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先
占
法
理
と
「
実
効
性
」
原
則

牧

田

幸

人

一

は
じ
め
に

二

先
占
法
理
の
生
成
過
程
と
背
景

三
「
実
効
性
」
原
則
の
概
念
と
内
実

四
「
実
効
性
」
原
則
の
現
実
適
用

五

結
び
に
か
え
て

一

は
じ
め
に

古
来
よ
り
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
国
家
の
領
域
権
（
領
域
主
権
）
は
、
国
家
に
と
っ
て
、
そ
の
存
亡
に
も
か
か
わ
る
最
も
枢
要
か
つ

根
源
的
な
権
利
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
、
対
外
的
に
も
、
実
際
に
そ
の
安
定
的
で
実
効
的
な
保
持
が
表
明
さ
れ
主
張
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ

う
な
意
味
か
ら
も
、
領
域
権
は
国
際
法
に
お
け
る
最
も
基
本
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
を

か
え
り
み
て
も
、
領
域
権
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
論
議
の
あ
り
よ
う
は
、
国
際
法
そ
の
も
の
の
歴
史
と
発

達
の
過
程
を
具
体
的
な
か
た
ち
で
表
示
し
、
そ
れ
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
、
領
域
権
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
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そ
れ
が
陸
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、あ
る
い
は
海
や
空
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、国
際
法
に
お
け
る
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
っ

た
し
、
ま
た
、
安
定
的
で
平
和
的
な
国
際
秩
序
や
国
際
関
係
を
樹
立
す
る
う
え
で
も
、
常
に
そ
の
た
め
の
重
要
な
要
素
で
あ
り
、
不
断
に

と
り
く
む
べ
き
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。

と
こ
ろ
で
、
領
域
権
の
本
質
は
、
ど
の
よ
う
な
要
素
か
ら
成
り
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
領
域
権
を
め
ぐ
っ
て
は
、

学
説
上
、
い
く
つ
か
の
説
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
本
質
的
な
要
素
は
二
つ
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、im

perium

とdom
inium

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
、
田
畑
茂
二
郎
（
京
都
大
学
教
授
）
は
、
著
名
な
国
際
法
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
（
一

九
九
〇
年
）
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
領
域
は
「
領
域
そ
の
も
の
と
し
て
、
直
接
国
家
の
支
配
の
客
体
と
な
り
、
私
所
有
権

の
対
象
に
類
す
る
一
面
が
あ
る
・
・
」
し
か
し
、「
領
域
を
も
っ
て
、
国
家
の
支
配
が
直
接
行
な
わ
れ
る
客
体
で
あ
る
と
の
み
み
る
こ
と

は
適
当
で
な
い
。
領
域
に
お
い
て
は
、
国
家
は
原
則
と
し
て
排
他
的
に
自
由
な
統
治
を
行
な
い
う
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、

領
域
が
国
家
法
秩
序
の
妥
当
す
る
限
界
を
示
す
場
所
的
範
囲
と
し
て
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国

家
の
統
治
（im

perium

）
な
い
し
法
の
妥
当
と
い
う
観
念
は
、
人
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
物
に
対

す
る
観
念
で
は
な
い
。
物
は
所
有
（dom

inium

）
の
対
象
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
統
治
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法

は
、
物
に
関
連
し
て
人
に
対
し
規
範
の
遵
守
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
物
そ
の
も
の
に
対
し
直
接
規
範
の
遵
守
を
要
求
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」。
か
く
し
て
、「
領
域
は
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
の
い
う
よ
う
に
、
両
者
の
い
ず
れ
を
も
含
ん
だ
、
一
種
の
混
合
概
念（M

ischbe-

griff

）
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
領
有
は
、
一
面
に
お
い
て
、
国
家
の
領
有
の
客
体
と
し
て
、
そ
の
使
用
・
処
分

の
対
象
た
る
性
質
を
有
す
る
と
と
も
に
、
他
面
に
お
い
て
は
、
国
家
が
原
則
と
し
て
排
他
的
に
自
由
な
統
治
を
行
な
い
う
る
場
所
的
範
囲

（
空
間
）
た
る
性
質
を
も
お
び
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
領
域
権
はdom

inium

とim
perium

を
と
も
に
そ
の
内
容

（
１
）

と
す
る
包
括
的
な
権
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
国
家
の
領
域
権
の
本
質
を
捉
え
理
解
す
る
と
き
、
領
域
権
を
め
ぐ
る
問
題
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
増
大
す

る
、
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
国
際
法
が
そ
の
妥
当
基
盤
と
す
る
国
際
社
会
の
基
本
構
造
が
国
家
を
基
本
単
位
と
し
て
構
成
さ
れ
、
と
り

わ
け
そ
の
分
権
的
性
格
や
多
元
的
権
力
構
造
を
特
質
と
す
る
社
会
構
造
の
も
と
で
、
そ
こ
に
お
け
る
国
際
法
規
範
の
存
在
と
作
用
は
、
領

域
権
の
現
実
的
な
変
動
や
得
喪
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
国
家
間
の
利
害
対
立
・
抗
争
な
ど
と
も
関
連
し
て
、
き
わ
め
て
重
大
な
意
味
を
と
も

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
多
々
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
影
響
は
、
単
に
関
係
国
の
間

だ
け
で
な
く
、
国
際
社
会
全
体
の
一
般
的
な
利
益
や
秩
序
、
あ
る
い
は
国
際
法
の
妥
当
性
な
い
し
規
範
性
や
実
効
性
に
対
し
て
さ
え
大
き

く
作
用
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
領
域
権
の
本
質
と
現
実
の
変
動
に
か
か
わ
る
問
題
状
況
に
つ
い
て
、
ま
た
、
そ

れ
に
と
も
な
う
多
様
な
影
響
力
や
作
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
を
国
際
秩
序
や
国
際
関
係
の
現
実
の
展
開
場
裡
に
お
い
て
仔
細
に
観
察
し
、

そ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
の
特
性
を
、
国
際
法
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
、
と
り
わ
け
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
史
的
展
開
の
文
脈
に

お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
論
的
・
実
際
的
に
捉
え
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
ど
の
よ
う

に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
留
意
す
る
こ
と
が
、

ま
ず
肝
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
領
域
権
を
め
ぐ
る
問
題
、
と
く
に
国
際
関
係
に
お
け
る
現
実
の
領
域
変
動
に
か
か
わ
る
理
論
的
か
つ
実
際
上
の
問
題
と
し

て
注
目
す
べ
き
は
、
領
域
の
得
喪
な
い
し
取
得
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
国
際
法
上
、
国
家
に
よ
る
領
域
取
得
の
権
原
と
し
て
多

様
な
方
式
が
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
、
大
別
し
て
、
国
家
の
一
定
行
為
に
領
域
取
得
の
効
果
を
認
め
る
場
合
と
、
単
な
る
自
然
現

象
に
領
域
取
得
の
効
果
を
認
め
る
場
合
と
に
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
国
家
の
双
方
行
為
に
よ
る
も
の（
割

（
２
）

譲
、
併
合
）
と
、
国
家
の
一
方
行
為
に
よ
る
も
の
（
征
服
、
先
占
）
と
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
国
家
の
一
方
行
為
に
よ
る
領

域
取
得
方
式
た
る
征
服
（
国
家
が
一
方
的
に
実
力
を
も
っ
て
他
の
国
家
の
領
域
を
取
得
す
る
こ
と
）
は
、
現
代
国
際
法
の
も
と
で
は
、
合

八
八

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
三
号

先
占
法
理
と
「
実
効
性
」
原
則
（
牧
田
）

八
九



法
な
領
域
取
得
方
式
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
他
方
、
先
占
に
つ
い
て
は
、
近
代
国
際
法
の
時
代
以
来
、
国
家
の
一
方
行
為
に
よ
る
領

域
取
得
方
式
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
今
日
で
は
、
無
主
地
先
占
に
も
と
づ
く
こ
の
方
式
は
、
現
実
の
活
用
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
か

つ
て
の
よ
う
な
実
際
的
意
義
を
も
は
や
失
い
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
方
式
に
関
連
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
国
際
法
の
史
的

展
開
過
程
に
お
い
て
、「
先
占
の
法
理
」と
し
て
提
示
さ
れ
、
理
論
的
に
も
確
定
さ
れ
、
実
際
に
適
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、

（
３
）

今
日
に
お
い
て
も
、
こ
の
方
式
と
そ
の
法
理
の
国
際
法
上
の
意
義
に
つ
い
て
再
吟
味
す
る
こ
と
の
価
値
は
少
な
く
な
い
、
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、
領
域
取
得
方
式
と
し
て
の
先
占
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
法
理
の
特
性
と
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
と
く
に
、
先
占

（
４
）

の
法
理
に
関
連
し
て
、
そ
の
内
在
的
な
基
本
要
素
の
ひ
と
つ
を
な
す
「
実
効
性
」
原
則
（principle

of
effectiveness

）
あ
る
い
は
実
効

的
占
有
（effective

possession
）
な
い
し
実
効
的
支
配
と
い
っ
た
概
念
に
焦
点
を
あ
て
て
、
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
そ
の
た
め
の
作

業
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
て
き
た
幾
人
か
の
先
達
（
研
究
者
）
の
研
究
成
果
や
国
際
判
例
（
と
く
に
近
年
の
若
干
の
Ｉ
Ｃ

Ｊ
判
例
）
な
ど
に
も
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
素
材
に
し
て
、
検
討
作
業
を
進
め
た
い
と
考
え
る
。

（
１
）
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
新
講
上
』（
東
信
堂
、
一
九
九
〇
年
）、
一
五
三－

一
五
四
頁
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
、
山
本
草
二
（
東

北
大
学
教
授
）
は
、
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
の
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
の
な
か
で
、
学
説
と
し
て
の
「
客
体
説
」
と
「
空
間
・
権
能
説
」
と

に
言
及
し
た
あ
と
、
こ
の
よ
う
な
田
畑
教
授
の
捉
え
方
を
肯
定
し
て
、「
今
日
で
は
、
領
域
権
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
両
説
の
各
側
面
を

複
合
し
た
特
質
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
」
と
説
明
す
る
。
な
お
、
山
本
教
授
は
、「
領
域
主
権
の
法
的
性
質
」
に
つ

い
て
、
と
く
に
領
域
紛
争
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
論
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
こ
こ
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
、「
国
家
領
域
は
、
国
家
が
そ
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
国
際
法
上
有
効
か
つ
実
効
的
に
し
か
も
排
他
的
な
権
原
を
も
っ
て
権

力
を
行
使
で
き
、
ま
た
国
際
法
上
の
義
務
の
実
現
を
は
か
る
場
で
あ
る
。
国
家
領
域
は
、
国
家
が
国
際
法
上
の
管
轄
権
を
行
使
す
る
物
理
的

な
基
盤
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
国
家
権
力
の
存
立
と
安
定
性
を
確
保
す
る
要
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」
・
・
・
「
国
家
領
域
の
帰
属
・
侵
犯

ま
た
は
境
界
画
定
な
ど
、
領
域
に
関
す
る
紛
争
は
、
領
土
団
体
と
し
て
の
国
家
の
権
利
義
務
の
実
現
を
め
ぐ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
今

日
で
も
な
お
国
際
紛
争
の
主
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
。
領
域
紛
争
は
国
家
の
威
信
と
存
立
を
か
け
た
権
力
闘
争
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
は
、
係
争
地
域
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
当
事
国
が
実
定
国
際
法
上
の
ど
の
範
囲
ま
で
権
能
を
保
障
さ
れ
ま
た

は
義
務
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
か
、
領
域
主
権
の
性
質
と
機
能
を
め
ぐ
る
解
釈
・
適
用
を
争
点
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
実
に
発
生
し
た
領
域

紛
争
の
請
求
原
因
を
確
定
す
る
た
め
に
も
、
領
域
主
権
の
法
的
性
質
を
国
家
領
域
と
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
て
構
成
す
る
か
が
、
重
要
な
課

題
と
な
る
」
と
論
じ
る
。
山
本
草
二
『
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）、
二
二
九－

二
三
一
頁
。

（
２
）
田
畑
、
前
掲
書
、
一
八
七－

一
九
二
頁
。
こ
の
ほ
か
、
領
域
取
得
方
式
に
つ
い
て
は
、「
国
家
が
領
域
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、
割
譲
、

併
合
、
先
占
、
時
効
、
添
付
の
五
種
類
の
権
原
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
、
領
域
紛
争
の
処
理
に
関
連

し
て
、
そ
う
し
た
紛
争
は
常
に
こ
れ
ら
の
権
原
を
基
礎
に
し
て
解
決
で
き
る
と
は
い
え
ず
、
条
約
や
国
際
判
決
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
は
、
多

く
の
場
合
、
係
争
地
に
対
す
る
「
実
効
的
支
配
」
の
有
無
が
決
め
手
に
な
る
こ
と
が
多
く
、
最
近
で
は
、「
衡
平
の
原
則
」
も
重
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
太
寿
堂
鼎
「
領
域
」
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
』（
三
省
堂
、
一

九
九
五
年
）、
七
八
六
頁
。
な
お
、「
領
域
取
得
」（acquisition

of
territory

）
の
概
念
や
方
式
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
説
明
に
留
意
す

る
こ
と
も
有
益
で
あ
る
。
ま
ず
、
領
域
取
得
方
式
つ
ま
り
「
領
域
主
権
に
対
す
る
権
原
の
取
得
方
式
」（m

odes
of

acquiring
title

to
territo-

rial
sovereignty

）
に
は
、
主
に
五
種
類
の
方
式
（
先
占
、
添
付
、
征
服
、
割
譲
、
時
効
）
が
あ
り
、
こ
の
ほ
か
、
裁
判
（adjudication

）
す

な
わ
ち
判
決
に
よ
る
権
原
の
取
得
も
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
征
服
は
、
今
日
で
は
、
適
法
な
取
得
方
式
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
、

と
説
明
す
る
。
ま
た
、「
国
家
の
領
域
」
は
主
に
「
領
域
主
権
」
の
物
理
的
（
自
然
的
）
基
礎
で
あ
り
、「
領
域
主
権
の
取
得
」
と
い
う
表
現

は
、
よ
り
適
切
に
は
、「
領
域
主
権
に
対
す
る
権
原
の
取
得
」
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
各
種
の
取
得
方
式
の
理
論
上
の
分
類
は
、
領
域
主
権

に
対
す
る
権
原
の
取
得
方
式
の
決
定
的
な
表
示
と
し
て
み
る
べ
き
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
相
互
連
関
し
て
、
変
容
し
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
説
明
す
る
。E

ncyclopedia
of

P
ublic

International
L

aw
,

V
ol.10,

1987,
PP.496－

498.

ち
な
み
に
、
領
域
取
得
方
式
に
つ
い
て
の
わ

が
国
に
お
け
る
戦
前
の
国
際
法
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
分
類
が
み
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、「
領
土
取
得
の
原
因
」

と
し
て
、
割
譲
、
任
意
的
併
合
、
強
制
的
併
合
、
先
占
、
添
付
等
を
挙
げ
、
こ
の
ほ
か
時
効
を
挙
げ
る
も
の
も
あ
る
、
と
説
明
し
て
、
割
譲

と
任
意
的
併
合
を
伝
来
的
取
得
原
因
、
強
制
的
併
合
、
先
占
、
添
付
等
、
お
よ
び
時
効
を
原
始
的
取
得
と
し
て
分
類
す
る
。
立
作
太
郎
『
平

時
国
際
法
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
）、
三
三
五
頁
。
こ
の
ほ
か
、
領
土
取
得
の
権
原
を
、
１．

国
家
の
承
認
に
随

九
〇

島
大
法
学
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四
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伴
す
る
領
土
権
の
承
認
、
２．

国
家
の
行
為
に
国
際
法
が
効
果
を
付
与
す
る
も
の
、（
１
）
先
占
（
及
征
服
）、（
２
）
譲
渡
（
明
示
及
黙
示
）、

３．

自
然
現
象
に
国
際
法
が
効
果
を
付
与
す
る
も
の
、
即
添
付
、
と
分
類
す
る
も
の
も
あ
る
。
田
岡
良
一
『
国
際
法
学
大
綱
上
』（
巌
松
堂

書
店
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
）、
一
八
七－

一
八
八
頁
。

（
３
）
こ
れ
ら
の
点
に
関
連
し
て
は
、
太
寿
堂
鼎
「
国
際
法
上
の
先
占
に
つ
い
て－

そ
の
歴
史
的
研
究－

」
法
学
論
叢
六
一
巻
二
号
、
三
九－

四

〇
頁
参
照
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
つ
と
に
戦
前
の
時
期
に
、「
今
日
に
於
て
無
主
の
土
地
は
殆
ど
存
せ
ざ
る

に
至
れ
る
を
以
て
、
先
占
の
法
理
を
適
用
す
べ
き
場
合
は
多
か
ら
ず
と
雖
も
、
国
家
の
領
土
に
関
す
る
現
在
の
種
々
の
紛
争
に
つ
き
、
過
去

の
先
占
の
有
効
又
は
無
効
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
立
、
前
掲
書
、
三
四
六－

三
四
七
頁
。
こ
の
ほ

か
、「
先
占
に
よ
る
権
原
取
得
の
た
め
の
無
主
地
と
い
う
前
提
条
件
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
過
去
に
有
し
て
い
た
よ
う
な
重
要
性
は
す
で
に

失
わ
れ
た
。
・
・
・
し
か
し
、
先
占
は
権
原
の
維
持
あ
る
い
は
喪
失
に
関
連
し
て
な
お
そ
の
重
要
性
を
保
持
し
て
い
る
」
と
説
明
さ
れ
る
。

E
ncyclopedia

of
P

ublic
International

L
aw

,
op.cit.,

p.501.

ま
た
、
領
土
（
領
有
権
）
紛
争
の
処
理
に
関
連
し
て
、「
実
効
的
占
有
は
、
今

日
で
も
、
領
土
紛
争
の
解
決
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。」
あ
る
い
は
、「
実
効
的
占
有
な
ど
の
国
家
活
動
は
、
領
土
紛
争
解
決
の
法

的
基
準
と
し
て
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
安
藤
仁
介
「
国
家
領
域
の
得
喪
―
―
と
く
に
「
権
原
」
と
領
土
紛
争
に

つ
い
て
―
―
」
寺
沢
一
・
内
田
久
司
編
『
国
際
法
の
基
本
問
題
』（
別
冊
法
学
教
室
、
一
九
八
八
年
）、
一
三
一
、
一
三
五
頁
。

（
４
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
要
な
検
討
事
項
と
し
て
と
り
あ
げ
て
後
ほ
ど
詳
し
く
吟
味
検
討
す
る
が
、
皆
川
洸
（
神
戸
外
国
語
大
学

教
授
）
は
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
（
一
九
三
三
年
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
判
決
）
に
お
い
て
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
裁
判
官
が
「
当
該
紛
争
地
域
に
対

す
る
歴
史
的
主
張
は
重
要
性
を
失
う
に
い
た
り
、
国
際
法
に
お
い
て
、
つ
ね
に
主
権
の
存
在
を
そ
の
行
使
の
実
効
性effectivité

と
緊
密
に

結
び
つ
け
、
国
は
、
そ
の
よ
う
な
行
使
を
と
も
な
わ
ぬ
い
つ
さ
い
の
主
張
を
争
っ
て
、
功
を
奏
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
」と
述
べ
た
こ
と
を
、

紛
争
解
決
規
準
と
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
際
法
の
発
展
に
関
連
し
て
、
紹
介
し
て
い
る
。
皆
川
洸
「
竹
島
紛
争
と
国
際
判
例
」
前
原
光
雄

教
授
還
暦
記
念
『
国
際
法
学
の
諸
問
題
』（
慶
応
通
信
、
一
九
六
三
年
）、
三
五
五
頁
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
実
効
性
」（effectivités

）
に

つ
い
て
は
、
最
近
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
例
に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。C

ase
concerning

Sovereignty
over

Pulau
L

igitan
and

Pulau
Sipadan

（Indonesia/M
alaysia

）,Judgm
ent

of
17

D
ecem

ber
2002,

paras.32－
33,

IC
J

Press
R

elease
2002/39

bis.

ま
た
、
領
域
紛
争
の
処
理
に

お
け
る
国
際
裁
判
の
局
面
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
、
多
く
の
裁
判
官
た
ち
に
よ
っ
て
「
実
効
性
原
則
」
は
言
及
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

E
ncyclopedia

of
P

ublic
International

L
aw

,
op.cit.,pp.498－

499.

二

先
占
法
理
の
生
成
過
程
と
背
景

先
占
（occupation

）
と
は
何
か
。
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
、
と
く
に
法
概
念
形
成
史
の
観
点
か
ら
、
所
与
の

時
期
に
お
け
る
そ
の
生
成
発
展
過
程
や
背
景
な
ど
に
留
意
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
ま
た
国
際
法
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
や
評
価
な
ど
を
含

（
１
）

め
て
、
総
括
的
に
捉
え
理
解
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
だ
が
、
一
般
的
な
概
念
説
明
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
田
畑
教
授
の
次
の
よ
う
な
説
明

に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
先
占
と
は
、
無
主

の
土
地
を
、
他
の
国
家
に
先
立
ち
、
実
効
的
に
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
領
域
取
得
の
方
式
で
あ
る
」。
さ
ら
に
、
先
占
の
対

象
と
な
る
無
主
の
土
地
と
は
、
い
ず
れ
の
国
家
に
も
属
し
て
い
な
い
土
地
の
こ
と
で
あ
っ
て
、「
先
占
が
有
効
に
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、

（
�
）
ま
ず
、
先
占
を
行
な
う
国
家
が
、
そ
の
土
地
を
自
己
の
領
有
と
す
る
意
思
の
あ
る
こ
と
を
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
表
示
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。（
�
）
次
に
、
国
家
が
そ
の
土
地
を
実
効
的
に
占
有
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
・
・
・
以
上
の
二
つ
の
行
為
が
、

（
２
）

他
の
国
家
に
先
ん
じ
て
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
先
占
が
成
立
し
、
そ
の
地
域
は
当
該
国
家
の
領
有
と
な
る
」
と
。
つ
ま
り
、
無
主
地
先

占
に
つ
い
て
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
要
件
は
、
国
家
に
よ
る
領
有
意
思
と
実
効
的
占
有
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
先
占
の
法
理
に
関
す
る

権
威
あ
る
研
究
者
と
し
て
著
名
な
太
寿
堂
鼎
（
京
都
大
学
教
授
）
は
、
国
際
関
係
法
辞
典
（
一
九
九
五
年
）
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
説

明
す
る
。
先
占
は
「
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
領
域
取
得
の
権
原
の
一
つ
で
、
ど
の
国
の
領
有
に
も
属
し
て
い
な
い
地
域
を
あ
る
国
が
領
有

の
意
思
を
も
っ
て
実
効
的
に
占
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
自
国
の
領
域
と
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
歴
史
的
な
経
緯
と
背
景

に
つ
い
て
、「
こ
の
先
占
の
法
規
は
、
ロ
ー
マ
法
上
の
無
主
物
先
占
の
規
則
を
類
推
し
て
持
ち
出
さ
れ
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
地
理
上
の

大
発
見
以
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
が
そ
れ
以
外
の
地
域
を
植
民
地
と
し
て
獲
得
し
、
互
い
に
分
割
す
る
た
め
に
主
と
し
て
働
い
た
」
と

九
二
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説
明
す
る
。
さ
ら
に
、
先
占
が
有
効
と
な
る
た
め
に
は
、
国
家
に
よ
る
領
有
意
思
の
表
明
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、「
先
占
の
中
核
的
な

（
３
）

要
件
は
、
実
効
的
な
占
有
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
本
稿
で
と
く
に
検
討
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
、
ア
プ
ロ
ー
チ
せ
ん
と

す
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
先
占
の
中
核
的
要
件
」
と
し
て
の
「
実
効
的
な
占
有
」、
こ
れ
を
基
本
原
則
な
い
し
核
心
的
要
素
と
し
て
理

論
構
成
さ
れ
る
「
先
占
の
法
理
」
の
法
構
造
と
そ
の
内
実
、
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
原
始
的
な
領
域
取
得
の
権
原
で
あ
る
先
占
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
そ
れ
を
無
主
物
先
占
と
い
う
観
点
か

ら
、
ど
の
国
の
領
有
に
も
な
っ
て
い
な
い
無
主
地
（terra

nullius

）
を
あ
る
国
家
が
そ
れ
を
領
有
す
る
意
思
を
表
明
し
、
か
つ
、
そ
れ
を

実
効
的
に
占
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
自
国
の
領
有
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
概
念
の
な
か
で
「
実
効
的
な
占
有
」
が
「
中
核
的
要
件
」
を
な
す
も
の
と
捉
え
、
い
わ
ば
、
そ
の
「
実
効
性
」

原
則
の
生
成
展
開
と
意
義
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
機
能
的
・
実
態
的
に
い
か
に
捉
え
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
こ

の
点
に
つ
い
て
再
吟
味
（
再
検
討
）
す
る
こ
と
、
そ
れ
と
と
も
に
、「
実
効
性
」
原
則
は
近
年
の
国
際
判
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
言
及

し
評
価
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
課
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
う
し
た
点
に
関
す
る
検
討
作
業
の
前
提
と
も
な
る
予
備
的
な
作
業
と
し
て
、
先
占
の
法
理
の
歴
史
的
な
経
緯
や
背
景
に
つ
い

て
概
観
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
観
点
か
ら
概
観
す
る
う
え
で
注
目
す
べ
き
は
、
太
寿
堂
教
授
に
よ
る
先
占
の
法
理
（
先
占
原
則
）
に
関
す

（
４
）

る
歴
史
研
究
の
成
果
（「
国
際
法
上
の
先
占
に
つ
い
て
―
そ
の
歴
史
的
研
究
―
」
一
九
五
五
年
）
で
あ
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
そ
の
冒
頭

か
ら
、
示
唆
に
富
む
考
え
方
や
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
々
提
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
論
文
の
記
述
に
注
目
し
、
そ
れ
に
多
く
を
学
び
つ

つ
、
そ
れ
を
紹
介
す
る
意
味
も
含
め
て
、
検
討
作
業
を
進
め
た
い
。

は
じ
め
に
、
近
代
国
際
法
の
成
立
発
展
の
現
実
的
基
礎
や
国
際
法
の
歴
史
的
性
格
の
考
察
に
か
か
わ
っ
て
、
領
域
取
得
の
ひ
と
つ
の
方

式
と
し
て
の
先
占
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
国
際
社
会
の
世
界
史
的
膨
張
を
基
礎
的
な
背
景
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ

る
。
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
対
す
る
支
配
」
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
相
互
の
植
民
地
分
割

の
競
争
」
に
と
も
な
う
、
国
際
法
上
の
領
域
取
得
方
式
と
し
て
の
先
占
、
割
譲
、
征
服
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
こ
の
う
ち

と
く
に
「
先
占
の
法
制
度
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
も
っ
ぱ
ら
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
未
開
地
域
を
支
配
分
割
す
る
た
め
に
機
能
し
た
」
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
点
で
、
先
占
は
他
の
二
者
（
割
譲
、
征
服
）
と
区
別
さ
れ
る
特
徴
的
な
相
違
が
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
先
占
制
度

の
成
立
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
常
に
国
際
法
団
体
領
域
の
い
わ
ば
辺
境
の
地
に
お
い
て
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
」、
こ
の

（
５
）

こ
と
か
ら
も
、「
近
代
国
際
法
の
歴
史
的
性
格
を
解
明
す
る
一
つ
の
指
針
を
探
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
先

占
の
法
理
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
近
代
国
際
法
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
性
格
や
本
質
と
の
関
連
に
お
い

て
、
そ
れ
を
如
実
に
表
示
す
る
も
の
と
し
て
先
占
の
法
理
を
と
ら
え
認
識
す
る
こ
と
が
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
視
点
で
あ
り
論
点
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

（
６
）

さ
ら
に
、
太
寿
堂
教
授
は
、
こ
う
し
た
視
点
や
捉
え
方
を
基
礎
と
し
て
、
先
占
の
要
件
に
言
及
し
、
そ
れ
を
明
確
化
し
た
う
え
で
、
考

察
上
の
方
法
論
（
研
究
の
方
法
的
支
柱
）
に
か
か
わ
る
主
な
視
座
と
し
て
、「
植
民
国
家
相
互
間
の
利
害
の
衝
突
と
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

民
に
対
す
る
支
配
の
正
当
づ
け
の
二
点
に
求
め
て
、
行
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
」
と
、
考
察
上
の
視
点
を
明
示
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
論

述
す
る
。

そ
れ
で
は
、
国
際
法
体
系
に
お
け
る
領
域
取
得
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
先
占
の
制
度
な
い
し
先
占
法
理
は
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
背

景
の
も
と
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
成
発
展
し
、
機
能
し
て
き
た
か
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
太
寿
堂
教
授
は
「
先
占
原
則
の
成
立
過
程
」
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に
つ
い
て
、
中
世
か
ら
近
世
、
近
代
、
そ
し
て
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
は
じ
め
頃
ま
で
の
数
世
紀
に
わ
た
る
時
間
帯
の
な
か
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
列
強
間
の
政
治
的
、
経
済
的
な
ど
の
諸
関
係
を
基
礎
に
し
て
、
と
く
に
近
世
以
降
の
植
民
地
獲
得
競
争
や
一
九
世
紀
以
降
に
お
け

る
帝
国
主
義
の
展
開
に
と
も
な
っ
て
、
次
第
に
世
界
大
の
規
模
に
拡
大
し
た
舞
台
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
列
強
間
の
熾
烈
な
権
力
闘
争
や

確
執
に
留
意
し
て
、
ア
プ
ロ
ー
チ
し
検
討
す
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
、
実
証
的
な
歴
史
研
究
の
ひ
と

つ
で
あ
り
、
法
社
会
学
的
な
国
際
法
発
展
史
の
一
局
面
を
描
写
す
る
明
瞭
な
画
像
の
提
示
で
あ
り
、
あ
る
い
は
国
際
法
の
発
展
史
に
お
け

る
ひ
と
つ
の
「
ド
ラ
マ
」
の
提
示
で
も
あ
る
。
彼
は
、
そ
の
幕
開
け
の
描
写
と
し
て
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

領
域
取
得
の
方
法
と
し
て
の
先
占
の
原
則
は
、
国
際
関
係
に
お
い
て
全
く
特
殊
な
条
件
の
下
に
出
現
し
た
。
一
五
世
紀
末
な
い
し
一
六
世
紀

初
頭
の
地
理
上
の
大
発
見
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
へ
の
大
膨
張
の
運
動
が
現
れ
始
め
た
時
代
に
、
植
民
地
獲
得
の
熱
望
に
駆
ら

れ
た
諸
国
の
間
に
、
新
し
く
発
見
さ
れ
た
土
地
を
分
割
す
る
問
題
を
解
決
す
る
可
能
な
手
段
と
し
て
、
先
占
の
原
則
が
考
え
出
さ
れ
た
。
従
っ

（
７
）

て
先
占
原
則
は
、
近
世
に
お
け
る
植
民
と
い
う
社
会
現
象
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
、
国
際
関
係
に
立
ち
現
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
先
占
原
則
は
近
世
に
お
け
る
「
新
た
な
社
会
現
象
」
と
の
関
連
に
お
い
て
現
出
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
は
「
植
民
地
の
分

割
を
規
律
す
る
法
原
則
」
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
。
そ
の
生
成
発
展
史
に
お
い
て
、
ま
ず
登
場
し
た
の
は
絶
対
主
義
国
家
ス
ペ
イ
ン
と

ポ
ル
ト
ガ
ル
で
あ
り
、
両
国
に
よ
る
東
方
貿
易
の
独
占
を
め
ざ
し
た
新
通
商
路
の
発
見
が
そ
の
生
成
発
展
史
を
語
る
う
え
で
の
重
要
な
契

機
と
な
っ
た
。
そ
の
根
本
的
動
機
は
「
経
済
的
利
益
の
追
及
」
と
い
う
要
素
と
と
も
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
を
異
教
徒
の
世
界
に
も
拡
布
す

る
」
と
い
う
宗
教
的
要
因
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
要
因
と
動
機
は
、
両
国
の
「
新
地
域
支
配
の
法
的
主
張
」に
反
映
し
た
。
そ
れ
は
、（
１
）

ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
六
世
の
法
王
令（
一
四
九
三
年
五
月
四
日
）、（
２
）発
見
優
先
の
原
則（le

principe
de

la
priorité

de
la

découverte

）、

で
あ
っ
た
。
両
国
は
こ
れ
ら
の
根
拠
に
も
と
づ
き
、
後
発
の
植
民
地
獲
得
競
争
に
加
わ
っ
た
国
々
に
対
抗
し
た
。
両
国
が
植
民
地
分
割
の

法
的
決
定
た
る
論
拠
と
し
た
法
王
の
認
許
は
、「
法
王
の
政
治
的
権
威
の
存
在
」
を
証
明
し
、「
中
世
に
お
い
て
強
大
を
誇
っ
た
法
王
の
権

威
の
最
後
の
光
輝
」
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
両
国
は
ト
ラ
デ
シ
ラ
条
約
を
締
結
し
（
一
四
九
四
年
六
月
七
日
）、

対
抗
者
に
対
し
て
は
法
王
の
権
威
を
援
用
し
た
が
、
両
国
間
に
お
い
て
は
法
王
の
介
入
を
認
め
ず
、
条
約
に
よ
る
自
由
な
決
定
を
主
張
し

は
じ
め
た
。
他
国
は
当
然
の
ご
と
く
法
王
庁
の
行
為
を
認
め
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
大
転
換
の
な
か
で
、
法
王
庁

（
８
）

の
権
威
は
も
は
や
失
墜
し
、
こ
こ
に
「
は
じ
め
て
近
代
国
際
法
は
形
成
の
途
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
」
の
で
あ
っ
た
、
と
論
述
す
る
。

こ
う
し
た
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
、
先
占
原
則
な
い
し
先
占
法
理
の
生
成
過
程
に
お
け
る
宗
教
的
要
因
と
し
て
作
用
し
た
法
王
の

認
許
に
代
表
さ
れ
る
法
王
の
権
威
は
、
右
の
文
脈
の
延
長
線
上
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
異
教
徒
の
関
係
に
つ
い
て
み
る
と
き
、
一
面

で
は
、
そ
の
後
、
中
世
崩
壊
以
降
の
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
舞
台
に
し
て
生
成
展
開
し
た
近
代
国
際
法
の
基
本
的
な
性
格
を
特
徴
づ
け
る

も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
た
る
近
代
国
際
法
の
特
性
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

関
連
し
て
、
太
寿
堂
教
授
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
論
述
す
る
。
す
な
わ
ち
、
注
目
す
べ
き
は
「
法
王
令
の
根
底
に
横
た
わ
る
異
教
徒
の

権
利
を
無
視
す
る
思
想
」
で
あ
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
既
に
獲
得
し
た
権
利
は
尊
重
し
て
も
、
異
教
徒
に
対
し
て
は
い
か
な
る
権
利
も

認
め
な
い
と
い
う
態
度
」
で
あ
る
。「
こ
の
よ
う
に
中
世
の
法
的
世
界
像
は
、
地
域
的
・
空
間
的
に
見
て
キ
リ
ス
ト
教
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中

心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
元
的
なR

espublica
C

hristiana

の
範
囲
外
に
あ
る
残
余
の
世
界
は
、
全
く
権
利
の
平
面
に
は
登
場
し
な
か
っ

た
」。
か
く
し
て
、
近
世
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
発
見
に
よ
り
、「
新
大
陸
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
占
領
と
掠
奪
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
」
の
で

（
９
）

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
「
搾
取
と
殲
滅
の
政
策
」
に
も
と
づ
く
支
配
戦
略
の
強
行
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

次
に
、
先
占
原
則
の
生
成
過
程
に
お
い
て
よ
り
重
視
す
べ
き
は
、
そ
れ
を
法
理
論
的
に
乗
り
超
え
る
べ
き
対
象
と
し
て
措
定
さ
れ
た
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「
発
見
優
先
の
原
則
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
初
頭
に
か
け
て
の
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
主
舞
台
に

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
に
拡
大
せ
ん
と
す
る
列
強
間
の
政
治
的
・
経
済
的
な
ど
の
利
害
と
確
執
が
存
在
し
、
こ
れ
ら
と
深
く
か
か
わ
る
要
因

が
介
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
国
際
法
体
系
に
お
け
る
領
域
取
得
方
式
に
つ
い
て
の
新
た
な
制
度
と
理
論
と
し
て
の
、「
発
見
優
先
の
原

則
」
か
ら
「
先
占
原
則
」（
先
占
法
理
）
へ
の
転
換
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
近
代
国
際
法
の
主
軸
を
な
す
ひ

と
つ
の
基
本
原
則
（
法
理
）
の
確
立
を
め
ぐ
る
確
執
で
あ
り
、
そ
の
所
産
と
し
て
の
新
原
則
確
立
に
よ
る
国
際
法
上
の
領
域
取
得
方
式
と

そ
の
制
度
化
に
か
か
わ
る
大
転
換
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
転
換
過
程
に
つ
い
て
は
、
概
略
、
次
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
う
る
で

あ
ろ
う
。

発
見
優
先
原
則
は
、
植
民
地
獲
得
競
争
に
先
発
し
て
行
動
し
た
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
両
国
が
、
後
発
の
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、

フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
諸
国
に
対
し
て
、
発
見
に
も
と
づ
く
広
大
な
地
域
か
ら
新
参
の
競
争
相
手
を
排
除
す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
援
用
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
混
迷
し
、
複
雑
化
し
た
。
そ
れ
は
、
先
発
の
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
両
国
の
主
張
に
対
し

て
、
後
発
の
国
々
が
発
見
優
先
原
則
に
も
と
づ
く
領
域
取
得
の
権
原
を
必
ず
し
も
全
面
的
に
は
否
定
せ
ず
、
状
況
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

自
国
の
有
利
に
な
る
よ
う
に
、
発
見
優
先
の
原
則
を
援
用
し
た
り
、
先
占
原
則
を
主
張
し
た
り
し
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
領
域
取

得
方
式
と
し
て
、
先
占
原
則
が
諸
国
の
一
般
的
合
意
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
発
見
優
先
原
則
に
代
わ
っ
て
、
無
主
地
獲
得
の
唯
一
の
権
原

と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
は
、
一
八
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
わ
れ（
１０
）

る
。

一
八
世
紀
末
に
は
、
無
主
地
先
占
が
領
域
取
得
の
権
原
と
し
て
認
め
ら
れ
、
発
見
は
「
未
成
熟
の
権
原
（inchoate

title

）
と
し
て
の

法
的
効
果
し
か
生
ま
な
い
」
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
、
太
寿
堂
教
授
は
、「
発
見
優
先
の
原
則
を
斥
け
て
先

占
の
原
則
が
定
立
し
え
た
理
由
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
」
と
問
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
ま
ず
、「
先
占
原
則
自
体
の
も

つ
合
理
性
」
に
言
及
し
、「
そ
の
合
理
性
の
故
に
国
際
社
会
の
利
益
に
適
合
し
た
か
ら
だ
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、「
今
一
つ
の
理
由
」
と

し
て
、
学
説
に
お
け
る
発
見
の
価
値
の
否
定
と
、
現
実
の
占
有
を
内
容
と
す
る
先
占
の
有
効
性
の
強
調
が
、「
後
来
の
植
民
国
家
の
利
益

に
合
致
す
る
が
故
に
、
次
第
に
オ
ラ
ン
ダ
や
イ
ギ
リ
ス
の
受
容
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
植
民
地
獲
得
競
争
に
お
け
る
彼
ら
の
優
勝
と
と
も

に
、
国
際
の
実
行
に
お
い
て
次
第
に
一
般
性
を
か
ち
え
て
き
た
」。
か
く
し
て
、
一
八
世
紀
末
に
は
、「
諸
国
の
合
意
に
よ
り
、
先
占
は
無

主
の
土
地
を
獲
得
す
る
国
際
法
上
の
原
則
と
し
て
確
立
し
た
」
の
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
す（
１１
）

る
。

さ
て
、
再
び
先
占
法
理
の
史
的
背
景
や
展
開
過
程
に
つ
い
て
振
り
か
え
っ
て
み
た
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
太
寿
堂
教
授
は
、
次
の
よ

う
に
記
述
す
る
。
一
六
世
紀
以
来
の
重
商
主
義
時
代
に
は
、
植
民
活
動
の
根
本
動
機
は
通
商
貿
易
の
独
占
に
あ
っ
た
。
先
占
法
規
に
関
し

て
も
、
土
地
の
使
用
、
定
住
、
植
民
の
よ
う
な
行
為
が
理
論
的
に
重
視
さ
れ
、
一
八
世
紀
末
以
降
に
お
け
る
英
米
の
植
民
活
動
の
目
的
に

適
合
し
た
。
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
、
先
占
法
規
が
主
と
し
て
適
用
さ
れ
た
の
は
、ア
メ
リ
カ
大
陸
を
中
心
と
す
る
西
半
球
に
お
い
て
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
一
八
七
〇
年
代
以
降
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
な
る
と
、「
植
民
地
領
有
の
目
的
に
変
貌
が
生
じ
、
植
民
地
獲
得
の
主
舞
台

が
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
移
る
に
及
ん
で
、
先
占
法
規
の
内
容
も
ま
た
変
貌
を
来
し
、
地
方
権
力
の
確
立
が
要
件
と
し
て
定
立
さ
れ
る
に
至
」っ

た
、
と
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
世
紀
の
帝
国
主
義
時
代
に
入
り
、
列
強
の
植
民
地
獲
得
競
争
の
主
舞
台
は
ア
フ
リ
カ
に
移
り
、
こ

れ
に
後
進
の
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
が
加
わ
っ
て
、
そ
の
競
争
は
よ
り
熾
烈
を
き
わ
め
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
先
占
法
規
の
内
容
も
新
た

な
発
展
を
も
た
ら
さ
れ
た
、
の
で
あ
っ（
１２
）
た
。

一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
先
占
法
規
の
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
先
占
の
効
力
の
制
限
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、

先
占
の
効
力
を
実
効
的
占
有
に
よ
っ
て
制
限
す
る
傾
向
は
、
植
民
地
獲
得
競
争
に
お
け
る
新
参
者
ド
イ
ツ
の
利
益
に
合
致
し
た
。
一
八
八

四
年
一
一
月
に
、
先
占
法
規
の
確
定
や
ア
フ
リ
カ
問
題
の
解
決
の
た
め
に
開
催
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
会
議
で
は
、
一
般
議
定
書
を
採
択
し
、

新
た
な
先
占
要
件
と
し
て
「
地
方
権
力
の
存
在
」
を
確
定
し
た
。
ま
た
、
一
九
世
紀
に
入
り
、
領
域
取
得
と
「
文
明
の
観
念
」
が
相
関
的

九
八
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に
強
調
さ
れ
、「
先
占
の
客
体
を
国
家
の
領
有
に
属
さ
な
い
地
域
と
す
る
思
想
の
形
成
に
文
明
の
観
念
が
果
た
し
た
補
助
的
役
割
を
否
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
末
の
政
治
的
経
済
的
要
請
を
背
景
に
展
開
さ
れ
た
、「
文
明
の
名
に
よ

る
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
支
配
」
で
あ
り
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
と
、
世
界
的
規
模
に
ひ
ろ
が
っ
た
資
本
主
義
経
済
体
制
へ
の
信
念
が
、
先
占

と
い
う
法
概
念
に
結
合
し
た
」
こ
と
の
所
産
で
あ
っ（
１３
）

た
。

こ
の
よ
う
に
一
九
世
紀
末
ま
で
に
先
占
法
規
が
発
展
し
、
国
際
的
に
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
植
民
地
獲
得
競
争
の
熾

烈
化
に
と
も
な
い
、
先
占
要
件
を
時
間
的
・
空
間
的
に
よ
り
厳
格
化
す
る
こ
と
は
、
と
く
に
「
後
来
の
植
民
国
の
利
益
に
合
致
」
し
、
そ

れ
ゆ
え
に
「
従
来
の
先
占
法
規
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、
実
効
的
占
有
の
必
要
が
説
か
れ
る
に
至
」
っ（
１４
）

た
。
結
局
、
先
占
は
「
非
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
地
域
の
獲
得
を
目
指
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
、
植
民
地
分
割
の
闘
争
の
過
程
の
う
ち
に
生
じ
て
き
た
法
原
則
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
先
占
が
諸
国
の
闘
争
と
軋
轢
の
間
に
低
迷
し
な
が
ら
、
な
お
国
際
法
上
の
規
範
と
し
て
定
立
し
え
た
の
は
、
そ
れ
が
各
時
代
に
お
け
る

国
際
社
会
の
必
要
に
合
致
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
論
述
す（
１５
）
る
。

（
１
）
国
際
法
の
発
展
史
の
な
か
で
、
先
占
な
い
し
先
占
の
法
理
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
、
発
見
優
先

の
原
則
か
ら
先
占
原
則
（
先
占
法
理
）
へ
の
転
換
、
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
国
際
法
史
に
お
け
る
中

世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
展
開
過
程
を
た
ど
り
、
そ
の
な
か
で
、
ヌ
ス
バ
ー
ム
（A

.N
ussbaum

）
は
、
次
の
よ
う
に
概
説
す
る
。
彼
は
、
中

世
の
キ
リ
ス
ト
教
（
神
学
）
世
界
の
規
範
あ
る
い
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
権
力
支
配
か
ら
解
き
放
た
れ
た
、
一
六
世
紀
初
頭
以
降
の
新
た
な
国
際

法
理
と
国
家
実
行
に
留
意
し
、
発
見
優
先
の
原
則
か
ら
先
占
の
法
理
へ
の
移
行
・
転
換
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
と
く
に
、
一
八
世
紀
に
登
場

し
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
（C

.W
olff

）
の
理
論
的
後
継
者
で
も
あ
る
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
（E

.V
attel

）
の
先
占
理
論
に
注
目
し
、
と
り
わ
け
実
効
的
先
占

（effective
occupation

）
つ
ま
り
「
現
実
の
占
有
が
法
的
に
実
効
的
な
先
占
の
前
提
要
件
で
あ
る
」
こ
と
を
明
確
に
し
た
点
を
高
く
評
価
す

る
。A

rthur
N

ussbaum
,

A
C

oncise
H

istory
of

the
L

aw
of

N
ations,

R
evised

E
dition,

1954,
pp.67,157.

こ
の
ほ
か
、
先
占
の
概
念
、
生
成
発
展
過
程
、
国
際
法
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
や
評
価
な
ど
、
よ
り
一
般
的
な
視
点
か
ら
説
明
し
論
じ
た

も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。W

.E
.H

all,
A

T
reatise

on
International

L
aw

,
E

ighth
edition

1924
（First

edition

1880

）,pp.125－
143.

こ
こ
で
は
、
原
始
的
権
原
と
し
て
の
発
見
か
ら
実
効
的
先
占
へ
の
歴
史
的
背
景
や
経
緯
に
つ
い
て
詳
論
し
、
先
占
の

要
件
や
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
、
近
代
国
際
法
の
発
展
史
を
ベ
ー
ス
に
し
て
説
明
し
て
い
る
。G

.H
.H

ackw
orth,

D
igest

of
International

L
aw

,

V
ol.1,

1940,
pp.401－

409.

こ
こ
で
は
、
先
占
は
、
原
始
的
な
領
域
取
得
方
式
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
通
常
は
、
必
然
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
先
占
を
お
こ
な
う
国
家
に
よ
る
当
該
領
域
の
発
見
に
連
結
す
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
、
先
占
の
要
件
や
発
展
に
つ
い
て
論
じ
る
。

と
く
に
実
効
的
占
有
（effective

possession

）
の
程
度
や
範
囲
に
か
か
わ
っ
て
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
判
決
な
ど
に
て
ら
し
て
言
及

し
、
実
効
的
先
占
（effective

occupation

）
の
概
念
も
し
く
は
「
実
質
的
な
実
効
性
」（virtual

effectiveness

）
に
つ
い
て
も
説
明
す
る
。

L
.O

ppenheim
,

International
L

aw
,

1920,
pp.383－

390.
L

.O
ppenheim

,
International

L
aw

A
T

reatise,
V

ol.1,
E

ith
edition

by
H

.L
au-

terpacht,
1955,

pp.554－
563.

こ
こ
で
は
先
占
の
概
念
、
要
件
、
態
様
な
ど
に
か
か
わ
る
基
本
事
項
に
つ
い
て
、
歴
史
的
発
展
過
程
を
ベ
ー

ス
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
。
と
く
に
、
今
日
で
は
、
理
論
上
も
実
際
上
も
、
先
占
に
つ
い
て
は
、
先
占
に
よ
っ
て
領
域
を
取
得
す
る
国
家
の
名
に

お
け
る
、
ま
た
そ
の
国
家
の
た
め
の
領
域
に
対
す
る
所
有
行
為
と
施
政
の
確
立
に
よ
っ
て
、
実
効
的
な
も
の
と
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、
先
占

は
「
真
正
な
先
占
」（real

occupation

）
と
な
り
、「
擬
制
的
先
占
」（fictitious

occupation

）
に
対
し
て
、「
実
効
的
先
占
」（effective

oc-

cupation

）と
称
さ
れ
る
も
の
に
な
る
、
と
論
じ
る
。J.W

estlake,
C

hapters
on

the
P

rinciples
of

International
L

aw
,

1982,
pp.155－

189.

こ
こ
で
は
、「
国
際
的
権
原
」（international

titles

）
と
し
て
の
発
見
や
先
占
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
経
緯
を
説
明
し
、
未
成
熟
の
権
原
（in-

choate
title

）
と
し
て
の
発
見
か
ら
先
占
へ
の
成
熟
過
程
を
辿
り
、
先
占
の
地
理
的
範
囲
や
文
明
的
影
響
な
ど
に
つ
い
て
も
論
じ
る
。C

.C
.

H
yde,

International
L

aw
,

V
ol.1,

1983,
pp.167－

173.

こ
こ
で
は
、
先
占
の
概
念
や
歴
史
的
経
緯
を
辿
り
、
一
八
八
五
年
の
ベ
ル
リ
ン
一

般
議
定
書
、
一
八
八
八
年
の
国
際
法
学
会
（Institute

of
International

L
aw

）
の
宣
言
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
し
説
明
す
る
。

（
２
）
田
畑
、
前
掲
書
、
一
九
一－

一
九
二
頁
。
な
お
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
無
主
地
の
発
見
に
よ
る
「
未
成
熟
の
権
原
」
に
つ
い
て
、「
無
主

の
土
地
を
他
の
国
家
に
先
立
っ
て
発
見
し
た
場
合
、『
未
成
熟
の
権
原
』
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
領
域
取
得
の
効

果
は
生
じ
な
い
」
と
し
、
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
（
一
九
二
八
年
）
に
お
い
て
も
、
未
成
熟
の
権
原
は
「
実
効
的
先
占

に
よ
っ
て
主
権
を
確
立
す
べ
き
請
求
権
と
し
て
の
み
存
在
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、「
未
成
熟
の
権
原
は
、
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
主
権
の
発

現
に
も
と
づ
く
終
局
的
権
原
に
優
先
し
え
な
い
」
と
判
示
さ
れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
。
田
畑
、
前
掲
書
、
一
九
二－

一
九
三
頁
注
（
１
）。
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（
３
）
太
寿
堂
鼎
「
先
占
」、
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
』（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）、
四
八
八－

四
八
九
頁
。
こ
の
ほ
か
、
先
占
の

法
理
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
山
本
草
二
は
、「
実
効
的
先
占
」（effective

occupation

）と
い
う
観
点
か
ら
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

す
な
わ
ち
、「
一
八
世
紀
の
半
ば
以
来
、
無
主
地
に
対
す
る
領
域
権
原
の
原
始
取
得
は
、
実
効
的
先
占
（effective

occupation

）
に
よ
る
こ

と
に
な
っ
た
・
・
・
」
と
述
べ
、
先
占
の
要
件
と
し
て
、「
領
域
取
得
の
意
思
（anim

us
occupandi

）
と
、
そ
の
意
思
の
存
在
を
立
証
す
る

た
め
の
占
有
・
支
配
な
ど
、
具
体
的
に
表
示
さ
れ
る
国
家
活
動
（corpus

）
と
で
あ
り
、
と
く
に
後
者
の
要
件
が
重
視
さ
れ
る
」
と
指
摘
す

る
。
さ
ら
に
、「
超
国
家
的
制
度
を
欠
く
国
際
社
会
で
は
、
完
全
な
司
法
制
度
に
担
保
さ
れ
て
抽
象
的
な
所
有
権
が
承
認
さ
れ
る
国
内
法
制

と
は
異
な
り
、
領
域
主
権
の
存
在
を
抽
象
的
に
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
の
排
他
性
は
つ
ね
に
、
国
家
活
動
の
平
穏
か

つ
継
続
的
な
表
示
（
実
効
的
占
有
）
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
法
上
の
実
効
性
の
原
則
の
最

も
端
的
な
現
わ
れ
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
」
と
論
じ
る
。
山
本
、
前
掲
書
、
二
四
二－

二
四
三
頁
。

（
４
）
太
寿
堂
、
前
章
注
（
３
）
の
前
掲
論
文（「
国
際
法
上
の
先
占
に
つ
い
て
―
そ
の
歴
史
的
研
究
―
」）、
法
学
論
叢
六
一
巻
二
号
所
収
。
な
お
、

太
寿
堂
教
授
に
は
、
具
体
的
な
先
例
に
つ
い
て
の
実
証
的
研
究
と
し
て
、「
先
占
に
関
す
る
わ
が
国
の
先
例
」
と
題
す
る
研
究
が
あ
る
。
こ

の
な
か
で
、
こ
れ
ら
の
先
例
か
ら
、「
先
占
に
要
求
せ
ら
れ
る
実
効
的
占
有
の
内
容
や
程
度
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
き
わ
め
て
相
対
的
で

あ
る
こ
と
、「
相
対
的
」
と
は
、「
先
占
が
い
つ
の
時
代
に
な
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
先
占
さ
れ
る
土
地
の
地
理
的
状
況
や
居
住
人
口

の
密
度
に
よ
っ
て
も
、
占
有
の
度
合
い
を
異
に
す
る
こ
と
を
い
う
」
と
論
じ
る
。
法
学
論
叢
七
〇
巻
一
号
、
一
六
〇－

一
七
二
頁
。

（
５
）
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
（「
国
際
法
上
の
先
占
に
つ
い
て
―
そ
の
歴
史
的
研
究
―
」）、
三
六－

三
七
頁
。

（
６
）
先
占
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
第
一

先
占
の
主
体
は
国
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
先
占
は
国
家
機
関
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ

る
こ
と
を
要
す
る
。
第
二

先
占
の
客
体
は
、
国
際
法
上
の
無
主
の
土
地
（terra

nullius

）
で
あ
る
。
第
三

先
占
の
精
神
的
要
件
と
し
て
、

国
家
が
領
有
の
意
思
を
も
っ
て
行
な
う
こ
と
を
要
す
る
。
第
四

先
占
の
実
体
的
要
件
と
し
て
、
実
効
的
な
占
有
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
提
示
す
る
。
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
三
八－

三
九
頁
。
な
お
、
戦
前
の
わ
が
国
の
国
際
法
テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
に
お
い
て
も
、
一
八

世
紀
に
は
す
で
に
実
効
的
先
占
の
原
則
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
先
占
の
成
立
要
件
と
し
て
「
領
土
取
得
の
意
思
」
と
「
実
力
の
樹
立

な
る
事
実
」
と
の
二
条
件
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
を
明
示
し
て
い
た
。
立
、
前
掲
書
、
三
四
七－

三
四
八
頁
。

（
７
）
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
四
一
頁
。
な
お
、
先
占
す
な
わ
ちoccupation
の
権
原
に
つ
い
て
、
古
代
に
お
い
て
もoccupation

と
い
う
概
念

が
存
在
し
た
が
、
そ
れ
はoccupatio

bellica

で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
検
討
対
象
と
す
る
先
占
で
は
な
い
。「
わ
れ
わ
れ
が
扱
うoccupation

は
、

権
利
者
の
存
在
を
前
提
し
な
い
原
始
的
領
域
取
得
の
方
法
と
し
て
の
先
占
で
あ
る
」
と
説
明
す
る
。
四
五－

四
六
頁
（
注
）
２
参
照
。

（
８
）
同
、
四
一－

四
五
頁
。

（
９
）
同
、
四
八
頁
参
照
。

（
１０
）
同
、
五
四－

五
六
頁
。

（
１１
）
同
、
五
七－

五
九
頁
。

（
１２
）
同
、
七
三－

七
七
頁
。

（
１３
）
同
、
七
八－

八
七
頁
。

（
１４
）
同
、
九
二
頁
。

（
１５
）
同
、
九
八
頁
。

三

「
実
効
性
」
原
則
の
概
念
と
内
実

先
占
の
法
理
（
先
占
原
則
）
に
お
け
る
「
中
核
的
要
件
」
を
な
す
と
い
わ
れ
る
実
効
的
占
有
あ
る
い
は
「
実
効
性
」
の
原
則
は
、
先
占

の
法
理
や
そ
の
法
構
造
の
面
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
、
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
「
実
効
性
」
原
則
の
概
念
と
内
実
に
つ
い
て
、
す
こ
し
ば
か
り
、
検
討
し
て
み
た
い
。

す
で
に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
領
域
取
得
方
式
と
し
て
の
先
占
は
、
国
家
の
一
方
行
為
に
よ
り
、
無
主
地
す
な
わ
ち
い
ず
れ
の
国
家

の
領
域
に
も
属
さ
な
い
地
域
を
領
有
す
る
意
思
を
表
明
し
、
そ
れ
を
実
効
的
に
占
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
国
の
領
有
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
国
際
法
上
の
原
則
（
法
規
）
で
あ
る
。
こ
の
先
占
原
則
な
い
し
先
占
法
規
の
中
核
は
、
実
効
的
占
有
で
あ
る
。
つ
ま
り
当

該
地
域
が
現
実
に
実
効
的
に
占
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
占
有
の
「
実
効
性
」
に
あ
る
。
そ
の
「
実
効
性
」
を
法
的
な

規
範
内
容
の
基
本
的
か
つ
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
す
る
実
効
的
な
占
有
の
意
義
と
重
要
性
は
、
先
占
法
理
の
生
成
発
展
過
程
に
お
い
て
、
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理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
明
確
化
を
は
か
る
観
点
か
ら
も
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
さ
れ
て
き

た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
列
強
間
の
熾
烈
な
植
民
地
獲
得
競
争
と
あ
い
ま
っ
て
、
国
家
の
一
方
行

為
に
よ
る
領
域
取
得
の
方
式
と
そ
の
法
論
理
と
し
て
、
発
見
優
先
原
則
に
代
え
て
、
先
占
の
法
理
が
確
立
し
て
き
た
経
緯
に
か
ん
が
み
、

そ
の
生
成
過
程
に
お
け
る
背
景
や
意
義
に
注
目
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
検
討
す
る
主
題
に
関
連
し
て
、
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え

よ
う
。

と
こ
ろ
で
、「
実
効
性
」
原
則
の
概
念
や
内
実
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
近
年
、
史
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
間
の
島
の
帰
属
（
領
有
権
）
を
め
ぐ
る

事
件
（the

case
concerning

Sovereignty
over

P
ulau

L
igitan

and
P

ulau
Sipadan

）
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
（
二
〇
〇
二
年
一
二
月

一
七
日
）に
注
目
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
両
島
に
対
す
る
主
権
を
主
張
す
る
た
め
に
援
用
し
た
一
八
九
一
年
英
蘭
条
約
に
よ
っ

て
は
い
ず
れ
の
当
事
国
も
相
続
に
よ
る
両
島
に
対
す
る
権
原
を
有
せ
ず
、
結
局
、「
実
効
性
」（effectivités

）（
両
島
に
対
す
る
実
効
的
、
継

続
的
な
国
家
権
力
の
行
使
を
立
証
す
る
活
動
）
に
も
と
づ
き
、
両
島
に
対
す
る
主
権
は
マ
レ
ー
シ
ア
に
属
す
る
と
判
示
し
た
、
こ
と
に
言

（
１
）

及
し
た
。
こ
こ
で
は
、「
実
効
性
」
の
概
念
と
そ
の
内
容
に
関
連
し
て
、「
実
効
的
、
継
続
的
な
国
家
権
力
の
行
使
、
そ
れ
を
立
証
す
る
活

動
」
と
い
っ
た
意
味
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
先
占
の
法
理
に
お
け
る
「
実
効
的
」
な
い
し
「
実
効
性
」
と
は
何
か
、
そ
の
実
質
的

な
概
念（
意
味
）は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
主
に
学
説
上
の
理
論
展
開
や
国
家
慣
行
な
ど
に
留
意
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

先
占
法
理
の
基
本
的
な
法
構
造
と
そ
の
基
本
要
件
に
つ
い
て
、
太
寿
堂
教
授
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
、
指
摘
し
た
。

第
一
に
、
先
占
の
主
体
は
国
家
で
あ
り
、
先
占
は
国
家
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
先
占
の
客
体
は
国
際
法
上
の
無
主
地

で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
先
占
の
精
神
的
要
件
と
し
て
、
国
家
が
領
有
意
思
を
も
っ
て
行
な
う
こ
と
を
要
す
る
。
そ
し
て
、
第
四
に
、
先

占
の
実
体
的
要
件
と
し
て
、
実
効
的
な
占
有
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、「
実
効
的
な

占
有
と
は
、
自
国
民
が
土
地
を
使
用
し
、
或
い
は
そ
の
上
に
定
住
す
る
と
い
つ
た
事
実
で
は
足
ら
ず
、
当
該
土
地
を
支
配
す
る
地
方
的
権

力
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
先
占
の
要
件
は
「
ロ
ー
マ
法
や
私
法
の
先
占
制

（
２
）

度
や
占
有
理
論
に
似
て
い
る
」
と
も
指
摘
す
る
。

先
占
が
植
民
地
分
割
を
規
律
す
る
法
原
則
と
し
て
確
立
し
た
の
は
一
八
世
紀
末
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
間
に
、
多
く
の
「
理
論

的
・
実
際
的
な
障
碍
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
、
植
民
と
い
う
「
社
会
現
象
」、
あ
る
い
は
列
強
間
の
熾
烈

（
３
）

な
植
民
地
獲
得
の
競
争
を
背
景
に
し
、
そ
れ
ら
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
発
見
優
先
の
原
則
は
植
民
地

獲
得
競
争
に
先
発
し
て
行
動
し
た
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
後
発
の
諸
国
に
対
抗
し
て
論
拠
と
し
た
法
的
主
張
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

中
世
か
ら
近
世
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
の
国
際
法
史
に
お
け
る
大
き
な
変
化
発
展
の
時
代
背
景
の
も
と
で
、
国
際
法
学
史
に
お
け
る

ス
ペ
イ
ン
学
派
を
代
表
し
、
一
六
世
紀
ス
ペ
イ
ン
に
開
花
し
た
後
期
ス
コ
ラ
の
偉
大
な
神
学
者
で
あ
る
ビ
ト
リ
ア
（F.V

itoria

）
や
ス
ア

レ
ス
（F.Suarez

）
の
思
惟
は
、
中
世
的
法
学
世
界
の
伝
統
と
近
世
の
合
理
主
義
と
の
間
の
二
面
的
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
に

よ
っ
て
は
未
だ
先
占
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
。ロ
ー
マ
法
の
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
、最
初
に
国
際
法
上
に
先
占
の
理
論
を
導
入
し
た
の
は
、

（
４
）

オ
ラ
ン
ダ
の
法
律
家
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

.G
rotius

）
で
あ
っ
た
、
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
歴
史
背
景
の
も
と
で
、
新
た
な
時
代
へ
の
転
換
と
、
そ
の
文
脈
に
お
け
る
新
た
な
法
理
論
の
提
起
に
か
か
わ
る
論
点
は
、
発

見
優
先
原
則
の
法
的
効
力
（
法
的
存
在
理
由
）
へ
の
疑
問
と
否
定
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
現
実
の
占
有
を
伴
わ
な
い
単
な
る
発
見
と

い
う
事
実
」
は
、
象
徴
的
併
合
行
為
を
と
も
な
う
と
し
て
も
、
他
国
に
対
抗
し
う
る
領
域
取
得
の
権
原
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

と
い
う
法
的
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
権
利
を
擁
護
す
る
見
地

か
ら
、
発
見
に
も
と
づ
く
主
権
主
張
を
反
駁
し
、「
発
見
の
行
為
が
明
白
な
主
権
の
権
原
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
現
実
の
占
有
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（
５
）

に
伴
わ
れ
た
場
合
だ
け
で
あ
る
」
と
し
て
、
学
者
と
し
て
は
じ
め
て
先
占
の
権
原
を
語
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
一
八
世
紀
末
に
お
け
る
先
占
原
則
の
確
立
は
、
領
域
紛
争
の
解
決
（
例
え
ば
、
こ
の
時
期
の
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ギ
リ

ス
間
の
ヌ
ー
ト
カ
海
峡
事
件
（
一
七
九
〇
年
）
で
は
、
紛
争
が
条
約
締
結
に
よ
っ
て
解
決
し
、
先
占
が
唯
一
の
有
効
な
権
原
で
あ
る
こ
と

が
認
め
ら
れ
た
）
や
、
学
説
に
お
け
る
先
占
原
則
の
「
合
理
性
」
な
い
し
「
有
効
性
」
の
確
認
、
そ
れ
に
関
す
る
後
発
の
植
民
国
家
に
よ

（
６
）

る
支
持
（
国
益
へ
の
合
致
）
と
国
家
慣
行
に
も
と
づ
く
一
般
的
承
認
な
ど
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
、
と
い
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
無
主
地
先
占
原
則
が
慣
習
法
規
と
し
て
生
成
発
展
し
て
き
た
経
緯
や
、
そ
の
た
め
の
理
論
的
基
礎
を
提
供
し
た
学
説
な
ど

は
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
史
の
展
開
を
省
み
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
時
代
か
ら
、

（
７
）

啓
蒙
期
自
然
法
思
想
に
も
と
づ
く
市
民
的
自
由
を
主
張
し
た
と
し
て
名
高
い
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
（E

.V
attel

）
の
時
代
に
お
け
る
学
説
の
推
移

発
展
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
確
な
形
で
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
学
説
の
推
移
な
い
し
展
開
過
程
を
鳥
瞰
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
太
寿
堂
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
総
括
的
に
フ
オ
ロ
ー
し
て

説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
説
明
に
多
く
を
学
び
、
そ
れ
ら
を
基
礎
に
し
て
、
再
確
認
の
た
め
の
作
業
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
へ
の
理
論
展
開
（
転
換
）
に
注
目
し
て
お
こ
う
。
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ロ
ー
マ
法
規
や
ロ
ー

マ
法
学
者
の
学
説
を
引
用
し
つ
つ
、「
先
ず
自
然
状
態
の
考
察
に
よ
っ
て
先
占
の
起
源
を
説
明
し
、
私
的
所
有
権
の
原
始
取
得
は
先
占
に

よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
後
、
こ
れ
を
領
土
権
獲
得
に
応
用
せ
ん
」
と
し
、
二
種
の
所
有
形
態
、
す
な
わ
ち
公
的
所
有
権
な

い
し
支
配
権im

perium

と
、
私
的
所
有
権proprietus

と
の
概
念
を
区
別
し
て
、
先
占
が
い
ず
れ
の
権
利
の
獲
得
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と

を
説
き
、
国
際
先
占
に
つ
い
て
語
っ
た
。
ま
た
、
先
占
の
要
件
と
し
て
は
、
ロ
ー
マ
の
占
有
理
論
の
影
響
を
受
け
て
、
意
思
行
為
と
外
部

的
行
為
を
必
要
と
し
、
先
占
は
「
実
効
的
支
配
」
を
要
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
さ
ら
に
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
先
占
理
論
に
お
い
て
、「
国

際
先
占
を
始
め
て
領
域
取
得
の
原
則
と
し
て
理
論
的
に
定
立
し
、
そ
の
法
規
内
容
を
與
え
た
・
・
・
功
績
は
大
き
い
が
、
近
代
国
際
法
の

（
８
）

観
点
か
ら
見
れ
ば
な
お
い
く
つ
か
の
欠
陥
を
免
れ
な
か
っ
た
」、
と
評
価
し
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
な
学
説
検
討
の
文
脈
の
な
か
で
、
太
寿
堂
教
授
は
、
次
に
、「
国
際
法
上
の
先
占
を
は
じ
め
て
自
覚
的
に
理
論
構
成
」
し
た

の
は
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
で
あ
る
と
と
ら
え
、
彼
の
先
占
理
論
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
評
価
し
説
明
す
る
。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
「
国
際
法
が
人
の

住
ん
で
い
な
い
土
地
に
一
国
のpropriété

とsouveraineté

を
認
め
る
の
は
、
こ
の
国
が
そ
の
土
地
に
植
民
を
な
し
、
ま
た
は
実
際
に
こ

れ
を
使
用
す
る
な
ど
、
現
実
に
こ
れ
を
先
占
す
る
場
合
に
限
る
」
と
論
じ
、「
現
実
の
占
有
」（
実
効
的
占
有
）
論
に
お
け
る
土
地
の
使
用

・
定
住
・
植
民
な
ど
の
事
実
を
重
視
す
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
一
九
世
紀
に
お
け
る
と
く
に
英
米
系
の
国
際
法
学
者
に
影
響
を
与

え
、
ま
た
、
現
実
の
占
有
以
外
に
領
有
権
を
認
め
な
い
考
え
方
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
法
王
の
認
許
の
効
力
は
否
定
さ
れ
、
発
見
や
、
こ
れ

（
９
）

に
と
も
な
う
象
徴
的
占
有
行
為
は
「
空
虚
な
儀
式
」
と
し
て
斥
け
ら
れ
た
、
と
説
明
す
る
。

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
、
国
際
法
上
の
領
土
権
を
私
法
上
の
所
有
権
と
の
混
同
か
ら
解
放
し
、

家
産
国
家
の
観
念
を
も
斥
け
た
。
彼
に
お
い
て
は
、
国
家
は
君
主
の
私
有
財
産
で
な
く
、
人
民
の
同
意
に
も
と
づ
い
て
成
立
す
る
近
代
国

家
で
あ
っ
た
。
国
家
の
領
土
は
、
一
国
民
の
住
ん
で
い
る
土
地
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
国
家
が
固
有
の
排
他
的
な
権
利
を

も
つ
。
こ
の
権
利
は
二
つ
の
要
素
か
ら
成
り
、
ひ
と
つ
はdom

inium

（la
dom

aine

）
で
あ
り
、
他
はim

perium

（l’em
pire

）
で
あ
る
。

前
者
は
領
土
を
使
用
・
収
益
・
処
分
す
る
権
利
、
後
者
は
最
高
の
管
轄
権
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
領
土
権
の
概
念
は
明
確
な
形
で
整
え
ら

れ
、
先
占
が
国
家
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
ハ
ッ
キ
リ
し
た
」
と
叙
述
す
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
先
占

法
規
の
構
成
内
容
を
次
の
よ
う
に
と
ら
え
、
摘
示
す（
１０
）
る
。

第
一

先
占
の
主
体
は
国
家
で
あ
る
。
先
占
は
国
家
の
名
に
お
い
て
、
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
か
し
国
民
の
行
為
を
追
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。
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第
二

先
占
の
客
体
は
無
主
の
土
地
で
あ
る
。
し
か
し
人
が
住
ん
で
い
て
も
、
遊
牧
民
の
土
地
は
先
占
し
う
る
。

第
三

先
占
の
精
神
的
要
件
と
し
て
、
国
家
の
領
有
意
思
が
十
分
に
表
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四

先
占
の
実
体
的
要
件
と
し
て
、
現
実
の
占
有
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
実
の
占
有
と
は
、
土
地
の
使
用
・
定
住
・
植

民
の
如
き
行
為
を
指
す
。

さ
ら
に
続
け
て
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
以
降
の
動
向
に
つ
い
て
、
太
寿
堂
教
授
の
叙
述
す
る
と
こ
ろ
に
留
意
し
、
以
下
に
お
い
て
、
そ
れ
を
概

略
的
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
み
よ
う
。
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
中
葉
に
か
け
て
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
先
占
理
論
と
く
に
先
占
の
意

味
を
土
地
の
使
用
・
定
住
と
い
っ
た
行
為
に
解
す
る
こ
と
は
、
国
家
実
行
や
学
説
に
お
い
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
は
一
八
世
紀
末
以

降
、
と
く
に
英
米
の
植
民
地
領
有
の
目
的
に
適
合
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
七
〇
年
代
に
入
っ
て
、
帝
国
主
義
の
時
代
に
な

り
、
植
民
地
領
有
の
目
的
に
変
貌
が
生
じ
、
植
民
地
獲
得
の
主
舞
台
が
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
移
る
に
及
ん
で
、先
占
法
規
の
内
容
も
変
貌
し
、

「
地
方
的
権
力
の
確
立
」
が
要
件
と
し
て
定
立
さ
れ
る
に
至
る
。「
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
理
論
は
、
法
規
と
し
て
そ
の

ま
ま
の
形
で
は
妥
当
し
な
く
な
る
の
で
あ
る
」。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
の
帝
国
主
義
の
時
代
に
入
る
と
、
と
く
に
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
の

参
加
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
列
強
の
植
民
地
獲
得
競
争
が
ま
す
ま
す
熾
烈
と
な
り
、
そ
れ
は
先
占
法
規
の
内
容
に
も
新
た
な
展
開
を
も
た

ら
し
た
。
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
先
占
の
効
力
は
次
第
に
制
限
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
示
し
、
と
く
に
先
占
の
効
力
の
時

間
的
・
空
間
的
な
範
囲
を
め
ぐ
る
問
題
が
現
出
し
た
。
と
り
わ
け
、
先
占
の
効
力
を
実
効
的
占
有
の
規
則
に
よ
っ
て
制
限
す
る
傾
向
が
あ

ら
わ
れ
る
な
か
で
、
植
民
地
獲
得
競
争
の
新
参
者
と
し
て
登
場
し
た
ド
イ
ツ
帝
国
の
領
土
権
主
張
は
、
先
占
法
規
の
確
定
を
含
め
、
ア
フ

リ
カ
問
題
の
解
決
の
た
め
の
ベ
ル
リ
ン
会
議
の
開
催
（
一
八
八
四
年
一
一
月
）
へ
と
連
結
し
た
の
で
あ
っ
た
、
と
叙
述
す（
１１
）
る
。

ベ
ル
リ
ン
会
議
で
は
、
一
般
議
定
書
の
第
三
五
条
に
お
い
て
、
実
効
的
占
有
の
条
件
を
承
認
し
、「
地
方
的
権
力
の
存
在
」
が
そ
の
た

め
の
必
要
な
要
件
と
し
て
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
原
住
民
保
護
の
た
め
の
進
歩
と
と
も
に
、
そ
の
反
面
、
原
住
民
の
土
地
を
先
占
の

権
原
に
よ
っ
て
獲
得
し
う
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
一
九
世
紀
の
国
際
法
（
近
代
国
際
法
）
学

に
お
い
て
は
、「
自
然
法
理
論
を
圧
倒
し
て
実
定
法
主
義
が
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
」、
つ
ま
り
、
国
際
法
主
体
は
近
代

国
際
社
会
の
組
成
員
た
る
国
家
の
み
に
限
定
し
、
近
代
国
際
社
会
の
外
に
あ
る
地
域
は
権
利
の
平
面
に
は
登
場
さ
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
地
域

は
当
然
に
「
原
始
的
権
原
取
得
の
た
め
の
対
象
」
と
な
り
う
る
と
い
う
論
理
（
思
想
）
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
の
正
当
化
こ
そ
、
近
代
国
際

法
の
歴
史
的
性
格
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
ア
フ
リ
カ
支
配
の
正
当
づ
け
は
、
優
越
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
拡
布
す
る
こ
と
が
白
人

の
責
務
だ
と
い
う
思
想
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
叙
述
す
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
学
説
の
態
度
は
逆
に
な

り
、「
文
明
の
観
念
が
領
土
獲
得
の
正
当
づ
け
と
し
て
前
面
に
現
れ
」、
ま
た
圧
倒
的
多
数
の
説
は
「
文
明
国
の
領
有
し
な
い
地
域
は
す
べ

て
先
占
の
対
象
と
な
り
う
る
」
と
説
き
、「
先
占
の
客
体
を
国
家
の
領
有
に
属
さ
な
い
地
域
と
す
る
思
想
の
形
成
に
、
文
明
の
観
念
が
果

た
し
た
補
助
的
役
割
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
叙
述
す（
１２
）
る
。

か
く
し
て
、「
ベ
ル
リ
ン
議
定
書
の
確
定
し
た
先
占
の
法
規
は
、
植
民
地
支
配
を
め
ぐ
る
一
九
世
紀
末
の
政
治
的
経
済
的
要
請
と
無
関

係
に
成
立
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
・
・
・
自
ら
正
当
づ
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
と
、
世
界
的
規
模
に
ひ
ろ
が
っ
た
資
本
主
義
経
済

体
制
へ
の
信
念
が
、
先
占
と
い
う
法
概
念
に
結
合
し
た
」
の
で
あ
っ
た
、
と
説
明
す（
１３
）
る
。
な
お
、
ベ
ル
リ
ン
議
定
書
に
お
け
る
先
占
の
要

件
と
し
て
は
、「
地
方
的
権
力
の
確
立
」
の
ほ
か
に
、
先
占
の
「
通
告
の
義
務
」
も
確
認
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
ベ
ル

リ
ン
議
定
書
を
廃
棄
し
た
サ
ン
・
ジ
ェ
ル
マ
ン
条
約
（
一
九
一
九
年
）
に
お
い
て
、
地
方
的
権
力
維
持
の
義
務
は
確
認
さ
れ
た
が
、
通
告

義
務
は
除
外
さ
れ
た
た
め
、「
今
日
、
条
約
上
の
義
務
と
し
て
は
、
通
告
の
要
件
は
存
在
し
な
い
」
し
、「
慣
習
法
上
の
義
務
と
し
て
も
存

在
す
る
と
は
言
い
難
い
」
と
論
及
す（
１４
）
る
。

こ
の
よ
う
な
先
占
原
則
の
発
展
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
理
論
的
基
礎
の
提
供
を
背
景
に
し
て
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
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て
、
実
効
的
占
有
の
必
要
と
実
効
的
占
有
規
則
の
確
立
は
、
領
土
帰
属
問
題
の
よ
り
明
確
な
標
準
を
与
え
、
無
用
な
紛
争
を
回
避
す
る
た

め
に
も
ま
す
ま
す
重
要
視
さ
れ
た
。
た
だ
、
実
際
に
は
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、「
今
世
紀
に
入
っ
て
未
だ
帰
属
の
確
定
し
な
い
地
域
は
、

植
民
地
と
し
て
の
価
値
が
乏
し
い
か
、
ま
た
は
住
民
の
殆
ど
存
せ
ぬ
地
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
実
効
的
占
有
の
要
件

を
解
釈
す
る
際
に
特
別
の
考
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
実
効
的
占
有
は
自
国
民
や
外
国
人
の
身
体
お
よ
び
財
産
を
保

護
す
る
に
足
る
権
力
の
存
在
を
必
要
と
す
る
が
、
無
人
島
に
は
保
護
す
べ
き
対
象
が
存
在
し
な
い
。
だ
か
ら
無
人
島
に
お
い
て
は
、
当
時

権
力
の
存
在
を
必
要
と
せ
ず
、
い
つ
で
も
こ
の
地
に
対
し
て
権
力
を
行
使
し
う
る
態
勢
が
整
っ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
」
と
も
い
わ
れ（
１５
）

る
。

国
際
法
の
発
展
史
、
と
く
に
先
占
の
法
理
に
お
け
る
実
効
的
占
有
の
要
件
や
法
規
内
容
の
確
定
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
的
信
念

（opinio
juris

）
の
合
致
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
面
、
近
代
国
際
法
の
基
本
性
格
な
い
し
本
質
を
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
え

よ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
そ
の
背
景
に
は
、資
本
主
義
列
強
の
熾
烈
な
植
民
地
獲
得
競
争
や
植
民
国
家
間
の
利
害
の
葛
藤
が
認
め
ら
れ
、

こ
れ
に
か
か
わ
る「
植
民
地
人
民
に
対
す
る
支
配
の
正
当
づ
け
は
、
優
越
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
観
念
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
」の
で
あ
っ

た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
先
占
が
諸
国
の
闘
争
と
軋
轢
の
間
に
低
迷
し
な
が
ら
、
な
お
国
際
法
上
の
規
範
と
し
て
定
立
し
え
た
の
は
、

そ
れ
が
各
時
代
に
お
け
る
国
際
社
会
の
必
要
に
合
致
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
た
指（
１６
）

摘
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
１
）

Speech
by

H
.E

.Judge
Shi

Jiuyong,
President

of
the

International
C

ourt
of

Justice,
to

the
G

eneral
A

ssem
bly

of
the

U
nited

N
a-

tions,
31

O
ctober

2003.
p.2.

（
２
）
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
三
八－

三
九
頁
。
こ
れ
に
関
連
し
て
は
、
す
で
に
、
先
占
の
要
件
と
し
て
、
領
土
と
な
す
意
思
と
、
国
家
機
関
を

置
く
事
実
と
の
二
要
素
を
必
要
と
し
、
と
く
に
第
二
の
要
素
を
欠
く
時
は
先
占
の
効
果
を
生
じ
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
田
岡
、
前
掲

書
、
一
八
〇
頁
。
さ
ら
に
、
実
効
的
先
占
な
い
し
先
占
の
実
効
性
に
関
し
て
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
実
・
要
件
に
か
か
わ
っ
て
、
次
の
よ
う

に
、
か
な
り
詳
細
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
立
作
太
郎
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。「
第
一
八
世
紀
に
於
て
、
実
効
的
先
占
の
原

則
が
国
際
法
規
と
し
て
確
立
す
る
に
至
っ
た
」
と
述
べ
、「
一
定
の
土
地
に
つ
き
実
効
的
な
る
先
占
が
存
す
る
た
め
に
は
、
上
述
の
国
家
の

意
思
表
示
の
外
に
、
現
地
に
於
け
る
実
力
の
樹
立
な
る
事
実
が
存
す
る
を
要
す
る
。
・
・
・
実
力
の
樹
立
に
は
、
該
地
方
に
於
て
兵
備
を
為

し
、
殖
産
上
の
経
営
を
行
ひ
、
又
は
統
治
を
行
ふ
の
設
備
を
設
く
る
等
、
当
該
地
方
に
於
て
実
力
が
行
は
る
る
こ
と
を
示
す
の
或
る
事
実
を

存
す
る
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
実
力
が
伴
は
ず
し
て
、
単
に
先
占
を
行
は
ん
と
す
る
旨
の
一
片
の
宣
言
を
為
せ
る
に
止
ま
る
と
き
は
、
所
謂

実
効
的
な
る
先
占
を
存
す
と
言
ふ
を
得
ず
し
て
、
国
際
法
上
に
於
て
先
占
の
効
果
を
生
ぜ
ぬ
の
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

二
条
件
の
ほ
か
に
、「
他
国
に
対
す
る
先
占
の
通
知
」
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
ベ
ル
リ
ン
会
議
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
の

国
際
法
の
規
則
と
し
て
、
先
占
の
必
要
条
件
の
ひ
と
つ
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
に
は
他
国
へ
の
通
知
が
行
な
わ
れ
た
事
例
も
多
い
と
い

う
。
ま
た
、
実
力
の
及
ぶ
区
域
の
認
定
は
、
各
場
合
に
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
決
す
べ
き
事
実
の
認
定
問
題
で
あ
る
と
述
べ
、
ほ
か
に
、

実
効
的
先
占
と
植
民
的
保
護
関
係
や
勢
力
範
囲
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
論
及
す
る
。
立
、
前
掲
書
、
三
四
七－

三
五
四
頁
。
こ
の
ほ
か
、
山

本
草
二
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ま
ず
、
実
効
性
の
程
度
に
つ
い
て
、「
先
占
が
有
効
な
領
域
権
原
と
な
り
う
る
た
め
に
は
、
国
家

活
動
が
、
係
争
地
域
で
の
国
家
作
用
の
達
成
に
十
分
な
措
置
と
制
度
を
用
い
て
具
体
的
に
表
示
さ
れ
る
な
ど
、
実
効
性
を
具
え
て
い
る
こ
と

を
要
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
具
体
的
な
程
度
は
、
到
達
の
難
易
、
人
口
の
多
少
、
国
家
機
関
の
常
駐
の
要
否
、
他
国
の
競
合
す
る
権
原
の
有

無
な
ど
、
各
地
域
の
個
々
の
事
情
に
よ
り
異
な
る
。
実
効
的
先
占
に
つ
い
て
は
、
単
純
な
物
理
的
支
配
よ
り
も
、
当
該
地
域
内
で
必
要
最
小

限
の
法
秩
序
を
維
持
し
法
的
保
護
を
確
保
し
て
、
第
三
国
の
介
入
を
ゆ
る
さ
な
い
程
度
の
実
力
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
が
な
に
よ
り
も
重
要

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
国
家
責
任
原
則
と
表
裏
を
な
す
国
家
権
力
の
恒
常
的
・
規
則
的
な
発
現
と
維
持
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と

論
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
要
件
・
内
実
に
つ
い
て
、
国
家
機
関
の
常
駐
、
国
家
に
よ
る
直
接
・
間
接
の
領
域
主
権
の
継
続
的
・
平
和

的
な
表
示
、
裁
判
権
や
地
方
行
政
の
実
施
、
法
令
の
適
用
な
ど
、
法
秩
序
を
維
持
し
実
現
す
る
た
め
の
国
家
活
動
を
通
じ
て
の
、
占
有
と
直

接
関
係
の
あ
る
証
拠
の
存
在
な
ど
に
つ
い
て
論
及
す
る
。
な
お
、「
通
報
の
要
件
性
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
植
民
地
獲
得
の
競
合
を
防
止

し
規
制
す
る
た
め
の
特
別
の
法
規
で
あ
っ
て
、
一
般
国
際
法
上
の
要
件
で
は
な
く
、
国
際
判
例
に
お
い
て
も
否
定
さ
れ
、
条
約
上
で
も
そ
の

後
に
削
除
さ
れ
た
、
と
述
べ
る
。
山
本
、
前
掲
書
、
二
四
三－

二
四
五
頁
。

一
一
〇

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
三
号

先
占
法
理
と
「
実
効
性
」
原
則
（
牧
田
）

一
一
一



（
３
）
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
四
一
頁
。

（
４
）
同
、
四
二－

五
一
頁
。

（
５
）
同
、
五
四－

五
五
頁
。

（
６
）
同
、
五
六－

五
八
頁
。

（
７
）
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
側
面
に
つ
い
て
、「
精
神
的
に
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
活
動
は
ヴ
ォ
ル
フ
の
そ
れ
と
異
な
る
。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
態

度
は
、
よ
り
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
タ
リ
ア
ン
で
、
よ
り
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
、
か
な
り
デ
モ
ク
ラ
チ
ッ
ク
で
さ
え
あ
っ
た
」
と
い
わ
れ
る
。A

.N
uss-

baum
,op.cit.,

p.157.

（
８
）
太
寿
堂
、
前
掲
論
文
、
六
二－

六
三
頁
。
太
寿
堂
教
授
は
、
そ
の
批
判
的
評
価
の
論
拠
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、（
１
）
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
（im

perium

）
と
プ
ロ
プ
リ
エ
タ
ス
（proprietus

）
を
区
別
し
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
人
お
よ
び
領

土
の
双
方
に
及
ぶ
主
権
的
概
念
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
し
ば
し
ば
両
者
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
私
的
先
占
と
国
際
先
占
と

が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、（
２
）
当
時
の
国
際
関
係
の
も
と
で
原
住
民
の
支
配
す
る
土
地
に
対
す
る
先
占
の
合
法
性
を
説
き
、

こ
れ
と
同
時
に
、
先
占
に
よ
る
こ
と
な
く
、
正
当
戦
争
の
結
果
た
る
征
服
に
よ
っ
て
原
住
民
の
土
地
が
獲
得
で
き
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
を

指
摘
す
る
。
同
、
六
三－

六
四
頁
。

（
９
）
同
、
六
五
、
六
八
頁
。

（
１０
）
同
、
六
八－

六
九
頁
。

（
１１
）
同
、
七
三－

七
四
、
八
〇
頁
。

（
１２
）
同
、
八
二－

八
四
頁
。

（
１３
）
同
、
八
六
頁
。

（
１４
）
同
、
八
八
頁
。

（
１５
）
同
、
九
四－

九
五
頁
。

（
１６
）
同
、
九
八－

九
九
頁
。

四

「
実
効
性
」
原
則
の
現
実
適
用

国
家
の
一
方
行
為
に
よ
る
領
域
取
得
方
式
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
先
占
は
、
現
実
に
、
ど
の
よ
う
に
行
使
さ
れ
適
用
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ

う
か
。
す
で
に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
国
際
法
史
に
お
け
る
先
占
の
法
理
は
、
中
世
か
ら
近
世
、
近
世
か
ら
近
代
に
か
け
て
、
国
際
社

会
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
列
強
間
の
熾
烈
な
植
民
地
獲
得
競
争
、
そ
し
て
ま
た
帝
国
主
義
に
も
と
づ
く
領
土
獲
得
（
領
域
主
権
に
も
と
づ

く
支
配
圏
の
拡
大
）
闘
争
の
過
程
を
通
し
て
、
徐
々
に
確
立
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
経
緯
の
も
と
で
確
立
し
て
き
た
先
占
の
法
理
な
い

し
先
占
原
則
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
近
代
国
際
法
上
の
基
本
原
則
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
を
国
際
法
の
主

体
と
し
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
を
そ
の
客
体
と
し
た
特
殊
な
法
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
確
立
さ
れ
た
法
規
範
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
国
際
法
な
い
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
た
る
基
本
性
格
を
特
性
と
し
、
そ
れ
を
具
体
的
に
表
象
す
る
特
質
を
内
在
す
る
規
範
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
無
主
地
先
占
の
法
制
度
の
も
と
で
、
先
占
は
多
く
の
領
域
取
得
の
局
面
に
お
い
て
現
実
に
適
用
さ
れ
、
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て

領
域
権
の
確
定
（
領
有
権
の
帰
属
問
題
）
を
め
ぐ
る
紛
争
も
多
々
生
じ
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
国
際
裁
判
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
、
む
し
ろ
、
先
占
の
現
実
の
適
用
に
か
か
わ
る
論
点
や
問
題
状
況
を
把
握
す
る
う
え
で
は
、
国
際
判
例
の
分
析
検

討
を
通
じ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
把
握
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。

一
方
的
な
国
家
行
為
と
し
て
、
先
占
が
領
域
取
得
方
式
と
し
て
実
際
に
適
用
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
先
占
の
法
理
な
い
し
先
占
原
則
に

も
と
づ
き
、
そ
れ
を
基
準
と
し
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
占
が
国
家
行
為
と
し
て
実
行
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ

は
先
占
の
要
件
に
も
と
づ
い
て
実
行
さ
れ
、
そ
の
要
件
が
適
用
さ
れ
充
足
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、先
占
に
際
し
て
、

そ
の
行
為
主
体
と
し
て
国
家
の
行
為
（
国
家
機
関
の
行
為
）
で
あ
る
こ
と
、
客
体
と
し
て
無
主
地
（
ど
の
国
の
領
有
に
も
な
っ
て
い
な
い

土
地
・
地
域
）
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
精
神
的
要
素
と
し
て
国
家
に
よ
る
領
有
意
思
の
表
明
、
実
体
的
要
素
と
し
て
実
効
的
な
占
有
が
な
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さ
れ
て
い
る
こ
と
、
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
す
で
に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
発
見
優
先
原
則
か
ら
先
占
原
則
へ
の
発
展

過
程
に
お
い
て
確
定
さ
れ
、
ま
た
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
帝
国
主
義
時
代
に
は
、
先
占
の
法
理
と
く

に
実
効
的
占
有
な
い
し
「
実
効
性
」
の
内
容
に
か
か
わ
っ
て
若
干
の
変
化
も
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
第
一
次
大
戦
後
、
と
く
に

第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
構
造
変
化
に
と
も
な
う
新
た
な
国
際
舞
台
に
お
い
て
は
、
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
発
展
、
あ

る
い
は
国
際
法
の
新
展
開
に
と
も
な
っ
て
、
先
占
の
法
理
に
関
連
し
て
、
新
た
な
変
化
や
問
題
状
況
も
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
先

占
の
法
理
を
め
ぐ
る
生
成
展
開
過
程
を
顧
み
て
、
具
体
的
な
適
用
の
局
面
に
お
け
る
論
点
や
問
題
状
況
に
つ
い
て
検
討
し
考
察
せ
ん
と
す

る
と
き
、
そ
れ
ら
の
論
点
や
問
題
状
況
を
具
体
的
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
明
確
化
す
る
う
え
で
、
先
述
の
よ
う
に
、
国
際
判
例
を
参
考

（
１
）

に
し
て
検
討
し
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
り
有
益
で
も
あ
る
、
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
際
裁
判
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
き
た
領
域
紛
争
は
、
何
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
、
主
要
な
争
点
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
つ

た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
先
占
の
法
理
と
の
関
連
で
み
れ
ば
、
紛
争
の
主
要
な
争
点
は
「
実
効
性
」
原
則
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
、

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
、
多
く
の
領
域
紛
争
が
生
じ
、
そ
れ
ら
は
国
際
裁
判
に
よ
っ
て
も
処
理
さ
れ
て
き
た
が
、
一
般
的
に
、

そ
れ
ら
の
紛
争
の
争
点
は
、
そ
れ
が
領
域
主
権
（
領
有
権
）
帰
属
の
確
定
や
そ
の
境
界
（
国
境
線
な
ど
）
画
定
を
め
ぐ
る
争
い
の
形
を
と

る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
領
域
主
権
に
た
い
す
る
権
原
の
存
否
や
そ
の
確
定
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
紛
争
の
多
く
は
、
原
初

的
に
、
領
域
取
得
方
式
に
関
連
し
て
争
わ
れ
た
。
と
く
に
先
占
に
関
連
し
て
は
、
先
占
の
実
体
的
要
件
で
あ
る
実
効
的
占
有
原
則
な
い
し

「
実
効
性
」
原
則
に
か
か
わ
る
論
点
が
、
紛
争
の
核
心
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

国
際
裁
判
に
よ
る
領
域
紛
争
の
処
理
過
程
に
お
い
て
、
領
域
紛
争
そ
の
も
の
の
本
質
的
な
論
点
や
、
領
域
紛
争
を
め
ぐ
る
国
際
判
例
上

の
さ
ま
ざ
ま
な
争
点
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
種
々
な
観
点
か
ら
分
析
検
討
さ
れ
、
叙
述
さ
れ
説
明
さ
れ
て
き
た
。
わ
が

国
で
も
、
近
年
、
い
く
つ
か
の
国
際
判
例
集
な
ど
に
お
い
て
、
領
域
紛
争
に
か
か
わ
る
主
要
な
論
点
や
問
題
点
に
つ
い
て
、
簡
潔
明
瞭
に

手
際
よ
く
叙
述
さ
れ
解
説
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
国
際
判
例
上
の
留
意
事
項
と
し
て
、
先
占
の
法
理
や
「
実
効
性
」
原
則
に
か
か
わ
る
論

（
２
）

点
や
問
題
点
に
関
す
る
概
説
等
を
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
領
域
紛
争
に
関
す
る
国
際
判
例
の
う
ち
、
先

占
の
法
理
に
お
け
る
実
体
的
要
件
で
あ
る
「
実
効
性
」
原
則
に
関
連
し
て
、
こ
れ
を
概
観
す
る
う
え
で
参
照
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
便
宜

（
３
）

で
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
（I.B

row
nlie

）
の
論
述
に
注
目
し
、
ま
ず
、
そ
れ
を
素
材
に
し
て
簡
単
に
参
照
し
論
及

し
て
み
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
関
連
事
例
と
し
て
多
々
言
及
さ
れ
て
き
た
い
く
つ
か
の
領
域
紛
争
に
注
目
し
、
か
つ

近
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
例
に
も
目
を
向
け
て
、
そ
れ
ら
を
素
材
に
し
て
「
実
効
性
」
原
則
に
か
か
わ
る
論
点
や
問
題
点
に
つ
い
て
、
簡
単
に
論

及
し
て
み
た
い
と
思
う
。

実
効
的
先
占
の
要
件
あ
る
い
は
「
実
効
性
」
原
則
の
内
実
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
構
成
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ブ

ラ
ウ
ン
リ
ー
は
、
具
体
的
な
占
有
行
為
（acts

of
appropriation

）
あ
る
い
は
主
権
に
合
致
す
る
国
家
活
動
の
発
現
（display

of
state

ac-

tivity
consonant

w
ith

sovereignty

）
は
、
権
原
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
先
占
の
考
え

方
は
定
住
や
物
理
的
占
有
に
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
そ
の
後
、
三
つ
の
事
件
の
判
例
に
よ
っ
て
決
定
的
に
変
化
し

た
、
と
述
べ
る
。
そ
れ
ら
の
三
つ
の
事
件
の
判
例
と
し
て
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
仲
裁
判
決
（
一
九
二
八
年
）、
ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
事
件

仲
裁
判
決
（
一
九
三
一
年
）、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
島
事
件
判
決
（
一
九
三
三
年
）
を
と
り
あ
げ
、
論
及
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の

法
展
開
に
お
い
て
、
現
代
法
は
権
原
や
主
権
の
立
証
に
集
中
し
、
先
占
の
観
念
は
し
だ
い
に
精
錬
さ
れ
て
き
た
と
述
べ
、
こ
れ
に
関
連
し

て
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
島
事
件
判
決
（
一
九
五
三
年
）、
国
境
地
方
に
対
す
る
主
権
事
件
判
決
（
一
九
五
九
年
）、
プ
レ
ア
・
ビ
ヘ
ア

（
４
）

寺
院
事
件
判
決
（
一
九
六
二
年
）
な
ど
を
と
り
あ
げ
、
論
及
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
事
例
の
う
ち
、
五
件
を
と
り
あ
げ
、
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再
確
認
の
意
味
も
含
め
て
、
ご
く
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。
そ
の
う
え
で
、
主
に
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
の
「
国
家
権
能
の
実
効
的
か
つ
継

続
的
な
発
現
」（effective

and
continuous

display
of

state
authority

）に
か
か
わ
る
判
例
分
析
に
も
と
づ
く
論
述
に
留
意
し
、
併
せ
て
、

そ
の
他
の
分
析
評
価
な
ど
に
も
注
目
し
て
、
い
く
つ
か
の
関
連
事
項
に
つ
い
て
ご
く
概
括
的
に
言
及
し
て
み
た
い
と
思
う
。

１

パ
ル
マ
ス
島
事
件
仲
裁
判
決
（
常
設
仲
裁
裁
判
所
、
一
九
二
八
年
四
月
四
日
判
決
）

本
件
は
、
実
効
性
原
則
の
内
実
に
つ
い
て
検
討
す
る
う
え
で
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
論
点
を
提
示
す
る
判
例
で
あ
る
。事
件
の
概
要
、

当
事
国
の
主
張
、
裁
判
所
の
争
点
（
論
点
）
に
関
す
る
判
断
の
順
で
、
概
観
し
て
み
よ
う
。

本
件
は
、
パ
ル
マ
ス
島
の
領
域
主
権
（
領
有
権
）
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
と
オ
ラ
ン
ダ
の
間
の
争
い
で
あ
る
。
事
件
の
発
端
は
一
九
〇
六

年
一
月
二
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
は
、
ア
メ
リ
カ
（
ま
た
は
ス
ペ
イ
ン
）
と
オ
ラ
ン
ダ
の
間
で
同
島
を
め
ぐ
る
争
い
は
な

か
っ
た
。
事
件
発
生
後
、
両
国
間
で
外
交
交
渉
が
行
な
わ
れ
、
一
九
二
五
年
一
月
二
三
日
、
事
件
を
常
設
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
す
る
特
別

協
定
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
事
件
は
同
裁
判
所
の
マ
ッ
ク
ス
・
フ
ー
バ
ー
（M

ax
H

uber

）
裁
判
官
を
単
独
の
裁
判
官
と
す
る

裁
判
所
に
付
託
さ
れ
、
一
九
二
八
年
四
月
四
日
、
判
決
が
下
さ
れ
た
。

ア
メ
リ
カ
は
、
パ
ル
マ
ス
島
の
領
域
主
権
に
対
す
る
権
原
の
根
拠
を
一
八
九
八
年
の
米
西
戦
争
終
結
後
の
平
和
条
約
に
お
き
、
同
島
は

平
和
条
約
に
よ
り
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
割
譲
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
に
属
す
る
と
主
張
し
、
次
の
よ
う
な
論
拠
を
示
し
た
。

（
１
）
ア
メ
リ
カ
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
す
る
ス
ペ
イ
ン
の
権
利
の
継
承
者
で
あ
る
。
権
原
の
基
礎
は
「
発
見
」
に
あ
る
。（
２
）
領
域

主
権
の
存
在
は
、
諸
種
の
地
図
の
ほ
か
、
一
六
四
八
年
の
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
条
約
（
ス
ペ
イ
ン
と
オ
ラ
ン
ダ
間
の
平
和
状
態
を
確
立
し
、
東

西
イ
ン
ド
の
両
国
間
の
領
域
関
係
を
扱
う
）
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
権
原
は
消
滅
し
て
お
ら
ず
、
一
八
九
八
年
の
平
和
条
約

に
よ
り
割
譲
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
パ
ル
マ
ス
島
に
対
す
る
主
権
の
現
実
の
発
現
を
示
す
事
実

の
立
証
は
不
要
で
あ
る
。（
３
）
パ
ル
マ
ス
島
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
群
島
の
地
理
上
の
一
部
を
構
成
し
、
隣
接
性
原
則
（principle

of
continu-

ity

）
に
よ
っ
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
す
る
主
権
を
有
す
る
国
に
属
す
る
。

他
方
、
オ
ラ
ン
ダ
は
、
パ
ル
マ
ス
島
に
対
し
て
長
期
に
わ
た
り
か
つ
争
わ
れ
な
い
権
能
を
行
使
し
て
き
た
と
主
張
し
、
次
の
よ
う
な
論

拠
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
発
見
の
事
実
も
、
そ
の
他
の
形
で
の
取
得
も
立
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
た
と
え
ス
ペ
イ
ン
が

い
ず
れ
か
の
時
点
で
権
原
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
権
原
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
た
。
オ
ラ
ン
ダ
は
、
植
民
地
化
の
最
初
の
時
期

は
東
イ
ン
ド
会
社
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
た
が
、
一
六
七
七
年
か
ら
、
ま
た
は
一
六
四
八
年
以
前
の
日
か
ら
さ
え
、
今
日
ま
で
主
権
の

諸
権
利
を
保
有
し
か
つ
行
使
し
て
き
た
。
こ
の
主
権
は
パ
ル
マ
ス
島
を
含
む
領
域
に
対
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
宗
主
権
を
確
立
す
る
も
の
か
ら

（
５
）

生
じ
た
。

裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

ま
ず
、
一
般
問
題
と
し
て
、
主
権
な
い
し
領
域
主
権
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
、
領
域
の
一
部
分
に
対
す
る
主
権
に
関
し
て
紛
争
が
生
じ
る
場
合
に
は
、
主
権
を
請
求
す
る
い
ず
れ
か
の
国
家
が
譲
渡
、
征

服
、
先
占
な
ど
の
権
原
で
、
他
の
国
家
が
こ
れ
に
対
抗
し
て
提
示
し
う
る
権
原
に
優
位
す
る
権
原
を
保
持
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
を
検
討

す
る
こ
と
が
慣
習
で
あ
る
。
し
か
し
、
紛
争
が
他
の
当
事
国
が
主
権
を
現
実
に
発
現
し
て
き
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
と
づ
い
て
い
る
場

合
に
は
、
領
域
主
権
が
あ
る
時
点
に
お
い
て
有
効
に
取
得
さ
れ
た
と
い
う
、
そ
の
権
原
を
立
証
す
る
こ
と
で
は
十
分
で
は
あ
り
え
な
い
。

さ
ら
に
、
領
域
主
権
が
存
在
し
続
け
て
き
て
お
り
、
か
つ
、
紛
争
を
確
定
す
る
た
め
に
決
定
的
（critical

）
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
そ
の

時
点
に
お
い
て
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
提
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
立
証
は
、
領
域
主
権
者
に
の
み
属
す
る
よ
う
な
国
家

活
動
の
現
実
の
発
現
（the

actual
display

of
State

activities

）
に
あ
る
。

今
日
の
国
際
法
に
お
い
て
は
、
領
域
主
権
取
得
の
権
原
は
、
先
占
や
征
服
の
よ
う
な
実
効
的
獲
得
行
為
（act

of
effective

apprehen-
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sion
）
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
割
譲
の
よ
う
に
、
譲
渡
国
お
よ
び
譲
受
国
も
し
く
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
の
一
方
が
譲
渡
領

域
を
実
効
的
に
処
分
し
う
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
領
域
主
権
の
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
発
現
が
ひ
と

つ
の
権
原
同
然
で
あ
る
（the

continuous
and

peaceful
display

of
territorial

sovereignty

・
・
・is

as
good

as
a

title

）
こ
と
を
慣
行

も
学
説
も
承
認
し
て
い
る
。
十
分
な
地
形
学
的
精
確
さ
の
協
定
線
が
存
在
し
な
い
か
、
ま
た
は
別
段
に
確
定
し
た
国
境
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
か
、
ま
た
は
協
定
線
に
疑
問
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
は
、
例
え
ば
公
海
上
に
位
置
す
る
島
の
場
合
に
、
権
原
が
対
世
的
に

有
効
で
あ
る
（a

title
is

valid
erga

om
nes

）
か
ど
う
か
の
問
題
が
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
国
家
機
能
の
現
実
の
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
発

現
が
紛
争
の
場
合
に
は
領
域
主
権
の
健
全
か
つ
自
然
な
基
準
で
あ
る
。

次
に
、
両
当
事
国
の
主
張
に
つ
い
て
、
結
論
的
に
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

ア
メ
リ
カ
は
、
請
求
の
基
礎
を
発
見
、
条
約
に
よ
る
承
認
お
よ
び
隣
接
性
の
諸
権
原
、
す
な
わ
ち
、
主
権
の
取
得
に
い
た
る
行
為
や
事

情
に
関
す
る
諸
権
原
に
お
い
た
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
取
得
さ
れ
た
主
権
が
い
か
な
る
国
に
も
実
効
的
に
発
現
さ
れ
た
と
い
う
事
実
を
確

証
し
な
か
っ
た
。
発
見
の
権
原
は
、
最
も
好
意
的
か
つ
最
も
広
い
解
釈
を
し
て
も
、
単
に
未
成
熟
の
権
原
と
し
て
の
み
、
実
効
的
先
占
に

よ
っ
て
主
権
を
確
立
す
べ
き
請
求
権
と
し
て
の
み
存
在
し
、
未
成
熟
の
権
原
は
、
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
主
権
の
発
現
に
も
と
づ
く
終
局

的
権
原
に
優
先
し
え
な
い
。
ま
た
、
隣
接
性
の
原
則
は
、
領
域
主
権
の
基
礎
と
し
て
は
、
国
際
法
上
の
基
礎
を
も
た
な
い
。
条
約
に
よ
る

承
認
の
権
原
は
適
用
さ
れ
な
い
。

他
方
、
オ
ラ
ン
ダ
は
、
主
権
に
対
す
る
請
求
の
基
礎
を
本
質
的
に
パ
ル
マ
ス
島
に
対
す
る
国
家
権
威
の
平
和
的
か
つ
継
続
的
な
発
現

（peaceful
and

continuous
display

of
State

authority

）
と
い
う
権
原
に
お
い
た
。
こ
の
権
原
は
、
国
際
法
上
、
国
家
権
威
の
現
実
の

発
現
を
と
も
な
わ
な
い
主
権
取
得
権
原
に
優
先
す
る
。
そ
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
は
、
次
の
行
為
を
確
証
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。（
ａ
）
パ

ル
マ
ス
島
は
、
少
な
く
と
も
一
七
〇
〇
年
以
来
、
サ
ン
ギ
島
の
土
着
の
諸
国
の
う
ち
の
二
国
の
一
部
を
引
き
続
い
て
形
成
し
た
島
と
同
一

で
あ
る
こ
と
。（
ｂ
）
こ
れ
ら
土
着
の
諸
国
は
一
六
七
七
年
以
来
、
宗
主
契
約
に
よ
っ
て
東
イ
ン
ド
会
社
と
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
オ

ラ
ン
ダ
と
関
係
を
結
び
、
こ
の
契
約
が
宗
主
権
者
に
対
し
て
付
傭
国
を
自
己
の
領
域
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
の
を
正
当
化
す
る
よ
う
な

権
原
を
付
与
し
た
こ
と
。（
ｃ
）
パ
ル
マ
ス
島
に
関
し
て
付
傭
国
ま
た
は
宗
主
国
の
い
ず
れ
か
が
行
使
し
た
国
家
権
威
に
特
徴
的
な
行
為

が
一
七
〇
〇
年
と
一
八
九
八
年
の
間
の
時
期
に
お
い
て
、
ま
た
一
八
九
八
年
と
一
九
〇
六
年
の
間
の
時
期
に
お
い
て
も
、
起
き
て
い
る
こ

と
が
確
証
さ
れ
た
こ
と
。
か
く
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
主
権
の
発
現
の
平
和
的
性
格
は
、
発
現
行
為
に
関
す
る
証
拠
の
関
係
す
る
全
期
間（
一

七
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
六
年
）
に
わ
た
っ
て
、
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
家
権
威
の
発
現
は
法
的
に
瑕
疵
あ
る
も
の
で
は
な

く
、
ア
メ
リ
カ
は
オ
ラ
ン
ダ
の
権
原
に
対
し
て
よ
り
優
れ
た
権
原
を
提
出
し
え
な
か
っ
た
。

以
上
の
理
由
か
ら
、
パ
ル
マ
ス
（
ま
た
は
ミ
ア
ン
ガ
ス
）
島
は
そ
の
全
体
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
の
領
域
の
一
部
を
形
成
す
る
、
と
判
決

（
６
）

す
る
。

２

ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
事
件
仲
裁
判
決
（
仲
裁
裁
判
、
一
九
三
一
年
一
月
二
八
日
判
決
）

本
件
は
、
メ
キ
シ
コ
の
南
西
約
六
七
〇
海
里
沖
の
太
平
洋
上
の
無
人
島
ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
の
領
域
主
権
（
領
有
権
）
を
め
ぐ
る
フ
ラ

ン
ス
と
メ
キ
シ
コ
間
の
争
い
で
あ
る
。
一
八
五
八
年
一
一
月
一
七
日
、
フ
ラ
ン
ス
海
軍
士
官
が
同
島
の
沖
あ
い
を
航
行
中
の
商
船
上
で
、

海
軍
大
臣
の
命
令
に
従
っ
て
、
同
島
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
領
有
を
宣
言
し
た
文
書
を
起
草
し
た
。
こ
の
こ
と
は
ホ
ノ
ル
ル
の
フ
ラ
ン
ス

領
事
に
報
告
さ
れ
、
同
領
事
に
よ
っ
て
同
島
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
主
権
宣
言
が
ホ
ノ
ル
ル
の
英
字
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ

れ
以
降
一
八
八
七
年
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
同
島
に
対
し
て
積
極
的
か
つ
明
白
な
主
権
行
為
を
な
ん
ら
行
な
わ
な
か
っ
た
。
他
方
、
メ
キ
シ

コ
は
、
同
島
が
長
い
間
自
国
に
帰
属
す
る
領
域
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
一
八
九
七
年
一
二
月
一
三
日
、
同
島
に
上
陸
し
た
メ
キ
シ
コ
海

軍
分
遣
隊
は
メ
キ
シ
コ
国
旗
を
掲
げ
、
一
二
月
一
五
日
に
同
島
を
離
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
こ
れ
を
知
り
、
一
八
九
八
年
一
月
八
日
、
同
島

一
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八
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に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
権
利
の
存
在
を
メ
キ
シ
コ
に
想
起
さ
せ
た
。
一
九
〇
九
年
三
月
二
日
、
両
国
は
紛
争
を
イ
タ
リ
ア
王
エ
マ
ニ
エ
ル

三
世
を
単
独
仲
裁
人
と
す
る
仲
裁
裁
判
に
付
託
す
る
こ
と
に
合
意
し
、
一
九
三
一
年
一
月
二
八
日
、
判
決
が
下
さ
れ
た
。

裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

メ
キ
シ
コ
は
、
同
島
は
か
つ
て
ス
ペ
イ
ン
海
軍
が
発
見
し
、
ス
ペ
イ
ン
に
帰
属
し
た
後
、
一
八
三
六
年
以
降
は
そ
の
承
継
国
で
あ
る
メ

キ
シ
コ
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
そ
の
領
有
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
人
に
よ
る
発
見
は
証
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
仮
に

発
見
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、「
ス
ペ
イ
ン
は
国
家
と
し
て
同
島
を
自
国
領
域
に
編
入
す
る
権
利
を
有
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
権

利
を
実
効
的
に
行
使
し
て
い
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
地
図
が
ス
ペ
イ
ン
の
命
令
や
監
督
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
不
明
で
、
そ
の
公
的
性

格
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
メ
キ
シ
コ
は
同
島
に
対
す
る
主
権
を
一
八
九
七
年
の
遠
征
ま
で
表
示
し
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
歴
史
的

権
利
を
証
明
で
き
な
い
。
同
島
が
メ
キ
シ
コ
に
帰
属
す
る
領
域
で
あ
る
と
い
う
単
な
る
確
信
は
、
そ
れ
が
一
般
的
で
古
く
か
ら
知
ら
れ
て

い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
維
持
さ
れ
え
な
い
。
こ
の
結
果
、
一
八
五
八
年
一
一
月
に
フ
ラ
ン
ス
が
同
島
に
対
し
て
主
権
を
主
張
し
た
時
点

に
お
い
て
、
同
島
は
無
主
の
領
域
（territorium

nullius
）
と
い
う
法
的
状
態
に
あ
り
、
先
占
が
可
能
で
あ
っ
た
と
認
め
る
理
由
が
あ
る
。

一
八
五
八
年
に
フ
ラ
ン
ス
が
同
島
の
領
有
意
思
を
表
明
し
た
こ
と
は
法
に
合
致
す
る
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
同
島
の
実
効
的
占
有

が
争
わ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
実
効
的
占
有
が
な
け
れ
ば
先
占
は
無
効
で
あ
る
と
も
主
張
さ
れ
る
。
超
記
憶
的
慣
習
（un

usage
im

m
é-

m
orial

）
に
よ
れ
ば
、
領
有
意
思
に
加
え
て
、
現
実
の
占
有
実
行
（la

m
ise

de
possession

）
が
先
占
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
あ
る
領
域

に
全
く
人
が
住
ん
で
い
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
り
、
占
有
す
る
国
家
が
そ
こ
に
登
場
し
た
最
初
の
時
か
ら
、
こ
の
国
が
絶
対
的
か
つ
争
い

の
な
い
自
己
処
分
可
能
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
は
、
占
有
実
行
は
そ
の
時
点
で
完
了
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
先
占
は
完
成
す
る
。
一
八
八
五

年
の
ベ
ル
リ
ン
議
定
書
は
権
力
機
関
の
存
在
を
義
務
づ
け
る
が
、
議
定
書
は
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
占
有
後
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
適

用
対
象
を
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
件
で
は
こ
の
義
務
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
議
定
書
は
列
強

へ
の
通
告
義
務
を
定
め
る
が
、
こ
れ
も
本
件
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
は
同
島
を
放
棄
す
る
意
思
が
な
い
以
上
、
遺
棄
に
よ
っ
て

権
利
を
失
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
積
極
的
に
権
能
を
行
使
し
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
す
で
に
達
成
さ
れ
た
取
得
の
失
効
を
意

味
し
な
い
。

（
７
）

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
同
島
に
対
す
る
主
権
は
一
八
五
八
年
一
一
月
以
降
フ
ラ
ン
ス
に
帰
属
す
る
、
と
決
定
す
る
。

３

東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
判
決
（
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
、
一
九
三
三
年
四
月
五
日
判
決
）

本
件
は
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
法
的
地
位
、
換
言
す
れ
ば
、
当
該
地
域
の
領
域
主
権
を
め
ぐ
る
デ
ン
マ
ー
ク
と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
と
の

間
の
争
い
で
あ
る
。
紛
争
の
発
端
は
、
一
九
三
一
年
七
月
一
〇
日
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
が
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
を
無
主
地
と
し
、
こ
れ
に
対

し
て
先
占
を
主
張
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
他
方
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
一
九
世
紀
以
来
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
は
自
国
の
主
権
下
に
あ
る
と

し
、
第
一
次
大
戦
中
や
そ
の
戦
後
に
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど
に
主
権
の
承
認
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
だ
け
は
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
自
国
民
の
漁
業
や
狩
猟
の
自
由
を
主
張
し
て
、
承
認
を
拒
否
し
た
。
両
国

間
に
お
け
る
外
交
交
渉
の
後
、
両
国
に
よ
る
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
選
択
条
項
の
受
諾
に
も
と
づ
き
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
一
九
三
一
年

七
月
一
〇
日
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
よ
る
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
対
す
る
主
権
宣
言
は
現
存
の
法
律
状
態
に
違
反
し
、
違
法
か
つ
無
効
で
あ

る
と
い
う
判
決
を
求
め
て
、
裁
判
所
に
提
訴
し
た
。
な
お
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、（
ａ
）グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
お
け
る
主
権
は
長
年
に
わ
た
っ

て
存
在
し
、
継
続
的
か
つ
平
和
的
に
行
使
さ
れ
、
こ
の
紛
争
以
前
に
他
国
に
よ
っ
て
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
い
、（
ｂ
）ノ
ル
ウ
ェ
ー
自
身
、

条
約
そ
の
他
に
よ
っ
て
デ
ン
マ
ー
ク
の
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
全
体
に
対
す
る
主
権
を
承
認
し
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
、
一
九
三

三
年
四
月
五
日
、
判
決
を
下
し
た
。
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裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

デ
ン
マ
ー
ク
の
請
求
は
、
特
定
の
先
占
行
為
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
の
言
葉
を
用
い
る
と
、「
島

に
対
す
る
国
家
権
能
の
平
和
的
か
つ
継
続
的
な
発
現
に
も
と
づ
く
」
権
原
で
あ
る
。
権
能
の
発
現
に
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
る
主
権
の
主
張

に
は
、
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
権
者
と
し
て
行
動
す
る
意
図
お
よ
び
意
思
と
、
そ
の
よ
う
な
権
能
の
現
実
的
な

行
使
ま
た
は
発
現
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
一
九
三
一
年
ま
で
デ
ン
マ
ー
ク
以
外
の
国
に
よ
っ
て
主
権
の
主
張
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
一
九

二
一
年
ま
で
デ
ン
マ
ー
ク
の
主
張
は
争
わ
れ
な
か
っ
た
。
他
国
が
優
越
的
立
場
を
立
証
し
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
主
権
の
現
実
的
行
使
は

ご
く
わ
ず
か
な
も
の
で
足
り
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
口
希
薄
ま
た
は
定
住
者
の
い
な
い
地
域
に
対
す
る
主
権
の
主
張
に
関
し
て
は
と
く
に

当
て
は
ま
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
一
七
二
一
年
か
ら
一
八
一
四
年
ま
で
、
主
権
の
有
効
な
主
張
に
十
分
な
権
能
を
発
現
し
て
お
り
、
一
八

一
四
年
か
ら
一
九
一
五
年
ま
で
に
お
い
て
も
、
主
権
の
有
効
な
権
原
を
付
与
す
る
に
十
分
な
権
能
を
発
現
し
て
い
た
。
一
九
一
五
年
か
ら

一
九
二
一
年
の
間
で
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
立
場
の
承
認
要
請
の
目
的
は
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
全
体
に
存
在
す
る
主
権
の
承
認
で
あ
っ
た
。
一

九
二
一
年
か
ら
一
九
三
一
年
七
月
一
〇
日
ま
で
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
全
体
に
対
し
て
主
権
を
発
現
し
行
使
し
た
の
で
あ

り
、
そ
の
意
図
お
よ
び
意
思
と
国
家
活
動
の
発
現
を
十
分
な
程
度
に
示
し
た
。

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
全
体
に
対
す
る
デ
ン
マ
ー
ク
の
主
権
に
つ
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
に
よ
る
承
認
は
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
デ

ン
マ
ー
ク
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
連
合
が
終
了
し
た
時（
一
八
一
四
〜
一
八
一
九
年
）、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
に
対
す
る
デ
ン
マ
ー

ク
の
主
権
を
争
わ
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
。
多
様
な
二
国
間
、
多
国
間
条
約
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
約
束
が
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
ノ
ル

ウ
ェ
ー
外
相
の
宣
言
に
よ
り
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
主
権
は
争
わ
れ
ず
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
一
部
の
先
占
は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
約
束
さ
れ
た
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
先
占
の
宣
言
と
そ
れ
に
関
し
て
と
ら
れ
た
す
べ
て
の
措
置
は
、
現
存
の
法
律
状
態
に
違
反
し
、

（
８
）

違
法
か
つ
無
効
で
あ
る
、
と
決
定
す
る
（
１２
対
２
）。

４

マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
島
事
件
判
決
（
国
際
司
法
裁
判
所
、
一
九
五
三
年
一
一
月
一
七
日
判
決
）

本
件
は
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
島
に
対
す
る
領
域
主
権
を
め
ぐ
る
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
の
紛
争
で
あ
る
。
マ
ン
キ
エ
お
よ

び
エ
ク
レ
オ
は
、
イ
ギ
リ
ス
領
の
海
峡
諸
島
の
ジ
ャ
ー
ジ
ー
島
と
フ
ラ
ン
ス
本
土
の
ノ
ル
マ
ン
ジ
ー
の
間
に
あ
る
小
島
群
で
、
一
九
世
紀

の
末
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
の
間
で
そ
の
帰
属
が
争
わ
れ
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
一
二
月
、
両
国
は
こ
の
紛
争
を
特
別
協
定
に
も

と
づ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
に
付
託
す
る
こ
と
に
合
意
し
、
五
一
年
一
二
月
五
日
に
提
訴
し
た
。
請
求
内
容
は
、
マ
ン
キ
エ

お
よ
び
エ
ク
レ
オ
の
島
嶼
と
岩
礁
が
領
有
の
対
象
と
な
る
限
り
で
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
主
権
は
両
国
の
い
ず
れ
に
帰
属
す
る
か
、
と
い
う

こ
と
に
あ
っ
た
。
両
国
は
い
ず
れ
も
、
中
世
以
来
か
ら
の
「
古
来
の
な
い
し
原
初
的
権
原
」（ancient

or
original

title

）、
ま
た
は
実
効
的

占
有
に
よ
る
権
原
に
も
と
づ
い
て
、
領
土
権
の
存
在
を
主
張
し
た
。
裁
判
所
は
、
一
九
五
三
年
一
一
月
一
七
日
、
判
決
を
下
し
た
。

裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

特
別
協
定
お
よ
び
両
当
事
国
の
申
述
書
か
ら
判
断
す
る
と
、
裁
判
所
は
、
当
事
国
の
い
ず
れ
が
当
該
島
群
に
対
す
る
権
原
の
、
よ
り
確

信
的
な
証
拠
を
提
出
し
て
い
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

両
当
事
国
は
い
ず
れ
も
、
エ
ク
レ
オ
・
マ
ン
キ
エ
に
対
す
る
古
来
の
な
い
し
原
初
的
権
原
を
有
す
る
と
主
張
し
、
そ
の
権
原
は
常
に
維

持
さ
れ
一
度
も
喪
失
さ
れ
な
か
っ
た
と
主
張
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
は
、
無
主
地
の
主
権
獲
得
に
関
す
る
紛
争
の
特
徴
を
あ
ら
わ
し
て

い
な
い
。
・
・
・
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
中
世
の
で
き
ご
と
に
も
と
づ
く
間
接
的
推
定
で
な
く
、
問
題
の
島
群
の
占
有
に
直
接
関
係

す
る
証
拠
で
あ
る
。

さ
て
、
エ
ク
レ
オ
に
対
す
る
両
当
事
国
の
主
張
を
検
討
す
る
。
イ
ギ
リ
ス
が
援
用
す
る
司
法
権
、
行
政
権
、
立
法
権
の
行
為
に
関
す
る
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諸
行
為
に
、
当
裁
判
所
は
立
証
的
価
値
を
付
与
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
は
一
八
八
六
年
に
至
っ
て
は
じ
め
て
エ
ク
レ
オ
に
対
す
る
主
権
を
主
張

し
た
。
相
対
立
す
る
主
権
の
主
張
の
相
対
的
な
力
（relative

strength

）
を
評
価
し
て
、
エ
ク
レ
オ
に
対
す
る
主
権
が
イ
ギ
リ
ス
に
属
す

る
こ
と
を
認
め
る
。

次
に
、
マ
ン
キ
エ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
マ
ン
キ
エ
に
主
権
者
と
し
て
行
為
す
る
意
図
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す

十
分
な
証
拠
は
な
い
。
一
九
世
紀
の
は
じ
め
以
来
、
両
国
政
府
の
間
で
交
換
さ
れ
た
外
交
文
書
も
こ
の
見
解
を
裏
づ
け
る
。
フ
ラ
ン
ス
が

マ
ン
キ
エ
に
対
す
る
主
権
を
主
張
し
た
の
は
一
八
八
八
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
、
か
つ
イ
ギ
リ
ス
政
府

の
提
出
し
た
証
拠
に
も
と
づ
き
、
マ
ン
キ
エ
に
対
す
る
主
権
は
イ
ギ
リ
ス
に
属
す
る
と
判
定
す
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
り
、
裁
判
所
は
、
エ
ク
レ
オ
お
よ
び
マ
ン
キ
エ
の
島
嶼
お
よ
び
岩
礁
に
対
す
る
主
権
は
、
こ
れ
ら
の
島
嶼
お
よ
び

（
９
）

岩
礁
が
取
得
の
対
象
と
な
り
う
る
限
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
帰
属
す
る
も
の
と
認
定
す
る
（
全
員
一
致
）。

５

リ
ギ
タ
ン
島
お
よ
び
シ
バ
タ
ン
島
に
対
す
る
主
権
に
関
す
る
事
件
判
決
（
国
際
司
法
裁
判
所
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
七
日
判
決
）

本
件
は
、
北
ボ
ル
ネ
オ
沖
の
セ
レ
ベ
ス
海
に
浮
か
ぶ
リ
ギ
タ
ン
島
と
シ
バ
タ
ン
島
に
対
す
る
領
域
主
権
（
領
有
権
）
の
帰
属
を
め
ぐ
る

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
ー
シ
ア
と
の
間
の
争
い
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
五
月
三
一
日
、
両
国
政
府
は
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
で
署
名
さ
れ
た

特
別
協
定
に
も
と
づ
き
こ
の
紛
争
を
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
に
合
意
し
、
九
八
年
一
一
月
二
日
に
提
訴
し
た
。
特
別
協
定
に

お
い
て
、
両
国
は
裁
判
所
に
対
し
て
「
諸
条
約
、
協
定
、
そ
の
他
の
両
国
が
提
出
し
た
証
拠
に
も
と
づ
き
、
リ
ギ
タ
ン
島
お
よ
び
シ
バ
タ

ン
島
は
両
国
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
」
の
決
定
を
求
め
た
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
両
国
は
そ
れ
ぞ
れ
、
裁
判
所
に
提
出
し
た
陳

述
書
や
口
頭
陳
述
に
お
い
て
提
示
し
た
事
実
や
法
的
考
慮
に
も
と
づ
き
、
こ
れ
ら
二
島
が
自
国
に
属
す
る
こ
と
を
決
定
し
宣
言
す
る
よ

う
、
裁
判
所
に
求
め
た
。
な
お
、
本
件
に
関
連
し
て
、
二
〇
〇
一
年
三
月
一
三
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
裁
判
所
規
程
六
二
条
に
も
と
づ
き
、

訴
訟
参
加
を
申
請
し
た
が
、
こ
の
申
請
は
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
二
三
日
の
判
決
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
な
か
っ
た（
１４
対
１
）。
こ
の
あ
と
、

本
件
の
本
案
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月
七
日
に
判
決
を
下
し
た
。

裁
判
所
は
、
本
件
に
関
し
て
、
主
に
、
地
理
的
関
連
事
項
、
歴
史
的
背
景
、
二
つ
の
島
に
対
す
る
両
当
事
国
の
請
求
根
拠
の
基
礎
な
ど

の
観
点
か
ら
審
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
が
ら
に
関
す
る
論
点
や
争
点
に
つ
い
て
判
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に
、
両
当
事
国
の
請
求

（
主
張
）
の
基
礎
の
う
ち
、
と
り
わ
け
「
実
効
性
」（effectivités

）
原
則
に
か
か
わ
る
論
点
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
注
目
し
、
そ
れ

ら
を
簡
潔
に
と
り
あ
げ
紹
介
し
て
み
た
い
。

両
当
事
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
二
島
に
対
す
る
主
権
に
関
す
る
請
求
の
根
拠
を
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
基
礎
づ
け
て
主
張
す
る
。
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
は
、
主
に
一
八
九
一
年
六
月
二
〇
日
に
締
結
さ
れ
た
英
蘭
条
約
（
ボ
ル
ネ
オ
島
の
オ
ラ
ン
ダ
所
有
地
と
イ
ギ
リ
ス
保
護
下
に
あ
っ

た
ボ
ル
ネ
オ
島
の
諸
州
と
の
間
の
境
界
画
定
の
た
め
の
も
の
）
に
依
拠
し
て
主
張
す
る
。
ま
た
、
条
約
上
の
権
原
を
確
認
す
る
オ
ラ
ン
ダ

お
よ
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
よ
る
一
連
の
「
実
効
性
」
に
依
拠
す
る
。
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
口
頭
陳
述
手
続
に
お
い
て
、
も
し
裁

判
所
が
一
八
九
一
年
条
約
に
も
と
づ
く
権
原
を
拒
否
し
て
も
、
ブ
ル
ガ
ン
の
ス
ル
タ
ン
に
対
す
る
継
承
者
と
し
て
当
該
の
争
わ
れ
て
い
る

島
に
対
す
る
主
権
を
な
お
請
求
し
う
る
、
と
主
張
し
た
。
他
方
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
前
の
主
権
者
た
る
ス
ル
の
ス
ル
タ
ン
が
元
々
保
有
し

て
い
た
一
連
の
権
原
の
伝
達
に
よ
っ
て
、
二
島
に
対
す
る
主
権
を
取
得
し
た
、
と
主
張
す
る
。
そ
の
後
そ
の
権
原
は
、
相
続
に
よ
っ
て
、

ス
ペ
イ
ン
、
ア
メ
リ
カ
、
北
ボ
ル
ネ
オ
の
州
に
代
わ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
、
さ
ら
に
英
連
邦
に
、
そ
し
て
最
終
的
に
マ
レ
ー
シ
ア
に
移
行
し

た
。
な
お
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
も
し
裁
判
所
が
当
該
の
争
わ
れ
て
い
る
島
は
元
々
オ
ラ
ン
ダ
に
属
し
て
い
た
と
結
論
し
て
も
、
か
か
る
実

効
性
は
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
よ
う
な
オ
ラ
ン
ダ
の
権
原
に
と
っ
て
代
わ
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。（paras.32－
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次
に
、
裁
判
所
は
、「
実
効
性
」（effectivités

）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

裁
判
所
は
、
当
事
国
が
依
拠
す
る
「
実
効
性
」
に
関
し
て
提
出
し
た
証
拠
は
、
二
島
に
対
す
る
主
権
が
ど
ち
ら
の
国
に
属
す
る
か
と
い
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う
問
題
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
の
基
礎
を
提
供
す
る
、
と
考
え
る
。
裁
判
所
は
、
両
当
事
国
は
そ
れ
ら
が
依
拠
す
る
実
効
性
は
単
に
条

約
に
も
と
づ
く
権
原（treaty-based

title

）を
確
認
す
る
こ
と
を
請
求
し
て
い
る
、
と
判
断
す
る
。
別
の
基
礎
に
よ
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
ま
た
は
権
原
上
の
そ
の
先
任
者
か
ら
抗
議
さ
れ
る
こ
と
な
く
、「
継
続
的
平
和
的
な
所
有
と
管
理
」（continuous

peaceful

possession
and

adm
inistration

）
に
よ
っ
て
二
島
に
対
す
る
権
原
を
取
得
し
た
、
と
主
張
す
る
。
裁
判
所
は
、
両
当
事
国
の
い
ず
れ
も

二
島
に
対
す
る
条
約
に
も
と
づ
く
権
限
を
有
し
な
い
と
判
断
し
、
こ
れ
ら
の
実
効
性
を
独
自
の
か
つ
別
個
の
事
項
と
し
て
考
え
る
。

実
効
性
に
関
す
る
議
論
を
支
持
し
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
、
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
船
舶
に
よ
る
当
該
水
域
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ー
ル
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
海
軍
の
活
動
、
自
国
の
漁
民
活
動
を
引
用
す
る
。
さ
ら
に
、
群
島
水
域
基
線
を
定
め
る
一
九
六
〇
年
二
月
一
八
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
水
域
に
関
す
る
法
令
に
関
し
て
、
当
時
、
二
島
は
基
線
を
設
定
し
た
り
、
群
島
水
域
や
領
海
を
確
定
す
る
た
め
の
基
点
と
し
て
二
島
を

含
め
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ら
の
島
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
に
属
し
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
え
な
い
、
と

主
張
す
る
。
他
方
、
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
二
島
に
対
す
る
実
効
性
に
関
し
て
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
捕
獲
や
そ
の
卵
の
収
集
に
関
す
る
管
理
、
そ
れ

は
長
い
歳
月
に
わ
た
る
シ
パ
ダ
ン
島
で
の
最
も
重
要
な
経
済
活
動
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
ま
た
、
同
島
に
お
け
る
一
九
三
三
年
の
野
鳥

保
護
区
域
設
定
に
も
依
拠
す
る
。
さ
ら
に
、
英
国
北
ボ
ル
ネ
オ
植
民
当
局
は
一
九
六
〇
年
代
当
初
に
二
島
に
灯
台
を
設
置
し
、
こ
れ
ら
は

今
日
ま
で
存
続
し
、
マ
レ
ー
シ
ア
当
局
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

裁
判
所
は
、
ま
ず
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
に
お
け
る
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
断
、
す
な
わ
ち
、「
割
譲
条
約
の
よ
う
な
特

定
の
行
為
や
権
原
に
も
と
づ
か
ず
、
単
に
権
威
の
継
続
的
発
現
に
も
と
づ
く
主
権
に
対
す
る
請
求
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
そ
の
存
在
が
示

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
つ
の
要
素
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
主
権
者
と
し
て
行
為
す
る
意
図
お
よ
び
意
思
と
、
そ
の
よ
う
な
権

威
の
現
実
の
行
使
ま
た
は
発
現
で
あ
る
」
を
想
起
す
る
。
ま
た
、
特
定
領
域
に
関
す
る
主
権
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
裁
判
す
る
う
え
で

留
意
す
べ
き
別
の
事
情
は
、
そ
の
主
権
が
他
国
に
よ
っ
て
も
請
求
さ
れ
て
い
る
程
度
に
つ
い
て
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所

は
、
と
く
に
、
人
が
定
住
せ
ず
ま
た
は
恒
常
的
に
定
住
し
て
い
な
い
小
島

―
―
リ
ギ
タ
ン
と
シ
バ
タ
ン
の
よ
う
に
、
経
済
的
重
要
性
が

小
さ
い（
少
な
く
と
も
最
近
ま
で
は
）―
―

の
場
合
に
は
、
一
般
的
に
、
実
効
性
は
事
実
上
乏
し
い
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、

裁
判
所
は
、
当
事
国
間
の
紛
争
が
具
体
化
（crystallized

）
し
た
日
付
以
後
に
と
ら
れ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
以
前

の
行
為
と
正
常
に
継
続
性
を
有
す
る
か
、
ま
た
は
そ
れ
ら
に
依
拠
す
る
当
事
国
の
法
的
立
場
を
改
善
す
る
目
的
で
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い

限
り
、
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
所
は
、
主
に
、
一
九
六
九
年
、
す
な
わ
ち
、
当
事
国
が
リ
ジ
タ
ン
お
よ
び

シ
パ
ダ
ン
に
対
す
る
経
済
的
な
請
求
を
主
張
し
た
年
、
以
前
の
時
期
に
お
け
る
実
効
性
に
つ
い
て
分
析
す
る
、
と
述
べ
る
。
最
後
に
、
裁

判
所
は
、
疑
い
な
く
争
わ
れ
て
い
る
島
そ
の
も
の
に
と
く
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
、
関
連
す
る
権
威
発
現
行
為
の
み
を
考
慮
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
性
質
の
立
法
、
行
政
行
為
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
が
二
島
に
関
係
す
る
こ
と
が
そ
の
条
件
や
効
果
の
点
か
ら

明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
の
み
、
リ
ジ
タ
ン
お
よ
び
シ
パ
ダ
ン
に
関
し
て
実
効
性
を
有
し
う
る
、
と
述
べ
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
依
拠
す
る
実
効
性
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
は
立
法
的
、
規
定
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
な
く
、
ま
た
オ
ラ
ン
ダ
お
よ

び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
よ
る
二
島
周
辺
海
域
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ー
ル
活
動
等
を
含
む
継
続
的
駐
在
（presence

）
に
つ
い
て
は
、
提
出
さ
れ

た
資
料
等
か
ら
判
断
し
て
、
関
係
海
軍
当
局
が
二
島
お
よ
び
周
辺
海
域
を
オ
ラ
ン
ダ
ま
た
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
主
権
下
に
あ
る
も
の
と
考

え
て
い
た
こ
と
を
十
分
に
立
証
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
漁
民
の
よ
う
な
私
人
に
よ
る
活
動
は
、
そ
れ
ら
が
公
式
の
規
定

や
政
府
の
権
威
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
実
効
性
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
え
な
い
。
か
く
し
て
、
裁
判
所
は
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
が
依
拠
す
る
活
動
は
そ
の
資
格
に
お
い
て
行
為
す
る
意
図
と
意
思
を
反
映
す
る
「
主
権
権
原
行
為
」（acts

à
titre

de
sou-

verain

）
を
構
成
し
な
い
、
と
結
論
す
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
が
依
拠
す
る
実
効
性
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
一
九
三
〇
年
の
条
約
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
は
二
島
の
所
有
に
関

す
る
請
求
を
放
棄
し
、
そ
の
当
時
に
、
こ
れ
ら
二
島
に
対
す
る
主
権
を
主
張
し
た
り
、
北
ボ
ル
ネ
オ
州
に
よ
る
継
続
的
施
政
を
否
定
す
る
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国
は
な
か
っ
た
、
こ
と
に
注
目
す
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
所
は
、
そ
の
条
約
締
結
前
の
活
動
は
「
主
権
権
原
」
行
為
と
み
な
さ
れ
え
ず
、
そ

の
当
時
、
英
国
は
北
ボ
ル
ネ
オ
に
代
わ
っ
て
、
三
海
里
を
超
え
た
島
に
対
す
る
主
権
を
請
求
し
な
か
っ
た
、
こ
と
な
ど
に
注
目
し
た
。
裁

判
所
は
、
ウ
ミ
ガ
メ
の
卵
の
収
集
を
規
制
管
理
す
る
措
置
や
野
鳥
保
護
区
の
設
置
は
、
こ
れ
を
マ
レ
ー
シ
ア
は
島
に
対
す
る
実
効
的
施
政

の
証
拠
と
し
て
引
用
し
て
お
り
、特
定
の
領
域
に
関
す
る
権
威
の
規
制
・
施
政
上
の
主
張
と
し
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、と
考
え
る
。

灯
台
の
建
設
・
運
用
や
航
行
支
援
は
通
常
は
国
家
権
威
の
表
示
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
と
述
べ
る
。
し
か
し
、「
カ
タ
ー
ル
と
バ
ー
レ
ン

間
の
海
洋
境
界
画
定
お
よ
び
領
域
問
題
」
事
件
判
決
（
二
〇
〇
一
年
）
を
想
起
し
、
あ
る
種
の
活
動
が
主
権
権
原
行
為
と
み
な
さ
れ
た
こ

と
な
ど
に
言
及
す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
マ
レ
ー
シ
ア
が
依
拠
す
る
活
動
は
、
数
量
的
に
は

適
当
で
あ
る
が
、
性
格
的
に
は
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
立
法
、
行
政
、
準
司
法
的
な
活
動
を
含
む
。
そ
れ
ら
は
か
な
り
の
期
間
に
わ
た

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
よ
り
広
範
な
島
の
施
政
に
関
す
る
文
脈
で
の
二
島
に
関
す
る
国
家
機
能
行
使
の
意
図
を
明
示
す
る
形
式
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
が
な
さ
れ
た
時
期
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
も
、
そ
の
前
任
者
で
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
も
、
そ
れ
に
つ
い

て
不
合
意
ま
た
は
抗
弁
を
表
示
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
無
視
し
え
な
い
。
こ
の
点
で
、
裁
判
所
は
、
一
九
六
二
年
お
よ
び
一
九
六
三

年
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
当
局
は
北
ボ
ル
ネ
オ
植
民
地
当
局
、
ま
た
は
独
立
後
の
マ
レ
ー
シ
ア
を
し
て
、
灯
台
建
設
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
と

考
え
ら
れ
る
領
域
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
こ
と
に
、
注
目
す
る
。
こ
う
し
た
本
件
の
諸
状
況
か
ら
、
と

く
に
両
当
事
国
が
提
示
し
た
証
拠
に
か
ん
が
み
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
が
上
記
の
実
効
性
に
も
と
づ
く
リ
ジ
タ
ン
お
よ
び
シ
パ
ダ
ン
に
対
す
る

権
原
を
有
す
る
、
と
結
論
す
る
。（paras.126－

149

）

こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
リ
ジ
タ
ン
島
お
よ
び
シ
パ
ダ
ン
島
に
対
す
る
主
権
は
マ
レ
ー
シ
ア
に
属
す
る
、
と
判
断
す
る

（
１６
対
１（
１０
））。（para.150

）

以
上
、
実
効
的
先
占
の
要
件
あ
る
い
は
「
実
効
性
」
原
則
の
内
実
に
か
か
わ
る
事
例
と
し
て
、
五
件
を
と
り
あ
げ
、
ご
く
簡
単
に
そ
れ

ら
を
個
別
に
素
描
し
、
紹
介
し
て
き
た
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
事
例
は
、
い
ず
れ
も
国
際
判
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
領
域
取
得

方
式
と
し
て
の
先
占
に
直
接
関
係
す
る
事
例
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
直
接
・
間
接
に
、「
実
効
性
」
原
則
と
い

う
論
点
や
視
点
に
か
か
わ
る
事
例
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
先
述
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
の
い
う「
国

家
権
能
の
実
効
的
か
つ
継
続
的
な
発
現
」
に
か
か
わ
る
国
際
判
例
の
範
疇
に
お
い
て
と
り
あ
げ
、
言
及
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ら
は
ま
た
、「
実
効
性
」
原
則
の
内
実
吟
味
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
際
し
て
、
近
代
国
際
法
の
発
展
史
に
お
け
る
「
発
見
優
先
の
原
則
」

か
ら
「
先
占
の
法
理
」
へ
の
発
展
過
程
や
、
こ
れ
ら
二
者
間
の
法
理
転
換
に
か
か
わ
る
文
脈
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
で
は
象
徴
的
な
い
し

画
期
的
な
法
的
現
象
を
招
来
し
た
事
例
で
あ
っ
た
、
と
も
い
え
よ
う
。
と
く
に
そ
れ
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
の
事
例
に

お
い
て
、
印
象
的
で
あ
っ
た
。

ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
占
有
行
為
や
主
権
に
か
か
わ
る
国
家
活
動
の
発
現
は
権
原
の
重
要
な
構
成
要
素
で
あ

る
と
し
た
う
え
で
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
先
占
理
論
は
、
と
く
に
「
定
住
」
や
「
厳
密
な
物
理
的
占
有
」
に
重
点
を
お
く
も
の
で
あ
っ
た

が
、
先
占
理
論
に
関
す
る
法
は
、
そ
の
後
、
二
〇
世
紀
半
ば
ま
で
の
三
件
の
国
際
判
例
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
仲
裁
判
決
（
一
九
二
八
年
）、

ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
事
件
仲
裁
判
決
（
一
九
三
一
年
）、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
島
事
件
判
決
（
一
九
三
三
年
）
の
結
果
、
大
き
く
変
化

し
た
、
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
ら
の
三
件
が
、
そ
う
し
た
先
占
理
論
や
こ
れ
に
関
す
る
基
本
的
な
規
範
の
展
開
な
い
し
変
遷
の
過
程
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
は
、
す
で
に
素
描
し
た
そ
れ
ら
の

個
別
の
事
件
の
内
実
や
判
決
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
多
少
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
「
変
化
」
を
も
た
ら
し
た
、
こ
れ
ら
三
件
の
判
例
の
意
義
な
り
効
果
に
か
か
わ
っ
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
、
次
の
よ
う
な
点

に
注
目
し
て
論
及
す
る
。
ま
ず
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
に
お
い
て
、
フ
ー
バ
ー
裁
判
官
が
「
領
域
主
権
の
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
発
現

一
二
八

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
三
号

先
占
法
理
と
「
実
効
性
」
原
則
（
牧
田
）

一
二
九



が
ひ
と
つ
の
権
原
同
然
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
領
域
主
権
の
表
示
は
時
間
や
場
所
の
諸
条
件
に
応
じ
て
、
な
る
ほ
ど
、
異
な
る
形

を
と
る
。
主
権
は
、
原
則
と
し
て
継
続
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
時
に
領
域
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
行
使
さ
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
権
利
の
維
持
と
両
立
す
る
間
欠
と
断
続
は
、
人
が
住
む
地
域
や
住
ま
な
い
地
域
、
あ
る
い
は
主
権
が
争
う
余
地
の
な
い
ほ

ど
発
現
さ
れ
て
い
る
領
域
内
の
囲
繞
地
域
ま
た
は
例
え
ば
公
海
か
ら
接
近
で
き
る
地
域
に
応
じ
て
必
然
的
に
異
な
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に

注
目
す
る
。
ま
た
、「
国
家
機
能
の
現
実
の
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
発
現
は
、
紛
争
の
場
合
に
、
領
域
主
権
の
健
全
か
つ
自
然
な
基
準
で

あ
る
」
と
判
示
し
、
ア
メ
リ
カ
の
主
張
や
論
拠
が
立
証
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
パ
ル
マ
ス
島
に
対
す
る
国
家
権
能
の
平
和
的
か
つ
継
続

的
な
発
現
に
依
拠
す
る
オ
ラ
ン
ダ
の
主
張
に
つ
い
て
検
討
し
、「
一
七
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
六
年
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
主

権
の
平
和
的
発
現
行
為
は
な
ん
ら
争
わ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
オ
ラ
ン
ダ
の
主
権
の
行
使
を
十
分
に
証
明
す
る
と
み
な
し
う
る
証
拠
が
存
在

す
る
」
と
判
示
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
は
ま
た
、
ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
事
件
仲
裁
判
決
に
つ
い
て
は
、
こ
の
判
決
の
理
由
は
特
別
な
事
実
に
関
連
し
、
そ
の
こ
と
か
ら
い
く

つ
か
の
原
則
を
推
論
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
が
、
し
か
し
裁
判
官
は
「
現
実
の
名
目
的
で
な
い
占
有
行
為
は
、
先
占
の
必
要
条
件
で
あ

る
」
こ
と
、
ま
た
、
占
有
行
為
は
当
該
領
域
の
状
況
の
も
と
で
十
分
な
国
家
権
能
の
行
使
か
ら
な
る
と
明
白
に
判
示
し
た
、
こ
と
に
注
目

し
た
。
さ
ら
に
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
島
事
件
判
決
に
お
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
無
主
地
先
占
を
主
張
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
グ
リ
ー
ン

ラ
ン
ド
全
体
に
対
す
る
国
家
権
能
の
種
々
の
発
現
に
も
と
づ
く
権
原
を
主
張
し
た
。こ
れ
に
つ
い
て
、常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
デ
ン
マ
ー

ク
の
主
張
を
支
持
し
て
、
一
九
二
一
年
と
一
九
三
一
年
の
間
の
種
々
の
活
動
に
留
意
し
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
先
占
は
違
法
か
つ
無
効
で
あ
る

と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
が
、
少
な
く
と
も
ノ
ル
ェ
ー
の
先
占
の
前
一
〇
年
間
に
、「
主
権
に
対
す
る
妥
当
な
権
原
を
構

成
す
る
に
十
分
な
程
度
で
主
権
的
権
利
を
発
現
し
行
使
し
た
」
こ
と
を
と
り
あ
げ
た
、
こ
と
に
注
目
し
た
。

ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
留
意
し
て
、
総
括
的
に
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
、
国
家
活
動
の
発

現
に
つ
い
て
の
強
調
、
お
よ
び
、
安
定
性
を
支
持
し
、
人
が
住
ん
で
い
な
い
か
つ
遠
隔
の
領
域
の
特
性
を
許
容
す
る
法
政
策
に
か
ん
が
み

て
諸
事
実
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、「
法
に
お
け
る
変
化
」（a

change
in

the
law

）
の
証
左
で
あ
る
、
と
論
じ（
１１
）

る
。

こ
の
よ
う
に
、
実
効
的
先
占
の
要
件
あ
る
い
は
「
実
効
性
」
原
則
の
内
実
の
検
証
に
か
か
わ
る
諸
事
例
に
お
い
て
示
さ
れ
た
こ
と
が
ら

は
、
そ
う
し
た
要
件
や
内
実
の
確
認
の
た
め
に
も
必
要
な
要
素
で
あ
る
。
と
く
に
領
域
取
得
方
式
と
し
て
の
「
発
見
」
か
ら
「
先
占
」
へ

の
展
開
過
程
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
お
け
る
本
質
的
な
「
権
原
」
が
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
関
連
し
あ
っ
て
作
用
し
、
ま
た
、
領
域
主

権
に
対
す
る
権
原
の
根
源
的
な
あ
り
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
、
ま
さ
に
「
実
効
性
」
な
い
し
「
実
効
性
」
原
則
が
、
一
連
の
文
脈
の
な
か
で
、

媒
介
項
な
い
し
相
互
要
因
と
し
て
存
在
し
作
用
し
て
き
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
の
な

か
で
言
及
さ
れ
た
よ
う
に
、「
発
見
の
権
原
は
・
・
・
最
も
好
意
的
か
つ
最
も
広
い
解
釈
を
し
て
も
、
単
に
未
成
熟
の
権
原
と
し
て
の
み
、

実
効
的
先
占
に
よ
っ
て
主
権
を
確
立
す
べ
き
請
求
権
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
未
成
熟
の
権
原
は
、
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
主
権
の
発
現

に
も
と
づ
く
終
局
的
権
原
に
優
位
し
え
な
い
」
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
例
示
さ
れ
、
説
明
（
論
証
）
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
と
ら
え
方
、
そ
の
文
脈
の
な
か
で
の
「
発
見
」
か
ら
「
先
占
」
へ
の
展
開
過
程
に
か
か
わ
っ
て
、「
未
成
熟
の
権
原
」
を
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
評
価
す
る
か
は
、
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
山
本
教
授
は
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
に
留
意

し
て
、
次
の
よ
う
に
論
述
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
発
見
は
領
域
主
権
の
確
定
的
な
権
原
を
設
定
せ
ず
、
単
に『
未
成
熟
の
権
原
』（inchoate

title

）
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
権
原
と
し
て
は
、
国
家
権
力
の
外
面
的
な
表
示
が
な
く
と
も
そ
の
後
も
有
効
に
存
続
す
る
、

と
主
張
す
る
立
場
も
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
世
紀
以
降
の
国
際
法
規
に
従
え
ば
、
発
見
と
い
う
未
成
熟
の
権
原
は
妥
当
な
期
間
内
に
実
効

的
先
占
に
よ
り
完
結
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
、
た
と
え
こ
の
権
原
が
決
定
的
期
日
の
時
点
ま
で
有
効
に
存
続
し
て
い
た
と
し
て
も
、
継
続
的

か
つ
平
和
的
な
権
力
の
表
示
に
基
づ
く
他
国
の
確
定
的
な
権
原
と
の
関
係
で
は
、
こ
れ
に
優
越
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
論
じ（
１２
）

る
。
こ

一
三
〇

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
三
号

先
占
法
理
と
「
実
効
性
」
原
則
（
牧
田
）

一
三
一



こ
で
確
認
さ
れ
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
発
見
は
「
未
成
熟
の
権
原
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
後
の
妥
当
な
期
間
内
に
「
実
効
的
先

占
に
よ
っ
て
完
結
」
さ
れ
、
ま
た
「
未
成
熟
の
権
原
」
は
「
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
権
力
の
表
示
に
も
と
づ
く
確
定
的
な
権
原
」
に
優
越

し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
な
り
、そ
う
し
た
視
点
に
も
と
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
の
方
向
性
や
推
論
の
論
拠
は
、

先
述
の
よ
う
に
、
最
近
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
「
リ
ギ
タ
ン
島
お
よ
び
シ
バ
タ
ン
島
に
対
す
る
主
権
に
関
す
る
事
件
判
決
」（
二
〇
〇
二
年
）
に
お

い
て
も
、
踏
襲
さ
れ
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
発
見
と
い
う
原
始
的
取
得
に
も
と
づ
く
「
未
成
熟
の
権
原
」
か
ら
実
効
的
先
占
（
実

効
的
占
有
）
へ
の
完
結
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
権
力
の
表
示
（
国
家
権
能
の
発
現
）
に
も
と
づ
く
「
確

定
的
な
権
原
」
へ
の
実
質
的
転
換
の
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
か
か
わ
り
、
あ
る
い
は
、
そ

れ
ら
を
基
本
的
な
内
容
と
す
る
具
体
的
な
領
域
紛
争
の
場
合
に
は
、
時
際
法
（intertem

poral
law

）
や
決
定
的
期
日
（critical

date

）
と

い
う
基
準
な
り
要
因
が
直
接
・
間
接
に
重
要
な
判
断
要
素
と
し
て
介
在
す
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ（
１３
）
る
。

（
１
）
こ
れ
ま
で
も
、
実
際
に
、
多
く
の
領
域
紛
争
が
発
生
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
領
域
取
得
方
式
そ
の
も
の
の
有
効
性
や
妥
当
性
、
あ
る
い
は

領
域
権
（
領
有
権
）
帰
属
の
確
定
な
い
し
領
域
権
の
限
界
（
国
境
線
）
の
画
定
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
、
そ
れ
ら
は
国
家
の
利
害
に
直
接

・
間
接
に
か
か
わ
る
重
大
な
紛
争
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
紛
争
の
多
く
は
、
法
的
手
続
き
す
な
わ
ち
国
際
裁
判
（
仲
裁
裁

判
、
司
法
裁
判
）
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
き
た
。

領
域
取
得
方
式
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
種
々
に
分
類
さ
れ
説
明
さ
れ
る
。
こ
こ
で
さ
ら
に
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、

国
際
判
例
に
お
け
る
領
域
権
原
取
得
に
か
か
わ
る
基
準
や
原
則
、
と
く
に
「
実
効
性
」
原
則
の
内
実
に
も
か
か
わ
る
留
意
事
項
を
摘
示
し
、

そ
れ
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
す
る
記
述
を
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、「
領
域
取
得
方
式
に
つ
い
て
そ
れ
を

適
正
に
認
識
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
プ
ロ
セ
ス
の
各
々
の
い
く
つ
か
の
要
素
に
か
か
わ
る
一
連
の
一
般
原
則
・
規
則
の
相
互
関
係
が
、

と
く
に
競
合
す
る
主
張
が
関
係
す
る
場
合
に
、
領
域
に
た
い
す
る
権
原
が
実
際
に
ど
の
よ
う
に
取
得
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
う
え

で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
」
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
な
お
、「
こ
れ
ら
の
原
則
・
規
則
は
、
所
与
の
方
式
に
た
い
し
て
、

あ
る
い
は
権
原
の
取
得
に
た
い
し
て
さ
え
、
限
定
さ
れ
ず
、（
そ
れ
ら
は
ま
た
、
権
原
の
維
持
、
拡
大
、
統
合
、
変
革
、
喪
失
に
関
連
す
る
）、

一
般
的
な
（
共
通
の
）
規
則
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
一
般
規
則
を
実
質
的
規
則
と
手
続
的

規
則
（
時
際
法
、
決
定
的
期
日
の
確
定
な
ど
）
と
に
大
別
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
実
効
性
原
則
（principle

of
effectiveness

）
と

基
本
原
則
（fundam

ental
principles

）
に
分
け
る
。
実
効
性
原
則
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
国
際
裁
判
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
取
得
方
式

（
発
見
や
先
占
）
は
じ
め
そ
の
他
の
全
体
的
な
態
様
に
お
い
て
、
領
域
紛
争
処
理
に
関
連
し
て
実
効
性
原
則
が
し
ば
し
ば
援
用
さ
れ
て
き
た

こ
と
に
言
及
し
、
い
く
つ
か
の
判
例
を
も
と
に
、
実
効
性
原
則
に
関
連
し
た
裁
判
所
の
判
断
内
容
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
ま
た
、
基
本
原
則

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
は
平
和
的
紛
争
解
決
、
自
決
権
が
含
ま
れ
る
。
判
例
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
実
効
性
原
則
と
同
様
に
、
こ
れ
ら
の
原

則
は
、
歴
史
的
に
は
領
域
権
原
取
得
方
式
に
た
い
し
て
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
そ
う
し
た
方
式
が
具
体
的
事
態
に
お
い
て
考

慮
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
妥
当
性
な
い
し
効
果
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
試
金
石
と
し
て
適
合
す
る
、
と
い
う
。E

ncyclopedia
of

P
ublic

Inter-

national
L

aw
,

op.cit.,
pp.498－

499.

こ
う
し
た
視
点
に
関
連
し
て
、
今
ひ
と
つ
傾
聴
す
べ
き
論
述
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
こ
こ
で
簡
単
に

紹
介
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ま
ず
、「
法
は
歴
史
で
あ
る
」
と
い
い
、
領
域
取
得
関
連
規
則
の
意
味
や
、

そ
れ
の
特
別
な
ケ
ー
ス
に
お
け
る
適
用
に
関
す
る
法
律
家
の
認
識
は
、
法
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
の
知
識
に
よ
っ
て
、
よ
り
鋭
敏
に
な
る

で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
法
の
歴
史
的
発
展
を
顧
み
て
、
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
か
な
り
重
要
で
あ
る
が
、
あ
る
程
度
で
矛
盾
し

た
発
展
が
み
ら
れ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
で
は
、「
国
籍
の
原
則
」（principle

of
nationalities

）
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
は
「
自

決
の
原
則
」（principle

of
self-determ

ination

）
と
同
様
に
、
次
第
に
重
要
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
は
、
無
主
物
の
概
念

（concept
of

the
res

nullius

）
を
用
い
、
そ
れ
は
形
式
上
は
法
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
実
際
の
適
用
上
は
し
ば
し
ば
政
治
的
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
実
際
に
は
組
織
化
さ
れ
た
社
会
（organized

com
m

unities

）
で
あ
っ
た
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
地
域
の
先
占
に
関
係
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
よ
り
近
年
で
は
、
紛
争
解
決
や
領
域
取
得
の
た
め
の
武
力
行
使
や
武
力
に
よ
る
威
嚇
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
確
立
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
原
則
は
、
自
決
原
則
と
同
様
に
、
領
域
取
得
に
関
連
し
て
こ
れ
ま
で
存
在
し
適
用
さ
れ
て
き
た
法
（the

pre-existing
law

on
ac-

quisition
of

territory

）
と
の
調
和
を
必
要
と
す
る
、
と
論
じ
る
。Ian

B
row

nlie,
P

rinciples
of

P
ublic

International
L

aw
,

sixth
edition,

2003,
p.124.

（
２
）
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
仲
裁
裁
判
や
司
法
裁
判
（
と
く
に
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
お
よ
び
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
の
国
際
判
例
を
分
析
検
討
し
、
そ
れ

ら
の
研
究
成
果
を
基
礎
に
し
て
編
纂
さ
れ
た
国
際
判
例
集
が
い
く
つ
か
刊
行
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
七
〇
年
代
以
降
の
判
例
集
の

一
三
二

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
三
号

先
占
法
理
と
「
実
効
性
」
原
則
（
牧
田
）

一
三
三



な
か
で
、
と
く
に
領
域
紛
争
を
国
際
判
例
全
体
の
一
分
野
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
に
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
し
て
ま
と
め
て
扱
っ
て
収

録
し
た
も
の
を
、
い
く
つ
か
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
田
畑
茂
二
郎
・
太
寿
堂
鼎
編
『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
「
新
版
」』（
有
信
堂

高
文
社
、
第
八
刷
、
一
九
九
七
年
、
初
版
は
一
九
七
二
年
）
で
は
、
第
八
章
「
領
域
」
に
お
い
て
、
プ
レ
ア
・
ビ
ヘ
ア
寺
院
事
件
、
パ
ル
マ

ス
島
事
件
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
な
ど
を
収
録
し
て
い
る
（
九
五－

一
二
五
頁
）。
ま
た
、
波
多
野

里
望
・
筒
井
若
水
編
著
『
国
際
判
例
研
究

領
土
・
国
境
紛
争
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
九
年
）
は
文
字
通
り
領
域
紛
争
に
関
す
る

国
際
判
例
集
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
な
ど
仲
裁
裁
判
二
二
件
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
法
的
地
位
事
件
、
マ
ン
キ
エ
・

エ
ク
レ
オ
諸
島
事
件
な
ど
司
法
裁
判
（
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
七
件
を
収
録
し
て
い
る
（
三－

三
八
六
頁
）。

近
年
の
国
際
判
例
集
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
田
畑
茂
二
郎
・
竹
本
正
幸
・
松
井
芳
郎
編
『
判
例
国
際
法
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
で

は
、
第
四
章
「
領
土
」
に
お
い
て
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
、
プ
レ
ア
ビ
ヘ
ア
事

件
、
な
ど
六
件
の
判
決
を
収
録
し
て
い
る
（
一
一
六－

一
四
〇
頁
）。
こ
れ
ら
の
な
か
で
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
（
執
筆
担
当
・
松
井
芳

郎
）
の
論
点
に
お
い
て
、「
本
件
は
、
領
域
取
得
に
関
す
る
国
際
法
上
の
要
件
を
明
ら
か
に
し
た
判
例
と
し
て
著
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
並

ん
で
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
領
域
主
権
の
本
質
を
解
明
し
た
も
の
と
し
て
も
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」、「
判
決
は
領
域
取
得
の
権
原
と
し

て
は
実
効
的
支
配
を
重
視
し
た
。『
領
域
主
権
の
継
続
的
か
つ
平
和
的
行
使
は
、
権
原
と
し
て
十
分
に
有
効
で
あ
る
』
と
判
決
は
言
う
。
本

判
決
の
こ
の
判
示
も
ま
た
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
な
ど
、
そ
の
後
の
判
例
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
」

と
、
論
評
し
指
摘
す
る
（
一
一
九
頁
）。
ま
た
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
の
二
件
の
判
決
を
「
領
域
権

原
と
し
て
の
実
効
的
支
配
」
に
関
連
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
扱
っ
た
判
例
分
析
検
討
（
執
筆
担
当
・
中
村
道
）
で
は
、
論
点
に
お
い
て
、「
こ

の
二
つ
の
判
決
は
、
一
九
二
八
年
の
パ
ル
マ
ス
島
事
件
の
仲
裁
判
決
と
と
も
に
、
領
域
取
得
の
方
法
な
い
し
領
土
紛
争
の
解
決
基
準
と
し
て

実
効
的
占
有
が
も
つ
意
義
を
確
認
し
た
重
要
な
判
例
で
あ
る
」
と
し
、
前
者
の
事
件
判
決
で
は
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
中
心
的
主
張
は
、
特
定
の

先
占
行
為
や
割
譲
条
約
な
ど
明
白
な
根
拠
に
基
づ
く
も
の
で
な
く
、
国
家
権
能
の
平
穏
か
つ
継
続
的
な
発
現
に
基
づ
く
権
原
の
申
し
立
て
で

あ
り
、
こ
の
実
効
的
占
有
の
主
張
が
認
め
ら
れ
」、
他
方
、
後
者
の
事
件
判
決
で
は
「
英
仏
と
も
に
中
世
以
来
の
固
有
の
権
原
を
主
張
し
た

が
、
裁
判
所
は
、
歴
史
的
な
権
原
も
後
の
法
に
従
っ
て
他
の
有
効
な
権
原
に
よ
り
代
替
さ
れ
な
け
れ
ば
今
日
で
は
法
的
効
果
が
な
い
と
し
て
、

実
効
的
占
有
に
直
接
関
係
す
る
証
拠
に
決
定
的
重
要
性
を
付
与
し
た
」
と
、
論
評
し
指
摘
す
る
（
一
二
四－

一
二
五
頁
）。

こ
の
ほ
か
、
山
本
草
二
・
古
川
照
美
・
松
井
芳
郎
編
『
国
際
法
判
例
百
選
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
トN

o.156

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
で
は
、

「
Ｖ
領
域
」
に
お
い
て
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
、
ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
事
件
な
ど
七
件
の
判
例
を
収
録
す
る
（
六

四－

七
七
頁
）。
こ
の
な
か
で
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
を
「
領
域
主
権
の
機
能
」
に
関
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
扱
い
、
そ
の
解
説
（
執
筆
担

当
・
芹
田
健
太
郎
）
に
お
い
て
、
本
件
は
「
島
の
領
有
権
に
関
す
る
国
際
判
例
」
で
あ
り
、「
領
土
紛
争
の
古
典
的
ケ
ー
ス
」
と
し
て
し
ば

し
ば
引
用
さ
れ
、
こ
れ
に
続
く
の
は
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
、
ク
リ
ッ
パ
ー
ト
ン
島
事
件
の
判
決
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、

「
本
判
例
百
選
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
定
の
地
域
（
島
を
含
む
）
に
対
す
る
主
権
主
張
が
、
先
占
や
割
譲
の
よ
う
な
権
原
で
は
な
く
、
国
家

権
能
の
平
和
的
か
つ
継
続
的
発
現
に
基
づ
く
場
合
の
一
連
の
判
決
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
」、
そ
の
意
味
で
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
東
部

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
判
決
や
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
西
サ
ハ
ラ
事
件
勧
告
的
意
見
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、「
本
仲
裁
判
決

は
、
・
・
・
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
の
解
決
の
決
め
手
に
な
っ
た
実
効
的
占
有
の
有
無
に
つ
い
て
の
審
議
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
。

な
お
、
本
仲
裁
判
決
は
竹
島
や
尖
閣
諸
島
に
関
し
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
」
と
も
指
摘
す
る
（
六
五
頁
）。
ま
た
、
ク
リ
ッ
パ
ー
ト

ン
島
事
件
を
「
先
占
」
に
関
連
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
扱
い
、
そ
の
解
説
（
執
筆
担
当
・
酒
井
啓
亘
）
に
お
い
て
、「
本
件
は
、
国
際
法
上
の

先
占
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
と
並
ぶ
著
名
な
事
件
で
あ
る
。
一
八
世
紀
末
以
降

に
お
け
る
植
民
地
領
有
の
目
的
の
変
化
を
背
景
に
、
発
見
や
領
有
の
確
信
だ
け
で
は
領
域
取
得
の
権
原
と
し
て
不
十
分
で
あ
り
、
先
占
の
要

件
、
特
に
占
有
の
実
効
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
一
九
世
紀
末
に
実
効
的
占
有
原
則
が
確
立
し
て
い
く
過
程
を
後
づ
け
る
（
マ
マ
）
判
決
内
容

と
な
っ
て
い
る
」、「
本
判
決
は
さ
ら
に
先
占
の
成
立
に
必
要
な
条
件
と
し
て
、
領
有
意
思
の
有
効
な
表
示
と
実
効
的
占
有
の
存
在
を
挙
げ
、

後
者
に
つ
い
て
は
名
目
的
な
も
の
で
は
な
く
現
実
の
占
有
実
行
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
・
・
・
本
判
決
は
、
無
人
島
で
あ
っ
て
も
実
効
的

占
有
を
要
す
る
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
に
よ
る
発
見
に
依
拠
す
る
メ
キ
シ
コ
の
主
張
を
退
け
、
発
見
は
未
成
熟
の
権
原
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
パ
ル

マ
ス
島
事
件
判
決
を
踏
襲
す
る
と
と
も
に
、『
発
見
の
法
理
に
対
す
る
先
占
の
法
理
の
優
越
化
』
を
表
し
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
、
論
評
し
指
摘
す
る
（
七
一
頁
）。

（
３
）
領
域
紛
争
の
態
様
、
と
く
に
そ
れ
の
先
占
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
領

域
取
得
方
式
の
ひ
と
つ
で
あ
る
先
占
や
先
占
法
理
の
歴
史
的
展
開
や
意
義
に
か
ん
し
て
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
本
稿
に

お
け
る
検
討
事
項
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
テ
ー
マ
や
論
点
に
関
連
し
て
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
、
総
論
的
な
視
点
か
ら
、
と
く
に
領

域
紛
争
の
処
理
手
続
、
先
占
あ
る
い
は
「
実
効
的
先
占
」（effective

occupation

）
の
概
念
と
特
性
な
ど
に
留
意
し
て
、
次
の
よ
う
に
論
述
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
領
域
権
原
に
関
す
る
紛
争
や
明
確
な
境
界
画
定
は
、
し
ば
し
ば
、
国
際
裁
判
、
交
渉
、
仲
介
と
い
っ
た
手
続
の
主
題
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と
さ
れ
て
き
た
。
い
ず
れ
の
国
家
に
も
属
さ
な
い
地
域
（
無
主
地
）
の
取
得
の
場
合
で
さ
え
、
こ
う
し
た
こ
と
は
現
在
で
は
起
り
え
な
い
が
、

過
去
に
お
け
る
先
占
と
の
関
連
性
や
存
在
が
、
し
ば
し
ば
現
存
の
紛
争
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
。
法
的
に
は
関
連
す
る
出
来
事
は
数
世
紀
前

に
生
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
い
う
。I.B

row
nlie,op.cit.,p.123.

ま
た
、
彼
は
、「
実
効
的
先
占
」
の
概
念
や
特
性
に
つ
い
て
、
国
際
判
例
に
も
目
配
り
し
な
が
ら
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
論
述
す
る
。
国

際
法
に
お
け
る
実
効
的
先
占
の
概
念
は
、
私
法
に
お
け
る
占
有
（possession

）
と
称
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
法
的
関
係
を
代
表
す
る
。
条
約
や
判

決
に
公
式
な
権
原
の
基
礎
を
欠
く
場
合
や
、
制
度
の
う
え
で
権
原
の
登
録
が
無
い
場
合
に
は
、
占
有
が
重
要
な
役
割
を
は
た
す
。
そ
の
概
念

は
複
雑
で
、
諸
事
実
に
原
則
を
適
用
す
る
う
え
で
多
く
の
困
難
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
国
家
活
動
と
く
に
統
治
行
為
（acts

of
adm

inistration
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
先
占
」（occupation

）
は
ロ
ー
マ
法
上
のoccupatio

か
ら
派
生
し
、
現
実
の
定
住
や
物
理
的

所
有
の
意
味
で
の
先
占
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
実
効
的
先
占
は
一
般
的
に
、
無
主
地
―
―
例
え
ば
、
火
山
島
、
以
前
の
主
権
者
に
よ
り

放
棄
さ
れ
た
領
域
、
社
会
的
政
治
的
組
織
を
有
す
る
社
会
（
共
同
体
）
に
よ
り
所
有
さ
れ
な
い
地
域
―
―
に
対
す
る
主
権
の
拡
大
に
関
係
す

る
。
無
主
地
と
の
関
連
性
は
、
実
効
的
先
占
と
取
得
時
効
と
の
区
別
に
お
け
る
重
要
な
点
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
あ
る
国
家
の
争
わ

れ
え
な
い
主
権
下
に
あ
っ
た
土
地
が
競
争
者
に
よ
る
主
権
行
為
に
服
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
取
得
時
効
の
要
件
が
充
足
さ
れ
れ
ば
、
実

効
的
先
占
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
理
論
枠
組
み
、
方
法
論
）
が
主
権
の
確
立
過
程
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
な
る
。
実
際
に
は
、
実
効
的
先
占
と

時
効
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
く
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
仲
裁
判
決
や
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
判
決
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
に
お
い
て
、
二
つ
の
競
争
的

主
権
者
の
い
ず
れ
が
よ
り
正
当
性
を
も
つ
か
と
い
う
単
純
な
こ
と
が
、
争
点
で
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
実
効
的
先
占
に
つ
い
て

は
、
無
主
地
の
取
得
以
外
の
関
連
要
素
を
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
国
家
に
よ
る
占
有
や
主
権
の
発
現
の
立
証
、
要
す
る

に
よ
り
正
当
な
権
利
を
有
す
る
こ
と
の
立
証
に
関
係
す
る
、
と
述
べ
る
。
占
有
意
思
（anim

us
occupandi

）
の
立
証
に
つ
い
て
は
、
東
部

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
判
決
に
お
い
て
、
二
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち
主
権
者
と
し
て
行
為
す
る
意
図
と
意
思
、
そ
の
権
能
の
現
実
的
行
使
・

表
示
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
前
者
の
要
件
は
占
有
意
思
な
い
し
所
有
意
思
（anim

us
possidendi

）
と
も
称
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
は

多
く
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
ら
は
主
観
的
要
件
な
い
し
主
観
的
基
準
で
あ
っ
て
、
非
現
実
的
あ
る
い
は
「
空
虚
な
幻
影
」
で
あ
る
と
し

て
批
判
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
パ
ル
マ
ス
島
事
件
仲
裁
判
決
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
判
決
で
は
、
国
家
活
動
の
客
観
的
事
実
、

主
権
の
発
現
が
強
調
さ
れ
た
、
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
占
有
意
思
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
こ
と
が
ら
に
か
か
わ
っ
て
、
必
要
な
機
能
を
有

す
る
、
と
述
べ
る
。
第
一
は
、
国
家
活
動
は
主
権
の
権
原
（a

titre
de

souverain

）
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
第
二
は
、
そ
の
概
念
は
、
そ
の
活

動
が
他
国
の
同
意
に
よ
る
か
、
あ
る
い
は
他
の
者
が
正
当
な
主
権
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
国
家
活
動
は
主
権
に
成
熟
し
え

な
い
と
い
う
、
否
定
的
な
役
割
を
有
す
る
こ
と
、
第
三
は
、
活
動
全
体
の
主
要
な
性
格
は
、
主
権
の
存
在
が
ほ
ぼ
確
実
に
想
定
さ
れ
る
場
合

に
の
み
、
説
明
可
能
と
さ
れ
る
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。Ibid.,

pp.133－
135.

（
４
）

I.B
row

nlie,op.cit.,
pp.135－

137.

（
５
）

Ibid.,
p.135.

『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
〔
新
版
〕』
九
九
頁
、『
国
際
法
判
例
百
選
』
六
四
頁
、『
判
例
国
際
法
』
一
一
六
頁
、L

.C
.G

reen,
In-

ternational
L

aw
T

hrough
the

C
asea

,
1959,

p.349.

（
６
）

R
IA

A
,

V
ol.II,

p.829.

判
決
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
判
例
研
究
・
紹
介
の
関
連
部
分
の
ほ
か
、L

.C
.G

reen,op.cit.,pp.349－
365.

芹

田
健
太
郎
『
島
の
領
有
と
経
済
水
域
の
境
界
画
定
』（
有
信
堂
、
一
九
九
九
年
）、
二
六
二－

三
一
五
頁
な
ど
参
照
。

（
７
）

R
IA

A
,V

ol.II,
p.1105.

芹
田
、
前
掲
書
、
三
一
六－

三
二
三
頁
、『
国
際
法
判
例
百
選
』
七
〇－

七
一
頁
。

（
８
）

PC
IJ,SerA

/B
N

o.53,p.22.

『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
〔
新
版
〕』一
〇
三－

一
〇
五
、『
判
例
国
際
法
』
一
二
一－

一
二
三
、『
国
際
法
判
例

百
選
』
六
八－

六
九
頁
な
ど
参
照
。

（
９
）

IC
J

R
eports

1953,
p.47.

『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
〔
新
版
〕』一
〇
六－

一
〇
九
、『
判
例
国
際
法
』
一
二
三－

一
二
四
頁
な
ど
参
照
。

（
１０
）

International
C

ourt
of

Justice,
Press

R
elease

2002/39
bis.

http
://w

w
w

.icj-cij.org/icjw
w

w
/ipresscom

/ipre.../ipresscom
2002- 39

bis- inna- 20021217.ht

International
C

ourt
of

Justice,Y
ear

2002,
C

ase
C

oncerning
Sovereignty

O
ver

Pulau
L

igitan
and

Pulau
Sipadan

（Indonesia/M
a-

laysia

）,2002
17

D
ecem

ber
G

eneral
L

ist
N

o.102.

な
お
、
本
件
に
か
か
わ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
訴
訟
参
加
に
関
す
る
判
決
に
つ
い
て
は
、IC

J

R
eports

2001
,

pp.579－
581.paras.1－

11.

国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
会
（
項
目
執
筆
担
当
・
浅
田
正
彦
）『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
一
〇

四
巻
二
号
（
二
〇
〇
五
年
九
月
）、
八
〇－

一
〇
七
頁
参
照
。

（
１１
）

I.B
row

nlie,op.cit.,pp.135－
137.

（
１２
）
山
本
、
前
掲
書
、
二
四
六
頁
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
関
連
し
て
、
山
本
教
授
は
、
さ
ら
に
以
下
の
よ
う
に
も
説
明
を
す
る
。
ま
ず
、「
一

八
世
紀
の
半
ば
以
来
、
無
主
地
に
対
す
る
領
域
権
原
の
原
始
取
得
は
、
実
効
的
先
占
（effective

occupation

）
に
よ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

多
く
の
国
際
判
例
で
そ
の
詳
細
な
要
件
が
定
め
ら
れ
た
」
と
い
う
。
ま
た
、「
完
全
な
権
原
の
取
得
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。「
今

一
三
六
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日
で
は
、
発
見
だ
け
で
そ
の
後
の
現
実
の
占
有
行
為
を
伴
わ
な
い
場
合
に
は
、
無
主
地
に
対
す
る
領
域
主
権
の
取
得
の
権
原
と
は
み
と
め
ら

れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
中
世
末
か
ら
一
九
世
紀
に
い
た
る
ま
で
の
間
で
国
際
法
規
は
著
し
く
変
化
し
た
、
と
解
さ
れ

て
い
る
。
・
・
・
少
な
く
と
も
一
六
世
紀
前
半
ま
で
に
関
す
る
限
り
、
発
見
に
対
し
て
完
全
な
領
域
権
原
の
取
得
を
み
と
め
る
立
場
が
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
立
場
の
な
か
に
も
、
無
主
地
を
単
に
発
見
ま
た
は
望
見
し
た
だ
け
で
そ
れ
以
上
の
占
有
意
思
を
示
す
行
為
が
な
く
と
も
十
分

と
す
る
も
の
と
、
さ
ら
に
現
地
に
上
陸
し
立
入
調
査
を
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
国
旗
の
掲
揚
と
か
標
柱
の
設
置
な
ど
占
有

を
示
す
象
徴
的
行
為
を
要
す
る
と
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
当
然
か
つ
即
時
に
当
該

地
域
に
対
す
る
有
効
な
権
原
が
確
定
し
た
こ
と
に
な
り
、
実
効
的
占
有
な
ど
他
の
行
為
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
の
で
あ
っ

て
、
征
服
・
条
約
・
遺
棄
に
よ
る
移
転
が
あ
る
か
ま
た
は
他
国
の
継
続
的
な
占
有
が
優
越
す
る
場
合
を
除
け
ば
、
そ
の
後
の
競
合
す
る
主
張

に
有
効
に
対
抗
で
き
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
立
場
に
よ
る
に
せ
よ
、
時
際
法
理
論
の
適
用
が
あ
る
以
上
、
現
行
国
際
法
上
は
、

そ
の
後
も
こ
の
種
の
領
域
権
原
が
有
効
に
存
続
し
た
も
の
と
、
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
九
世
紀
以
来
、
無
主
地
が
希
少
に
な
っ
た

事
実
に
か
ん
が
み
、
国
際
法
規
も
実
効
的
先
占
を
領
域
権
原
取
得
の
要
件
と
す
る
よ
う
に
な
り
、
発
見
だ
け
を
理
由
に
一
国
が
排
他
的
な
影

響
力
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
そ
の
地
域
を
留
保
し
て
お
く
こ
と
は
、
ゆ
る
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
論
じ
る
。
山
本
、
前
掲
書
、

二
四
二
、
二
四
五－

二
四
六
頁
。

（
１３
）
時
際
法
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
国
際
法
に
お
い
て
は
、
・
・
・
年
月
の
経
過
の
間
に
法
規
内
容

が
変
わ
り
、
法
の
変
化
前
に
生
じ
て
い
た
行
為
な
い
し
事
実
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
新
旧
い
ず
れ
の
法
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題

と
な
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
法
の
時
間
的
抵
触
を
解
決
す
る
た
め
の
規
則
を
時
際
法
と
い
う
。
・
・
・
領
域
の
取
得
に
つ
い
て
は
取

得
し
た
と
主
張
す
る
当
時
に
有
効
で
あ
っ
た
国
際
法
を
基
礎
と
し
て
現
在
の
領
域
主
権
を
評
価
す
る
の
で
あ
っ
て
、
現
行
法
規
の
遡
及
的
な

適
用
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
。
新
法
の
遡
及
的
適
用
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
権
利
を
否
定
す
る
こ
と
は

法
的
安
定
を
害
す
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
の
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
に
お
い
て
、
・
・
・
時
際
法
に
新
し
い
考
え
方
を
導

入
し
た
。
領
土
主
権
の
よ
う
な
長
期
に
わ
た
る
継
続
的
な
法
的
関
係
の
価
値
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
変
化
す
る
条
件
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
、
権
利
を
創
設
す
る
行
為
（
た
と
え
ば
無
主
地
の
発
見
）
を
、
権
利
が
発
生
し
た
時
に
有
効
で
あ
っ
た
法
に
服
さ
せ
る
と

い
う
原
則
は
、
同
時
に
、
権
利
の
存
続
、
権
利
の
継
続
的
表
示
の
法
（
領
域
の
実
効
的
占
有
）
の
発
展
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
条
件
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
領
域
主
権
も
、
領
域
取
得
後
の
継
続
的
占
有
を
必
要
と
す
る
と
い
う
法
の
変
化
に
よ
っ
て
、
占

有
が
欠
け
れ
ば
そ
の
効
力
を
否
定
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
現
在
の
時
点
で
領
域
紛
争
を
解
決
す
る
う
え
で
一
定
の
有

用
性
を
も
つ
。」
国
際
法
学
会
編
（
項
目
執
筆
担
当
・
東
寿
太
郎
）『
国
際
関
係
法
辞
典
』、
三
七
九
頁
。

決
定
的
期
日
（
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
デ
ー
ト
）
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。「
紛
争
当
事
国
間
に
存
在
す

る
法
的
状
態
を
決
定
す
る
事
実
関
係
の
基
準
と
な
る
期
日
の
こ
と
を
い
い
、
・
・
・
争
わ
れ
て
い
る
権
利
義
務
関
係
は
こ
の
期
日
に
お
い
て

凍
結
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
後
に
生
じ
た
事
実
は
証
拠
力
を
否
定
さ
れ
、
そ
の
影
響
を
受
け
な
い
。
こ
う
し
た
期
日
を
設
定
す

る
こ
と
が
特
に
要
請
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
消
滅
し
た
法
的
状
態
に
基
づ
い
て
紛
争
の
解
決
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
、
ま
た
、
と
り
わ
け
紛
争
の
発
生
後
に
当
事
者
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
自
己
に
有
利
な
事
実
を
考
慮
の
外
に
置
く
こ
と
が
必
要

で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
観
念
的
に
は
決
定
的
期
日
の
設
定
は
す
べ
て
の
紛
争
に
お
い
て
問
題
と
な
り
う
る
も
の
の
、
必
ず
し
も

す
べ
て
の
場
合
に
明
示
的
に
特
定
の
期
日
を
選
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
領
域
紛
争
な
ど
、
歴
史
的
事
実
や
紛
争
発
生

後
の
実
力
に
よ
る
支
配
が
援
用
さ
れ
る
際
に
、
特
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。
・
・
・
領
域
紛
争
に
関
す
る
国
際
裁
判
の
先

例
で
は
、
領
域
に
対
す
る
主
張
が
競
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
点
な
ら
び
に
領
域
紛
争
が
具
体
化
し
た
時
点
が
主
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い

る
。
・
・
・
パ
ル
マ
ス
島
事
件
で
は
、
当
該
地
域
が
従
来
当
該
第
三
国
に
帰
属
し
有
効
な
割
譲
の
対
象
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
、

割
譲
の
時
点
が
決
定
的
期
日
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
先
占
に
よ
る
取
得
が
主
張
さ
れ
た
地
域
の
帰
属
が
争
わ
れ
た
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件

で
は
、
当
該
地
域
が
有
効
な
先
占
の
対
象
と
な
り
う
る
無
主
地
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
先
占
宣
言
の
時
点
が
決
定
的
期
日

と
さ
れ
た
。
・
・
・
さ
ら
に
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
事
件
の
よ
う
に
、
紛
争
当
事
国
双
方
の
主
張
が
長
期
に
わ
た
り
相
互
に
競
合
す
る
支

配
や
権
限
行
使
に
基
づ
く
場
合
に
、
特
に
決
定
的
期
日
を
定
め
な
か
っ
た
例
も
み
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
で
も
主
権
を
め
ぐ
る
紛

争
が
発
生
し
た
時
点
以
後
の
行
為
に
関
し
て
は
独
自
の
権
原
取
得
事
実
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」
国
際
法
学
会
編
（
項
目
執
筆
担
当
・
高
田

映
）、
前
掲
書
、
一
九
一－

一
九
二
頁
。

五

結
び
に
か
え
て

こ
の
小
稿
で
と
り
あ
げ
、
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
領
域
取
得
方
式
と
し
て
の
先
占
、

一
三
八
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こ
の
先
占
の
法
理
と
意
義
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
く
に
先
占
の
法
理
に
関
連
し
て
、
そ
の
内
在
的
な
基
本
要

素
の
ひ
と
つ
を
な
す
「
実
効
性
」
原
則
や
実
効
的
占
有
な
い
し
実
効
的
支
配
と
い
っ
た
概
念
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ア
プ

ロ
ー
チ
し
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
作
業
課
題
の
設
定
と
そ
の
た
め
の
作
業
過
程
は
、
当
初
の
方
針
に
お
い
て
も
、

結
果
的
に
も
、
先
達
の
思
考
や
考
察
あ
る
い
は
研
究
成
果
に
多
く
を
学
ぶ
こ
と
に
終
始
し
、
あ
る
意
味
で
、
そ
れ
は
、
筆
者
自
身
に
と
っ

て
の
ひ
と
つ
の
「
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
」
と
し
て
の
域
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
学
び
え
た
多
く
の
こ
と
は
、
先

占
の
法
理
や
「
実
効
性
」
原
則
の
意
義
や
機
能
を
国
際
法
史
の
展
開
過
程
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
評
価
し

う
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
再
度
ア
プ
ロ
ー
チ
せ
ん
と
す
る
と
き
、
多
く
の
有
益
な
示
唆
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
と
く
に
、
そ
う
し

た
先
占
の
法
理
や
「
実
効
性
」
原
則
の
今
日
的
な
位
相
や
意
義
に
つ
い
て
、
そ
う
し
た
法
理
や
原
則
の
歴
史
的
な
生
成
発
展
過
程
を
辿
り

つ
つ
、
再
考
し
再
確
認
す
る
う
え
で
、
特
別
な
意
義
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
。

国
家
の
領
域
主
権
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
に
と
っ
て
最
も
枢
要
か
つ
根
源
的
な
権
利
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
国
際
法

に
お
い
て
も
最
も
基
本
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
こ
と
は
現
在
に
お
い
て
も
変
わ
り
な
い
。
そ
れ
は
領
域
紛
争
の
発
生
、
原
因
、

処
理
方
法
な
ど
を
め
ぐ
る
一
連
の
関
連
す
る
論
点
に
か
ん
が
み
て
も
、
現
実
に
は
そ
の
重
要
性
（
重
大
性
）
が
い
っ
そ
う
顕
著
な
様
相
を

と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
示
さ
れ
よ
う
。
そ
の
重
要
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
国
の
み
な
ら
ず
、
国
際
社
会
全
体
に

と
っ
て
も
、
大
き
な
意
味
と
影
響
力
を
有
す
る
。

具
体
的
な
領
域
紛
争
の
処
理
に
際
し
て
、
そ
の
紛
争
の
根
源
的
な
原
因
が
領
域
主
権
に
対
す
る
権
原
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
場
合
に
、

と
く
に
そ
れ
が
領
域
の
原
始
的
取
得
た
る
発
見
に
も
と
づ
く
「
未
成
熟
の
権
原
」
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
実
効
的
占
有
や
「
実
効
性
」
の
原

則
に
か
か
わ
る
論
点
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
、
そ
れ
ら
の
原
則
や
実
効
的
先
占
に
つ
い
て
紛
争
当
事
国
の
い
ず
れ
が
十
分
に
立
証
し

う
る
か
、
あ
る
い
は
、「
継
続
的
か
つ
平
和
的
な
国
家
権
能
の
発
現
」
に
よ
る
「
確
定
的
権
原
」
な
い
し
「
終
局
的
権
原
」
に
つ
い
て
紛

争
当
事
国
の
い
ず
れ
が
十
分
に
立
証
し
う
る
か
が
、
具
体
的
な
紛
争
処
理
の
結
果
を
導
く
う
え
で
の
最
大
の
論
点
と
な
り
う
る
。
そ
う
し

た
類
の
領
域
紛
争
の
多
く
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
紛
争
原
因
を
過
去
の
で
き
ご
と
に
起
源
を
有
し
、
発
見
や
先
占
、
あ
る
い
は

「
実
効
性
」
に
か
か
わ
る
論
点
に
直
接
・
間
接
に
関
係
す
る
。
そ
れ
は
、
わ
が
国
が
一
方
の
当
事
国
と
し
て
か
か
わ
る
未
解
決
の
領
域
紛

（
１
）

争
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
、「
竹
島
紛
争
」
に
つ
い
て
あ
て
は
ま
る
こ
と
が
ら
で
も
あ
る
。

こ
う
し
た
類
の
紛
争
の
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
紛
争
の
発
生
、
原
因
、
性
格
な
ど
を
含
め
、
紛
争
の
内
実
を
法
的
観
点
か
ら
客
観
的
に

分
析
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
さ
ら
に
、
紛
争
当
事
国
間
の
観
点
か
ら
だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
い
対
世
的
な
観
点
か

ら
も
、
国
際
社
会
の
秩
序
や
利
益
に
抵
触
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
紛
争
処
理
を
は
か
る
方
策
を
追
及
す

る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

（
１
）
「
竹
島
紛
争
」
に
つ
い
て
は
、
よ
り
一
般
的
に
は
「
竹
島
問
題
」
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
国
際
法
上
の
一

定
の
基
準
や
要
件
に
も
と
づ
き
、
国
際
紛
争
の
定
義
や
概
念
を
意
識
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
き
、「
竹
島
問
題
」
は
、
国
際
法
を
論
拠
に

し
て
争
わ
れ
て
い
る
紛
争
で
あ
り
、
国
際
法
を
適
用
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
可
能
な
日
韓
両
国
間
の
領
有
権
を
め
ぐ
る
「
竹
島
紛
争
」
と
し

て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
あ
る
い
は
紛
争
に
つ
い
て
は
、
先
占
の
法
理
と
の
関
連
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
「
実
効
性
」

原
則
と
の
関
連
に
お
い
て
、
種
々
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
う
し
た
考
察
や
研
究
と
し
て
、
例
え
ば
、
太
寿

堂
教
授
は
、
一
九
六
一
年
の
時
点
で
、「
目
下
懸
案
中
の
竹
島
の
帰
属
問
題
は
、
先
占
を
根
拠
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
独

立
し
た
テ
ー
マ
と
し
て
追
求
す
べ
き
問
題
で
あ
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
後
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、「
竹
島
問
題
」
と
し
て
と
り
あ
げ
、「
竹
島

の
帰
属
を
め
ぐ
る
日
韓
両
国
の
論
争
を
国
際
法
の
見
地
か
ら
み
る
と
、
争
点
は
三
つ
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
第
一
は
両
国
の
主
張
す
る
歴
史
的
根

拠
の
有
効
性
、
第
二
は
一
九
〇
五
年
の
日
本
政
府
に
よ
る
領
土
編
入
措
置
の
効
力
、
第
三
は
第
二
次
大
戦
中
の
カ
イ
ロ
宣
言
か
ら
対
日
平
和

条
約
に
及
ぶ
一
連
の
措
置
で
あ
る
。
・
・
・
本
件
解
決
の
き
め
手
と
な
る
の
は
、
信
憑
性
が
疑
わ
れ
る
歴
史
的
事
実
に
基
づ
く
根
拠
で
は
な

く
て
、
実
効
的
占
有
の
有
無
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
る
。
太
寿
堂
鼎
、
前
掲
論
文
「
先
占
に
関
す
る
わ
が
国
の
先
例
」、
一
六
一
頁
、
同
「
竹
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四
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島
問
題
」『
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
〔
新
版
〕』、
一
九
八
七
年
、
一
一
二
頁
。
太
寿
堂
教
授
に
は
、
ほ
か
に
、「
竹
島
紛
争
」
に
か
か
わ
る
歴

史
的
事
実
や
国
際
法
の
観
点
か
ら
の
詳
細
な
分
析
検
討
に
も
と
づ
く
考
察
と
し
て
、「
竹
島
紛
争
」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
四
巻
四
・
五
号
、

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
年
、
一
〇
五－

一
三
六
、
こ
れ
の
英
文
論
文
、“T

he
D

ispute
betw

een
Japan

and
K

orea
respecting

Sovereignty

over
T

akeshim
a”,

T
he

Japanese
A

nnual
of

International
L

aw
,

N
o.12,1968,pp.1－

17.

、
な
ど
が
あ
る
。

こ
の
ほ
か
、
皆
川
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。「
竹
島
紛
争
は
、（
日
韓
両
国
の
間
で
）
双
方
が
こ
の
小
島
を
長
期
間
領
有
し
て
き
た

と
い
う
相
反
す
る
主
張
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
・
・
・
問
題
の
解
決
は
、
根
本
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
相
競
う
主
権
の
主
張
を
、
ど
ち

ら
の
当
事
者
が
い
つ
そ
う
確
信
的
な
証
拠
を
も
つ
て
支
持
し
う
る
か
の
決
定
に
か
か
る
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
・
・
・

竹
島
紛
争
の
実
体
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
解
決
の
規
準
と
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
際
法
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
な
に
よ
り
も
第
一
に
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
一
九
世
紀
以
降
通
用
し
て
き
た
領
土
に
関
す
る
国
際
法
は
、

一
定
地
域
に
対
し
、
主
権
者
と
し
て
行
動
す
る
意
思
だ
け
で
は
な
く
、
主
権
の
現
実
的
・
具
体
的
な
発
現
を
、
そ
の
正
当
な
主
張
の
た
め
に

要
求
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
竹
島
に
対
す
る
日
本
の
原
始
的
タ
イ
ト
ル
は
、
一
九
〇
五
年
の
実
効
的

占
有effective

possession

と
い
う
実
体
国
際
法
の
要
求
す
る
権
原
に
代
替
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、「
日
本
は
す
で
に
一
七
世
紀
は

じ
め
竹
島
を
発
見
し
、
そ
れ
を
現
実
的
専
用
の
対
象
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
始
的
権
原
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
一
九
〇
五

年
同
島
の
正
式
な
領
土
編
入
に
よ
り
確
定
的
権
原
に
代
替
さ
れ
た
」
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
結
論
的
に
、「
竹
島
問
題
は
、
・
・
・
法
律
的

紛
争
で
あ
り
、
し
か
も
領
土
主
権
に
関
す
る
紛
争
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
な
争
点
は
、
竹
島
に
対
す
る
領
土
主
権
が
日
本
に
属
す
る
か
、

そ
れ
と
も
韓
国
に
属
す
る
か
に
あ
る
」と
指
摘
し
、
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
、
日
本
政
府
は
、
一
九
五
四
年
九
月
二
五
日
の
口
上
書
に
お
い
て
、

こ
の
紛
争
を
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
に
付
託
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
が
、
韓
国
政
府
は
こ
れ
を
拒
否
し
た
こ
と
に
言
及
し
、「
こ
の

拒
否
の
動
機
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
か
」
と
問
う
。
皆
川
洸
、
前
掲
論
文
、
三
五
二
、
三
五
五
、
三
六
六－

三
六
七
、
三
六
八－

三
七
〇
頁
。

こ
の
ほ
か
、
竹
島
問
題
あ
る
い
は
竹
島
紛
争
に
つ
い
て
は
、
横
川
新
「
竹
島
」、
国
際
法
事
例
研
究
会
編
『
領
土
』
慶
応
通
信
、
一
九
九

〇
（
平
成
二
）
年
、
一
六
五－

一
八
三
頁
、
芹
田
健
太
郎
、
前
掲
書
、
二
二
五－

二
三
九
頁
、
ま
た
、
近
年
の
論
考
と
し
て
は
、
多
少
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
が
、
領
土
問
題
等
を
特
集
し
た
『
中
央
公
論
』
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
号
所
収
の
、
芹
田
「
政
治
は
国
民
と
領
土
を

守
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
な
い
か
」
九
二－

一
〇
一
頁
、
塚
本
孝「『
竹
島
領
有
権
紛
争
』
が
問
う
日
本
の
姿
勢
」
一
一
二－

一
一
九
頁
、
な
ど

が
あ
る
。

一
四
二

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
三
号




