
自
由
は
自
然
法
と
萬
民
法
と

に
基

い
て
認

め
ら
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
彼
が
交
通
権

の
本
質
κ



つ
い
て
實
に
深
い
洞
察
を
有
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
後
の
自
由
海
論
の
獲
淫
に
対
し
て
重
要
な
意
義
の
あ
る
貼
で
あ
り
、
我
々
は
國
際
法
學
の
蛮

達
の
上
に
占
む
る
此
の
西
班
牙
の
法
學
者
の
貢
献
を
無
硯
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
C
a
m
i
l
o
 
B
a
r
c
i
a
 
 
T
r
e
l
'
.
e
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
9
8
-
2
0
5
.

然
し
海
洋
領
有

に
つ
い
て
最
も
著
し
い
實
際
上
の
例
を
示
す
も
の
は
、
西
班
牙
、
葡
萄
牙
二
國
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
暦

一

四
九
三
年
に
敏
皇
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
六
世
が
出
し
忙
二
個
の
勅
令
に
基

い
て
ゐ
る
。
か
ゝ
る

領
有
の
主
張
は
同
時
に
コ
ロ
ン
ブ
ス
に

よ
る
米
大
陸
護
見
の
事
買
と
も
關
…聯

し
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
勅
令
は
、

一
方
に
於
て
は
カ
ス
テ
ィ
リ
ア
及

び
ア
ラ
ゴ

ニ
ア
の
合
同
王

國

(
即
ち
當
時
の
西
班
牙
)
に
対
し

て
は

コ
ロ
ン
ブ
ス
が
磯
見
し
た
総
て
の
陸
地
と
島
嗅
及
び
ア
ソ
オ
ー
レ
ス
群
島
蛇
に
カ
ボ

・
ギ

ヱ
ル
デ
C
a
b
o
 
V
i
e
r
d
e

。

諸
島
の
西
百
海
里
に
於
て
爾
極
に
向
つ
て
引
い
た
線
の
西
方
に
於
て
磯
見
せ
ら

れ
た
。
且
つ
將
來
焚
見
せ

ら
る
べ
き
陸
地
及
び
島
喚
に
対
す

る
権
利
を
附
與
し
、
他
の
一
方
に
於
て
は
、
此
の
線
の
東
方
に
於
け
る
総
て
の
海
洋
の
支
配
樺
を

ル
シ
タ

ニ
ア

(
葡
萄
牙
)
の
宮
廷
に
対
し

て
與

へ
た
。
有
名
な
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
六
世
の
境
界
線
と
稻

せ
ら
る
」
も
の
が
之
で
あ
る
。

こ
の
境
界
線
は
翌

一
四
九
四
年
九
月
五
日
の
西
班
牙
の
フ

ヱ
ル
デ

ィ
ナ
ン
ド
王
及
び
イ
サ
ベ
ラ
女
王
と
葡
萄
牙
の
ホ
ア
ン
二
世
と
の

間
に
締
結
せ
ら
れ
た
ト
ル
デ
シ
ラ
ス
T
o
r
d
e
s
i
l
l
a
s

條
約
に
依
つ
て
規
定
せ
ら
れ
確
認
せ
ら
れ
た
。
か
く
し
て
右

の
勅
令
及
び
條
約

を
根
擦
と
し
て
、
西
班
牙
は
西
部
太
西
洋
、
墨
西
寄
溝
、
太
平
洋
を
領
有
し
う
る
も
の
と
主
張
し
、
葡
萄

牙
は
之
に
対
し

て
東
部
太

西
洋
及
び
印
度
洋
を
領
有
し
う
る
も
の
と
主
張
し
て
、
こ
ゝ
に

海
洋
支
配
の
二
大
主
張
が
世
界
交
通
の
上

に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
す

に
至
つ
九
の
で
あ
る
。

(四四)
P
e
r
e
:
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
S
.
 
1
2
宥
i
l
b
e
r
t
 
G
i
d
e
l
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
3
2
-
1
3
3
.

教
皇
は
軍
に
雨
國
に
対
し
て
の
海
洋
の
分
割
を
認
め
た
の
み
で

海
洋

自
由
論

の
研
劣

七
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八

は
な
く
、

こ
れ
ら

の
海
洋
を
領
有
す
る
主
権
者

の
正
當
な
る
許

可
な
し

に
は
上
蓮

の
海
洋
、
陸
地
、
島
喚
等

へ
通
商

の
た
め
に
接
到
す
る
こ
と

を
も
禁
止
し
た
。
そ

の
勅
令

の
中
に
は
次

の
如
く
記
さ
れ
て
ゐ
る
:
(
P
r
o
h
i
b
e
t
 
a
l
i
i
s
 
a
c
c
e
s
s
u
m
 
a
d
 
i
l
l
a
s
 
p
r
o
 
m
e
r
c
i
b
u
s
 
h
a
b
e
n
d
i
s

a
b
s
 
q
u
e
 
R
e
g
i
s
 
l
i
c
e
n
t
i
a

)
即

ち
こ
の
國

王
の
特
許
な
き
限
り
海
洋

の
自
由
は
認

め
ら
れ
な

い
こ
と

エ
な
つ
た

の
で
あ
る
。

か

く

の

如

き
交

通

樺

の
本

質

に
矛

盾

す

る
主

張

が
、
海

洋

に
関
係

の

あ

る
他

の
諸

國

家

の
反
対

を

惹

き

起

さ
す

に
ゐ

る
筈

は

な

か

っ

た
。

廣

大

な

る
海

洋

の
領

有

の
主

張

が

事
物

自

然

の
道

理

に

反

し

て

ゐ

る

と
共

に
、

諸

國

家

の
國

際

交

通

に
關

し
て
有

す

る

正
當

且

つ
共

通

の
利
益

と

も
相

容

れ

な

い
か
ら

で
あ

る
。

こ

の
関
係

に
基

い
て
海

洋

の
自

由

の
原

則

を
確

立
す

る

た

め

の
努

力

は
、

理

論

、

實

際

の

双

方

の
側

か

ら

な

さ

れ

た
。

諸

國

家

に
於

て
多

く

の
學

者

及

び

實
際

家

が

こ

の
問

題

を

取

り

上
げ

て
論

争

し

た
。

海

洋

に
重

大

な
利

害
関
係

を
有

す

る
諸

國

家

は
政

治

的
、

軍

事

的

に
こ

の

問

題

に

つ

い
て
孚

つ
た
。

然

し

理
論

的

方

面

か
ら

す

る
努

力

の
中

に

於

て
後

に

至

る
ま

で

影
響

す

る
所

が
多

く
最

も

重

要

な

意

義

を
有

す

る

も

の
は
、

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の

「
自

由
海

論

」
及

び

そ

れ

を
続

つ
て

の
論

孚

で

あ

る

。

我

々
は
從

つ
て
彼

の
海

洋

自

由
論

の
成

立

に

つ

い
て
考

察

し

な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。

(
窒
)

伺
ほ
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
以
後

に
於
て
海
洋

の
自
由

の
原

則
が
確
立
す
る
に
至
る
に
つ
い
て
の
努
力
、
そ
の
歴
史
、
浩
革

に
つ
い
て
考
察
す

る
必

要
が
あ
る
。
海
洋

の
自
由
に
關
す
る
研
究
は
當
然

に
そ
れ
を
も
主
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ
れ
は
他

の
機
會

に
譲

り
、

こ
」
で
は
主

と
し

て
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の

「
良
由
海
論
」
を
中
心
と
し

て
そ
の
意
義
を
明
か
に
す
る

の
に
と

ゴ
め
て
お
き
た

い
と
思

ふ
。

自

由
海

論

の
有

つ
現
實

的

の
意

義

に

つ

い
て

は
後

に
更

め

て
論

す

る

所

に
譲

る

が
、

そ

の
出
版

後

三

百

三
十

絵

年

を
経

過

し

た

こ

の

小
著

の
運

命

に

つ

い
て
考

へ
る

こ

と

は
富

に
感

慨

の
深

い
も

の
が

あ

る

。

勿

論
こ
ゝ
に

小

著

と
云

つ
た

の

は

軍

に

そ

の
分

量

、

形



六
の
上
か
ら
見
た
こ
と
で
、
自
由
海
論
の
有

つ
内
容
上
の
慣
値
か
ら
論
す
れ
ば
、
こ
の
沙
た
る
小
冊
子
は
数
巻
の
大
冊
に
も
優
る
大

著
で
あ
る
と
評
し
て
も
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
三
世
紀
以
上
に
亙

つ
て
國
際
法
に
於
け
る
海
洋
の
理
論
、
殊
に
海
洋
自
由
の

原
則

の
確
立
の
上
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
き
た
。
我
々
は
そ
の
形
式
的
に
は
小
さ
な
著
書
の
有

つ
大
き
な
深

い
意
義
を
反
省
す
る
こ

、

と

に
依

つ
て

、
學

問

に
た
つ

さ

は

る
者

の
衿

持

を
學

ぶ

こ

と

が

で
き

る

様

に
思

ふ
。

(
四
六
)

そ

れ
は
献
本

の
章

の
外

に
は
十
三
章
か
ら
成

つ
て
居
り
、
分
量
と
し
て
は
僅
か
に
六
十
六
頁

に
す
ぎ

な

い
。

而
も
そ
の
各
章
は

み
な
極

め
て

短
か
く
、
中

に
は
僅
か
に

一
頁
に
足
ら
な

い
も
の
さ

へ
あ
る
。
例

へ
ば
第
九
章

の
如
き
が
こ
れ
で
あ
る
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
自

由

海
論

が
始

め

て
世

に
公

に
せ

ら

れ

た

の

は
、

一
六

〇

九

年

で
あ

る
。
最

初

は

匿
名

で

出
版

せ
ら

れ

た

の

で
、

九

州

帝

國

大

學

の
國

際

法

研

究

室

に
藏

せ
ら

れ

て

ゐ

る
そ

の
初

版

に
も

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
名

は

現

れ

て

ゐ

な

い
。

そ

の
正
確

の
書

名

は

「
海

洋

の
自

由

」

と

云

ふ
よ

り

は

寧

ろ

「
自

由

海

」
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m

で
あ

り

、

傍

題

と

し

て

「
印
度

貿

易

に
關

し

て

和
蘭

に
麟

属

す

る
権
利

に

つ

い
て

の
論

文

」

と

な

つ
て

ゐ

る
。
即
ち
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
 
s
i
v
e
 
d
e
 
j
u
r
e
 
q
u
o
d
 
B
a
t
a
v
i
s
 
c
o
m
p
e
t
i
t
 
a
d
 
 
I
n
d
i

c
a
n
a
 
C
o
m
m
e
r
c
i
a
 
D
i
s
s
e
r
t
a
t
i
o

が

そ

の
書

名

で

あ

り
登

行

書

難

に

つ

い
て

は
L
u
g
d
u
n
i
 
B
a
t
a
v
o
r
u
m
.
 
E
x
o
f
f
i
c
i
n
a
 
L
u
d
o
v
i
c
i

E
l
z
e
v
i
r
i
j
,
 
A
n
n
o
 
1
6
0
9

の

句

が
記

さ

て

ゐ

る
。

勿

論

或

る
著

者

の
記

す

所

に
所

に
從

へ
ば

「
自

由

海

論

」

は
そ

の
第

二
版

に
至

つ

て
初

め

て
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
名

が

そ

の
書

名

の
頁

に

現

れ

て

ゐ

る

と

云

ふ

こ

と

で
あ
権

(四
七
)

「
自
由
海

論
」

の
第
二
版
が
出
た

の
は

一
説

に
よ
れ
ば

一
六

一
八
年
で
、
偶
然

に
も
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
が
宗
教

上
の
問
題
に
關
聯
し
て
逮
捕

せ

海

洋

自

由

論

の
研
究

九



法

政

研

究

第
十

一
巻

第
二
號

】
O

ら
れ
た
年

に
當

つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
。

如
何
な

る
事
由
で
そ
れ
が
初
版

の
場
合

に
匿
名
で
現
れ
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
確

實
な
資
料
が
な

い
。

こ

の
貼
に
つ
い
て
は
尚
ほ

後
述
す
る
。
G
i
l
b
e
r
t
 
G
i
d
e
l
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
4
3
.

「
自

由

海

論

」

の
書

名

そ

の
も

の

が
、

其

の
内

容

の
如

何

な

る

も

の

で

あ

る

か

を

示
唆

し

て

ゐ

る
。

そ

れ

は

一
方

か
ら

見

れ

ば

一

般

的

、

理

論

的

に
海

洋

の
自

由

で
あ

る

こ

と
を
論

詮

し
よ

う

と

す

る

法
律

的

の
著

作

で

あ

る

。
然

し
同

時

に
、

そ

れ

は
當

時

彼

の
組

國

和
蘭

が

直

而

し
て

ゐ

江
最

も

重

要

且

つ
困
難

な
國

際

政

治

の
實

際

問

題

に
燭

れ

た
政

治

的

の
要
請

に
支

配

せ

ら

る

曳
所

の
多

い
論

策

で
あ
つ
た

と
も

云
(柚
縫

。

然

し
グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス

の
此

の
著

書

が

今

日

に

至

る
ま

で
尚

ほ
國

際

法

の

上

に
無
視

す

る

こ

と

の
出

來

な

い
意

義

を
有

つ
て

ゐ

る

の

は
、

主

と
し

て

其

の

法
律

的
、

理
論

的
価
値

に
於

て

f
あ

り
、

其

の

政
治

的

要

請

と

し

て
'の
意

義

で

は

な

い
。

海

洋

の
地

位

に

つ
い

て
國

際

法

上

の
統

一
し

九

理
論

を
構

成

し

て
世

に
間

ふ

た

こ

と

は
、

そ

の
有

つ
國
際

政

治

的
意

義

の
重

大

な

こ

と

に
比

し

て
劣

ら

な

い
重

要

な
黙

で
あ

る
。

何

と
な

れ

ば
、

此

の
小

さ

な

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
著

書

を
通

し

て
始

め

て
國

際

法

に

於

け

る
海

洋

の
理

論

は

そ

の
完

成

の
途

に

つ

い
た

も

の

と

云

ひ

う

る

か

ら

で
あ

る
。

(
四
八
)

.自
由
海
論
が
當
時

の
最

も
重
要
な
現
實

的
問
題

に
關
聯
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
葡
萄
牙
、
西
班
牙
、
和
蘭
、
英
吉
利
等

の
海
國

の
利
害
関
係

、

殊

に
東
印
度

に
対
す

る
関
係

を
考
慮
す
る
場
合

に
明
瞭
と
な
る
。
彼

の
取
扱

つ
た
問
題

の
性
質

そ
の
も
の
が
政

治
的
、
法
律

的
に
重
要
な
意
義

を
有

つ
て
ゐ
る
と
共
に
、
當
時

の
主
要
な
海
洋
國

の
対
立
、
競
璽

の
實
際
を
考

へ
る
と
、

「
自
由
海

論
」
が
軍
に
特
定
國

の
政
治
的

の
必
要

の

み
を
事
由
に
し

て
書
か
れ
た
も

の
で
な

い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
殊

に
こ
の
書
物
が
始

か
ら
独
立

し
た
も

の
と
し

て
著
さ
わ
た

の
で
は
な

く
、

「
捕
獲
法
論
」

の

一
部
即
ち

そ

の
第
十
二
章
と
な
る
べ
き
も

の
で
あ

つ
た

こ
と
を
考

へ
る
と
、
そ

の
貼
は

一
暦
明
か
と
な
る
様

に
思
は
れ

る
。

「
捕
獲
法
論
」
は
そ
の
最
初

の
十
章
は
主
と
し
て
捕
獲
権

に
つ
い
て
の

一
般

理
論
を
取
扱

つ
て
居
り
、
決
し
て
蒔
事
問
題
に
刺
戟

せ
ら
わ



て
急
遽
と
し
て
著
さ
れ
た
性
質

の
書
物

で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

(
四
九
)

從
來

こ
の
問
題

に
つ
い
て
論
じ
た
學
者
は
相
當

に
多
く
あ

つ
た
が
、
私
は
今

こ
エ
で

こ
れ
に
つ
い
て
詳
説
す
る
暇
は
な

い
。
殊

に
グ

ロ
テ
ィ

ウ

ス
以
前

の
諸
學
者

の
説
に
つ
い
て
研
究
す

る
こ
と
は
彼

の
學
説

の
意
義
を
明
か
に
す
る
上
か
ら
必
要

で
あ
る
が
、
小
文
で
は
そ
れ

に
論
及
す

る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
既

に
國
際
法
學
者

ニ
イ

ス
は

こ
れ
ら

の
貼

に
つ
い
て
そ

の
名
著

「
國
際
法

の
起
原
」

の
中

の

一
章

「
海
洋

の
自

由
」

の
中

で
論
じ
て
ゐ
る
か
ら
参

照
せ
ら
る

エ
こ
と
塗
望
む
。

上
述

し

た
所

に
ょ

つ
て

も
明

か

で
あ

る
様

に
、

「
自

由

海
論

」

は

元

來
独
立

し

た

一
つ
の
書

物

を
書

く

と

云

ふ
意

圖

の

下

に
著

蓮

さ

れ

た

も

の

で

は

な

か

つ
た
。

そ

れ

は

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
最

初

の
大

き

な
法

律

學

的

の
著

作

と

も
見

る

べ

き

「
捕

獲

法

論

」

の
中

の

一
章

を

な
す

筈

で
あ
つ
た

の
が
、

偶

よ
そ

れ

と
引

き

離

し

て
独
立

の
小
冊

子

の
形

で
出

版

せ
ら

れ

た

に

す

ぎ

な

い
。
然

る

に

こ

の

「
捕

獲

法
論

」

が
書

か
れ

九

の
は

、

一
六
〇

四

年

の
冬

か
ら

翌

一
六

〇

五

年

の
春

に
か

け

て

の

比

較

的

短

か

い
期
間

に
於

て

ら

し

い
。

然

し
そ

れ

が
書

物

と

し

て
實

際

に
世

に
現

は

れ

る

に
至

つ
た

の

は
、

そ

の
後

二
百

六

十

年

を

経

忙

一
八
六

四

年

の

こ

と

で
あ

る
。

何

故

そ

ん

な

に
長

い
間

「
捕

獲

法
論

」

が

未

定
稿

と

し
て

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
筐

底

に
藏

せ
ら

れ

て

ゐ

た

の

か

に

つ

い
て

は
、

種

々
の
憶

測

や
解
釈

が
あ

る
。

兎

に
角

、

一
八

六

四
年

の

十

一
月

に
海

牙

の
有

名

な

出

版
書

難

で
あ

b
書

店

で

あ

る

マ
ル

テ

ィ
ヌ

ス

・
ナ
イ

ホ

フ

の
店

で
大

き

な
費

立

が
行

は

れ

た
。

そ

れ

は

ベ

ル

ゲ

ン

・
オ
ブ

.

ッ

ゥ

ー

ム

の

コ
ル
ネ

ー

・
ド

・
グ

ロ
ー

ト
家

の
委

囑

に
依

つ

て
行

は

れ

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の
萱

立

の
際

海

洋

自

由

論

の
研
究

,

一
一

E
rnest 

N
ys,  

L
es 

origines 
du 

droit 
international, 

1894, 
p.

381 
sv 

((L
a 

liberte' 
des 

m
ers))

D
e jure

praedae 
com

m
entarius

M
artinus 

N
ijhoff

B
ergen—

of—
Z

oom



法

政

研

究

第
+
一
巻

第
二
號

一
二

に
二
百
八
十
頁
か
ら
成
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
古
い
原
稿
が
偶
然
蛮
見
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
即
ち
捕
獲
法
論
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
i
 
o
p
u
s
 
d
e

j
u
r
e
 
p
r
a
e
d
a
e
 
i
n
 
X
I
I
 
c
a
p
i
t
a
 
d
i
v
i
s
u
m

で
あ

つ
た
。

こ
の
原
稿
は
多
く
の
努
力
の
後
に
ラ
イ
デ

ン
大
學
の
法
學
部
が
こ
れ
を

購
入
し
て
、
ブ
イ
セ
ル
リ
ン
ク
V
i
s
s
e
r
i
n
g

ブ
リ
ュ
ー
ン
F
r
u
i
n爾
教
授
と
ハ
マ
ケ
ー
ル
博
士
D
r
.
 
H
a
m
a
k
e
r

等
の
熟
心
な
研
究

の
結
果
、
そ
の
四
年
後
の

一
八
六
六
年

に
至
つ
て
漸
く
世
に
公
に
せ
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
而
も
出
版
せ
ら
れ
た
書
物
は
十
五
章
か

ら
成
り
、
そ
の
十
二
章
に
當
る
も
の
は
殆
ん
ご

「
自
由
海
論
」
の
本
文
と
そ
の
内
容
を
同
じ
く
し
て
ゐ
る
。

(吾
W
.
 
S
.
 
M
.
 
K
n
i
g
h
t
,
 
T
h
e
 
l
i
f
e
 
a
n
d
 
w
o
r
k
s
 
o
f
 
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
1
9
2
5
,
 
p
.
 
7
9
.

(五
一)

こ
の
本
文
が
形
式
的
に
も
全
く
同
一
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
我
々
の
研
究
室
に
は
幸
に
も

一
八
六
八
年
版
の
D
e
 
j
u
r
e
 
p
r
a
e
d
a
e

c
o
m
m
e
r
s
t
r
i
u
s

が
所
藏
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「捕
獲
法
論
」
は

一
方
に
於
て
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
第

一
の
大
き
な
體
系

的
な
法
律
上
の
著
作
で
あ
る
と
共

に
、
そ
の

一
章
と
し

て

「
自
由
海
論
」
が
書
か
れ
て
ゐ
た
と
云
ふ
職
か
ら
見
て
、
國
際
法
及
び
そ
の
墨
問
の
歴
史
の
上
に
極

め
て
特
殊

の
地
位
を
占
め
る

著
作
で
あ
る
。
或
は
後
の
大
作

「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
中
に
展
開
せ
ら
れ
て
ゐ
る
思
想
の
繭
芽
が
、
既

に
こ
の
著
作
の
中
に
窺
は

れ
る
と
も
評
し
得
る
で
あ
ら
う
。
敦
れ
に
す
る
も
、
當
時
の
最
も
重
大
な
國
際
政
治
上
の
實
際
問
題
に
燭

れ
て
居
り
、
從

つ
て
叉
當

然
に
現
實
政
治
上
の
要
請
に
制
約
せ
ら
れ
影
響
せ
ら
れ
や
す
い
対
象
を
取
扱

つ
九
こ
の
著
書
が
、
三
世
紀
後
の
今
日
に
至
る
ま
で
深

い
理
論
上
の
価
値

を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な

一
つ
の
貼

で
あ
る
。

(翫二)

こ
の
こ
と
は
軍
に

「
自
由
海
論
」
に
つ
い
て
の
み
云
ひ
得
る
所
で
は
な
い
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
他
の
著
作
、
學
説
に
つ
い
て
も
委
當
す
る
の



で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
に
は
彼
が
ロ
ー
マ
法
及
び
自
然
法
の
理
論
の
傳
統
を
よ
く
守
り
生
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
内
外
の
學
者
の
中
に
は
そ

の
ヂ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
ス
叉
は
ギ
ト
リ
ア
等
の
學
説
と
の
類
似
又
は
そ
の
影
響
も
う
け
て
ゐ
る
事
實
に
關
聯
し
て
彼
の
學
説
、
理
論
に
濁
創
性
の

か
け
て
ゐ
る
こ
と
を
論
ず
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
少
し
酷
に
失
し
夢
富
で
な
い
と
思
ふ
。
彼
が
多
く
の
西
班
牙
法
學
者
叉
は
ヂ
ヱ
ン
テ
ィ

ー
レ
ス
の
如
き
學
者
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
疑
な
い
檬
で
あ
る
が
、

「捕
獲
法
論
」
の
著
さ
れ
た
の
が
一
六
〇
四
年
か
ら
一
六
〇
五
年
郎
ち

彼
の
二
十
一
か
ら
二
十
二
歳
に
か
け
て
の
短
い
期
間
で
あ
つ
た
こ
と
を
思
へ
ば
、
そ
の
理
論
の
濁
創
性
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
で
は

な
か
ら
う
か
。

然
ら
ば
何
故
グ
ロ
テ

ィ
ウ
ス
が

「捕
獲
法
論
」
の
中
か
ら
特
に
こ
の
第
十
二
章
の
み
を
引
き
離
し
て
独
立

の
書
物
と
し
て
出
版
す

る
に
至

つ
た
の
で
あ
る
か
を
考

へ
て
み
る
必
要
.が
あ
る
。
「捕
獲
法
論
」
は

一
般
的

の
法
律
理
論
を
展
開

し
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
「
自

由
海
論
」
と
な
つ
た

一
章
は
當
時
の
現
實

の
政
治
、
法
律
問
題
に
燭
れ
る
所
の
多

い
内
容
を
有

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
當
時

彼

の
租
國
和
蘭
が
直
面
し
て
ゐ
た
國
際
的
紛
争
の
困
難
な
場
面
の
解
決
を
意
圖
し
て
ゐ
た

と
云
つ
て
差
支
な
い
。

一
五
九
七
年

に
和

蘭
の
五
つ
の
會
社
に
属
す
る
二
十
二
隻
の
商
船
が
始
め
て
東
印
度

へ
通
商
の
目
的
を
以
て
航
海
し
て
行

つ
九
。
當
時
和
蘭
は
西
班
牙

と
戦
争

の
最
中
で
あ
つ
た

。
然
る
に
こ
れ
よ
り
以
前

一
五
八
〇
年
に
西
班
牙
國
王
の
フ
ィ
リ
ツ
プ
二
世
は
そ
の
母
で
あ
る
イ
サ
ベ
ラ

女
王
の
権
利

を
主
張
し
て
自
ら
葡
萄
王
を
名
乗
つ
て
ゐ
た
。
事
實
上
葡
萄
牙
は
西
班
牙
の
支
配
の
下
に
お
か
れ
て
ゐ
た
。
從
つ
て
葡

萄
牙
と
の
対
立
、
抗
孚
は
當
然
に
そ
の
背
後
に
あ
る
西
班
牙
こ
の
そ
れ
を
豫
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

つ
た
。
和
蘭
は
直
接
に
は
葡

萄
牙
と
戦
争
状
態

に
在

つ
た
の
で
は
な
い
が
、
西
葡
二
國
の
こ
の
関
係

に
省
み
て
愼
重
な
態
度
を
そ
の
商
船
に
対
し

て
要
求
し
、
自

衛
上
の
必
要

の
あ
る
場
合

の
外
は
武
器
の
使
用
を
堅
く
禁
止
し
た
位
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
葡
萄
牙

の
態
度
は
極

め
て
非
要
協
的

海

洋

自

由

論

の

研

究

一
三
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究

第

十

一
巻

第

二
號

一
四

で
あ

つ
た

。

彼

等

は

上
述

し

た
教
皇

ア

レ

キ
サ

ン
ド

ル
六

世

の
境

界

線

の
尊

重

を

主
張

し
て
譲

ら

な

か

つ
た
。

さ

う

し

て
和

蘭

商

船

が
東

印
度

へ
進

航

す

る

こ

と
を

海
賊

行

爲

で
あ

る

と
な

し
、

多

く

の
船

舶

の
掌

捕

を
行

っ
た
。

絡

に

は
和

蘭

も

亦

之

に
対
抗

し

て
自

衛

の
方

策

を
講

ぜ
ざ

る

を
得

な

く

な

つ

九
。
こ
の
點

に
省

み
東

印
度

方

面

へ
の
通

商

、

航

海

の
安

全

を
計

る
目

的

を
以

て
從

來

あ

つ

た
主

と

し

て
東

印
度
関
係

の

小

さ

い
汽

船

會

就

を
合

併

し

て
創

立

せ
ら

れ

た

の
が
邸

ち
有

名

な

和
蘭

東

印
度

會

社

で
あ

る
。

こ

の
有

力

な
會

社

の
設

立

と
共

に
、

東

印
度

の
通

商

に
關

す

る
和

蘭

の
態
度

は

急

に
積
極

的

色

彩

を

帯

び

て
き

九
。

和

蘭

の
武

装

商

船

は
掌

捕

を

も
行

ふ

て
葡

萄

牙

の
海

上

勢

力

と

孚

ふ

に
至

つ
た
。

偶

≧

一
六
〇

四
年

和
蘭

の

べ

ー

ム

ス
ケ

ル

ク
H
e
e
m
s
k
e
r
k
提

督

が
葡

萄

牙

の
大

商

船

カ

タ

リ

ナ
號

を

マ
ラ

ッ
カ
海

峡

で
掌

捕

し

こ
れ

を
職

利

口
叩
と
し

て
本

國

へ
溌

來

す

る

に
當

つ

て
、

法

律

上

果

し

て

か

玉
る
掌

捕

を
行

ふ
権
利

が

和
蘭

に
存

す

る

か
何

う

か

の
黙

が
論

議

の
中

心

と
な

つ
た
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
が

そ

の

「
捕

獲

法

論

」

を
著

す

に
至

つ
た

の
は

、

東

印

度

に
対
す

る

和
蘭

の
通

商

の
椛

利

と
、

そ

の
通

商

に
當

つ
て
不

當

に
之

を

妨

害

し
ょ

う

と
す

る
船

舶

に
封

す

る
掌

捕

の
法

律

上

正
當

で

あ

る

こ

と
、
即
ち

「
捕

獲

権

」

の
正

當

な

る
根

撮

を
指

示

す

る

こ

と

を
目

的

と

し

て

璽
あ
つ
た

。

(
豊
)

一
説

に
は

一
五
九
八
年
と
あ
る
。
例

へ
ば
ヴ
リ
ー
ラ

ン
ー3
の
如
き
が

こ
れ
で
あ

る
。

ヴ
リ
ー
ラ

ン
ド

「
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
の
生
涯
」
佐
藤
醇
造

繹
山ハ
一
頁
礁
少
昭
…。

(
五四
)

軍

に
法
律

上
の
権
利

の
み
で
は
な
く
、
海
洋

の
自
山
を
妨
害
す

る
か

エ
る
不
法

の
侵
害

に
対
し

て
抵
抗
す
る

こ
と
が
道
徳

上
の
義
務
で
あ
リ
、

捕
獲
擢
は
正
し
き
撹
徳
上
の
基
礎

に
立
つ
も

の
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た

の
で
あ

る
。
勿
論

「
自
由
海
論
」

の
み
を
独
立

し
て
出
版
し
他

の
部
分
を

出
版
し
な
か

つ
た
理
由

に
つ
い
て
は
、
種

々
の
想
定

が
可
能
で
あ
る
。

葡
萄
牙
と

の
聞

の
職
駐
が
既
に
終
了
し
た
後

に
於
て
そ
の
残
部
を
田
版

す

る
と
云

ふ
こ
と
は
時
機
を
失
し
實
際

の
必
要
が
な
く
な

つ
た
と

云
ふ
の
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

又
東
印
度
會
社
が
こ
の
問
題

で
更

に
英
吉
利



と
箏
ふ
こ
と
を
欲
し
な
か
つ
た
と
も
考
へ
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。

「
捕
獲
法
論
」
從
つ
て

「
自
由
海
論
」
、
は
か
ゝ
る

経
過
を

へ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
問
題

こ
な
る
の
は
、

こ
の
著
作
が

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
純
粋
な
學
問
的
の
興
味
若
く
は
關
心
か
ら
自
発
的

に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
、
そ
れ

こ
も
他
の
政
治
的
、
経
済

的

の
事
由
が
主
ε
な
つ
て
彼
に
こ
の
法
律
的
著
作
を
思
ひ
立
た
せ
た
の
で
あ
る
か
の
貼
で
あ
る
。
最
も
事
實
で
あ
る
ら
し
く
思
は
れ
る

の
は
、
和
蘭
の
東
印
度
会
社

が
そ
の
通
商
上
の
利
益

を
擁
護
す
る
必
要
か
ら
彼
に
そ
の
著
作
を
依
頼
し
若
く
は
懲
慧
し
た
の
で
は
な

い
か
ε
云
ふ
ご
ε
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
こ
の
問
題
に
關
し
て
、
葡
萄
牙
人
が
和
蘭
人
を
東
印
度

こ
の
通
商
か
ら
排
除
し
て
自

己
の
み
が
そ
の
権
利
を
独
占
す
る
こ
と
は
國
際
法
上
も
自
然
法
上
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
ご
考

へ
て
ゐ
た
。
こ
の
考
が
彼
の
著

作
に
當

つ
て
張
く
働

い
て
ゐ
た

の
で
あ
る
。
從

つ
て
そ
の
著
作

の
動
機

に
は
彼
の
墨
問
上
の
確
信
に
基

い
て
ゐ
る
も
の
が
あ
り
、
必

す
し
も
束
印
度
會
旋
の
利
益

に
奉
仕
す
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
こ
は
評
し
難

い
。
彼
の

ロ
ー

マ
法
並
び
に
自
然
法
に

關
す
る
深

い
知
識
ご
思
想
と
が
、
海
洋
の
自
由
に
つ
い
て
の
法
律
理
論
を
體
系

的
に
構
成
す
る
に
つ
い
て
大
き
な
関
係

を
有

つ
て
ゐ

た
と
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
こ
の
事
實
に
も
拘
ら
す
、
「捕
獲
法
論
」

が
當
時

の
和
蘭

の
現
實
の
政
治
的
、

経
済

的
利
益

を
擁
護
す
る
意
圃
を
も
含
め
て
書
か
れ
た
こ
と

も
亦
、

疑
な
い
事
買
で
あ
る
ご
見
て
よ
か
ら
う
。
」
そ
の
こ
ご
は
多
く

の
事
實
が
こ
れ
を
實
誰
し
て
ゐ
る
。
從

つ
て
今
日
に
於
て
は
、
も
は
や
孚
ひ
難
い
勲
で
あ
る
と
評
し
て
差
支
な
い
。
殊
に
こ
の
こ
ご

に
關

し
て
は
グ
ロ
テ

ィ
ウ
ス
自
ら
が
そ
の
政
治
的
、
経
済

的
の
事
由
に
基

い
て
ゐ
る
こ
ご
を
認
め
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。
彼
が
提
唱
し

た
海
洋
の
自
由
に
關
す
る
理
論
は
、
法
律
的
に
見

て
正
し
い
根
擦

の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た

。
然
し
そ
れ

が
當
時
の

一
般
の
法
律
感
情

海

洋
自
由
論

の
研
究

一
五
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研

究

第
十
一
巻

第
一一號

一
山ハ

と
よ
く
合
致
し
て
ゐ
た
か
何
う
か
は
相
當
に
疑
問
で
あ
り
、
ラ
イ
ネ
ル
の
如
き
は
寧
ろ
否
定
的
の
見
解

を
持
し
て
ゐ
る
。
彼
は
グ
ロ

テ
ィ
ウ

ス
の
著
作
の
動
機
は
當
時
海
國
と
し
て
隆
盛
に
向
ひ
つ
玉
あ
つ
た
和
蘭
の
通
商
上
の
利
益

を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
當
時

の
法
律
感
情

に
適
合
す
る
と
云
ふ
貼
は
副
次
的
の
目
的
に
過
ぎ
な
か

つ
九
と
考

へ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
を
論
證

す
る
た
め
に
彼
は
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
が
C
a
m
e
r
a
r
i
u
s

に
宛
て
た
と
い
ふ
手
紙
の

一
節
を
引
用
し
て
ゐ
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
は

そ
の
手
紙

の
中
で

自
由
海
論

の
著
作

に
際

し
て
は
、
自
己
が
證
明

し
ょ
う
と
し
た
こ
と
の
確
実
性
よ
り
も
、
寧
ろ
租
國

に
対
す
る
愛

の
方
が

一
暦
大
き
な
關
心
事

で
あ

つ
た
と
述
べ
て
ゐ
る
相
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
由
海
論
の
著
さ
れ
た
當
時
の
諸
般
の
事
情

か
ら
考

へ
て
も
、
彼
の
人
と
な
り

か
ら
考

へ
て
も
諾
け
る
所
で
あ
る
。
敦
れ
に
し
て
も
、
著
作

の
完
成
し
た
當
時
の
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
の
年
齢
が
漸
く
二
十
二
で
あ
つ
た

こ
と
を
思

へ
ば
驚
異
す
べ
き
業
績
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(至
)
J
u
l
i
u
s
 
R
e
i
n
e
r
,
 
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
 
1
9
2
5
�
 
S
.
 
1
2
.

彼
が
カ
メ
ラ
リ
ウ
ス
に
宛
て
た
と
云
ふ
そ
の
手
紙
は
我
々
の
研
究
室
に
所
藏
す

る
M
o
l
h
u
y
s
e
n

の
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
書
簡
集

(
B
r
i
e
f
w
i
s
s
e
l
i
n
g
,
 
1
9
2
8
.

)
の
中
に
は
見
畳田ら
な
い
o

「
自
由
海
論
」
は
捕
獲
権

の
正
當
性
を
明
か
に
す
る
と
共
に
、
海
洋
の
自
由
の
原
則

に
つ
い
て
安
當

な
理
論
的
根
擦
を
提
供
し
た

著
作
で
あ
る
。
そ
の
成
立
の
際

に
政
治
的
、
経
済

的
事
由
が
多
く
働
い
た
こ
と
は
上
述
し
た
諸
般
の
事
實
か
ら
推
し
て
否
定
し
難
い

様
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
「
自
由
海
論
」

は

一
の
法
律
學
的
著
作

と
し
て
の
優
れ
た
価
値

を
有
し
國
際
法
上
の
発
達

の

上
に
於
て
重
要
な
地
位
を
占
む
る
書
物
で
あ
る
。
そ
れ
が
國
際
法
に
於
け
る
海
洋
の
自
由
の
原
則
の
確
立
に
役
立
つ
た
大
き
な
意
義

は
、
分
量
的
に
は
極
め
て
小
さ
い
著
作
で
あ
る
黙
と
対
照

し
て

一
暦
は
つ
き
り
し
て
く
る
。
そ
の
内
容

の
有

つ
法
律
胸
、
政
治
葡
意



義

に
つ
い
て
は
後
に
詳
論
す
る
が
、
自
由
海
論
の
理
論
的
根
擦
は
確
實
な
も
の
を
有

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
単
な
る

主
観
的
な
室
想
や

観
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
海
洋
の
現
實
に
有
し
且
つ
有
す
べ
き
地
位
、
海
洋
ε
諸
國
民
、
諸
國
家

ご
の
間

の
関
係
を
交
通
の
自
由
の

観
職
か
ら
論
じ
て
買
誰
的
な
法
理
論
を
構
成
し
よ
う
こ
す
る
瓢
に
特
徴
を
有
つ
て
ゐ
る
。
海
洋
は
世
界

の
各
大
陸
、
総

て
の
地
域
を

結
合
し
そ
の
交
通
を
保
障
す
る
上
に
必
要
な
道
で
あ
る
。
そ
れ
が
特
定
の
國
家
の

一
方
的
の
意
思
叉
は
宣
言
等
の
み
に
よ
つ
て
総
て

の
國
家
、
國
民
の
自
由
な
る
使
用
の
外
に
置
か
れ
る
ご
云
ふ
こ
ご
は
、
海
洋
そ
の
も
の
曳
性
質

に
反
す
る
所
で
あ
る
。
海
洋
は
総
て

の
も
の
」
道
で
あ
る
。
從

つ
て
そ
の
使
用
は
海
洋
の
性
質
、
そ
の
地
位
に
基

い
て
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
、

総

て
の
も
の
に
交
通
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
の
自
然
法
的
基
礎

に
立
つ
て
、
海
洋
の
自
由
の
原
則
を
提
唱
し
九
の
で
あ
る
。

「
自
由
海
論
し
の
理
論
的
根
擦
は
、
か
く
の
如
く
堅
岡
な
客
観
的
基
礎

に
立
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
海
洋

の
自
由
の
原
則
を
確
立
す
る

こ
ご
に
役
立

つ
の
は
、
當
時
の
政
治
的
現
實

の
要
求
に
合
し
て
ゐ
た
ε
云
ふ
職
の
み
で
な
く
、
主
と
し

て
こ
の
要
當
な
根
擦
に
よ
つ

て
ビ
あ
る
。
書
物
は

「
基
督
教
世
界
の
諸
君
主
及
び
自
由
な
る
諸
民
に
」
と
献
本
の
僻
が
さ
玉
げ
ら
れ
、
相
當
長

い
文
章
が
そ
の
要

旨
を
要
約
し
て
ゐ
る
。
上
述
の
如
く
、
こ
の
書
物
の
書
か
れ
た
の
は
、

一
六
〇
四
年

の
絡
か
ら

=
ハ
〇

五
年

の
始

へ
か
け
て
の
比
較

的
に
短
い
期
間

に
於
て
穿
あ
る
。
然
し
そ
の
出
版
せ
ら
れ
た
の
は
、
四
年
後
の

一
六
〇
九
年
の
三
月
に
す
ぎ
な
か
つ
た
。
當
時
和
蘭

の
聯
邦

は
、
西
班
牙
と
戦
争

の
最
中

に
あ
つ
た
。
こ
れ
よ
り
先
、
既
に

一
五
八
〇
年
に
葡
萄
牙
は
西
班
牙
に
屈
服
し

て
そ
れ
ε
同
君

合
同
の
関
係

に
立

つ
て
ゐ
た
。

一
五
八
八
年
に
は
西
班
牙
の
無
敵
ア
ル
マ
ダ
艦
除
は
英
吉
利

の
海
軍

ご
職

つ
て
敗
れ
て
ゐ
た
。

=
ハ

〇
九
年
四
月
に
は
西
蘭
二
國
の
間

に
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
の
休
職
が
成
立
し
た
。
か
ゝ
る

國
際
的
情
勢
の
下

に
於
て
薪
た
な
海
洋
國
家
ご

海

洋

自
由
論

の
研
究

一
七



法

政

硫

究

第
十
一
巻

第
二
號

幽
八

し
て
勃
興
し
て
き
九
和
蘭

の
爽
印
度

へ
の
航
行
と
通
商
と
の
自

田
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
葡
萄
牙
、
惹

い
て
は
西
班
牙
の
主
張

に
封

し
て
、
グ

ロ
テ
rイ
ウ

ス
の

「自
由
海
論
」
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
僅
か
に
六
十
六
頁
の
こ
の
小
冊
子
は
、
組
國
の
正
當
な
権
利

と

利
益

と
を
擁
護
し
、
そ
の
獲
展
を
保
障
す
る
九
め
に
著
述
せ
ら
れ
た
。
然
し
同
時
に
、
そ
れ
は
國
際
法

に
於
け
る
海
洋
自
由
の
理
論

の
基
礎
と
な
つ
た
。
從

つ
て
葡
萄
牙
、
後
に
は
西
班
牙
が
東
印
度

と
の
通
商
か
ら
不
當
に
も
和
蘭
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
企
圖
に
封

し
て
反
対
し

、
そ
の
妨
害
を
無
数
な
ら
し
め
る
目
的
を
以

て
著
さ
れ
た
事
買
は
、
そ
の
理
論
的
の
価
値

を
少
し
も
減
す
る
も
の
で
は

な
か
つ
た
。
こ
の
點

は
、

一
の
特
筆
す
べ
き
事
貧
で
あ
る
。

自
由
海
論
が
出
版
せ
ら
れ
九
の
は
上
述
の
如
く

一
六
〇
九
年
で
あ
り
、
和
蘭
の
ル
ド
宰
チ

・
エ
ル
ヅ

ヱ
ギ
リ
イ
書
店
か
ら
最
初
に

は
無
名
で
出
版
せ
ら
れ
た
。

一
説
に
よ
る
と
、
そ
の
出
版
は
彼
の
知
ら
な
い
内
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
と
云
ふ
。
然
し
こ
れ
は
何
う

も
事
質
で
は
な
い
ら
し

い
。
ヂ
デ
ル
教
授
は
第
二
版

に
グ
ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
名
が
始
め
て
出
た
の
は

一
六

一
八
年
で
あ
る
と
述
べ
て
ゐ

る
こ
と
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
異
詮
に
は

一
六

一
六
年
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
不
幸
に
し
て
第

一
版
は
あ
る
が
こ
の
有
名
な

第
二
版
を
所
藏
し
な
い
我

々
に
は
、
そ
の
敦
れ
が
正
し

い
の
で
あ
る
か
を
詳
に
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
。

(美
)

そ
の
こ
と
は
彼
の
ダ
ニ
エ
ル
・
ハ
イ
ン
シ
ウ
ス
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
自
ら
蓮
べ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
B
a
s
d

e
v
a
n
t
,
 
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
 
(
L
e
s
 
f
o
n
d
a
t
e
u
r
s
 
d
u
 
d
r
o
i
t
 
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
,
 
1
9
0
4
.
 
p
.
 
1
3
4
.

)

(
}毛
)

モ
イ
ラ
ー
に
よ
れ
ば

「
自
由
海
論
」
に
始
め
て
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
名

が
現
は
れ
る
に
至

つ
た

の
は

一
六

一
六
年

の
事
で
あ
る
と
云

ふ
。

然
し

彼

に
よ
る
も
そ
の
典
採

の
確
實
性

は
必
ず
し
も
明
か
で
は
な

い
。
C
.
 
M
e
u
r
e
r
,
 
D
a
s
 
P
r
o
g
r
a
m
 
a
 
d
e
r
 
M
e
e
r
e
s
f
r
e
i
h
e
i
t
,
 
1
9
2
5
,
 
s
.
 
1
2
.



⑳

そ

の

國

際

法

上

の

意

義

「
自
由
海
論
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
上
述
し
た
所
に
よ
つ
て
略
≧
明
か
に
な

つ
た
と
思
ふ
か
ら
、
私
は
更
に
進
ん
で
そ
の
國
際
法

の
上
に
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
書
物
は

「
基
督
教
世
界
の
諸
君
主
及
び
自
由
な
る
諸
民
に
」
獄
げ
ら
れ

て
ゐ
る
。
こ
の
書
物
が
独
立

の
も
の
と
し
て
書
か
れ
九
の
で
な
く
捕
獲
法
論
の

一
部
即
ち
そ
の
第
十
二
章
を
僅
か
に
変
更
し
て
成
立

し
た
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
の
事
貧
は

「自
由
海
論
」
の
國
際
法
上
の
地
位
を
決
定
す
る
に
つ
い
て
重
要
な
意
義
を
有

つ
て
ゐ
る
。
勿
論
捕
獲
法
論
、
殊

に
そ
の
第
十
二
章
が
和
蘭
の
正
當
な
る
通
商
の
権
利
、
從

つ
て
そ
れ
を
妨
害
す
る
葡
萄
牙
の
行
動

を
排
撃
し
て
和
蘭
の
行

つ
た
掌
捕
の
正
當

で
あ
る
こ
と
を
論
證

し
よ
う
と
し

て
ゐ
る
瓢
に
於
て
當
時
の
政
治
的
、
経
済

的
背
景
を
無

覗
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
そ
の
意
味
に
於
て
は

「自
由
海
論
」
も
亦
、

一
の
時
事
問
題
を
取
扱

つ
た
書
物
で
あ
る
。
そ
こ
に

現
實
の
國
際
政
治
上
の
要
請

と
理
論
と
が
張
く
現
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
そ
こ
に
は

一
般
國
際

法
上
の
基
本
問
題
が
海
洋
の
自
由
を
主
題
と
し
つ
曳
展
開
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
又
捕
獲
の
権
利

に
關
聯
し

て
戦
争

と
平
和
と
の
法
の
二

個
の
領
域
に
亙
つ
て
重
要
な
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
貼

に
關
し

て
は
後
に
五
に
於
て
論
究
す

る
。
こ
玉
で
は
先
づ

「
自
由

(

海
論
」
の
内
容
に
つ
い
て

一
般
的
な
考
察
を
試
み
て
み
た
い
と
思

ふ
。

(畏
)

バ
ー
ド
ゥ
バ
ン
教
授
は
そ
の
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
論
の
中
に
於
て
自
由
海
論
に
つ
い
て
も
論
及
し
、殊
に
そ
れ
が
捕
獲
法
論
の
第
十
二
章
と
如
何
な

る
貼
に
於
て
異
つ
て
ゐ
る
か
を
個
々
の
場
所
を
示
し
て
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
異
つ
て
ゐ
る
個
所
は
四
つ
で
あ
る
。
そ
の
他
に
新
た
に
加
へ
た
個

所

一
つ
と
「捕
獲
法
論
」
に
あ
つ
て
「薗
由
海
論
」
に
は
な
い
個
所
が
一
つ
あ
る
。
B
a
s
d
e
v
a
n
t
,
 
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
 
l
o
c
,
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
3
3
-
1
3
4
.

海
洋

自
由
弥醐
の
研
究

一
九



法

欧
研
究

第
十

一巻

第
二
號

二
〇

「自
由
海
論
」
は
献
本
の
僻
、
即
ち

「基
督
教
界
の
諸
君
主
及
び
自
由
な
る
諸
民
に
」
A
d
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
 
p
o
p
u
l
o
s
q
u
e
 
l
i
b
e
r
o
a

o
r
b
i
s
 
c
h
r
i
s
t
i
a
n
i

と
題
す
る
相
當

に
長

い
序
章
の
外

に
、
十
三
章
か
ら
成

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
序
章
と
な

つ
忙
献
本
の
僻
は

「捕
獲
法

論
」
に
は
な
か
つ
九
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
今
次
に
各
章
の
題
目
を
誌
し
て
お
く
。
第

一
章

「萬
民
法

に
依

つ
て
航
海
は
何
人
に
も

自
由
で
あ
る
」
第
二
章
「
葡
萄
牙
人
は
和
蘭
人
の
航
行
す
る
印
度

に
対
し

て
蛮
見
を
根
擦
と
し
て
は
何
等

の
領
有
権
を
も
有
し
な
い
」

第
三
章

「葡
萄
牙
人
は
羅
馬
教
皇

の
購
與
を
事
由
と
し
て
印
度
ロ
対
し
領
有
権
を
有
し
な
い
」
第
四
章

「葡
萄
牙
人
は
戦
争

を
事
由

と
し

て
印
度

に
対
し
領
有
権

を
有
し
な
い
」
第
五
章

「
印
度
に
至
る
海
洋
及
び
同
地
に
至
る
航
行
の
権
利
は
占
有
に
依

つ
て
葡
萄
牙

人
に
屡
す
る
も
の
で
は
な
い
」
第
六
章

「海
洋
及
び
航
行
の
権
利
は
敏
皇

の
賂
與
に
依
つ
て
葡
萄
牙
人
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
」

第
七
章

「
海
洋
及
び
航
行
の
権
利
は
時
効
叉
は
慣
習
に
依

つ
て
葡
萄
牙
人
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
」
第
八
章

「萬
民
法

に
依

つ
て

通
商
は
総
て
の
民
の
間

に
於
て
自
由
で
あ
る
」
第
九
章

「
印
度

と
の
通
商
は
占
有
に
依

つ
て
葡
萄
牙
人

に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
」

第
十
章

「
印
度
と
の
通
商
は
教
皇
の
贈
與
に
依
つ
て
葡
萄
牙
人
に
屡
す
る
も
の
で
は
な

い
」
第
十

一
章

「
印
度
と
の
通
商
は
時
効

叉

は
慣
習
に
依

つ
て
葡
萄
牙
人
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
」
第
十
二
章

「通
商
を
禁
止
す
る
場
合
に
葡
萄
牙
人
は
衡
平
に
合
し
な
い
」

第
十
三
章

「
和
蘭
人
は
印
度

と
の
通
商
の
権
利
を
平
和
の
時
も
休
職
の
時
も
戦
争

の
時
も
有
す
る
」。

(莞
)

「自
由
海
論
」
の
初
版
は
十
二
切
型
の
小
冊
子
で
僅
か
に
六
十
六
頁
に
す
ぎ
な
い
。
最
も
長
い
章
は
第
五
章
で
二
十
四
頁
、
そ
の
次
に
長
い

の
は
第
七
章
で
十
四
頁
で
あ
る
。
最
も
短
い
の
は
第
九
章
で
僅
か
に
半
頁
十
四
行
を
数
ふ
る
の
み
で
あ
る
。

自
由
海
論
は
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
が
自
然
法
の
理
論
を
根
擦

と
し
て
航
行

の
自
由
を
系
統
的
に
叙
述
し

よ
う
と
し
た
最
初
の
努
力
で



み
る
、
彼
は
航
行
の
自
由
を
萬
民
法
に
、
從

つ
て
自
然
法
に
基

い
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
瓢
か
ら
見
れ
ば
書
物
は

一
方
に

於

て
現
實
の
政
治
、
経
済

の
最
も
重
要
な
問
題
を
取
扱
つ
て
は
ゐ
る
け
れ
ご
も
、
同
時
に
航
行
殊
に
交
通
樺
、
更
に
そ
れ
か
ら
演
繹

せ
ら
る
べ
き
海
洋
の
自
由
の
問
題
を
法
律
的
、
哲
學
的
に
論
謹
し
ょ
う
と
し
た
學
問
的
の
著
作
で
あ
る
。
要
す
る
に
そ
の
根
本
の
思

想
は
、
諸
國
民
の
有
す
る
交
通
の
自
由
は
契
約
叉
は
慣
習
其
の
他
に
よ
つ
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
自
然
法
に
根
擦
し
て
総

て
の

も
の
に
認
め
ら
れ
た
基
本
的
の
権
利

で
あ
る
こ
と
を
間
明
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
。
こ
れ
は
軍
に
自
由
海
論
の
み
で
は
な
く
、
グ

ロ

テ
ィ
ウ

ス
の
法
律
理
論
の
根
祇
を
貫
い
て
ゐ
る
思
想
で
あ
る
。
人
間
の
間
に
存
在
す
る
自
然
的
の
共
同
及
び
近
似
こ
そ
人
間
協
同
の

根
源
で
あ
り
、
諸
國
民
は
各
そ
の
生
存
上
の
需
要
を
充
足
す
る
た
め
に
相
互
に
補
完
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
人

間
生
活
に
於
け
る
こ
の
相
互
的
補
完
の
必
要
は
、
そ
の
生
活
を
保
持
し
発
展

す
る
た
め
の
諸
國
民
の
交
通

の
自
由
に
關
す
る
基
本
的

権
利

と
し
て
の
交
通
権
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
瓢
に
、
自
然
法
と
實
讃
法
と
の
関
係

に
つ
い
て
の

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
根
本
観
念
が
窺
は
れ
る
。
彼
は
人
類
の
共
同
の
需
要
に
慮
す
る
事
物
と
、
個
人
の
異
る
必
要
.に
慮
す
る
事
物
と
を

区
別
し
、
前
者
は
諸
國
民
の
共
同
領
有

に
郎
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
勤
勉
と
労
働
と
に
依

つ
て
獲
得
し
う
る
性
質
の
も

の
で
あ
る
と
考

へ
た
。
さ
う
し
て
、
海
洋
は
實
に
か
ゝ
る

人
類
共
同
の
幅
社
の
實
現
に
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
考

へ
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

(六〇)

グ
ロ
テ
イ
ゥ
ス
は
こ
の
共
同
を
s
o
c
i
e
t
a
s

と
呼
び
、
近
似
を
c
o
g
n
i
t
i
o

と
呼
ん
で
ゐ
る
。
諸
國
民
の
間
に
成
立
す
る
社
會
は
こ
の
意
味

に
於
て
は
自
然
的
基
礎
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
A
d
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
p
o
p
u
l
o
s
q
u
e
 
l
i
b
e
r
o
s

一海
洋

自
由
論

の
研
究

二
一



法

政
研
究

第
十
一巻

第
二
號

二
二

o
r
b
i
s
 
c
h
r
i
s
t
i
a
n
i
.
 
 
p
.
1
1
.

(さ
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
l
o
c
.
 
c
i
t
.
 
p
.
1
(
1
[
.

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
從

へ
ば
、
正
義
は
人
間

の
意
思
叉
は
慣
習
に
基
い
て
生
す
る
も
の
で
は
な
ぐ
、
人
間

の
自
然

の
性
質

に
刻
せ
ら

れ
て
ゐ
る
棘
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
法
は
即
ち
棘
法

に
ま
で
遡
る
法
で
あ
る
。
か
ゝ
る

法
に
基

い
て
海
洋
を
航
行
す
る
権

利
と
通
商
の
権
利

と
は
、
総
て
の
人
に
対
し
て
共
通
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
る
瓦
所
で
あ
る
。
彼
は
先
づ
海
洋
が
特
定
の
國
家
に
の

み
嵐
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
、
若
く
は
人
類
に
共
同
に
属
す
る
領
域
で
あ
る
か
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
。
且

つ
こ
の
點

に
關
聯
し

て
諸

國
家
聞
の
相
互
の
交
通
と
貿
易
、
從

つ
て
そ
れ
ら
の
國
家
と
印
度

と
の
間

の
通
商
を
阻
止
す
る
権
利

が
西
班
牙
、
從
つ
て
叉
葡
萄
牙

に
あ
る
か
何
う
か
を
問
題
に
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
諸
國
民
が
相
互
に
費
買
し
、
交
易
し
、

一
般
に
相
互
に
交
通
す
る
権
利
を
特
定

國
家
が
阻
害
し
う
る
か
何
う
か
を
彼
は
問
題
に
し
て
、
和
蘭
惹
い
て
は
諸
國
家
の
利
益
を
擁
護
し
ょ
う
と
努
め
た
の
で
あ
る
。
蓋
し

通
商
の
権
利

そ
の
自
由
は
、
國
際
法
の
第

一
の
且

つ
最
も
確
實
な
規
則
で
あ
る
。
総

て
の
國
民
が
他
の
國
民
の
許
に
往
來
し
て
之
と

通
商
す
る
自
由
を
有

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
に
基
く
正
し
い
律
法
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
世
界
の
至
る
所
に
於
て
人
間

の
生
活
に
必
要
な
物
資
、
自
然
の
資
源
は
、
決
し
て
同

一
の
状
態

に
於
て
分
配
せ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
不
同
の
事

實
か
ら
、
交
易

の
自
然

と
正
當
性
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
方
に
存
す
る
も
の
は
他
方
に
な
く
、
或
る
も
の
は

一
の

窯
に
於
て
、
他

の
も
の
は
他
の
黙
に
於
て
優
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
自
然
的
事
賃
は
、
極
め
て
重
要
な
基
本
事

買
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
所

に
於
け
る
不
足
、
嵌
乏
と
、
他
所
に
於
け
る
充
足
、
豊
満
と
が
、
人
類
を
友
好
曲
に
結
合
せ
し
め
よ
う
と
す
る
紳

の
深

い
意
思
に
基



い

て
生

じ
た

事

買

だ

か
ら

で
あ

る
。

さ

う
し

て

こ

」
に
團

鐙

の
結

合

の
自

然

的

基
礎

と
、

人
間

の
社
會

的

秩

序

の
合

理
性

の
根

擦

が

認

め
ら

れ

る
。

相

互

援

助

と
相

互

依

存

と
は

、
自

然

の
法

則

と
し

て
諸

國

民

に

示

さ

れ

て

ゐ

る

の

で
あ

る
。
こ
の
點

か

ら
論

す

れ
ば

、

國

際

法
関
係

の
根
柢

に
は
自

然
法

の
規

定

が

存

す

る

こ

と
は
疑

ひ

難

い
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス

の
國

際

法

理

論

殊

に

そ

の
海

洋

自

由

の
理

論

は

、
萬

民
法

と
自

然

法

と
の
古

い
傅

統

に
結

び

つ

い
て

ゐ

る

の

で
あ

る
。

(
六
二
)

自
然
法
は
入
問

の
心
の
中

に
刻
ま
れ
た
法
で
あ
り
、
人
間

の
創
造
主
と
し

て
の
神

の
意
思
を
反
映
す

る
法
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼

は

こ
の
基
礎

の
上
に
立

つ
て
公
海
が
特
定
國
家
、
從

つ
て
葡
萄
牙

の
領
有
と
な
り
得

な
い
こ
と
を
論
謹
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
寧

ろ
入
類
社
會

の
福
祉

の
た
め
に
そ

の
共
同

の
使

用
が
必
要
と

せ
ら
れ
て
ゐ
る
空
間

で
あ
リ
、

一
國

の
獨
占

的
支
配
と
は
爾
立
し
得
な

い
範
囲
と

し

て
観
念

せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(六
三
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
-
4
.

海
洋
の
自
由
の
原
則
を
確
立
す
る

た
め

に
、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
二
個
の
基
本
的
事
賃
を
根
擦
と
し

て
そ
の
理
論
を
展
開
し
て
ゐ

る
。
そ
れ
は
事
物
の
性
質
に
二
個
の
異
る
も
の
が
存
在
す
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
は
共
同

の
使
用
が
他
の
も
の
玉
権
利

を
害
し
な
い
種
類
の
事
物
で
あ
り
、
他
の

一
つ
は
個
人
が
そ
れ
に
対
す

る
独
占
的
の
権
利
を
認
め
ら
れ

て
ゐ
る
事
物
で
あ
る
。
前
者

■

は
そ
の
性
質
上
独
占

的
の
支
配
を
許
容
し
な
い
と
共
に
、
占
有

の
目
的
物
と
も
な
り
得
な
い
事
物
で
あ
る
。
從

つ
て
叉
、

一
國
が
そ

れ
を
領
有
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
海
洋
は
か
ゝ
る

事
物
の

一
に
属
す
る
。
即
ち

海
洋
は
そ
の
性
質
上

一
國
が
そ

れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
依

つ
て
他
國
の
利
用
を
不
可
能

と
し
若
く
は
妨
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
う
し

て
こ
の
性
質
こ
そ
、
海
洋

の
特
定
國
家
に
依
る
領
有
を
不
可
能
と
す
る
根
本
的
の
事
由
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
通
商
の
自
由

に
關
す
る
國
際
法
上
の
権
利

海

洋
自

由
論

の
研
究

二
三



法

政

研

究

第
十

一巻

第
二
號

二
四

の
正
當
性
も
容
易
に
認
識
し
得
る
。
こ
の
樫
利
は
総

て
の
國
家
と
総
て
の
個
人
の
利
益

の
た
め
に
認
め
ら

る
」
所
で
あ
る
。
從
つ
て

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
如
何
な
る
國
民
も
如
何
な
る
権
威
も
か
ゝ
る

通
商
の
自
由
を
制
限
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し

て
、

そ
の
不
可
奪
の
自
然
樺
で
あ
る
所
以
を
主
張
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(六
四)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
原
理
を
自
然
の
事
象
に
根
操
し
て
論
詮
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
。
」即
ち
諸
大
陸
の
周
園
を
め
ぐ
つ
て
ゐ
る
海
洋
謬
総

て
の
方
向
に
向
つ
て
航
行
し
う
る
地
位
に
在
る
こ
と
、
叉
普
通
の
風
も
非
常
の
風
も
い
つ
も
同

一
の
方
向
に
向
つ
て
の
み
は
吹
か
な
い
で
、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
吹
い
て
く
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
然
が
総
て
の
民
に
他
の
民
と
の
交
通
、
通
商
を
求
め
る
こ
と
を
許
し
て
ゐ
る
こ
と

の
證
據
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
 
2
.

斯
く
の
如
く
海
洋
の
自
由
に
關
す
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
理
論
は
、
海
洋
が
そ
の
自
然
の
性
質
に
於
て
は
全
く
自
由
で
あ
る
こ
と
に

基
い
て
構
成
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
彼
は
海
洋
の
自
由
の
意
義
を
、
そ
の
排
他
的
な
支
配
の
中
に
求
め
よ
う

と
す
る
主
張
に
は
決
し
て
與

し
な
か
願
掴
)・
叉
登
見
・
贈
與
・
戦
争

・
占
有
・
時
敷
・
慣
習
等
を
根
擦
と
し
て
葡
萄
牙
人
の
海
洋
に
対
す
る
独
占

的
の
権
利
を
主

張
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
賃
は
、
決
し
て
そ
れ
自
身
海
洋
に
対
す

る
排
他
的
の
支
配
権
を
設
定
す
る
力
の
あ
る

も
の
で
は
な
い
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は

「自
由
海
論
」
十
三
章
を
通
し
て
、
こ
の
関
係
を
論
證

し
よ
う
と
努

め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
上

述
の
各
章
の
題
目
に
依

つ
て
も
明
か
で
あ
る
様
に
、
序
章
に
於

て
は
、
正
義
の
自
然
的
從

つ
て
紳
的
基
礎
に
根
撮
し
つ
曳
通
商
、
航

海
の
自
由
が
正
義

に
合
し
自
然
法
に
依
つ
て
認
め
ら
る
ゝ
権
利

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
進
ん
で
そ

の
第

一
章

に
於
て
、
航
海
が

何
人
に
対
し

て
も
自
由
で
あ
る
こ
と
を
萬
民
法
に
基

い
て
論
證
し
て
ゐ
る
。
更
に
第
二
章
以
下
第
四
章

に
至
る
三
章
に
於

て
は
、
葡



萄
牙
人
が
磯
見
、
教
皇
の
贈
與
、
戦
争

等
を
根
擦
と
し
て

は
、
印
度

に
対
し
何
等
独
占
的
の
支
配
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
な
い
こ

ε
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
郎
ち
こ
れ
ら
の
三
章
は
專
ら
印
度

ε
云
ふ
地
域
、
土
地
に
対
し

て
葡
萄
牙
が
排

他
的
の
権
利
を
有
す
る
も

の
で
な
い
こ
ご
を
主
張
し
論
證

し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
第
五
章
以
下
七
章
に
至
る
三
章

に
於
て
は
、
海
洋
並
び
に
航
行
の
権
利
が
葡

萄
牙
人
に
の
み
專
屡
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
を
同
じ
く
発
見
、
教
皇

の
贈
與
、
戦
争
等
に
關
聯
し

つ
玉
論
證
し
て
ゐ
る
。
第

八
章
以

下
第
十
三
章

に
至
る
六
章

に
於
て
は
、
通
商
の
自
由
は
萬
民
に
属
す
る
権
利
で
あ
り
、
葡
萄
牙
人
の
独
占

的
権
利
で
は
な
い
所
以
を

明
か
に
し

て
ゐ
る
。
そ
の
理
論
の
匿
系
は
整
然
こ
し
て
居
り
、
自
然
法

と
紳
法

ε
に
根
擦
し
て
正
義
の
観
念
か
ら
海
洋
の
自
由
で
あ

る
こ
と
を
證
明

し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
窯
に
特
色
を
有

つ
て
ゐ
る
。

(六五
)

海
洋
の
自
由
と
は
海
洋
の
支
配
に
外
な
ら
な
い
と
云
ふ
様
な
背
理
に
対
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
職
つ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
海
洋
自
由
の
理

論
が
今
日
に
至
る
ま
で
國
際
法
の
上
に
大
き
な
意
義
を
有
つ
て
ゐ
る
事
由
の
一
つ
は
、
彼
が
祀
國
の
利
益
、
そ
の
必
要
の
た
め
に
職
ひ
な
が
ら
、

そ
れ
を
永
遠
に
し
て
普
遍
な
る
正
義
の
要
請
と
し
て
具
禮
的
に
委
當
せ
し
め
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
単
な
る
現
實
政
治
の
機

會
主
義
的
な
目
.的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
誤
つ
た
マ
キ
ア
ヱ
リ
ス
ト
と
異
る
鮎
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

発
見

、贈
與
、
戦
争
、占
有
、
時
敷
、慣
習
等
の
事
貧
は
、
印
度
の
土
地
及
び
そ
こ
へ
至
る
海
洋
に
対
す

る
何
等
独
占
的

の
権
利
を
設
定

す
る
も
の
で
は
な
い
。
葡
萄
牙
人
は
か
瓦
る
黙
を
理
由
ご
し
て
、
そ
の
独
占
的
支
配
権
を
主
張
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
の

敦
れ
も
、
和
蘭
人
が
印
度

に
至
る
こ
と
を
阻
止
し
そ
の
正
當
な
る
権
利
を
否
定
す
る
根
振

ご
は
な
り
得
な

い
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
海

洋
の
自
由
の
内
容
を
規
定
す
る
に
當

つ
て
独
占
的
支
配
、
排
他
的
の
管
轄
並
び
に
排
他
的
の
航
行

の
権
利

が
西
班
牙
に
対
し
て
認
め

海
洋

自
由
論

の
研
究

二
五



法

政

研
…

究

第
…十
日
巻

第
↓
一號

二
山ハ

ら
る
ゝ

も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
却
つ
て
國
際
通
商
の
権
利
は
絡

て
の
國
家
と
國
民
と
に
対
し

て
認
め
ら
る
ゝ

所
で
あ

る
。
そ
れ
を
如
何
な
る

一
國
に
せ
よ
獨
占
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
海
洋
は
そ
の
基
本
的
関
係

に
於
て
、
自
由
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
海
洋
は
何
人
も
之
を
完
全
に
占
有
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
然
る
に
法
律
上
、
人
は
自
己
の
名
に
於
て
之
を
占
有
し
得

な
い
も
の
N
主
と
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
職
か
ら
見
て
、宣
言
も
発
見

も
絡
て
海
洋
を
有
数

に
支
配
す
る
権
原
と
は
な
り

得
な
い
。
殊

に
爽
見
を
事
由

と
し
て
そ
の
権
利

を
主
張
し
う
る
九
め
に
は
、
そ
の
権
利
の
客
燈
が
無
主

で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

然
る
に
印
度
は
無
主
の
土
地
で
は
な
く
、
葡
萄
牙
人
が
そ
こ
に
航
行
し
九
當
時
既
に
そ
の
主
を
有
し
て
ゐ
た
。
こ
の
事
買
か
ら
だ
け

で
も
、
葡
萄
牙
人
が
爽
見
を
事
由
と
し
て
印
度

に
対
す
る
凋
占
的
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
の
不
當
で
あ
る
所
以
が
明
と
な
る
。

(
六六
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
 
 
4
-
7
,

教
皇

の
賂
與
も
亦
、
葡
萄
牙
人
の
印
度
に
対
す

る
独
占
的
権
利

を
設
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
靴
に
云
ふ
教
皇

の
賂
輿
と
は
、

上
述
し
た

一
四
九
三
年
の
ア

レ
キ
サ

ン
ド
ル
六
世
の
西
葡
両
国

の
海
洋
境
界
線

に
關
す
る
決
定
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

グ

ロ

テ
ィ
ゥ

ス
は
こ
の
貼
に
關
し
て
教
皇

の
行
爲
は
專
ら
葡
萄
牙
と
カ
ス
テ
ィ
リ
ァ
(即
ち
西
班
牙
)
二
國
間

の
紛
争

の
解
決
を
目
的
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
海
洋
分
割
の
決
定
は
何
等
他
の
諸
國
を
拘
束
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
と
し

て
、
そ
の
要
當
性
を
否
定

し
て
ゐ
る
。
假
り
に
一
歩
を
譲
つ
て
教
皇
に
か
ゝ
る

贈
與
の
権
利
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
伺

ほ
そ
れ
ら
の
地
域
、
海
洋

に
対
し

て
葡
萄
牙
の
主
権

を
容
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
特
定
の
地
域
、
土
地
の
上
に
支
配
の
権
利
を
確
立

せ
し
む
る
も
の
は
輩
な
る
贈
與
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
の
引
渡
t
r
a
d
i
t
i
o

で
あ
り
、
從

つ
て
そ
の
占
有

の
事
實
で
な
け
煎
ば
嫁
ら
な



い
か
ら
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
教
皇

の
行

つ
た
贈
與
を
他
人
の
物
の
贈
與
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
無
敷
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し

(六
七
)

て

ゐ

る

の

で
あ

る
。

(
六
七
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
 
p
.
 
8
.

葡
萄
牙
は
印
度
に
対
し

て
何
等
實
質
的

の
支
配

の
権
を
有

つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。

從

つ
て
他

の
國

民
の
印
度

へ
至
る
こ
と
を
阻
止
す
る
何
等
正
當

の
権
利
を
も
有
し
な

い
も

の
で
あ
る
。
所
謂
教
皇

の
賂
與

な
る
も

の
も
、

こ
の

實

際
を
変
更

し
う
る
性
質

の
も

の
で
は
な

い
。

印
度

に
対
す

る
支

配

の
権

は
、

戦

争

を

根

擦

と
し

て
も
葡

萄

牙

人

に
属

す

る

も

の

で

は

な

い
。
實

際

に

於

て
も
葡

萄

牙

は

和
蘭

が

通

商

し

よ

う

と

し

て
ゐ

る
諸

國

民

と
戦
争

を

行

つ
た

課

で

は
な

い
。
從

つ

て
叉
、

そ

れ

ら

の
地

域

に
対
し

て
何

等

の
権

利

を
有

す

る

も

の

で

も

な

い
。

叉
假

b

に
彼

等

が
印

度

人

か
ら

如

何

な

る
損
害

を
蒙

つ
た

と
し

て
も
、

そ

の
損

害

は
久

し

い
平

和

と
友

誼

的

な

貿

易

と

に
依

つ

て
、

充

分

に
償

は

れ
た

も

の

と
認

む

べ
き

で

あ

る

。
寧

ろ
葡

萄

牙

人
自

ら

の
通

商

の
権

は
印

度

人

に
依

つ

て
與

へ
ら

れ

た

所

で

あ

る

。

(
六
八
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
 
1
0
.

こ
の
貼

に
關
し

て
は
、
上
蓮
し
た
所
と
対
比

し
て
多

少
の
疑
問

が
あ

る
。

グ

ロ
テ
ィ

ゥ
ス
は

こ
N
で
は
通
商

の
権
が
印
度
人
に
よ

つ
て
始

め
て
葡
萄
牙
人
に
與

へ
ら
れ
た
如
く
論
じ
て
ゐ
る
。
然
し

こ
の
こ
と
は
、
彼

が
交
通

の
権

を
人
が
自
然
権
と
し

て
神
か
ら
輿

へ
ら

れ
た
も

の
で
あ
る
と
他

の
場
所

で
諭
じ

て
ゐ
る
所
と
は
矛
盾
す
る
。

こ
エ
で
は
彼
は
專
ら
葡
萄
牙
人

の

権
利

の
排
他
性
が
根
拠

の
な

い
こ
と
を
論
謹
し
よ
う
と
し

て
、
便
宜
的
な
論
法
を
用
ゐ
た

の
で
は
な

い
か
と
思

は
れ
る
。

(六
九
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
9
-
1
3
.

印
度

の
土
地
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
そ
こ
へ
至
る
海
洋
の
自
由

に
つ
い
て
も
亦
同
様
で
あ
り
、

一
國

の
排
他
的
支
配
の
権
は
認

め
ら
れ
て
ゐ
な

い
。
そ
れ
は
理
論
的
に
も
實
際
的
に
も
さ
う
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
自
由
海
論
の
第
五
章
以
下
第
七
章

に
至
る

海
洋

自
由
論

の
研
究

二
七



法

政

研

究

第
十
一管

第
二
號

二
八

三
章

に
於
て
占
有
、
贈
與
、
時
敷
叉
は
慣
習
の
如
き
事
賃
が
海
洋
に
關
し
て
葡
萄
牙
人
に
何
等
の
独
占
的
権
利
を
も
設
定
す
る
も
の

で
な
い
こ
と
を
論
じ
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
土
地
に
射
し
て
も
海
洋
に
対
し

て
も
、
上
述
の
諸
事
實
が

一
國

の
独
占
的
の
支
配
樺
を
設

定
す
る
力
を
有
し
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
て
、
海
洋
の
自
由
、
從
つ
て
通
商
の
自
由

の
合
理
的
根
擦
を
主
張
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
論
捺
は
、

一
方
に
於
て
は
實
謹
法

の
援
用
に
よ
り
他
の

一
方
に
於
て
は
自
然
法
の
基
礎

に
立
ち
つ
玉
、
不
断

に
法
的
事
實

と
そ

の
原
理
或
は
理
念
と
の
關
聯
に
鋭

い
省
察
を
加

へ
て
ゐ
る
鐵
に
、
著
し
い
特
色
を
示
し
て
ゐ
る
。

葡
萄
牙
人
は
叉
占
有
を
根
擦
と
し
て
印
度

へ
至
る
海
洋
叉
は
航
行
権
を
独
占
し
得
な
い
こ
と
も
亦
明

か
で
あ
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

は
、
海
洋
及
び
占
有
の
語
の
意
義

に
即
し
て
こ
の
問
題
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
は
羅
馬
法
に
根
擦
し
萬
民
法
及
び
自
然
法
を
背

景
と
し
て
の
地
味
な
墨
問
的
の
試
み
で
あ
る
。海
洋
に
つ
い
て
は
、從
來
法
律
學
的

に
は
何
人
に
も
專
属
し
な
い
無
主
物
で
あ
る
こ
と

若
く
は
共
有
物
で
あ
る
こ
と
、
乃
至
は
國
際
公
法
上
の
権
利
目
的
で
あ
る
こ
と
が
主
張
せ
ら
れ
叉
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
。
然
し
海
洋
は

言
葉

の
嚴
格
な
意
味

に
於
て
は
共
有
物
で
は
な
い
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
共
有
c
o
m
m
u
n
eの
意
義
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
法
律
上
の
内

容
を
指
示
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
財
産
的
共
同
c
o
n
s
o
r
t
i
u
m

は
同
意
c
o
n
s
e
n
s
u
s

に
よ
つ
て
多
数
の
人

々
の
關
心
と
な
つ
て
ゐ
る

と
共
に
、
そ
の
他
の
人
々
の
排
除
せ
ら
る
曳
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
海
洋

は
、
少
く
と
も
私
法
上
の
意

義

に
於
て
の
共
有
物
で
は
な
い
。
若
し
海
洋
が
共
有
物
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
特
定
の
多
数
者
が
何
等
か
の
結
合
関
係

若
く
は

合
意
に
基
い
て
そ
の
共
有
物
の
上
に
、
そ
れ
ら
の
多
数
者
以
外
の
他
の
者
の
支
配
を
排
除
す
る
法
律
関
係

を
設
定
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
實
際

に
於
て
は
、
海
洋
の
上
に
か
ゝ
る

特
定
の
多
数
者

の
利
益
の
た
め
に
他
の
も
の
を
永
績
的



に
排
除
す
る
様
な
権
利
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
反
対

に
海
洋
は
総
て
の
國
家
、
総

て
の
國
民
の
利
益

の
九
め
に
與

へ
ら
れ
た
共
同

の
生
活
範
囲

で
あ
り
、
自
由
な
る
活
動
領
域
で
あ
る
。
若
し

一
國
が
海
洋
を
領
有
す
る
と
云
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
そ
の
國
家

以
外
の
他
の
國
家
に
は
属
し
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
然
る
に
、
事
買
は
そ
の
反
対

で
あ

つ
て
、
各
國
の
船
舶
は
海
洋
を
自
由

に

航
行
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
自
己
の
生
存
と
磯
展
と
に
資
し
て
ゐ
る
。
海
洋
は
世
界
の
公
道
で
あ
り
、
そ

の
自
由
は
世
界
の
秩
序
と
安

全
と
の
基
礎

で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
海
洋
の
使
用
は
、
個
人
が
そ
の
私
有
物
に
対
し

て
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
使
用
と
は
種
々

の
黙
に
於
て
異
る
内
容
を
有

つ
て
ゐ
る
。
叉
所
有
若
く
は
領
有
の
観
念
は
、
占
有
少
く
と
も
そ
の
可
能

を
前
提
と
し
て
始
め
て
認
め

う
る
所
で
あ
る
。
然
る
に
海
洋
の
性
質
は
、
そ
の
敦
れ
を
も
不
可
能

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
海
洋
は
そ
の
本
來
の
性

質
上
、
或
る
特
定
の
者
が
之
を
使
用
し
て
も
、
そ
の
他
の
者
の
使
用
を
不
可
能

と
す
る
如
き
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
自

然
的
性
質
、
基
本
的
事
實
に
基
い
て
、
海
洋
は
占
有
を
可
能
に
し
所
有

を
保
障
す
る
法
、
即
ち

私
法

と
は
自
ら
異
る
法
の
規
制
の
下

に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

(七
〇)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
語
が
古
來
種
々
の
異
つ
た
意
義
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
こ
、
で
は
專
ら
所
有
p
r
o
p
r
i
u
m

に
対
し
て
c
o
m
m

u
n
e

と
云
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
海
洋
は
こ
の
意
味
の
共
有
の
目
的
と
は
な
ら
な
い
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
1
3
 
1
9
.

海
洋
の
領
有
を
認
む
る
た
め
に
は
、
そ
の
占
有
の
可
能
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
そ
の
占
有
は
貧
力
を
以
て
永

績
的
に
支
持
せ
ら
る
曳
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
輩
な
る
精
神
的
要
素
、
即
ち
占
有

の
意
思
叉
は
意
欲
の
み
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
そ

の
性
質
上
、
占
有
す
る
こ
と
を
得
な
い
も
の
、
叉
事
實
上
、
嘗
て

一
度
も
占
有
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
は
、
何
人
の
所
有
叉
は

一海
洋
自
由
論

の
研
究

二
九
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三
〇

領

有

に
も
属

し
得

な

い
も

の

で
あ

る

。

海

洋

が

か

」
る

も

の

で

あ

る

こ

と

に

つ

い

て
は
、

疑
問

の
絵

地

は
な

い
。

海

洋

に
対
す

る
占

有

の
不

可

能

性

は
、

海

洋

に
対
す

る
領

有

の
根

篠

の
怠

い

こ

と
を

示

す

も

の
で

あ

る
。

然

し

そ

こ

に

は
省

ほ
他

の
論

擦

が

あ

る
。
即
ち

或

る
者

に
依

つ

て
使

用

せ
ら
る
ゝ

場

合

に
、

他

の
者

に
依

つ
て
使

用

せ
ら
る
ゝ

場

合

と
同

し
檬

に

そ

の
何

等

か

の
需

要

を
充

九

し
う

る
様

に
自

然

に
依

つ

て
創

り

出

さ

れ

て

ゐ

る
物

は
、

そ

の
當

初

自

然

に
依

つ

て
創

り

出

さ
れ

た
時

の
條

件

の
下

に
今

日

も

省

ほ

存

す

る

と
共

に
、

永

久

に
さ

う
な

け

れ
ば

な

ら
な

い

と

云

ふ

こ

と

で
あ

る
。

こ
れ

は
自

然

法

に
基

く

一
の
要

請

で
あ

る
。

そ

れ

は
自

然

が

共
通

使

用

の

九

め

に
與

へ
た
も

の

で
あ

る
。

そ

れ

は
他

の
者

を

害

す

る

こ

と
な

し

に
相

互

に
使

用

せ
ら
る
ゝ

も

の

で
あ

る

。

海

洋

は

斯

か

る

性

質

を
有

つ
て

ゐ

る
。

從

つ
て
海

洋

は
、

廣

く
総

て

の
人

々

の
共

同

の
使

用

の

た

め

に
留

保

せ

ら

れ
保

持

せ
ら

れ
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

(七
一)

こ

エ
か
ら
共
同

の
使
用

の
認

め
ら
る

エ
状
態
を
キ
ケ
ロ
は
c
o
m
m
u
n
i
t
a
s

と
呼
ん
で
ゐ
る
と
云
ふ
。
そ
れ
は
人
々
に
対
し

、人

々
の
間

に
最

も
廣

く
普
遍
し
、
総
て

の
も
の
に
対
し

、総

て
の
も

の
製
間

に
最
も
廣
く
普
遍
す

る
集
團
そ

の
も
の
蕊
中

に
於

て
は

、
自
然
が
共
通
使
用

の
た
め

に
創

つ
た
総

て
の
も
の
c
o
m
m
u
n
i
t
a
sは
保
持
せ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
と
云

ふ
こ
と
で
あ
る
。
=
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
8
-
2
1
.

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
に
從

へ
ば

海

洋

は
公

的

性

質

を
有

す

る
物

で
あ

る
。

さ
う

し

て
彼

の
所
謂
p
u
b
l
i
c
a
と
は

、
特

定

の
民

に
屡

す

る

こ

と
な

く

人
類

社

會

に
属

す

る

と
云

ふ
意

味

で
あ

る
。

萬

民

法

が

公

的

と
云

ふ
場

合

に
は
、

二

つ
の

こ

と

が
意

味

せ

ら

れ

て

ゐ

る
。

鄙

ち

そ

の

一
つ
は
総

て

の
者

に
共

通

で
あ

る

と

云

ふ

こ

と

で
あ

り

、

他

の

一
つ
は

何

人

に
も
屡

し
な

い

と

云

ふ

こ

と

で
あ

る
。

占

有

の

不

可
能

性

と
共

同
使

用

の
可

能

性

と
が
、

事

物

の
公

的

性

質

を

つ
く

る
も

の

と
考

へ
ら

れ

た
。

海

洋

は
か
ゝ
る

性

質

を
有

つ
て

ゐ

る
。



そ

れ

は
羅

馬

人

が

自

然

法

に
よ

つ
て
総

て

の
者

に
共
通

な

る
も

の

と

云
ひ

、

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
が
萬

民

法

に
依

つ
て
公

的

な

も

の

と
認

む

る
所

の

も

の

で

あ

る
。

(七
二
)

彼
は
海
洋

の
要
素
は
共
通

で
あ
り
且

つ
無
限
で
あ
る
結
果
占
有
せ
ら
れ
得
な

い
、

叉
そ

の
要

素
は
総
て

の
も
の
、
使

用
に
適
応
す

る
と
云

つ

て
ゐ
る
。
勿
論
特
定

の
事
態
、
條
件

の
下
に
於

て
の
海

洋
の
部
分

の
支
配
は
認
め
ら

れ
て
ゐ
る
。
即
ち

彼
は
、

或
は
航
海
n
a
v
i
g
a
t
i
o

或
は

漁
業
p
i
s
c
a
t
u
r
a

に
つ
い
て
何
等
か

の
方
法
を
以
て
他

の
者

の
海
洋
使
用
を
排
除
し
、
海
洋
を
自
己

の
も

の
と
な
す
時

は
、
そ

の
部
分

の
海
洋

は
浩
岸
と
も
云
は
る
べ
き
海
濱
と
同
じ
檬

に
、
そ
の
海
洋

の
部
分
を

自
己

の
擢
利
に
牧
む
る
も

の
Σ
所
有
に
属
す
と
論
じ
て
、
今
日

の
浩
岸
海

の
存
在
を
認
め
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
 
l
i
b
e
r
u
r
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
 
2
0
-
2
1
.

(七
三
)

こ
ゝ
で
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
海
洋

に
対
す

る
自
然
法
と
萬
民
法
と

の
関
係

を
指
示
し
て
ゐ
る
。

共
通
性
と
公
共
性
と
は
海
洋
に
つ
い
て
認

め
ら

れ
、

そ
の
使

用
は
共
通
使

用
で
あ
り
、
叉
公
的
使
用
で
あ
つ
て

一
國

の
獨
占

を
許
容
す
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
総

て
の
も

の
、
利
益

の
た

め
に
使
用
せ
ら

る
Σ
領
域

で
あ
る
。

さ
う
し

て
、
そ
の
共
通

の
性
質
は
積
極
的
、
消
極

的

の
二
個

の
方
向
か
ら
認

め
ら
れ
て
ゐ
る
。
H
u
g
o

G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
c
a
p
u
t
.
 
V
.

か
く
の
如
く
占
有
の
関
係

か
ら
見

て
海
洋
は
何
人
に
も
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
使
用
は
萬
人

に
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
は
羅

馬
人
に
よ
れ
ば
自
然
法
上
の
共
同
物

で
あ
り
國
際
法
上
の
公
有
物
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
キ
ケ

ロ
に
從
ひ
、
公
有
物
を
総
て
の

も
の
玉
共
同
使
用
に
供
す
る
こ
と
が
正
義

の
最
も
貴

い
任
務
j
u
s
t
:
t
i
a
e
 
m
u
n
e
r
a

で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
海
洋
が
総
て
の
も
の

に
共
同
で
あ
る
こ
と
は
、
自
然
に
よ
つ
て
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
共
同
で
あ
る
物
は
、
共
同
の
使
用
に
の
み
供
さ
れ
る
。

海
洋
の
此
の
公
共
的
性
質
は
、
占
有
権
を
排
除
す
る
上
に
於
て
重
要
な
意
義
を
有

つ
て
ゐ
る
。
何
と
な
れ
ば
海
洋
の
占
有
は
、
海
洋

海
洋
自
由
論

の
研
究

'

三
一
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三
二

を

頂
劃

し
若

く

は
封

鎖

す

る
こ

と
の

困
難

と
、

假

り

に

そ

れ

が

で

き

る

と
し

て
も

、

そ
れ

ら

の

こ

と
が

他

の

も

の

に
対
す

る
海

洋

の

一
般

的

使

用

を

阻

害

す

る

こ

と
な

し

に
は
行

は

れ
難

い

と
云

ふ
事

由

で
、

認

め

る

こ

と
が

困
難

だ

か

ら

で
あ

る
。

(
七
四
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
2
1
.

一
般

的

の
使
用
を
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
事
物
は
、

一
般

の
人

々
か
ら
移
し
て
特
定
者

の

利
益

の
た
め
に
の
み
占
有

せ
し

め
ら
る

」
こ
と
を
得
な

い
。
海

洋
は
か

」
る
も
の
Σ

一
に
燭
す
る
。

(
七
砥
)
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

は
海
洋

の

一
部
分
、
今
日

の
所
謂
浩
岸
海
に
周
す
る
部
分
及
び
海
岸

に
対
し

て
は
支
配

の
権
利
が
及
ぶ
こ
と
、
從

つ
て
そ
れ

ら
と
海
洋
と
は
異

る
地
位
に
立

つ
も

の
で
あ
る

こ
と
を
認

め
て
ゐ
る
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
c
a
p
u
t
.
 
V
.
 
p
.
 
2
3
.

叉
共
同

の
使

用
は
、

自
己

の
使

用
に
よ
つ
て
他

の
者
に
害
を
與

へ
な

い
こ
と
を
條
件
と
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
。

海

洋

の

こ

の
法

律

的

性

質

か

ら
、

海

洋

支

配

に
対
し

て

の

一
國

の
主
張

の
意

義

が
明

か

に
せ

ら

れ

る
。

海

洋

が
総

て

の

も

の

玉
交

通

の

た

め

に
認

め

ら

れ

て
ゐ

る

こ

と

は
、

各

國

家

、

各

國

民

が

共

同

に

そ

れ

を
使

用

し

う

る
権
利

を
有

つ

て
ゐ

る

こ

と
に
外

な

ら
な

い
。

從

つ

て
各

の
國

家

は

、
特

定

の

一
國

が
海

洋

を
自

己

の
独
占

的

領

域

で
あ

る

と
主

張

し

て
他

の
も

の

玉
使

用

を
不

可

能

に

し
若

く

は
排

除

し
よ

う

と

す

る

こ

と
を

、

受
容

す

る
義

務

を
有

す

る

も

の

で

は
な

い
。

却

つ
て
か
ゝ
る

共

同

の
使

用

を
確

保

す

る

こ

と

に

協

力

す

べ
き

義

務

を
有

つ
て

ゐ

る

と

云
は

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
に
從

へ
ば

海

洋

は
、
e
s
 
e
x
t
r
a
 
 
c
o
m
m
e
r
c
i
u
m

即

ち

人

々
の
間

の
交

易

の
外

に
置

か

れ

た
物
、

從

つ
て
特

定
者

の
所

有

と

は

な
り

得

な

い
性

質

の
物

で

あ

る
。

こ

の
意

味

に
於

て

は
、

海

洋

は

一
國

の
所

有

の
客

盟

と

は

な
ら

な

い
室

間

で

あ

り
、

一
國

が

滑

岸

海

を
特

定

の
領

域

亀

し

て

そ

の
支

配

の
下

に
置

き

う

る

こ

と
を

以

て
海

洋

の
自

由

を

否

定

す

る

こ

と
は
當

ら

な

い
。

(七
六
)

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
こ
の
點

に
關
し
て
私
の
上
述

し
た
所
と
は
稽
異
る
見
解
を
示
し
て
ゐ
る
。
彼

は
海
洋
が
所
有

の
客
髄
と
な
り
得
な

い
と
云



ふ
事
實

か
ら
、
人
は
海
洋

の
如
何
な
る
部
分
を
も

一
國

民
の
領
域
と
な
す
事
を
得
な

い
と
結
論
し
て
ゐ
る
。
卸

ち
彼
が
海
洋

に
対
し

て
羅
馬

の

國
家

の
権
利
と
し
て
認

め
よ
う
と
し

て
ゐ
る

の
は
領
有
叉
は
所
有

の
そ
れ
で
は
な
く
て
、
保
護

と
、
海
洋
上
に
於
け
る
不
法
な
行
爲
に
対
す

る

司
法

の
権
利

に
外
な
ら
な

い
と
し
て
ゐ
る
。

こ
れ
は
一
般
的
な
法
に
基

い
た
権
利
で
あ
り
、
海
洋

の
上
に
私
権
を
有
す

る
か
ら
で
は
な

い
。

か

か
る
警
察
的

の
権
利
は
他

の
國
民
も
亦
羅
馬
人
と
同
し
檬
に
有

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
 
2
6
-
2
7
.

海

洋

の

上

に
國

家

叉

は
私

人

の
所

有

樺

を

認

め
得

な

い

の
は
、

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
に
從

へ
ば

要

す

る

に

そ

の
自

然

の
性

質

と
公

共

の

使

用

と

に

よ

つ
て
海

洋

を
占

有

す

る

こ

と

が

で

き

な

い

か
ら

で
あ

る
。

若

し

か

曳
る

海

洋

の
上

に
他

の

も

の

を
排

除

し

て
差

別

的

の

使

用

を
確

保

す

る

た

め

に

強
力

叉

は
暴

力

を
行

使

す

る
も

の
が

あ

る

と

す

れ
ば

、

そ

の
要

求

は
法

外

な
も

の

で
あ

り

限

度

を

越

え

た

も

の

で
あ

る
。

海

洋

に
於

て
漁

…獄

を
他

の
も

の

に
対
し

て
阻

止

し

よ

う

と

す

る

も

の

が

あ

れ
ば

、

そ

れ

は
無
意

味

な

貧

慾

に
外

な

ら

な

い
。

そ

れ

な
ら

ば

自

己

に
何

等

の
害

を

與

へ
な

い

の

に
も
拘

ら

す
、

他

の
も

の

玉
海

洋

を
航

行

す

る

の

を
阻

止

し

よ

う

と
す

る
者

を

何

と
評

す

べ

き

で
あ

る

か
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
は
か
ゝ
る

も

の
を

人
類

の
團

塩

の
基

本

法

則

に
反

す

る

も

の

と

し

て

そ

の
誤

謬

で

あ

る

こ

と
を

指

摘

し

て

ゐ
る

の
で

あ

る

。

(宅

)

彼

は

「
入
類
社
會

の
法
則
を
侵
犯
す

る
」
l
e
g
e
 
h
u
n
c
 
h
u
m
a
n
e
 
s
o
c
i
e
t
a
t
i
s
 
p
e
r
a
g
e
r
e

と
云

つ
て
ゐ
る
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.

ｐ
3
0

こ
の
場
合
に
彼
が
自
然

法
上
の
交
通
椹

の
思
想

の
上
に
立

つ
て
そ

の
論
を
進

め
て
ゐ
る
こ
と
は
何
人
に
も
明

か
で
あ
る
。
か

、
る
権
利

は
自
然

の
法
に
依

つ
て
も
諸
國
民
の
考

ふ
る
所
に
よ
つ
て
も
、
総

て
の
も
の
に
屡

す
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
拒

む
こ
と
は
非
常
な
不
法

で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
か

芝
る
権
利
を
他

の
も
の
に
認

め
る
こ
と
に
依

つ
て
自
己
の
権
利
は
以
前

よ
り
も
少
し
も
害

せ
ら
れ

は
し
な

い
か
ら
で

あ
る
。
海
洋

の
典
同
使

用
に
關
す
る
こ
の
関
係

は
、

自
然
法
に
よ

つ
て
規
定

せ
ら
る

」
某
本
的
な
も
の
で
あ
る
。

一
國
が
海
洋

の
使
用
キ
他
國

に
禁
ず
る
と
云

ふ
こ
と
は
、
使
用
を
許
容
し
て
も
自
己

に
は
何
等

の
損
害

も
な
く
、
他
國

に
は
利
益

が
あ
る
と
云

ふ
相
互
的
関
係

に
立

つ
以
上

海

洋
"
自

由

弥繭
の

研

究

三
三
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は
、
自
然
法
の
原
則
に
從
つ
て
許
さ
れ
な
い
所
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

海
洋
の
支
配
を
主
張
す
る
た
め
に
は
そ
の
支
配
の
實
盟
的
基
礎
、
實
力
に
よ
る
そ
の
秩
序
維
持
の
可
能

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
葡
萄
牙
は
印
度
に
至
る
海
洋
に
つ
い
て
か
ゝ
る

實
力
に
よ
る
支
配
を
示
し
は
し
な
か
つ
た
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
航
行
の
自
由
に

つ
い
て
の
理
論
は
、
占
有
が
實
効
力

あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
九
。
こ
の
窯
に
於
て
彼
の
自
由
海
論
は
後

の
國
際
法
に
於
け
る
先
占
の
法
理
、
原
則
に
大
き
な
影
響
を
與

へ
て
ゐ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
占
の
實
敷
性
、
占
有
に

つ
い
て
の
匿
素
の
必
要
を
海
洋
に
つ
い
て
も
明
か
に
し
た
こ
と
は
.
羅
馬
法
及
び
自
然
法
に
基
く
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
功
績
▼で
あ
る
。

海
洋
は
空
気

と
同
じ
く
之
を
把
握
し
得
な
い
が
故
に

一
國
の
占
有

の
目
的
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
主
張

し
て
ゐ
る
の
は
必
す
し
も

正
確
と
は
云
ひ
得
な
い
け
れ
こ
も
、
海
洋
の
公
共
性
を
そ
の
共
同
使
用
に
つ
い
て
認
め
た
こ
と
は

一
つ
の
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
彼

の
考
に
從

へ
ば
、
世
界
の
総
て
の
海
洋
は
敦
れ
か
の
國
民
が
最
初
に
そ
こ
に
航
海
を
行

つ
忙
に
違
ひ
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
最

〆

初
に
航
行
し
た
と
云
ふ
事
質
に
基
い
て
そ
の
海
洋
を
占
有
し
う
る
と
假
定
す
る
な
ら
ば
、
和
蘭
人
は
結
局
は
総
て
の
海
洋
か
ら
排
除

せ
ら
る
ゝ

外
は
な
い
。
か
く
し
て
世
界
を
航
行
す
る
総
て
の
國
民
が
全
海
洋
を
占
有
し
た
と
主
張
す
る

に
至
る
様
な
、
背
理
を
認
め

ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
點

か
ら
グ

・
テ
ィ
ウ
ス
は
、
占
有
論
の
根
擦
の
な
い
こ
と
を

「
海
洋
を
航
行
す
る
船
は
後
に

何
の
跡
も
残
さ
な
い
様
に
、
何
の
権
利

を
も
獲
得
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
云
ふ
有
名
な
句
で
批
評
し
て
ゐ
る
。

(七八)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
1
8
-
1
9
.

.
殊
に
そ
の
二
十
頁
以
下
を
参
照



(
莞

)

ω
S
e
d
 
n
e
m
o
 
n
e
s
c
i
t
 
n
a
v
e
m
 
p
e
r
 
m
a
r
e
 
t
r
a
n
s
e
u
n
t
u
m
 
n
o
n
 
p
l
u
s
 
j
u
r
i
s
 
q
u
a
m
 
v
e
s
t
i
g
i
i
 
r
e
l
i
n
g
u
e
r
e
 
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,

o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
1
.

歴
史
上
の
事
實
は
葡
萄
.牙
人
が
印
度
洋
を
焚
見
し
九
と
云
ふ
主
張

の
眞
實
で
な
い
こ
と
を
證
明

し
て
ゐ
る
し
、
そ
の
占
有
が
實
敷

性
を
有
九
な
い
こ
と
を
も
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
叉
海
洋
の
占
有
を
主
張
す
る
者
は
、
絡

て
そ
の
海
洋
の
最

も
近
く
に
港
叉
は
海
岸
を

領
有
す
る
國
に
対
し

て
そ
れ
ら
の
海
洋
を
麟
属
せ
し
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
點

か
ら
見
て
も
、
葡
萄
牙
の
様
に
印
度

か
ら
遠
く
離
れ
て
ゐ
る
國
に
対
し

て
印
度
洋
の
領
有
を
認
め
る
例
は
存
し
な
い
と
云
つ
て
い
玉
。
叉
特
定

の
海
洋
に
つ
い
て
漁
業
を

(
八
〇
)

禁

止

し

う

る

と

し

て
も
、

そ

の
場

合

に
は

共

同

の
使

用

が
魚

類

を
絶

滅

せ

し

め

る
處

が
あ

る

と

云

ふ

こ

と

が

口
實

に
な

つ
て

ゐ

る
。

然

る

に
航
行

に
よ

つ

て
は
海

洋

に
何

等

の
損

害

を
與

ふ

る
も

の

で
は

な

い

の
で

あ

る

か
ら

、

そ

れ

を

禁

止

す

る

何

等

の
合

理

的

根

擦

も

存
在

す

る

も

の

で
は

な

い
。

こ

れ
ら

の
黙

に
於

て
グ

ロ
テ
・
イ
ウ

ス
は

今

日

の
國

際

法

に
認

め
ら
る
ゝ

澹

岸

漁

業

の
留

保

の
原

則

と
、

海

洋

の
無

害

航

行

の
権
利

と
を

基

礎

づ

け

よ

う

と
試

み

て

ゐ

る

の

で
あ

る
。

魅

(
八
〇
)

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は

こ
の
留
保
を
認
む
る
こ
と

に
依

つ
て
今
日

の
沼
岸
漁
業

の
獨
占

の
正
當
な
根
掠
を
示
さ
う
と
し
た
の
で
あ
る
と
も
云

へ
る
。

H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
 
p
.
.
 
1
9
-
2
0
 
e
t
 
2
3
 
�
2
4
.

(
八
一)

海
洋

の
航
行

の
自
由
は
陸
上
の
そ
れ
と
は
異
る

こ
と
勿
論
で
あ
る
。
領
土
は
特
定

の
國
家

の
領
域

の

一
部
を
構
成
す
る

の
に
反
し
て
、
海
洋

は
総

て
の
國
家
に
共
通

の
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
狗
ら
ず

、
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
領
土
を
武
器

を
携

ふ
る
こ
と
な
し

に
通
行
す

る
も

の
を
禁
止

し
え
な

い
と
云
ふ
こ
と
を
根
採
と
し
て
、
海
洋

の
航
行

の
自
由
を
論
謹
し
う
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
點

は
必
し
も
正
確
な
理
論

で
あ
る
と
は

稽

し
難

い
。

グ

ロ
テ
。
ウ

ス
に
從

へ
ば

、

海

洋

の
使

用

が
自

由

で
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
こ

と

は

要

す

る

に
そ

の
自

然

の
性

質

に

よ

る

も

の

で
あ

る
。

海

洋

自

由

論

の

硯
.究

三
五
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何
と
な
れ
ば
、
特
定
の
事
物
に
樹
す
る
所
有
権
を
認
む
る
こ
と
な
し
に
は
そ
の
實
質
上
の
使
用
が
不
可
能

と
な
る
様
な
性
質
の
物

に

つ
い
て
は
、
人
は
そ
の
物
の
使
用
を
分
割
し
て
き
た
の
に
反
し
て
、
そ
の
使
用
に
依

つ
て
所
有
椹
が
侵
害

せ
ら
る
ゝ

様
な
處

の
な
い

事
物
に
対
し

て
は
、
そ
の
使
用
を
自
由
に
任
せ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
海
洋
は
か
ム
る
事
物
の

一
に
属
し
て
ゐ
る
。
從

つ
て
人
は
そ

の
航
行
に
つ
い
て
何
等
の
許
可
を
も
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(八二
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
3
0
 
e
t
 
3
3
-
3
6
.

こ
の
貼
に
關
し
て
の
グ
ロ
テ
イ
ウ
ス
の
論
旨
は
極
め
て
徹
底
し
て
居
リ
、
そ
の
自
然
法

的
傾
向
を
著
し
く
示
し
て
ゐ
る
。

占
有
が
何
等
の
権
利
を
設
定
し
な
い
と
同
じ
様
に
、教
皇

の
贈
與
も
亦
、海
洋
叉
は
航
行
に
つ
い
て
何
等

の
権
利
を
設
定
し
得
な
い
。

た
穿
こ
の
點

に
つ
い
て
の
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
主
張
は
、
や
曳
簡
明
に
失
し
て
ゐ
る
嫌
が
あ
る
。
勿
論
彼
の
主
張
す
る
様
に
、
海
洋
は
國

家
叉
は
國
民
の
間
の
取
引
の
外
に
お
か
れ
て
ゐ
る
公
の
事
物
で
あ
る
。
從

つ
て
贈
與
の
対
象

と
は
な
り
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
海
洋
を
聡
與
し
て
も
法
律
上
何
等
の
敏
果
を
も
生
じ
得
な
い
と
の
主
張
は
論
理
的
に
正
し
い
。
教
皇

は
贈
與
し
得
な
い
物
を
贈

與
し
た
の
で
あ
り
、そ
の
贈
與
は
法
律
的
に
見
て
無
数
で
あ
る
。葡
萄
牙
も
亦
か
ゝ
る

無
敷
な
る
行
爲
に
依

つ
て
何
等
の
権
利
を
獲
得

す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
賂
與
は
自
然
の
法
則
に
反
す
る
所
で
あ
る
。
教
皇
は
自
然
の
法
則
に
反
し
て
行
動
す
る
自
由
は
有
し
な

い
の
で
あ
り
、
そ
の
贈
與
は
海
洋
と
そ
の
使
用
と
を
私
す
る
こ
と
玉
な
る
が
故
に
、自
然
法
に
反
す
る
も
の
と
し
て
無
敷
で
あ
る
。
総

て
の
國
民
は
西
班
牙
人
叉
は
葡
萄
牙
人
と
同
じ
く
、
海
洋
に
対
し
て
使
用
の
権
利
を
有

つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
何
等
の
理
由
も
、
過
失

も
、
過
誤
も
な
し
に
奪
ふ
権
利
は
、
教
皇
に
も
存
し
な
い
の
で
あ
り
、
贈
與
は
海
洋
を
凋
占
す
る
根
擦
と
は
な
b
得
な
い
の
で
あ
る
。



へ
八
三
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
.
 
1
6
0
9
.
 
p
.
 
3
6
-
3
8
.

海
洋
及
び
航
行
に
つ
い
て
の
権
利
は
、
時
敷
叉
は
慣
習
を
根
擦
と
し
て
も
主
張
し
う
る
も
の
で
は
な

い
。
時
敷
は
私
法
上
の
制
度

で
あ
り
、
國
際
法
に
於
て
認
め
ら
る
ゝ

所
で
は
な
い
。
海
洋
は
私
法

の
規
定
の
客
盟
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
公
法
、
殊

に
國
際
法
に

依

つ
て
規
定
せ
ら
る
ゝ

も
の
で
あ
る
。
私
法

に
対
し
て

一
暦
大
き
な
数
力
を
有
す
る
自
然
法
及
び
國
際
法
は
時
効

を
認
め
て
ゐ
な
い
。

殊
に
時
効

を
事
由
と
し
て
海
洋
の
領
有
を
主
張
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
海
洋
の
使
用
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
禁
止
は
實
際

の
占
有
が
つ
穿
く
間
の
み
有
敷
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
関
係
か
ら
考

へ
て
も
、
不
當
で
あ
る
。
海
洋
は
そ

の
性
質
上
、
時
効

を
不
可
能

と
す
る
事
物
で
あ
る
。
か
ゝ
る

物
に
対
し

て
時
効

を
主
張
す
る
こ
と
は
全
く
背
理
に
外
な
ら
な
い
。

(八四
)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
多
く
の
事
由
を
基
げ
て
、
時
敷
に
よ
つ
て
海
洋
の
上
に
支
配
の
権
利
を
獲
得
し
た
と
云
ふ
主
張
が
如
何
に
根
採
の
な
い
も

の
で
あ
る
か
を
論
證
し
て
ゐ
る
が
、
今
こ
蕊
に
一
々
説
明
す
る
こ
と
は
省
略
し
た
い
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
;
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
5
0
9
,
 
c
a
p
u
t
.

V
i
i
.
 
p
.
3
8
-
5
1
.

慣
習
に
基
い
て
海
洋
に
対
す
る
支
配

の
権
利
を
獲
得
し
た
と
の
主
張
も
亦
、
同
様
に
根
擦

の
な
い
も

の
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
時
効

と
区
別
し
て
慣
習
に
ょ
る
航
行
権
の
主
張
が
笑
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
と
な

し
、
自
然
法
叉
は
國
際
法

に

強
く
反
対

す
る
慣
習
の
成
立
し
得
い
こ
と
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
総
て
の
慣
習
法
は
實
誰

(
定
)
法
で
あ
り
、
實
讃
法
は
永

遠

の
法
を
破
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
永
遠
法
に
從
へ
ば
海
洋
は
そ
の
性
質
上
、
萬
人
に
屡

す
る
も
の
で
あ
り
、
慣
習
に

よ
つ
て
も
特
定
者
に
独
占

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
時
敷
が
援
用
し
え
な
い
と
同
じ
く
、
慣
習
を
援
用
す
る
こ
と
も
亦
安
當
で

海
洋

自
由
論

の
研
究

三
七
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は
な
い
。
こ
の
點

に
、
彼
の
自
然
法
及
び
國
際
法
に
關
す
る
基
本
的
理
論
が
既
に
よ
く
現
れ
て
ゐ
る
。

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
西
班
牙
の

名
高

い
法
律
學
者
ヴ

ス
ク
ィ
ウ
ス
V
a
s
q
u
i
u
s

の
學
説
を
引
用
し
つ
玉
そ
の
法
理
論
を
展
開
し
て
ゐ
る
。
自
然
法
及
び
國
際
法
を
深

く
認
識
す
る
な
ら
ば
、
自
然
法
が
神
の
摂
理

に
源
を
磯
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
む
る
外
は
な
い
。
從
つ
て
そ
れ
は
憂
更
し
え
な

い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
か

瓦
る
自
然
法
の
一
部
が
、
基
本
的
國
際
法
の

一
部
を
構
成
し
て
ゐ
る
。
基
本
的
國
際
法
は
制
定
せ
ら
れ

た
法
で
は
な
く
、
自
然
法
で
あ
る
。
從
つ
て
そ
れ
は
制
定
せ
ら
れ
た
る
國
際
法
或
は
實
讃
的
國
際
法
と
は
自
ら
そ
の
性
質
を
異
に
し
、

國
際
法
騰
系
の
中
に
於
て
も
亦
そ
の
地
位
を
異
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
制
定
せ
ら
れ
九
る
國
際
法

は
、
又
改
正
し
変
更

し
う
る

性
質
の
法
で
あ
る
。
海
洋
の
使
用
を
独
占

す
る
こ
と
が
法
律
的
に
正
し
い
か
否
か
は
、

一
に
こ
の
二
個

の
法
の
慣
値

の
関
係
か
ら
判

断
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
で
あ
り
、
単
な
る
時
効

叉
は
慣
習
の
存
在
に
つ
い
て
の
主
張
の
み
を
以
て
は
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

(
(
五
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
G
9
,
 
c
a
p
u
t
.
 
 
V
1
1
.
 
p
.
4
2
.

(
八
六
)
こ
の
點

か
ら

も

「
自
由
海
論
」

の
國
際
法

の
発
達

の
上
に
占

め
る
大
き
な
意
義
が
明
か
に
な

る
と
思

ふ
。

「
戦
争
と
平
和

の
法
」

に
先
立

つ

二
十
年

以
前

に
於

て
既

に
、
彼

は
國
際
法

の
基

本
理
論
を

こ
の
小
著

の
中

で
展
開
し
、
實
誰
法

の
理
論

に
の
み
限
定
す
る

こ
と
が
結
局
は
法

の

眞
實

の
意
義
を

理
解
す
る
こ
と
を
妨
げ
、
権
利

の
濫

用
を
防
ぐ
上
か
ら
も
決
し
て
充
分
で
は
な

い
理
由
を
論
證

し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は

二
十
二
歳

の
青
年

の
著
書
と
し

て
は
、
確
か
に
澁
目
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
と
云
は
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
。

海

洋

の
使

用

を

そ

の
實

際

の
事

貧

に

つ
い

て
考

察

す

れ

ば
、

海

は

そ

の
創

ら

れ

た
當

初

の
性

質

を
保

持

し

つ

玉
、

総

て

の
者

に
封

し

て
開

放

せ

ら

れ

て

ゐ

る

。

こ

の
事

買

は
、

海

洋

及

び

そ

の
他

の
水

域

の
上

に
は

原

則

と
し

て

一
般

的

使
用

の
権
利

の

み

が
威

立

し

う

る

こ

と

を

示

す

も

の

で
あ

る
。

海

洋

の
航

行

は
、

他

の
者

に
害

を

與

へ
る
性

質

の

も

の

で

は

な

い
。

從

つ
て
何

も

の

に
も

そ

れ

を



阻
止
す
る
模
利
は
存
し
な
い
筈
で
あ
る
。
こ
の
自
由
な
使
用
を
阻
止
す
る
こ
と
は
自
然
法
に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
は
海
洋
の

使
用
を
萬
民
に
対
し

て
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
み
が
海
洋

を
使
用
し
て
他
の
も
の
に
そ

れ
を
阻
止
す
る
如
き
内
容
の
権
利

は
、
時
効

に
よ
つ
て
も
慣
習
に
よ
つ
て
も
取
得
せ
ら
る
ゝ

も
の
で
は
な
い
。
航
行
と
漁
業
と
に
關

す
る
権
利
は
海
洋
を
使
用
し
う
る
総
て
の
者
に
始
め
か
ら
與

へ
ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
り
、
そ
の
権
利
は
基
本
的
國
際
法
と
し
て
の
交

通
権
の
規
定
に
淵
源
す
る
。
後
に
至

つ
て
土
地
と
河
川
と
に
対
す

る
権
利
が
海
洋
に
關
す
る
そ
れ
と
は
異
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る

に
至

つ
た
の
は
、
か
ゝ
る
権
利

を
認
め
る
こ
と
が
結
局
は
人
類
全
燈

の
利
益
と
福
社
と
を
増
大
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
然
る
に
海
洋

の
場
合
に
は
、
か
」
る
特
定
の
者
に
権
利
を
與

へ
る
こ
と
が
、
全
盟
の
上
か
ら
見
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
二
個
の
場
合
は
各

異
る
内
容
、
関
係

を
有

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
に
從

へ
ば
、
法
に
違
反
す
る
使
用
は
、
時
効

を
援
用
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
権
利
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
叉
衡
平
に
反
す
る
法
律
は
、
時
効

に
よ
つ
て
効
力

を
取
得
す
る
こ
と
も
な
く
正
當
と
せ
ら
る

エ

こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
窯
を
綜
合
す
れ
ば
、
葡
萄
牙
人
は
他
國
人
が
印
度

へ
航
行
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
如
き
海
洋
に
つ

い
て
の
権
利

を
有
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

(
八七
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
 
5
1
.

印
度

と
海
洋
と
の
双
方

に
關
し
て
葡
萄
牙
人
に
何
等
の
独
占
的
な
権
利

も
存
在
し
な
い
こ
と
が
明
か
に
せ
ら
れ
忙
後
に
於
て
は
、

海
洋

の
自
由
を
積
極
的
に
論
證
す
る
必
要
が
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
、
そ
れ
を
総
て
の
者
に
対
し

て
認
め
ら
る
」
通
商
の
自
由
に

基
い
て
明
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
ゐ
る
。
國
際
法
上
の
基
本
原
則
に
從

へ
ば
、
総
て
の
人
々
は
相
互
に
何
等
妨
げ
ら
る
ゝ

こ
と
な
く

海
洋

自
由
論

の
研
究

p

三
九
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四
〇

通
商
す
る
に
つ
い
て
の
権
利
を
有

つ
て
ゐ
る
。
こ
の
通
商
の
権
利

は
、
團
體

の
本
質
、
そ
の
成
立
の
條

件
に
結
び
つ
い
て
認
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
然
的
の
権
利
で
あ
る
。
交
通
の
必
要
は
、
総
て
の
民
が
、
各
そ
の
生
存
と
発
展

と
に
必
要
な
資
源
を
自
然
的

に
は
與

へ
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
と
云
ふ
基
本
的
な
事
實
に
基
い
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
交
通
を
奪
ふ
こ
と
は
、
総

て

の
民
の
生
存
を
脅
か
す
こ
と
で
あ
る
。
自
然
的
に
は
不
足
す
る
所
を
、
人
は
交
易
に
ょ
つ
て
補
足
す
る
の
で
あ
る
。
通
商
は
こ
の
意

味
か
ら
云

つ
て
阻
止
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
通
商

の
模
利
は
そ
の
性
質
上
、
決
し
て
単
な
る

私
樺
で
は
な
い
。
そ
紅
は

一
般
的
に

認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は

「積
極
的
」
な
、
叉
は

「肯
定
的
」
な
模
利
で
あ
る
。

(八八
)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
権
利
を
p
o
s
i
t
i
v
e

で
あ
り
、
叉
a
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e

で
あ
る
と
呼
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
は
生
存
に
必
要
な
物
資
を
他
の
地

域
か
ら
舶
來
す
る
こ
と
t
r
a
j
e
c
t
i
o

が
必
要
と
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
或
る
者
に
不
足
し
、
他
の
者
に
あ
り
蝕
即る
も
の
が
交
易
せ

ら
る
Σ
に
至
る
の
で
あ
る
。
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
5
2
-
5
3
.

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
自
由
海
論
の
大
き
な
功
績
の

一
つ
は
、
か
く
の
如
く
自
然
法
と
基
本
國
際
法
と
に
根
撮
し
つ
玉
、
通
商
の
権
利

と
そ
れ
に
基
く
條
約

の
性
質
と
を
明
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
離
ち
総
て
の
通
商
條
約

に
共
通
的
な

一
般
的
な
基
本
観
念
は
、
自
然

そ
の
も
の
か
ら
演
繹
せ
ら
れ
る
。
之
に
反
し
て
個
々
の
通
商
條
約
及
び
そ
の
交
易
の
客
燈

と
な
る
貨
物

の
種
類
と
価
格

と
は
、
特
別

の
合
意
に
依

つ
て
定
ま
る
も
の
(慕

る
・
通
商
の
自
由
は
基
本
的
國
際
法
に
萎

て
認

め
ら
る
」
所
で
あ
り
・
そ
の
根
擦
は
自
然
的

な
、
且

つ
永
遠
に
要
當
す
る
交
易
の
必
要
で
あ
る
。
さ
う
し
て
彼
は
こ
の
基
本
的
事
賃

と
基
本
的
原
則

と
に
基
い
て
、
海
洋
の
自
由

の
要
當
性
を
明
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。



(
八九
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
5
4
.

交
易
は
そ

の
原
始
的
な
形
態

に
於

て
は
人
間

の
共
同

の
生
活

に
必
要
な
総

て
の
物

に
つ
い
て
行
は
れ

た
と

の
主
張

の
當
否

は
姑
く
措

い
て
、
或
る
民
が

必
要
以
上
に
あ
る
も
の
を
有
ち
、
他

の
民
は
必
要

の
も
の
に
不
足
し
て
ゐ
る
と
云

ふ
事
實

そ

の
も

の
製
中

に
、
交
通

の
権
利

の
自
然
法
的
基
礎
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
點

に
於

て
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
、
上
蓮

の
如
く
海
洋

の
自

由
を
交
通

の
自
由

の
系
と
し

て
観
念
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
交
通

の
権
利
が
基
本
的
に
存
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
交
通

の
自
由

に
基

い
て
海
洋

の
自
由

の
原

則
が
確
立
す

る
も

の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

上
述

し

た
所

か
ら

航

行

の
構

利

、

通

商

の
権

利

が
占
有

を
根

擦

と
し

て
認

め
ら
る
ゝ

も

の

で
な

い

こ

と

が
自

ら

明

か

と
な

る
。

何

と

な

れ
ば

、

通

商

を
行

ふ

と
云

ふ
権

利

は
、

何

等
有

燈

的

の

も

の

を
有

し

な

い

か
ら

で
あ

る

。

或

る
國

民

が
或

る

地

方

と
最

初

に
交

易

し

九

と
云

ふ
事

實

か

ら
、

そ

の
國

民

の

み

が
独
占

的

に

そ

の
地

域

と
通

商

す

る
権
利

を
有

す

る

も

の

と
主

張

す

る

こ

と
は

、

全

く

背

理

で
あ

る
。

こ

の
偶

然

の
事
實

の
み

か

ら

は

、

決

し

て
何

等

の
権
利

も
発
生

す

る
も

の

で
は

な

い
。
葡

萄

牙

人

の
主

張

は
、

こ

の

黙

に
於

て

は
委
當

性

を
有

し

な

い
も

の
で

あ

る
。

通

商

の
権
利

は

同
様

に
、

教

皇

の
贈

與

に

よ

つ
て
生

じ

た
も

の
で

も

な

い
。

こ

の

こ
と

は

、

印
度

と
、

印

度

に
至

る
海

洋

と

が
敦

れ

も

教

皇

の
購

與

に
よ

つ
て
葡

萄

牙

人

に

の
み

專

属

す

る

も

の
で

な

い
こ

と
を
明

か

に

し

た
窯

か
ら

も

認

め
う

る

所

で

あ

る
。

敏

皇

は

、

自

己

に
属

し

な

い
も

の

を
賂

與

す

る
権
利

を
有

つ
て
は

ゐ

な

い
。
敏

皇

は
世

俗

的

な
、

政

治
的

な
権

を
有

す

る
も

の

で
は

な

い
。

教

皇

の
任

務

は

通

商

を
行

ふ

こ

と

で
は

な

い
。

教

皇

は

そ

れ

を
自

己

の
國

有

の
権
利

と

し

て
主

張

す

る

こ

と

を
得

る
も

の
で

は

な

い
。

自

己

の
樫

利

で

な

い
通
商

の
権
利

を
教

皇

が
他

の
者

に
贈

與

し
え

な

い

こ

と
は

、

自

明

の
理

で
あ

る
。

そ

れ

は

一
般

に
教

皇

の
管

轄

外

の
事

柄

に
屡

し

て
ゐ

る
。

永
遠

の
國

際

法

及

び

自

然

法

に
從

へ
ば
、

通
商

の
自

由

は
如

何

な

る
時

代

に
も

姜

當

す

べ
き
権
利

で

海

洋

自

由

論

の

研

究

四

一
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二

(九
〇
)

あ

る
。

こ

の
権

利

を

一
の

民

か
ら

奪

つ
て
他

の
民

に

の

み
與

へ
る
権
威

は
、
教

皇

の
有

し

な

い
所

で
あ

る
。

(
九
〇
)

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
は
若
し
教

皇
が
葡
萄
牙
人
に
の
み
印
度
と

の
通
商

の
権
利
を
與

へ
て
他

の
國

民
に
そ
れ
を
與

へ
な
か
つ
た

の
で
あ
る
と
假
定

す

れ
ば
、
教
皇

は
そ
の
贈
與
に
よ
つ
て
二
重

の
過
誤
を
犯
し
た

こ
と
に
な

る
と
論

じ
て
ゐ
る
。
第

一
に
、
印
度
人
は
何
等
教
皇

の
権
威

に
は
服

し
て
ゐ
な

い
民
で
あ
る
。
教
皇
は
印
度
人

に
屡
す

る
如
何
な
る
も

の
を
も
、
印
度
人
か
ら
奪
ふ

こ
と

は
で
き
な

い
筈

で
あ
る
.
印
度
人
が
そ

の
欲

す

る
所

に
從

つ
て
如
何
な

る
國
民
と
も
通
商
す

る
こ
と

の
で
き
る
権
利
を
教
皇
は
奪

ふ
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
點

か
ら
見

て
も
葡
萄
牙
人

の

主
張

は
支
持
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
第

二
の
鮎
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
教
皇
は
葡
萄
牙
人
以
外

の
総

て
の
國

民
が
有

つ
て
ゐ
る
正
當
な

権
利
を
不
當

に
奪

ふ
事
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

敦
れ
に
す
る
も
教
皇

の
贈
輿
は
、
葡
萄
牙
人
の
主
張
を
正
當
化
す

る
も

の
で
は
な

い
。
H
u
g
o

G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
 
5
5
-
5
6

参
昭
…。

印

度

と

の
通

商

の
権
利

が
時
効

叉

は
慣

習

に
基

い

て
葡

萄

牙

人

に

の
み
認

め

ら

れ

た

も

の

で

な

い

こ

と
も

、

航
行

の
権
利

に

つ

い

て
述

べ

九
所

に
よ

つ
て
自

か
ら
明

か

と
な

る
。
時
効

も
慣

習
も

、

通

商

に
關

す

る
基

本

的

礎

利

を

破

る

力

を
有

つ
も

の

で

は

な

い
。

通

商

の
権

利

を
独
占

し

よ

う

と
す

る

主

張

の
根

擦

の

な

い
こ

と

は
、

種

々
の
鮎

か
ら

之

を
論
證

す

る

こ

と
が

で

き

る

が
、

今

鼓

に

そ

れ

に

つ
い

て
詳

説

す

る

こ

と

を
省

か

う

。

か

製
る
独
占

的
権
利

の
主

張

が
自

然

法

に
反

し
、

全

人
類

の
福
祉

と
背

馳

す

る
こ

と
は
、

説

明

を
要

し
な

い
。

か

曳
る
獨
占

の
主

張

は

、

何

等
、
権

利

を
設

定

す

る

も

の

で
は

な

い
。
葡

萄

牙

人

の
主

張

は
全

く
恣

意

的

な

も

の

と
構

す

る
外

は

な

い
。

(
九
一
)
こ
の
點

に
つ
い
て
は

「
自
由
海
論
」

の
第

十

一
章

に
於

て
詳
論

し
て
ゐ
る
。

そ
の
論
證

の
論
理
は
大
膿

に
於
て
前
敷
章

に
於

て
、
印
度
と
、

印
度

へ
の
航
行

の
権
と

に
つ
い
て
蓮
べ
た
所
と
共
通

の
も

の
を
有

つ
て
ゐ
る
か
ら
、
重
複
を
省

い
て
詳
説
し
な

炉
こ
と

に
す
る
。
通
商

の
権
利

の
獨
占

は
更

に
衡
平

の
観
念

に
反
す
る
。



海
洋
か
ら
諸
國
民
が
受
く
る
利
益
は
、
諸
國
民
が
平
等
に
之
を
追
求
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
海
洋
を
航
行
す
る
権
利
ご
、

そ
れ
に
ょ
つ
て
通
商
す
る
権
利
も
亦
、
諸
國
民
に
対
し
て
平
等
に
認
め
ら
る
ゝ

所
の
基
本
的
の
権
利
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
を

一
國

民
に
の
み
私
す
る
こ
と
は
、
自
然
法
に
反
す
る
と
共
に
、
衡
平
の
観
念

に
も
合
せ
ざ
る
所
で
あ
る
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
法
理
論
の
政

治
的
の
成
果
は
ー

そ
れ
を
功
績

と
云
つ
て
も
い
玉
で
あ
ら
う
ー
1
和
蘭

一
國
の
利
益

を
人
類
的
の
基
礎

に
置
い
て
貫
徹
し
ょ
う
と

試
み
た
鮎
に
認
め
ら
れ
る
と
稻
し
て
よ
か
ら
う
。
當
時
、
和
蘭

の
主
張
し
た
権
利
、
そ
の
追
求
し
た
利
益

は
、
他
の
諸
國
民
の
権
利
、

そ
の
全
体

の
利
益

と
合
致
し
て
ゐ
た
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
自
由
海
論

の
國
際
法
上
の
意
義
の
重
要
な

一
つ
の
瓢
は
、
蝕
に
認
め
ら
れ

る
。
和
蘭
の
職

つ
九
の
は
、
決
し
て
軍
に
自
國
の
た
め
の
み
で
は
な
か
つ
た
。
彼
等
は
叉
軍
に
葡
萄
牙
人
又
は
西
班
牙
人
に
対
し

て

の
み
戦

つ
た
の
で
は
な
か
つ
た
。
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
學
説
は
和
蘭
人
に
対
し

て
、
彼
等
が
同
時
に
人
類

の
名
に
於
て
、
そ
の
利
益

の

た
め
に
も
職

つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
こ
と
を
教

へ
九
の
で
あ
る
。
或
は
、
彼
等
も
亦
國
民
的
利
己
主
義
に
駆
ら
れ
て
、
単
に

和
蘭
人
の

み
の
利
益

を
追
求
し
て
西

・
葡
二
國
民
ご
競
争

し
た
の
に
す
ぎ
な
い
ε
批
評
す
る
者
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
し
て
そ
れ
も
或

る
程
度
ま
で
當

つ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
看
過
し
て
な
ら
な
い
重
要
な
貼
は
、
こ
の
競
争
が
、
全
人
類
の
利
益

を
保
障
す
る

た
め
に
も
な
さ
れ
て
ゐ
た
蓬
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
そ
れ
は
葡
萄
牙
人
叉
は
西
班
牙
人
の
既
得
の
利
益
を
減
少
す
る
結
果
ε
な
つ
た
か

も
知
れ
な
い
。
然
し
そ
の
減
少
は
他
の
総
て
の
國
民
の
、
從

つ
て
全
人
類
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と

、
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味

に
於
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
海
洋
の
自
由
に
關
す
る
理
論
の
功
績
は
相
當

に
高
く
評
価

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(九二)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
自
由
海
論
」
の
建
設
的
な
意
義
が
こ
の
點
に
著
し
く
示
さ
わ
て
ゐ
る
と
評
し
て
差
支
な
い
。
彼
は
一
の
所
の
敏
乏
を
他

海

洋

肩
由
論

の
研
劣

四
三
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四
酉

の
所

の
過
剰

に
よ
つ
て
調
和
す

る
通
商
は
自
然

の
権
利
で
あ
り
、
通
商

に
從
事
す
る
者
の
負
憺
す
る
危
険

と
労
苦
と

に
ふ
さ
は
し

い
利
益
は
そ

の
通
商

に
從
事
す
る
も
の
に
當
然
麟
屡
す
べ
き
で
あ
る
が
、
而
も
通
商

そ
の
も

の
は
か

瓦
る
調
和
の
機
能
を
果
す
所
に
正
義

の
要
求
を
充
す
そ

の
特
質
が
あ
リ
、
從

つ
て
何
人
に
も
自
由
な
る
も
の
と
し
て
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ

る
。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
は
國

家

内

に
於

て

す

ら
独
占

が
抑
圧

的

と
な

り

腐

敗

し

や

す

い

こ

と
か

ら
考

へ
て

も
、

人
類

の
團

鐙

に
於

て
特

定

の
國
家

が
通

商

を
独
占

す

る

こ

と

の
到

底

堪

え

難

い

こ

と
を
論

じ

て

ゐ

る
。

通

商

の
権
利

は
交

通

櫻

の

一
つ
の
現

れ

と
し

て

基
本

的

國
際

法

に
よ

つ

て
認

め

ら

れ

て

ゐ

る
権
利

で

あ
り

、

総

て

の
國

民

が

そ

の
行

使

に
ょ

つ
て
自

己

の
生
存

と
発
展

と

を
保

障

す

る

こ

と

が

で

き

る

の
で

あ

る
。

さ
う

し

て

こ

の
権
利

の
普

遍

的

性

質

と
、

そ

の
自

然

法

上

の
基

礎

と
を

特

定

の
國
際

紛

争

を
契

機

と

し

て
明

か

に

し

た

こ

と

が
、

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
國

際

法

の
爽

蓬

に

つ

い
て
な

し

た
功

績

の
最

も

大

き

な

も

の

玉

一
つ
で

あ

る

。

(九
三
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.

⑤

「
自

由
海
論

」
と
戦
争

虹
に
中

立

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
「
自
由
海
論
」
が
國
際
法
の
上
に
於
て
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
於
て
略
よ
之
を
明
か

に
し
て
き
た
。
そ
れ
は
葡
萄
牙
人
が
印
度
に
対
し
、
叉
そ
こ
に
至
る
海
洋
叉
は
他
の
如
何
な
る
海
洋
に
対
し

て
も
決
し
て
独
占
的
な

権
利
を
有
し
な

い
こ
と
、
且

つ
如
何
な
る
國
家
も
他
の
國
家
が
有
す
る
所
の
、
海
洋
を
航
行
し
て
他
國

と
交
通
し
通
商
す
る
権
利
を

否
認
し
若
く
は
阻
止
し
う
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
、
そ
れ
に
よ

つ
て
海
洋
自
由
の
原
則
を
國
際
法

の
上
に
確
立
し
た
こ

と
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
交
通
権

よ
り
演
繹
し
九
。
さ
う
し
て
交
通
権
と
同
じ
く
そ
の
自
然
法
及
び
基
本
的
國
際
法

に
基
く
所
以
を



論
證

す
る
こ
と
に
努
め
九
。
國
際
法
は
そ
の
安
當

の
根
擦
を
示
さ
れ
、
交
通
樺
の
本
質
が
明
か
に
せ
ら
れ
た
。
交
通
の
権
利
、
從

つ

て
叉
通
商
の
権
利

を
條
約
上

の
基
礎

に
於
て
の
み
認
め
よ
う
と
す
る
理
論
は
、
海
洋
の
自
由
を
保
障
す
る
上
か
ら
は
不
充
分
で
あ
る
。

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
功
績

の
消
極
的
方
面
は
、
國
際
法
に
於
け
る
實
誰
法
主
義

の
理
論
が
交
通
椹
を
基
礎
づ

け
得
す
、
海
洋
の
自
由
を

保
障
す
る
に
不
充
分
で
あ
る
こ
ご
を
論
證

し
九
鮎
に
認
め
ら
れ
る
。

(九四)

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
書
物
自
身
の
中
に
は
多
少
そ
の
関
係
の
前
後
し
て
ゐ
る
様
に
思
は
れ
る
個
所
が
な
く
は
な
い
。
然
し
實
際
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
が
自
由
海
論
の
中
に
於
て
明
か
に
し
よ
う
と
努
め
て
.ゐ
る
の
は
、
通
商
の
自
由
の
基
礎
づ
け
で
あ
つ
た
。
交
通
権
の
存
在
が
謎
明
せ
ら
る
、

な
ら
ば
、
海
洋
の
自
由
の
原
則
は
そ
れ
か
ら
當
然
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
國
際
関
係
に
於
け
る
通
商
の
権
利
の
確
認
こ
そ
第
一
に
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
黙
で
あ
り
、
総
て
の
國
家
、
國
民
の
有
す
る
こ
の
権
利
は
絶
対
的
且
つ
不
可
侵
的
の
性
質
を
有
つ
て
ゐ
る
。

然
し
我
々
は
、

「自
由
海
論
」

の
主
要
な
成
果
が
海
洋
の
自
由
の
原
則
が
単
な
る

政
治
的
要
請

に
止
ま

ら
す
、
國
際
法
上
の
原
則

と
し
て
確
立
し
て
ゐ
る
こ
と

を
證
明

し
た
鮎
に
あ
る
と
評
す
る
の
み
で
は
充
分

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
更

に
進
ん
で
攻
究
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
他
の
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
即
ち

海
洋
の
自
由
を
保
障
す
る
法
ば
、
戦
争

の
存
在
す
る
場
合

に
如
何
な
る
関
係
に
立
ち

平
時
と
異
る
如
何
な
る
影
響
を
う
け
る
か
、
海
洋

の
自
由
に
つ
い
て
中
立
國
の
有
す
る
國
際
法
上
の
権
利

は
、
戦
争
状
態
の
存
在
に

よ
つ
て
如
何
な
る
影
響
を
受
け
る
か
、
戦
争

並
に
中
立
の
事
質
に
關
聯
し
て
海
洋
の
自
由
は
如
何
な
る
制

限
を
受
く
る
に
至
る
か
、

等
の
問
題
を
自
由
海
論
の
中
に
展
開
せ
ら
れ
て
ゐ
る
理
論
に
基

い
て
検
討
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。

勿
論
、
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
戦
争
に
關
す
る
理
論
の
體
系

は
、
主
著
「
戦
争
と
平
和
の
法
」
の
中
に
詳
細
に
展
開
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

叉
戦
争

を
事
由
と
し
て

印
度
に
対
し
何
等
独
占

的
の
支
細
の
権
利
を
主
張
し
得
な
い
こ
と
は
、

「自
由
海

論
」

の
第
四
章

の
中
に
於

ド

海

洋

自

由

論

の

研

寵

四
日五
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て
明
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
海
洋
の
自
由
で
あ
る
こ
と
は
、
上
述
し
た
様
に
交
通
の
権
利
が
自
然
法
的
性
質
の
も
の
と
し
て
存
在
し

て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
関
係

に
基
き
和
蘭
人
は
從
來
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
方
法
に
從

つ
て
印
度
に
航
行
し
、
印
度
人
と
自
由
に
通

商
を
行
ふ
権
利
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
他
の
國
民
に
対
し

て
も
同
様
で
あ
る
。
各
國
民
が
相
互
に
交
通
し
且
つ
相
互

に
通
商
す
る
権
利
を
有

つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
國
際
法

に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
た
第

一
の
原
則
で
あ
り
、
最
も
確
實
な
規
則
で
あ

る
。
さ
う
し
て
如
何
な
る
國
家
も
、
他
の
國
家
が
基
本
的
國
際
法

に
ょ
つ
て
有
す
る
こ
の
固
有
の
権
利

を
行
使
す
る
こ
と
を
阻
止
す

る
権
利

を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(窒
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
,
 
1
6
0
9
,
 
p
.
 
 
1
-
2
.

こ
の
権
利
は
然
ら
ば
、
交
戦
國

と
中
立
國
と
の
間

の
関
係
に
於
て
は
如
何
に
取
扱
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ら
う
か
。
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
は
、
如
何
な
る
國
家
も
、
諸
國
家
が
相
互
に
交
通
し
、
交
易
し
、
或
は

一
般
に
は
相
互
に
交
通
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る

権
利

を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
と
考

へ
て
ゐ
る
。
從

つ
て
叉
、
既
に
述

べ
た
如
く
、
葡
萄
牙
が
假
り
に
印
度
の
主
権
者
で
あ
る
と
し

て
も
、
彼
竺
"
は
和
蘭
人
が
印
度
に
航
行
し
、
印
度
人
と
通
商
す
る
権
利
を
阻
止
す
る
権
利

を
有
す
る
も

の
で
は
な
い
。
若
し
か
ゝ
る

権
利

を
阻
止
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
不
正
を
行

ふ
こ
と
玉
な
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
交
通
権
從

つ
て
叉
通
商
の
自
由
に
關
す

る
権
利
は
國
際
團
鐙
の
成
立
す
る
條
件
で
あ
り
、
共
同
生
活
の
基
礎

と
し
て
如
何
な
る
國
家
に
よ
つ
て
も
阻
止
せ
ら
れ
得
な
い
自
然

法
上
の
模
利
た
る
性
質
を
有

つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
戦
争
の
焚
生
し
た
場
合
に
、
こ
の
通
商
の
権
利

と
交
戦
権

と
の
間

に
如
何
な
る

関
係

が
生
す
る
か
野
重
要
且

つ
困
難
な
問
題
な
の
で
あ
る
。



(九
六
)
H
u
c
o
 
G
r
o
t
i
u
s
.
 
o
o
.
 
c
i
t
.
 
n
.
 
1
-
4
.

こ
の
権
利
は
各
國

民
に
平
等
に
縣
馬

す
る
も
の
で
あ
り

(
H
o
c
 
i
g
i
t
u
r
 
j
u
s
 
a
d
 
c
o
n
c
t
a
S

g
e
n
t
e
s
 
a
e
q
u
a
l
i
t
e
r
 
p
e
r
t
i
n
e
t

)
、
如
何
な

る
國
家
叉
は
君
主
に
も

こ
れ
を
阻
止
す

る
権
利
は
存
在
し
な

い
こ
と
を
グ

ロ
テ
イ
ゥ

ス
は
強
く

主
張
し

て
ゐ
る

の
で
あ

る
。

(
九
省
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
A
d
 
p
r
i
n
c
i
p
e
s
 
p
o
p
u
l
o
s
q
u
e
 
l
i
b
e
r
a
s
 
o
r
b
i
s
 
c
h
r
i
s
t
i
a
n
i
.

グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
に
從

へ
ば
、
和
蘭
人
は
平
和
の
時
に
於
て
も
戦
争

叉
は
停
職
の
時
に
於
て
も
、
印
度

と
通
商
す
る
権
利
を
有
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
の
通
商

の
自
由
を
認
む
る
こ
と
が
、
法
と
衡
平
と
に
合
す
る
所
以
で
あ
る
。
こ
の
鐵

か
ら
彼
は
平
和
に
二
種
あ
る

こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
そ
の

一
は
平
等
な
権
利
、
從

つ
て
法
的
に
平
等
な
平
和
で
あ
り
、
他
の

一
は
不
平
等
な
樫
利
、
從

つ
て
法

的

に
は
不
平
等
な
平
和
で
あ
る
。
平
等
な
人
間
の
間
の
平
和
は
前
者
に
薦
し
、
奴
隷
と
の
間
の
平
和
は
後

者
に
屡
す
る
。
こ
の
事
由

か
ら
國
家
も
個
人
も
、
命
令
に
堕
す
る
處
の
あ
る
條
約

又
は
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
愼
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

そ
れ
は
奴
隷
状
態

を
作
る
に
等
し
い
か
ら
で
あ
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

は
、
そ
の
締
約
當
事
者
の

一
方

の
み
の
権
利
が
縮
少
せ
ら
る
瓦

総
て
の
合
意
を
、
か
、
る
も
の
と
し
て
観
念
し
て
ゐ
る
。
彼
は
キ
ケ
ロ
の
言
葉
を
引
用
し
つ
玉
、
若
し
そ
の
権
利
を
奪
は
れ
縮
少
せ

ら
る
曳
こ
と
な
し
に
平
和
に
生
活
し
う
る
た
め
に
戦
争

が
行
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
す
れ
ば
、
奴
隷
状
態

を
作
る
條
約

は
之
を

平
和
條
約
と
構
す
る
こ
と
を
得
な
い
と
論
じ
て
ゐ
る
。
平
和
と
は
自
由
が
妨
げ
ら
る
ゝ

こ
と
な
し
に
各
國

民
の
共
存
し
共
榮
し
う
る

状
態

に
外
な
ら
な
い
。
多
く
の
哲
學
者
及
び
棘
墨
者

の
見
解

に
從

へ
ば
、
平
和
と
正
義
と
は
異
る
も
の
で
は
な
く
、
た
野
そ
の
名
稻

を
異
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
平
和
と
正
義
と
は
そ
の
本
質
に
於
て
は
異
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
諸
國
家
、
諸
民
族
が
軍
に
併
存

し
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
状
態
で
は
な
い
。
平
和
秩
序
と
は
、
法

に
よ
つ
て
各

の
も
の
製
地
位
、
從

つ
て
そ
の
自
由
が
保
障
せ
ら
れ
規

海

洋

自
由
論

の
研
究

四
七
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四
八

定
せ
ら
れ
て
、
調
和
の
中

に
共
榮
し
う
る
状
態

を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

(突
)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
o
p
.
 
c
i
t
.
 
p
.
6
3
.

平
和
秩
序
の
本
質
に
關
す
る
グ

ロ
テ
ィ
ウ

ス
の
こ
の
見
解
は
、
戦
争

と
の
關
聯

に
於

て
も
注
意
す
べ
き
も
め
を
有

つ
て
ゐ
る
。
職

孚
を
中
止
し
て
停
戦
す
る
場
合
の
各
交
戦
者
、の
地
位
が
、
將
來
の
平
和
秩
序
の
内
容
と
密
接

に
關
聯
を
有

す
る
黙
を
明
か
に
し
て
ゐ

る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
停
戦
の
性
質
が
平
和
の
内
容
に
影
響
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
停
職
状
態

の
性
質

に
從

つ
て
停
戦
を
協
約
す

る
當
事
者

の
地
位
は
、
停
戦

の
時
よ
り
も
不
利
な
る
も
の
と
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
と
論
じ
て
ゐ
る
。
停
職
規
約
は
そ
の

場
合

の
現
有
状
態
を
基
礎

と
し
て
の
み
締
結
せ
ら
る
ゝ

に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
貼
を
無
視

し
て
、
封
手
交
戦

國
の
生
存
を

脅

か
す
様
な
内
容

の
平
和
を
締
結
す
る
こ
ゼ
は
許
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
そ
れ
は
正
義
と
衡
平
と
の
観
念
に
反
し
、
結
局
は
勝
利
を
得

た
國
家
を
も
害
ふ
に
至
る
危
険
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
正
し
い
権
利
を
認
め
な
い
不
和
秩
序
は
恒
久
性
を
保
障
せ
ら
れ
て
は

ゐ
な
い
。
そ
れ
は
衡
平
に
反
し
法
の
限
界
を
越
え
九
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

平
和
秩
序
の
本
質
が
右
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
戦
争
の
場
合
に
於
け
る
中
立
椹

に
対
す
る
交
戦
椹
の
関
係
も
、
亦
自
ら
明

か
と
な
る
。
そ
れ
は
中
立
國
を
制
限
し
て
交
戦
國

に
從
属
す
る
に
至
る
程
度

に
ま
で
戦
争
状
態

よ
り
生
す

る
必
要
を
誇
張
し
て
は
な

ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
交
戦

國
の
生
存
の
九
め
の
必
要
は
、
同
時

に
中
立
國

の
生
存
樺
を
無
視

し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
件

つ
て
ゐ
る
。
中
立
國
の
権
利
は
戦
争

途
行
の
必
要
上
制
限
を
う
け
る
が
、
そ
れ
は
中
立
國
の
生
存
を
不
可
能
に
す
る
瓢
に
ま
で
及
び

う
る
も
の
で
は
な
い
。
戦
争

の
場
合
に
於
け
る
海
洋
の
自
由
の
地
位
も
、
當
然
に
こ
の
點

か
ら
規
定

せ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の



で
あ
る
。
海
洋
を
航
行
す
る
権
利
と
、
そ
の
交
通
権

を
行
使
し
て
他
の
諸
國
民
と
通
商
す
る
権
利

ご
を
全
ぐ
否
認
す
る
こ
と
は
・
自

然
の
法
則
に
反
す
る
所
で
あ
る
。
海
洋
が
萬
民
に
共
通
で
あ
る
事
實
は
、
各
國
家
が
そ
の
共
同
且
つ
無
害

の
使
用
を
な
す
こ
ご
を
正

當
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
國
家
も
、
他
の
國
家
が
有
す
る
こ
の
正
當
な
権
利

の
行
使
を
不
可
能

に
す
る
権
利
を
有
す
る
も

の
で
は
な
い
。
総

て
の
國
家
は
、
各
そ
の
必
要
に
鷹
じ
て
海
洋
の
無
害
な
使
用
を
行
ひ
う
る
権
利
を
有

つ
て
ゐ
る
。
中
立
國

の
海
洋

の
使
用
が
無
害
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
ε
同
様
に
、
交
戦

國
の
そ
れ
も
亦
無
害
で
あ
る
こ
と

を
必
要
と
す

る
。
今
回
の
激
洲
戦
争

に

於

け
る
交
戦
國
の
海
洋
に
対
し

て
行
ひ
つ
玉
あ
る
制
限
、
殊
に
英
國
の
封
猫
貨
輸
出
禁
止
の
方
策
の
如
き
も
の
も
、
專
ら
こ
の
貼
か

ら
、
そ
の
國
際
法
的
に
見
て
の
合
法
的
で
あ
る
か
否
か
f
明
か
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
海
洋
封
鎖
乃
至
長
距
離
封
鎮

の
意
義

に
つ

い
て
も
亦
、
同
様
で
あ
る
。

(九九)

海
洋
封
鎖
叉
は
海
洋
遮
噺
の
國
際
法
上
の
意
義
は
、主
と
し
て
こ
の
點
か
ら
論
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
れ
が
中
立
國
の
通
商
を
全
く

不
可
能
に
す
る
鮎
に
ま
で
及
び
得
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
叉
封
鎖
の
法
律
制
度
が
、國
際
法
に
於
け
る
職
璽
の
意
義
、概
念
が
愛
遷
し
づ

エ

あ
る
事
實
に
伴
つ
て
愛
遷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
係
に
立
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
事
實
で
あ
る
。
然
し
實
際
に
於
て
中
立
國
の
領
域
を
全
く
封
鎖

す
る
に
等
し
い
結
果
が
生
ず
る
程
度
に
ま
で
封
鎖
権
を
据
張
し
て
主
張
し
う
る
か
何
う
か
は
、
頗
る
疑
問
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

國
内
法

に
於
け
る
河
川
の
地
位
か
ら
類
推
し
て
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
更
に
他
國
民
間
の
通
商
を
阻
止
す
る
こ
ご
の
不
當
な
る
所
以
を

論
じ
て
ゐ
る
。
固
よ
り
海
洋
の
地
位
は
國
内
河
川
と
は
必
す
し
も
同

一
に
論
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
然
し
総

て
の
國
民
の
正
當
な

る
権
利

の
行
使
を
他

の
國
民
の
必
要
ご
云
ふ
事
由
だ
け
で
阻
止
す
る
こ
と
は
不
法
で
あ
り
、
法
は
か
ゝ
る
権
利

の
侵
害
を
阻
止
し
、

海
洋

自
由
弧醐
の
研
究

四
九
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そ
の
保
護
を
完

ふ
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
眞
賀
の
平
和
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
從

つ
て
か
ゝ
る
権
利

の
保
護
が
法
に

よ
つ
て
行
は
れ
な
い
場
合

に
は
、
残
さ
れ
九
る
最
後

の
手
段
と
し
て
は
戦
争

あ
る
の
み
で
あ
る
。
さ
う
し
て
か
曳
る
戦
争

は
、
擢
利

の
侵
害
を
阻
止
す
る
も
の
と
し
て
正
し
き
戦
争

と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
平
和
的
、
外
交
的
手
段
に
よ
る
紛
争

の
解
決
が
不
可
能
と
な
り
、
而
も
そ
の
場
合
に

一
方
が
他
方

の
國
際
法
上
正
當

に
保
障
せ
ら
れ
て
ゐ
る
権
利
を
不
當

に
侵
害
し
て
ゐ

る
こ
と
明
か
で
あ
る
通
商
樺
の
否
認
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
中
立
を
擁
護
す
る
た
め
の
戦
争

は
正
し
い
戦
争

で
あ
る
と
云
は
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

さ
う
し
て
中
立
の
権
利

と
戦
争
の
権
利

と
の
関
係
も
亦
、
こ
の
點

か
ら
論
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
つ

海
洋
の
性
質
が
萬
民
の
自
由
な
る
交
通
の
場
所
と
し
て
そ
の
使
用
が
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
以
上
は
、
特
定

の
國
家
が
そ
の

一
國
の
み
の
必
要
を
理
由
と
し
て
平
等
な
る
他
の
諸
國
家
の
有
す
る
権
利

を
否
認
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
筈
で
あ
る
。
自
然
法
上
、

総

て
の
國
民
に
屡
す
る
財
と
し
て
の
海
洋
の
自
由
は
、
葡
萄
牙

一
國
の
恣
意
に
よ
つ
て
否
認
せ
ら
る
き
超
得
な
い
性
質
の
略
の
で
あ

る
。
そ
の
自
由
を
守
る
九
め
に
和
蘭

が
職

つ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
戦
は
國
際
法
上
の
正
し
き
戦
争
と
し
て
認

め
ら
る
」
で

あ
ら
う
。
自
然
に
根
捺
す
る
総
て
の
國
家
の
孚

ふ
こ
と
の
出
來
な
い
権
利
を
否
認
し
よ
う
と
す
る
企
圖

は
自
然
法
に
反
す
る
も
の
で

あ
り
、
自
己
の
み
の
利
益

の
九
め
に
全
盟
の
利
益
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
葡
萄
牙
の
主
張
は
全
く
支
持
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
云
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
う
し
て
グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
正
し
き
戦
争

に
關
す
る
こ
の
理
論
か
ら
も
、
海
洋
の
自
由
の
原
則
の
正
當
性

を
論
證

し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
δ
O)
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
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s
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グ
ロ
テ

ィ
ウ
ス
が
こ
」
に
提
出
し
た
睨
題
は
、
國
際
法
の
最
も
重
要
且

つ
困
難
な
問
題
に
鱗
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
ば

一
國
の
戦
争
ば
、

他
國
家
の
平
和
を
脅
か
し
そ
れ
ご
交
戦
國
又
は
中
立
國
ご
の
聞
の
通
商
を
不
可
能
に
す
る
樫
利
を
包
含

す
る
か
と
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。

こ
れ

は
戦
争

と
中
立
と
の
法
の
關
聯

に
つ
い
て
の
基
本
的
問
題
に
外
な
ら
な
い
。

今
日
の
國
際
法
に
於
て
は
、

総
て
の
主
樺
國
家

は
戦
争

の
存
在
す
る
場
合
に
之
に
参
加
す
る
か
、
若
く
は
そ
の
外
部
に
立

つ
か
に
つ
い
て
は
、
絶
対

に
自
由
な
地
位
に
在
る
。
後
者

が
即
ち
中
立
の
地
位
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
中
立
の

一
般
的
地
位
に
基
い
て
多
く
の
権
利
、
義
務
が
中
立
國
に
対
し

て
認
め
ら
れ

て
ゐ
る
。
殊

に
戦
争

の
際

に
中
立
國
が
そ
の
独
立

を
尊
重
せ
ら
る
ゝ

こ
蓬
は
、
中
立
領
域
の
不
可
侵
性

の
中
に
最
も
よ
く
現
れ
て
ゐ

る
。
叉
中
立
國
の
樫
利

の
尊
重
せ
ら
る
ゝ

こ
ご
は
、
中
立
國
が
交
戦
國
及
び
他
の
諸
國
家
ε
平
和
的
な
関
係
を
維
持
し
、
通
商
を
行

ひ
う
る

一
般
的
地
位
を
有
す
る
こ
ご
の
中

に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
固
よ
り
そ
の
権
利
は
、
そ
の
間

に
戦
争

の
存
在
す
る
と
云
ふ
事
買
に

基

い
て
制
限
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
亦
、
當
然
で
あ
る
。
中
立
國
が
中
立
義
務
を
負
担

す
る
こ
ご
は
、
そ
の
限
り
に
於

て
中
立
國
と
他

の
諸
國
家

ε
の
間
の
交
通
、
從

つ
て
そ
の
通
商

に
關
す
る
権
利

が
從
來
ご
は
異

つ
九
制

限
を
受
く
る
に
至
る
こ
と

を

示
す
も
の
で
あ
る
。
中
立
國
ε
他
の
諸
國
家
、
從

つ
て
交
戦
國
ε
の
間
の
関
係
は
、
法
律
的
に
見
て
平

和
関
係

で
あ
る
。
然
し
そ
の

平
和
関
係

は
、
決
し
て
戦
争

の
な
か
つ
た
場
合
の
平
和
関
係

ε
同
じ
性
質
、
内
容
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
事
賃
に
も
拘
ら

す
、
國
際
法
上
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
則
は
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
國
家
も
、
自
己
の
戦
争
上
の
必
要
を
理
由
に

し
て
海
洋
の
廣
汎
な
部
分
を
閉
鎖
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
つ
て
中
立
國
の
交
通
の
自
由
を
全
く
排
除
す
る
権
利
は
認
め
ら
れ
て
ゐ
な
い

と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
さ
う
し
て
こ
の
點

は
、
今
日
ま
で
の
國
際
法

に
於
て
認
め
ら
れ
て
き
忙
戦
時
禁
制
品
の
制
度
や
封
鎮
の
制
度

海

洋

自
由
論

の
研
究

五
一
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に
於
て
も
、
尊
重
せ
ら
れ
て
き
た
所
で
あ
る
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

の
主
張
す
る
様
な
意
味
に
於
て
の
自
由
は
假
り
に
認
め
ら
れ
な
い
ご

し
て
も
、
交
戦

國
の
樫
利
が
中
立
國
の
権
利
を
全
く
無
数
に
し
て
絡

ふ
様
な
海
洋
封
鎖
は
、
明
か
に
國
際
法
に
反
す
る
も
の
こ
云
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
海
洋
は
世
界
の
公
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
交
通

の
自
由

の
九
め
に
常
に
開
放
せ
ら
れ
、
且
つ
維
持
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
か
、
る
公
道
は

一
國
が
之
を
支
配
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
交
通

の
自
由
は
世
界
の
秩
序
と
幸
幅
と
の
た
め
に
保

持
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
海
洋
の
自
然
的
性
質
も
諸
國
家
諸
國
民
の
政
治
的
、
経
済

的
、
文
化
的
必
要
も
、
共
に

そ
の
共
同
使
用
の
安
全
性

の
確
保
を
要
求
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

(
一9
)
勿
論
、
同
盟
條
約
叉
は
相
互
援
助
條
約
の
如
き
特
別
の
合
意
が
豫
め
存
在
し
て
ゐ
て
、
特
定
の
場
合
に
於
け
る
國
家
の
参
職
義
務
が
問
題
と

な
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
中
立
の
地
位
は
豫
め
排
除
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
認
め
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。

海
洋
の
自
由
の
原
則
は
、
諸
國
家
が
平
和
的
に
生
活
し
う
る
場
合
に
於
て
は
、
比
較
的
に
遵
守
せ
ら
れ
易
い
性
質
を
有

つ
て
ゐ
る
。

問
題
は
、
平
和
が
破
れ
て
戦
雫
の
護
生
し
た
場
合
の
中
立
國
の
権
利

の
行
使

に
關
し
て
交
戦
國
が
如
何
な
る
態
度

に
出
つ
る
か
の
黙

に
か
瓦
る
。
殊
に
戦
争

上
の
必
要
が
総
て
の
方
法
、
手
段
の
採
用
を
正
當
化
す
る
も
の
と
考

へ
る
職
数
論
に
從

へ
ば
、
中
立
権
の
保

護
も
頗
る
薄
弱
と
な
る
危
険

が
あ
る
。
こ
の
點

か
ら
見
れ
ば
中
立
樺
の
保
護
は
、

一
方

に
於
て
は
海
洋

の
自
由
に
關
す
る
國
際
法
上

の
原
則
を
確
立
す
る
こ
と
に

努
力
す
る
ご
共
に
、
他
の

一
.方
に
於
て
は
中
立
國
自
ら
そ
の
構
利
の
保
護
を
有
敷
に
す
る
た
め
の
手
段

を
講
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
し
同
時
に
注
意
す
べ
き
重
要
な
問
題
が
こ
箆
に
爽
生
す
る
。
海
洋

の
性
質
が
自
由
で
あ
る
と
し

て
も
、
戦
争

の
存
在
す
る
場
合
に
於
け
る
そ
の
地
位
は
、
自
由
の
意
義
を
全
く
異

つ
た
内
容
に
於

て
規

定
し
よ
う
ε
す
る
交
戦
國
ご



二
〇
二)

中
立
國
と
の
要
求
を
基
礎

こ
し
て
、
非
常

に
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
に
至
る
ε
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

(δ
二)
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自
由
海
論
は
、
必
ず
し
も
戦
争
の
場
合
に
於
て
の
海
洋
の
地
位
を
主
題
と
し
て
論
じ
て
ゐ
る
と
は
評
し
難
い
。
こ
の
點
は

我
々
自
ら
近
代
の
海
職
の
場
合
に
於
け
る
私
有
財
産
の
保
護
の
實
際
を
考
察
し
考
慮
し
つ
エ
、
問
題
の
所
在
を
切
下
げ
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
立
場
に
置
か
れ
て
ゐ
る
o

第

一
に
交
戦
國
の
立
場

に
於
て
論
す
る
な
ら
ば
、
海
洋
は
正
當
な
る
交
戦
匿
域
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
各

交
戦
國
は
海
洋
を
自
由

に
利
用
し
て
そ
の
戦
争
目
的
の
達
成
を
計
る
こ
と

が
國
際
法
上
の
権
利
ご
し
て
認

め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

た
Ψ
問
題
は
、
そ
の
自
由
使
用
の
範
囲
及
び
限
度
に
つ
い
て
生
す
る
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
こ
な
れ
ば
、
海
洋
は

そ
の
自
然

の
基
本
的
性
質
が
、
諸
國
民
に
対
し

て
そ
の
正
當
な
る
生
存
ご
獲
展
ε
の
要
求
を
充
足
し
、
諸
國
家
の
自
由
な
る
生
活
活

動

の
場
所
こ
し
て
役
立
つ
こ
ご
を
命
じ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
各
交
戦
國
が
海
洋
を
使
用
し
て
そ
の
戦
争

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

交
戦
権

を
行
使
す
る
こ
と

は
正
當
で
あ
る
が
、
同
時
に
同

一
の
海
洋
上
に
於
て
他
の
諸
國
家
も
亦
権
利
を
行
使
し
う
る
地
位
に
立
つ

て
ゐ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
交
戦
樫
の
行
使
は
、
海
洋
が
常
に
諸
國
家
に
対
す

る
自
由
な
る
生
活
活
動

の
領
域
と
し
て
奪

重
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
基
本
的
事
實
に
よ
つ
て
、
そ
の
客
観
的
限
界
を
規
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
中
立
國
の
立
場

に
於
て
考
察
す
れ
ば
、
海
洋
は
自
由
な
る
通
商
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
は
平
時
た
る
ε
戦
時
た
る
と
を
問
は

す
航
行
の
自
由
を
許
容
せ
ら
る
べ
き
人
類

に
共
通
の
領
域
で
あ
る
。

一
の
國
家
の
生
存
の
目
的
、
そ
の
必
要
が
尊
重
せ
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
同
様
に
他

の
國
家
の
そ
れ
も
亦
、
尊
重
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
交
戦

國
の
必
要
ご
中
立
國

海
洋
自
由
論

の
研
究

五
三



法

政

研

究

第
十
一巻

第
二
號

五
四

の
必
要
と
を
考
慮
す
る
に
當

つ
て
、
中
立
國
は
何
故
前
者
を
後
者
に
優
先
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
事
由
を
知
る
に
苦
し
む

も
σ
で
み
茄
曜)
交
戦
國
が
そ
の
生
存
の
た
め
に
海
洋
を
使
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
同
じ
様
に
、
中
立
國
も
亦
、
そ
の
生
存
を
保
障
す

る
た
め
に
海
洋
の
自
由
な
る
使
用
を
必
要
.と
す
る
も
の
で
あ
ε
。
こ
の
二
個
の
必
要
の
上
に
差
別
を
設
く
る
こ
と
は
、
少
く
と
も
法

律
的
に
は
許
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
若
し
海
洋
の
自
由
は

一
方
に
於
て
は
法
的

の
基
礎
に
於
て
之
を
保
障

し
、
他

の
一
方

に
於
て
は
實
力

を
以
て
維
持
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
承
認
す
る
と
し
て
も
、
實
力
の
行
使
が
海
洋
の
自
然
的

に
規
定
せ
ら
れ
た
基
本
的

性
質
を
全
く
否
定
し
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
著
し
く
脅
か
す
こ
と
は
認
め
得
な
い
所
で
あ
る
。
中
立
権
の
保
護
の
上
か
ら
考
察
す
る

場
合

に
、
こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
鮎
で
あ
る
。

(δ
三
)

「
職
闘
の
場
合
に
は
法
は
沈
獣
す
る
」
I
n
t
e
r
 
a
r
m
a
 
s
i
l
e
n
t
 
l
e
g
e
s

と
云
ふ
が
如
き
思
想
は
、
少
く
と
も
今
日
の
國
際
法
が
職
璽
に
つ

い
て
認
め
て
ゐ
な
い
所
で
あ
る
。
從
つ
て
叉
、
職
璽
上
の
必
要
が
何
故
、
他
の
生
存
上
の
必
要
に
優
先
す
る
か
の
問
題
は
、
更
に
他
の
根
掠
な

り
観
点
か
ら
攻
究
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
ゝ
に
戦
数
論
と
生
存
権
と
に
關
す
る
理
論
の
交
錯
が
認
め
ら
れ
る
。

(
一〇四)
そ
の
自
然
法
的
基
礎
と
共
に
、
條
約
其
の
他
の
法
的
根
振
に
つ
い
て
も
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
條
約
に
よ
つ
て
特
殊
の
規
定

を
設
く
る
事
も
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
つ
て
海
洋
の
使
用
を
剃
限
す
る
事
も
可
能
で
あ
り
、
叉
か
、
る
例
は
多
く
存
左
・す
る
か
ら
で
あ
る
。

固
よ
り
海
洋

の
自
由
、
そ
の
共
同
使
用
の
擢
利
も
絶
対

に
無
制
限
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
、
自
ら
明
か
で
あ
る
。
國
際
法
に
於
け

る
海
洋
の
自
由
の
地
位
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
國
際
法
に
よ
つ
て
規
定
せ
ら
る
」
海
洋
の
地
位
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
つ
て
海

洋

の
法
的
地
位
が
確
立
し
、
そ
の
共
同
使
用
は

一
國
の
恣
意
に
ょ
る
制
限
叉
は
侵
害
か
ら
保
障
せ
ら
れ
る
。
從

つ
て
そ
の
限
り
に
於

て
は
、
海
洋
の
使
用
に
つ
い
て
の
幾
多
の
制
限
葡
叉
は
豫
防
曲
規
定
が
條
約
其
の
他
の
方
法
を
通
じ
て
設
け
ら
る
ゝ

と
云
ふ
こ
と
は
、



決
し
て
海
洋
の
自
由
の
原
則
そ
の
も
の
を
破
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
今
日
の
國
際
法

に
於
て
認

め
ら
る
ゝ
海
職
法
規
及
び
中
立
法

(
一
〇
五
)

規

中

の
或

る
種

の
規

定

は
、

多

く

は

か

曳
る
性

質

を
有

す

る
も

の

で
あ

る
。

こ

の
関
係

は
単
に

戦

雫

の
場

合

の

み

に
限

ら

る

、
こ

と

な

く
、

雫

時

に
於

て
も

認

め
ら

れ

る
所

で

あ

る

が

、
こ
ゝ
に

詳

論

す

る

こ

ご

は
控

へ
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

た

ビ
注

意

す

る
必

要

が

あ

る

の

は
、

海

洋

の
自

由

を
確

保

す

る

た

め

に
積

極

的

の
規

定

を

設

く

る

こ

と
は

、

そ

の
自

由

が
自

然

法

及

び

基
本

的

國
際

法

上

の

基

礎

に
立

つ
こ

と

を
否

定

す

る

も

の
で

は
な

い

ε

云

ふ
こ
と

で

あ

る

。

(
一
〇五
)
例

へ
ば

一
八
五
六
年
四
月

一
六
日

の
巴
里
宣
言
の
規
定

の
如
き
は
、
多
く

の
貼
に
於

て
海

洋
自
由

の
原
則

の
制
限
に
関
係

を
有

つ
て
ゐ
る
。

そ
の
中
で
も
職
時
禁
制
品
の
制
度
及
び
封
鐙

の
制
度
は
海
洋

の
自
由

の
制
限
を
海

上
に
於
け
る
私
有
財

産
の
取
扱
に
關
し

て
認
め
て
ゐ
る
。
何

ほ
そ
の
他
多
く
の
も

の
を
畢
げ

る
こ
と
が
で
き
る
が
鼓

に
は
省
略
す
る
。
職
璽
状
態

の
存
在
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
能
ふ
限
り
平
和
的
航
海
に
封

し
て
其

の
當
然
主
張
し
う
べ
き
安
全
を
付
與
す
る
目
的
を
以
て
、
交
戦

権

の
行
使
に
或

る
種

の
制
限
を
附
し
た
規
定
は
砂
く
な

い
。

(
δ
六
)
例

へ
ば

一
九

二

一
年

四
月
二
十
日

バ

ロ
セ
ル
ナ
に
於
て
締
結
せ
ら

れ
た
國
際
関
係

を
有
す

る
可
航
水
路

の
制
度
に
關
す
る
條
約
並
に
國

際
關

係
を
有
す

る
可
航
水
路

の
制
度
に
關
す

る
規
程

の
如
き
は
、
直
接
に
は
海
洋
自
由
の
原
則
に

つ
い
て
規
定
し
て
ゐ
る
課
で
は
な

い
け
れ
ど
も
、

内
國
永
路

の
航
行

に
關
し
て
認

め
ら
れ

て
來
た
國
際
制
度

の
嚢
達
を
計
り
、

航
行
自
由

の
原

則
を
新
た

に
確
認
し

て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

■

間

接
に
は
海
洋
に
つ

い
て
の
航
行

の
自
由
を
確
得
す
る
制
度
で
あ
る
と
云

つ
て
も
差
支
な

い
で
あ
ら
う
。
海
洋
に
於

け
る
交
通

の
自
由
と
切
り

放

し
て
の
内
國

水
路
の
國
際
制
度
と
云
ふ

こ
と
は
意
味
を
な
さ
な

い
し
、
そ
の
航
行

の
自
由
も
國
際
的
に
は
問
題
と
な
り
難

い
か
ら

で
あ
る
。

尚
ほ

通
過
及
び
交
通

の
自
由
に

つ
い
て
は
國
際
聯
盟
規
約
第
二
十
三
條
に
規
定
が

あ
り
、

バ
ル
セ
ロ
ナ
の
條
約
、
規
程
も
之

に
基

い
て
締
結
せ

ら
れ
た
の
で
あ

る
。

現

實

の
國

際

法

上

の
問

題

ご
し

て
は
、

中

立
樺

の
保

護

を
海

洋

自

由

の
原

則

の
立
場

か

ら
達

成

し

ょ

う
と
し
て

ゐ

る
法

規

の
愛
當

山栂
洋

自

由

論

の

研

究

,

五
五



,

性
、
殊
に
戦
争

の
實
燈
、
從

つ
て
そ
の
概
念
乃
至
意
義

の
変
更
に
件
ふ
こ
れ
ら
の
法
規
の
改
正
の
必
要

の
問
題
が
、
重
要
な
意
義
を

帯
び
て
く
る
。
海
上
に
於
け
る
私
有
財
産

の
取
扱

に
つ
い
て
の
從
來
の
多
く
の
論
争
及
び
實
例
は
、
問
題
の
複
雑
性
と
困
難
ご
を
充

分
に
示
唆
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
海
洋

の
自
由
が
平
時
た
る
ご
職
時
た
る
ε
を
問
は
す
確
保

せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ε
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
困
難
な
問
題
の
解
決
を
今
日
か
ら
企
圖
し
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
殊
に
職
時
禁
制
品
の
制
度
、
封
鎖

の
性
質
及
び
範
囲
、
特
定
海
域

の
閉
鎖
ε
そ
の
中
立
乃
至
國
際
化
の
問
題
、
公
海
に
於
砂
る
機
雷
敷
設

の
問
題
、
海
洋
封
鎖

(長
距

離
封
鎖
)
叉
は
危
険

海
域
の
宣
言
の
問
題
、
無
制
限
的
な
る
潜
水
艦
職
の
問
題
、
交
戦

國
及
び
中
立
國

の
武
装
商
船
の
問
題
等
の
如

き
は
、
総
て
中
立
椹
と
交
戦
櫻
と
の
交
錯
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
國
際
法
に
於
け
る
そ
の
安
當
な
る
解
決
の
必
要
は
今
次
の
戦
争

に

際
し
て

一
層
そ
の
大
な
る
こ
ご
を
示
し
て
ゐ
る
。
我

々
は
今
そ
の
個

々
に
つ
い
て
論
究
す
る
に
先
立
つ
て
、
海
洋
自
由
の
原
則
に
關

す
る
基
本
的
考
察
を
試
み
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
個
々
の
問
題
の
具
禮
的
研
究
は
、
更
に
之
を
他

の
機
會
に
譲
り
た
い
ご
思
ふ
。

丙

結

語

海
洋
自
由
論
の
研
究
の

一
つ
ご
し
て
私
は
本
稿

に
於

て
グ
ロ
テ
。
ウ

ス
の
「自
由
海
論
」
の
意
義
を
明

か
に
し
、
そ
れ
に
關
聯
し
て

現
實
の
國
際
法
上
の
重
要
な
問
題
の
所
在
を
明
か
に
し
て
き
九
。
三
百
三
十
絵
年
前
に
始
め
て
世
に
公

に
せ
ら
れ
た
僅
か
六
十
六
頁

の
小
冊
子
が
、
今
日
の
戦
争

ご
中
立
と
の
重
要
問
題
に
關

し
て
荷
ほ
示
唆
と
権
威

ご
に
富
む
理
論
を
提
供
し
て
ゐ
る
こ
と
は
建
に
驚

異
に
債
す
る
事
買
で
あ
る
ご
稻
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
の
理
論
に
未
だ
二
十
二
歳
の
青
年
と
し
て

は
止
む
を
得
な
い
若
干
の
欲
陥
、

法

政

研

究

第
十
一
巻

第
二
號

五
大



未

熟

さ
を

藏

す

る

ご

し

て
も

、

海

洋

の
自

由

の
基
礎

を

正

し

い
自

然

法

の
理

論

に
求

め

て
、

そ

の
基
本

的

國
際

法

と

し

て

の

地
位

を

確

立

し
た

こ

と
は

、

何

ε
云

つ

て
も
不

滅

の
功

績

ε

云

は
な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

叉

そ

れ

に
關

聯

し

た
國

際

法

上

の
問

題

を

提

出

し
、

平

和
秩

序

の
本

質

に

つ
い

て
も

示

唆

を

與

へ
て
ゐ

る

こ

と

は
、

後

の
國

際

法

の
稜

達

の
上

か

ら
見

て
無
視

し

て

は
な

ら

な

い
重

要

な

黙

で

あ

る
。

「
自

由

海

論

」
は

叉
、
戦
争

の
意

義

に

つ

い

て
も

深

い
洞

察

を
示

し

て

ゐ

る
。

そ

れ

は

早

く

も

二

十
年
後

の
主

著

「
戦
争

ε
平

和

の
法

」

の
萌

芽

を

想

は

せ

る

理
論

の
閃

き

を
藏

し

て

ゐ

る
。

我

々
は

そ

れ

が
単
な
る

小
冊

子
と
し
て

著
作

せ
ら

れ

た

の

で

は
な

く
、

二
百

十
頁

の
大

著

「
捕

獲
法

論

」
中

の

一
章

と

し

て
書

か
れ

九

も

の
で

あ

る

こ

ご
、

殊

に

そ

の
捕

獲

法

論

の
著

さ
れ

た

の

が
彼

の
僅

か

に

二

十

二
歳

の
時

で
あ
つ
た

こ

と
等

を
考

へ
る
時

、

そ

こ

に
見

出

さ

る

玉
多

少

の
飲

陥

に

つ
い

て
は

、

で

き

る

だ

け
寛

容

の
態

度

を

以

て
対
す

べ
き

で

は
な

か
ら

う

か

ご
思

ふ
も

の
で

あ

る
。

(
δ
七
)
こ
の
點

に
關
し

て
は
、
私
は
年
來
思
索

を
つ
穿
け
て
き
た
所
と
合

せ
て
、
他
日
適
當
な
機
會

に

一
層
詳
し
く
論
究
し
た

い
と
考

へ
て
ゐ
る
。

そ
れ
は
秩
序
、
殊

に
平
和
秩
序

の
本
質

に
ふ
れ
る
問
題
を
提
起
す
る
た

め
に
、
職
璽
と
中
立
と

の
関
係

に
つ
い
て
も
極

め
て
示
唆

に
富

ん
だ
主

題
で
あ
る
。

グ

ロ
テ
ィ

ウ

ス
が

二
十
二
歳

の
若
さ
で
早
く
も
法
理
論
上
の
こ
の
重
要

且
つ
困
難
な
問
題
に
対
し

て
眼
を

つ
け
て
ゐ
た

こ
と
は
特

色
す

べ
き
貼

で
あ
る
。

(
6
八)

例

へ
ば
グ

ロ
テ
ィ

ウ

ス
が
古
典
殊
に
ギ

リ
シ
ア
及
び
拉
典

の
そ
れ
か
ら
多
く

の
引

用
を
行

つ
て
ゐ
る
こ
と
、
又

ロ
ー

マ
の
法
學
者

の
著
書
等

か
ら

も
屡

々
引
用
し
て
ゐ
る

こ
と
等
か
ら
推
論
し
て
、
グ

ロ
テ
ィ

ウ

ス
の
理
論
に
濁
創
性

の
乏
し

い
こ
と
を
主
張
す

る
學
者
が
相
當

に
あ
る
け

れ
ど
も
、
私
は
當
ら
な

い
と
考

へ
て
ゐ
る
。
そ
の
引
用

の
多

い
こ
と
は
考
方

に
よ

つ
て
は
多
少
街
學
的

に
さ

へ
も
思
は

れ

る

か

も
知

れ
な

い

が
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

は
若
年

の
自
己

の
所
説

の
正
し

い
こ
と
を
詮
明
す
る
た
め
に
そ
れ
ら

の
権
威
を
引

用
し
た
の
で
あ
る
と
見

る
方
が

一
暦
正

し

い
、
同
情

の
あ
る
見
方

で
は
な
か
ら
う
か
。
勿
論
、
彼

自
ら
記
憶

の
ま

エ
引

用
し
た
と
云
つ
て
ゐ
る
個
所
も
あ
る
通
リ
、
場
合

に
よ

つ
て
そ

海

洋

自

由

論

の

研

究

五

七
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五
八

の
引
用
の
場
所
は
必
ず
し
も
正
確
と
は
云

へ
な

い
檬
で
あ
る
。

「
自

由

海
論

」

は

そ

の
出
版

後

國

内

に
於

て
も
國

外

に
於

て
も
、

多

く

の
反
響

を
喚

び
起

し

九
。

殊

に
そ

の
理

論

が
當

時

の
最

も

重

大

な

國
際

間

の
政

治
的

、
経
済

的
利

害

に
関
係

を
有

つ

て

ゐ
た

た

め

に
、

そ

の
影

響

は
少

な

く
な

か

つ
た
。

人

は

普
通

に
グ

ロ

テ

ィ
ウ

ス

の

「
自

由

海

論

」

に
反
対

す

る

も

の

と

し

て

セ

ル
デ

ン
S
e
l
d
e
nの

「
閉

鎮

海

論

」
M
a
r
e
 
c
l
a
u
s
u
m
,
 
1
6
3
5
 
(
6
)

を
墨

げ

る

の
を

常

と
し

て
ゐ

る
。

然

し

正

確

に
云

へ
ば

、

彼

の
自

由

海
論

に
反

蜀

し

て
書

い
た

の

は
決

し

て

セ

ル
デ

ン
の
み

で
は

な

く

、

彼

以

前

に
於

て
も

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス
の
學

説

に
対
す

る
反
対

の
學

説

は
主

張

せ
ら

れ
て
ゐ
た

の
で

あ

る
。

セ

ル
デ

ン
の
著

書

に
先

立

つ
こ

と

二

十
数

年

、

グ

ロ

ィ
テ
ウ

ス
の
著

書

の
出
版

せ

ら

れ

て

か
ら

四

年
後

の

=

ハ

一
三
年

に
英

國

人

ウ

ェ
ル
ウ

ー
ド
W
e
l
w
o
o
d
の

「
全

海

法

要
録

」
A
n
 
a
b
r
i
d
g
e
m
e
n
t
 
o
f
 
a
l
l
 
S
e
a
-
L
a
w
s

が
世

に

出

で

九
。

こ

の
書

物

の

一
部

の
海

洋

支

配

に
關

す

る
部

分

が

一
六

一

五
年

か

ら

一
六

一
六
年

に

か

け

て
拉

典

語

に
課

さ

れ

て
出
版

せ
ら

れ

た

。

グ

ロ
テ

ィ
ウ

ス

の

「
自

由

海

論

」

が

一
般

的

の
注

目

を
惹

く

に

至

つ
た

の

は
、

そ

の
後

の

こ

と

で
あ

る

と
云

は

れ

て
ゐ

る
。

(
=
九)

グ

ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
自
由
海
論

の
與

へ
た
影
響

に

つ

い

て
詳
説
す
る
事
は
、

本
稿

の
主
た
る
目
的
で
は
な

い
か
ら
他

の
機
會

に
譲
る
事
と
す

る
。

そ
の
内
容
が
理
論
的

に
正
し

い
事
と
、
當
時

の
海
洋
國

の
多
く

の
利
益
が

一
方

に
於
て
は
海
洋
領
有
論

に
、
他
方

に
於
て
は

自
由
海
論

に

結
び

つ
い
て
ゐ
た

こ
と
と

に
關
聯
し
て
、
こ
の
書
物
は
理
論
的

に
も
實
際
的
に
も
大
き
な
影
響
を
與

へ
た
。
こ
の
點
の
研
究
は
閉
鎖
海
論
又
は
海

洋
領
有
論
と
關
聯
し
て
行

ふ
の
が

一
暦
適
當
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

殊
に
自
由
海
論

の
反
対
者

の
理
論
に
つ
い
て
は
次

の
興
味

あ
る
研
究
が

あ

る
。
S
y
l
v
i
n
o
 
G
u
r
g
e
l
 
d
o
 
A
m
a
l
,
 
L
e
 
"
M
a
r
e
 
l
i
b
e
r
u
m
"
 
e
t
 
s
e
s
 
a
d
v
e
r
s
a
i
r
e
s
 
(
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s
,
 
E
s
s
e
y
s
 
o
n
 
h
i
s
 
l
i
f
e
 
a
n
d

y
v
o
r
k
s
 
s
e
l
e
c
t
e
d
 
d
o
l
 
t
h
e
 
o
c
c
a
s
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
T
e
r
c
e
n
t
e
n
a
r
y
 
o
f
 
h
i
s
 
"
D
e
 
j
u
r
e
 
b
e
l
l
i
 
a
c
 
p
a
c
i
s
,
 
1
6
2
5
-
1
9
2
5
.
 
p
.
 
6
5
-
7
7
.
)



グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
が
自
由
海
論
に
於
て
海
洋
の
自
由
の
九
め
に
提
出
し
て
ゐ
る
根
擦
は
上
述
し
た
様
に
海
洋
の
自
然
的
性
質
、
そ
の

自
然
法
上
の
地
位
で
あ
る
。
そ
の
性
質
は
、
e
海
洋
が
自
然
的
に
は
限
界
を
有
し
て
ゐ
な
い
こ
と
、
日日
海
洋
の
事
實
上
の
支
配
が
不

可
能
で
あ
る
こ
と
、
⇔
海
洋

の
藏
す
る
自
然
的
資
源
が
無
限
で
あ
る
こ
ご
、
圃
海
洋
の
航
行
、
交
通
の
自
由
は
総
て
の
國
民
の
共
通

の
必
要
で
あ
る
こ
ご
等
の
中
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
論
擦
は
、
固
よ
り
比
較
的
に
軍
純
で
あ
り
何
人
に
も
理
解
し
易

い
。
然

し
そ
の
平
明
で
あ
る
こ
と
を
事
由
に
し
て
、
ヂ
デ
ル
教
授
の
如
く
平
凡
で
あ
る
と
評
し
去
る
こ
と
は
當
ら
な
い
。
彼
は
海
洋
の
自
由

の
原
則
は

「諸
事
由
」
を
根
擦
に
眞
實
な
る
も
の
こ
し
て
論
證
し
う
べ
き
假
定
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、

寧
ろ

そ

れ

を

「規
則
」
と
し
て
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
コ
ブ

ロ
ー
の
言
を
引
用
し
、
そ
の
鮎
に
於

て
こ
の
原
則
は
他
の
法
律

上
の
多
く
の
原
則
と
共
通

の
も
の
を
有

つ
て
ゐ
る
ご
主
張
し
て
ゐ
る
。
然
し
海
洋

の
有
す
る
自
然
的
性
質

は
そ
の
共
同
使
用
の
自
由

の
正
當
な
る
こ
と
を
詮
明
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
何
人
に
も
馬
す
る
こ
ご
な
い
海
洋
の
地
位
、
性
質
か
ら
演
繹
せ
ら
る
」
海
洋
に
於

け
る
交
通

の
自
由
、
從

つ
て
通
商
自
由
の
原
則
は
、
そ
の
眞
實
な
る
こ
と
を
疑
ひ
得
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
自
然
法
を
認
め
な

い
こ
と
玉
、

こ
の
法
的
に
明
讃
あ
る
事
實
を
認
め
な
い
こ
竃
玉
は
全
く
異
る
に
も
拘
ら
す
、
前
者
の
故
に
後
者
を
認
め
ま

い
ご
す
る

論
理
は
、
我

々
の
到
底
承
服
し
難
い
所
で
あ
る
。
グ

ロ
テ

ィ
ウ
ス
が
若
く
し
て
早
く
も
こ
の
事
實
を
明
か
に
し
た
こ
と
は
、
彼
の
俊

敏
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
後
年
、「
戦
争
ε
平
和
の
法
」
の
中

に
於
て
展
開
せ
ら
れ
た
自
然
法
の
理
論
、
そ
の
戦
争

と
平
和
ご
の
理
論

の
特
徴
は
早
く
も

「自
由
海
論
」
の
中
に
部
分
的
且
つ
端
的
に
示
さ
れ
て
居
り
、
こ
の
點

に
於
て
そ
の
特
殊
の
意
義
を
認
む
べ
き
で

あ
る
。
兎
に
角
、
從
來
海
洋
の
自
由
の
原
則
に
つ
い
て
髄
系
的
な
述
作
の
な
か
つ
た
際

に
こ
の
困
難
な
問
題
を
提
げ
て
、
諸
國
家
、

海
洋

白
由
論

の
研
究

五
九
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六
〇

諸
國
民
の
利
益

の
た
め
に
職

つ
忙
こ
と
は
、
単
に

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

一
個
人
の
名
巻

の
み
で
は
な
く
、
こ
の
愛
國
者
を
迫
害
し
彼
を
追

放
し
た
租
國
の
和
蘭
に
対
し

て
も
亦
名
誉

を
麟
し
た
こ
と
で
あ
り
、
葡
萄
牙
、
西
班
牙
の
二
國
の
み
で
は
な
く
、
當
時
の
強
大
な
海

洋
國
と
し
て
の
英
國
と
職
ふ
組
國
の
和
蘭
に
対
し

て
そ
の
政
策
を
指
導
す
る
に
足
る
高
き
原
理
を
提
供
し
た
貼
に
、
我
々
は
特

に
心

を
惹
か
る
Σ
も
の
で
あ
る
。 (

1
1
0
)
 
W
i
l
h
e
l
m
 
V
a
n
 
C
a
l
k
e
r
,
 
D
a
s
 
 
P
r
o
b
l
e
m
 
d
e
r
 
M
e
e
r
e
s
f
r
e
i
h
e
i
t
 
a
n
d
 
d
i
e
 
d
e
u
t
s
c
h
e
 
V
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
s
p
o
l
i
t
i
k
,
 
1
9
1
7
.
 
S
.
 
6
.

(
1
1
1
)
 
G
i
l
b
e
r
t
 
G
i
d
e
l
,
 
L
e
 
d
r
o
i
t
 
i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
p
u
b
l
i
c
 
d
e
 
l
a
 
m
e
r
,
 
T
.
 
I
.
 
p
.
 
2
0
8
 
s
v
.

(
昭
和
十
六
年

三
月
十
四
日
稿
)


