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植

民

地

領

有

の

目

的

(三
、完
臥

山

本

美

越

乃
.

ラ五
通
商
的
利
権
の
確
保
、
植
民
地
領
有

の

一
目
的
が
通
商
的
利
権

の
確
保
に
存
す
る
こ
ご
は
、
近
世
各
国

の
植

民
的
活
動

の
實
駐
に
徴
す
る
も
明
か
に
し
て
、
唯
當
初
は
通
商

の
主
眼
ε
す
る
所
は
如
何
に
し
て
伯
國

の
輸
出
を

増
加
し
其

の
輸
入
を
減
少
せ
し
む

べ
き
か
に
存
し
、
獲
て
他
国

の
競
争
に
謝
し
て
自
国

の
通
商
を
保
護
せ
ん
が
爲

め
に
、
国
家
は
或
は
私
人

の
企
業
に
干
渉
を
加

へ
、
或
は
各
種
の
特
権
を
賦
興
し
て
通
商

の
猫
吉
を
認

む
る
等
、

所
謂
重
商
主
義

(冨
曾
8
葺
霞
ω
日
)
の
商
業
政
策
を
以
て
共

の
国
是
&
な
し
π
り
、
此

の
如
き
政
策
は
現
今
に
於
て

は
容
易
に
其

の
誤
れ
る
こ
&
を
指
摘
し
得
べ
し
&
難
ビ
も
、
近
世
各
国

の
植
民
的
活
動
に
着
手
し
た
る
當
時

に
在

り

て
は
、
偏
狭
な
る
地
方
的
若
く
ば
封
建
的
分
立
主
義

の
政
治
思
想
漸
く
衰
頽
に
締
し
、
之
に
代
り
て
国
家
的
若

く

ば
国
民
的
統

一
主
義

の
思
想
次
第
に
人
心
を
支
配
せ
ん
と
す
る
聴
代
な
り
し
を
以
て
、
経
済
政
策
上
に
於
て
も

亦
地
方
的

の
小
利
害
問
題
よ
り
国
家
的

の
大
利
害
問
題
に
國
民

の
注
意
を
轄
参
る
の
必
要
を
生
じ
、
重
商
主
義
は

恰
も
斯
か
る
時
勢
の
刺
戟
を
受
け
、
且
其

の
必
要
に
悉
ぜ
ん
が
短
め
に
生
れ
な
る
も
の
な

る
こ
ε
を
想

ふ
時
は
、
.

假
令
其
の
中

に
は
幾
多

の
謬
見

を
包
臓
せ
る
に
拘
ら
す
、
償
ほ
従
来

の
偏
挾
な
る
経
済
思
想
に
比
較
す
渇
時
は
明

か
に
…進
歩

の
跡
を
認
め
ざ
る
を
得
す
、
.シ
ュ
.
モ
ラ
ー
が
重
商
主
義

の
本
質
は
国
家
的
若
く
ば
國
氏
的

の
経
済
政
策

を
以
て
、
地
方
的
若
く
ば
局
部
的
の
経
済
政
策
に
代
ゆ
る
こ
ご
に
依
り
、
乱肌
會
の
組
織
井
に
国
家

の
制
度
を

一
璽

・
せ
し
め
捻
る
黙
に
在
り
ご
謂

へ
る
は
至
言
九
り
。

論

醗
.

植
民
地
領
有
め
目
的
(三
、完
)

第
八
巻

(第
六
號

六
一〕

七
七
九
.

(1)Schmoller,G.TheMercantileSystem(Economicclassics>,p.51.
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散

に
重
商
主
義

の
此
の
峡
黙
に
謝
し
て
は
事
實
土
及
學
説
上
の
二
方
面
よ
り
有
力

な
る
反
封
を
生
じ
、
即
ち
事

實
上
に
於
て
は
.一
七
七
⊥
ハ
年

の
北
米
十
三
州

の
濁
立

の
贅
言
は
.此

の
主
義

に
射
し
て
致
命
的

の
打
撃
を
與

へ
、
學

誘
上
に
於
て
は
ア
ダ
.ム
、

ス
ミ
ス
の
不
朽
の
名
著
は
其

の
思
想
の
根
柢
に

一
大
斧
鉞
を
加
ふ
ろ
に
至
れ
り
、

ス
、・、

ス
の
意
見
に
振
れ
ば
、
植
民
地

に
劃
す
る
通
商

の
凋
占
忙
依
り
て
英
国
の
享
け
な
る
利
益
は
、
他
国
ε
比
較
せ
ぜ

英
国
を
し
て
有
利

の
地
位
に
立
な
し
め
穴
り
ε
云
ふ
に
止
ま
り
、
輩
に
英
国

の
み
に
就
き
て
考
ふ
る
時
は
寧

ろ
是

れ
無
巻
に
如

か
壷
、
植
民
地

の
通
商
を
目
由
に
放
任
し
な
ら
ん
に
は
其
の
利
益
幾
許
な
汐
し
や
を
知
る
可
か
ら
す

コ

ゆ
コ

ε
錐

ざ
も

、
不
幸

に
し

て
人

爲
的

の
濁

占
制
度

に
依

り
少

か
ら

ざ

る
損
失

を
蒙

り
起

り
ご
。

上
述

の
如
一
當
初
は
極
端
な
る
母
国
本
位
主
義
に
捺
り
て
通
商
⊥
の
利
灌
を
確
保
せ
ん
ε
し
砦

も
、
其

の
結
、

果

は
蕾

に
植
民
地

の
獲
蓮
を
阻
碍

せ
る
の
み
な
争

、
延
て
母
国
の
利
盆
を
も
害
す
る
に
至
れ
る
を
以
て
、

で

、

ス
の
思
想
.の
感
化
を
、受
け
な
る
こ
ご
最
も
人
な
る
英
国
に
於
て
は
、
前
世
紀

の
中
葉
以
後
他
国
に
率
先
し
て
通
商

.

自
由

の
主
義
を
確
立
す
嚢

共
に
、
能
ふ
限
り
植
民
地
に
ポ
此

呈

義
を
適
用
せ
ん
こ
8
に
努
め
な
り
、
然
る
に
.

.

肩
治
植
民
地
以
外
の
植
民
地

に
於
け
る
通
商
政
策
上
の
方
針
鳳
、
固
よ
り
母
国
政
府
自
ら
之
を
決
定
す
る
こ
ε
を

得

る
を
鉄
工

植
民
地
直
己

の
歳
入
を
得
ん
が
爲
め
に
或
種

の
貨
物
に
郵
し
て
牧
人
主
義
を
基
礎

喜

る
關
視
を
馳

論

説

植
民
地
磐

の
目
的
三
・完
}

第
八
巻
.
重

ハ
號

⊥八
三
)

七
杢

(1)K6bner,EinfUhrungindieKolonialpolitik,S・175.

(2)AdamSmith,WealthofNaヒions,BI.IV,chap.VII;partIII.



■

論

説

植
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地
領
有
の
目
的
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)
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八
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課
す
る
の
必
要
あ
み
場
合

の
他
は
、
原
則
ご
し
て
通
商
自
由
の
主
義
を
魍
用

し
得

べ
し
ご
難

ざ
も
.
自
治
植
民
地

に
於
て
.は
通
商
問
題
は
所
謂
内
政
上

の

一
問
題

こ
し
て
之
を
植
民
地

の
自
由
に
委
ね
ら
る
る
が
故
に
、
母
國
の
理

想
は
客
星
に
實
現
せ
ら
れ
ざ
る
の
み
な
ら
す
、
却
て
彼
等

の
有
す
る
自
治
権

の
範
園
内
に
於
て
自
由
に
通
商
上
に

ト

や

制
限
を
加

へ
、
甚

し
き
に
至
り
て
は
他
國
を
し
て
其

の
利
益
を
壟
断
せ
し
む
る
が
如
き
傾
向
を
さ

へ
生
挙

る
に
至

れ
り
、
這
は
嘗

て
極
端
な
る
重
商
主
義
的
の
政
策
を
貴
行
し
て
植
民
地

の
利
害
に
關
し
て
は
深
く
留
意
せ
ざ
り
し

母
國

の
當
熱
愛
く
べ
き
慮
報
収
り
ε
は
調

香
、
然
か
も
此

の
如
く
ん
ぜ
通
商
上

の
利
椹
を
確
保
せ
ん
が
爲
め
に
植

艮
地
を
領
有
し
た
る
本
來

の
目
的
を
達
す
る
こ
&
能
は
室
、
加
之
、
之
を
理
論
上
よ
り
す

る
も
其
の
母
國
な
る
ε

植
武
地

琵
る
ご
を
問
は
沸
、
荷
く
も

一
國

の
統
治
罹

の
下
に
結
合
せ
ら
れ
た

る
各
部

が
互
に
自
己
の
利
益
を

の
み

計
り
、
毫
も
国
家
全
膿

の
利
害
得
失
を
考
慮

せ
ざ
る
が
如
き
は
、
恰
も
四
肢
互
に
濁
立
自
由

の
行
動
を
執
り
、
其

.

の
運
動

の
統

一
を
掌

る
べ
き
中
福
部
を
鉄
け
る
に
等
し
ぐ
、
組
織
的

の

一
燈
と
し
て
存
立
せ
ざ
る
ぺ
か
ら
ぎ
る
國

.

家
と
し
て
は
到
底
許
し
得

べ
か
ら
ざ
る
所

に
厨
す
o
.
.

於
弦
乎
、
政
治
的
に
結
合
せ
ら
れ
な
る
植
民
地
を
更
に
縄
濟
的
に
結
合
し
て
、
母
国
に
封
ず
る
關
係
を

一
層
鑑

固
鶴
ら
し
む
る
の
必
要
を
威
す

る
に
至
る
は
當
然
に
し
て
、
此

の
目
的
を
達

せ
ん
ε
徹
せ
ば
母
国
封
植
民
地
及
植

民
地
相
互
の
問
に
於
け
る
通
商
上
の
障
壁
を
撤
去
し
、
或
は
母
国
封
植
民
地
問

に
は
他
国

に
許
興
せ
ざ
る
特
別
の

通
商
保
護
.の
方
法
を
講
ヂ
る
等

の
方
針

に
出

で
ざ
る
可
か
ら
す
、
此

の
如
く
に
し
て
初
め
て
母
国

の
産
物
は
植
民

地

に
於
て
、
又
植
民
地
の
産
物
は
母
國
に
於

て
他
國
品
よ
り
も
有
利
の
地
位
を
占
む
ろ
こ
ε
を
得
、
從
て
植
民
地
.

領
有

の

一
目
的
た
る
通
商
上

の
利
権
皿を
安
全
に
確
}保
す
る
こ
と
を
得
べ
き
な
り
、
母
国
及
植
民
地

の
砿啄
治
的

の
赫茄



、

合
は
畢

寛

一
の
形
式
に
過
ぎ
令
し
て
、
之
に
依
り
て
両
者

の
關
係
を
實
質
的
に
親
密
拭
ら
し
む
る
力
を
有
す
る
も

げ

に
非
事
ε
錐

ぜ
も
、
経
済
的
の
結
合
は
之
に
反
し
て
實
質
的
に
其

の
關
係
を
密
接
鞏
固
な
ら
し
む
る
分
力
あ
り
・

或
は
通
商
上
の
最
終

の
理
想
は
蕾

に
母
国
封
植
艮
地
問

の
み
な
ら
争
、
置
く
他
国
に
…射
し
て
も
亦
能
ふ
限
り
門

戸
を
開
放
し
て
其
の
自
由
を
認
む
る
に
在
り
、
然
る
に
今
若

し
前
述

の
如

く
母
国
封
植
民
地
間

の
通
商
の
偵
由
は

之
を
認
む
る
も
、他
國
に
罰

し
て
は
其

の
自
由
を
制
限
す
と
せ
ば
、池
園
も
亦
自
国
に
謝
し
て
報
復
主
義
を
實
行
ず

る
に
.至
る
は
當
然

に
し
て
、
果
し
て
黙
り
&
せ
ば
小
盗
.の
矯
め
に
却
て
大
釜
を
失
ふ
の
結
果
に
陥

る
べ
く
、
叉
植

.

民
地
自
己

の
立
黙
よ
り
ず
る
も
、
現
今
多
数

の
植
民
地
は
産
業
上

の
保
護

を
必
要
ε
す
べ
き
事
情
あ

る
の
み
な
ら

季
、
、財
欲
上
に
於
て
も
歳
入
の

一
部
を
關
視
に
求
む
る
を
便
ご
す
る
理
由
あ
る
が
故
に
、
濁

り
母
国
に
封
レ
て
の

み
特
別
の
待
遇

を
與

へ
ん
ご
す
る
が
如
き
は
此

の
窯
よ
り
論
ず
る
も
不
可
な
り
、
若
し
植
民
地

の
財
政
上
關
視
収

入
に
重
き
を
置
く
の
要
な
く
、
又
特
に
關
税
に
依

る
産
業
の
保
護
を
必
要

ε
す
る
こ
と
な
く
ん
ば
、
置
く
他
国
に

謝
し
て
も
自
由

に
門
戸
を
開
放
す
べ
く
.、
之
に
反
し
て
關
椀
牧
人
及
産
業
の
保
護
を
必
要

ご
す
べ
き
植
残
地
に
於

て
は
、
.母
国
π
る
ε
他
国
な
る
ε
に
依
り
て
此

の
如
き
差
別
的
の
待
遇
を
駕
す
の
要
な
し
ε
思
惟
す
る
人

な
き
に

非
す
遭
難
ぜ
も
(壁

}、
.各
国
共
に
鋭
意
國
内
の
産
業
を
漿
捌
し
つ
つ
あ

る
現
今
の
時
代
に
在
り
て
は
～
極
端
な
る

自
由
開
放
主
義
は
結
厨
他
国
の
競
争
者
に
集
す
べ
き
機
會
を
輿
ふ
る
に
過
ぎ
ざ

る
を
以

て
〔註
二
)、
該
主
義

の
揺
籃

拠
る
英
国
に
於
て
す
ら
今
日
は
.既
に
自
由
主
義
に
饗
し
て
は
有
力
な
る
反
封
を
生
じ
、
加
ふ
る
に
多
年
各
国
に
劃

し
て
該
主
義

の
實
例
を
示
し
て
其
の
宣
傳
に
努

め
だ
る
も
、
他
国
の
之
に
倣
ふ
も
の
な
き
の
み
な
ら
す
、
却

て
反

謝
礼
産
業
保
護

の
隠
壁
を
益
々
固

か
ら
し
め
ん
ε
す
る
が
如
き
傾
向
あ
る
よ
り
、
近
時
は
其

の
主
義

に
多
少
攣
更

論
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植
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目
的
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第
八
巻
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六
號

六
六
∀

七
八
四

を

加

へ
、
殊

に
植
民
地

に
射

し
て
は
特
恵
關
視
主
義

を
裾
張

し
て
、
母
國
勤
植
民
地
間

の
通
商
的
關
係

を

一
局
緊

密

な
ら
し

め
ん

こ
`
に
注

意
す

る
に
至

れ
り
(註
三
)、
英
国

に
於

て
既

に
熬
り
、
爾
鯨

の
植
民
國

に
在

り

て
は
最
初

よ

り
植

民
地
領

有

の

一
目

的
を
通
商
上

の
利
権

の
確

保

に
置
く

が
故
に

、
母
國

の
利

益
を
犠
牲

に
供

す

る
も
伺

ほ
.

植

民
地

の
通
商
を
自
由

に
他
國
た

開
放

せ
ん
と

す
る

が
如

き
こ
ご
は
、
彼
等

の
豫
怨

せ
ざ
り
し
所

に
し

て
恐
く

ば

將
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難

ざ
も
想
到

す
る
能
は

ざ

る
所

な
る
べ
し
。
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し
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爲
め
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す
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つ
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し
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利
加
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両
国
の
産
業
上

に
於
け
る

一
大
進
歩
に
、
他
国
殊

に
英
国

の
商

工
業
上
に
著
し
音
影
響

々
及
ぼ
し
、
從
て
其

の
植
民
地
に
封
ず

楓

.

る
舅

の
弩

も
毒

筆
の
肇

国
の
矯
め
に
漸
議

迫
隻

け
ん
手

る
が
如
藤

袴

在
　

天

ん
塁
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‡

ム
で

レ
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易
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璽

毒

原
則
に
讐

て
挑
難

試
み
つ
つ
あ
り
・
而
し
て
外
国
品
中
殊
に
鍵

品
の
輸
入
の
滑
架

隔靴

示
す
へ
、
こ
は
英
風
品
の
古
風
陳
腐
に
し
て
何
等
人
の
注
意

か
惹
か
ず

、
文
典
の
製
法
に
改

頁
進
歩
の
痕
た
認
む
べ
か
ら
ざ
る
に
反
し
.、
濁
逸
品

蟻

傅

し
て
難

貫
く
、
且
警

餐

地
の
野

に
投
ぜ
ん
…

海
研
究
し
つ
づ
蒙

に
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豊
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か
る
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讐
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他
国
の
競
箏
に
射
し
て
何
等
の
制
限
々
設
く
る
こ
是

く
ん
ば
、
母
国
の
郵

程

次
第
に
植
民
地
よ
り
騙
誉

ら

れ
・
延
て
母
国
産
業
の
衰
退
な
招
く
に
至
る
べ
し
ε
に
ー
チ
ヤ
ム
バ
ー
レ
ン
一
派
の
所
謂
帝
国
關
税
同
盟
論

〔Hヨ
需
ユ
巴
n=u,門。ヨ
い
二三
。5
)
に

有
力
な
る
根
隷
な
奥
へ
た
み
も
の
な
り
、
バ
ル
フ
ナ
ア
王
氏
(切5
巴
「2
こ
の
如
春
も
大
磯
に
於
て
同

一
の
意
見
々
有
ぜ
り
。

要
之
、
植
民
地
領
有

の

一
目
的

が
通
商

上

の
利
権

の
確
保

に
存

す

る
こ
ε
は
疑

を
容

れ
季

ご
錐
ご
も

、
其

の
植

民
地

に
蜀

す

る
通

商
主

義

に
關

し
て
は
、
上
述

の
如

く

に
最
初

は
母
國
本
位
主
義

に
依
,り
毫
も
植
民
地

の
利
害
を

顧

る
こ
ご
な
か
り
し

が
、
此

の
如

き
主
義

の
到
底

永
緬

す

べ
か

ら
ざ

る
や
明

か
に
し
て
、
終

に
事
賢

士
及
學

説
上

の
二
方
面

よ
り
該

主
義

の
破
壊

せ
.ら

る
る
に
至

る
や
、

一
時
從
來

の
主
義

ご
全
く
相
反

せ

る
植

民
地

本
位
主
義

に

立
脚

せ
る
通
商

の
自
由
を
認

め
尭

る
も
、
此

の
主
義

も
亦

極
端

に
之

を
許
す
時

は
、
通
商
上

の
利
椹
を
確
保

せ
ん

が
爲

め
に
植

民
地

を
領
有
し
た

る
母

国

の
目

的

は
「
他

国

の
競

争
的
勢
力

の
爲

め

に
之
を
達

す

る
こ
ご
能

は
ざ

る

に
至

る
べ
き
を
以

て
・
更

に
植
民
地
領
有
の
種
本
主
計
に
溯
り
、
母
国
及
植
民
地

の
相
互
享
益
主
義
を
基
礎

青

る
通
商
主
義
の
確
立
を
必
要
こ
す
る
に
至
駈
り
、
是
れ
實
に
現
今

の
情
勢
に
し
て
、
相
互
享
益

の
目
的
を
達

せ
ん

が
爲
め
に
は
母
國
樹
植
民
地
問

に
他
國
に
封
ず
る
ξ
異
な
れ
る
特
殊

の
通
商
主
義
を
實
行
ず
る
℃
嬬
あ

る
も
、
植

民
政
策
上
の
見
地
よ
り
せ
ば
他
国
は
之
に
「濁
し
て
非
難
を
加
ふ
べ
き
正
常
の
理
由
を
有
せ
ざ
る
な
「り
。
一.

以
上
吾
人
は
.植
民
地
領
有
の
目
的
を
主
&
し
て
輕
濟
上
よ
り
考
察
し
た
ゆ
&
難
ざ
も
、
更
に
政
治
上
文
は
外
交

上
よ
り
之
を
論
ず

る
も
、
現
今
各
国

の
領
有
せ
る
植
民
地
を
悉
く
解
放
ず
る
ε
共
に

一
切

の
防
備
…を
・撤
廣
し
、
全

世
界

の
植
民
地
は
人
類

の
卒
和

ε
幅
阯

亡
の
矯
め
に
墨
て
之
を
各
國
晟

の
共
同
利
肘
に
委
ぬ
る
が
如
き
理
想
的
時

.

代

の
實
現
せ
ら
れ
ざ
る
隣
り
ぽ

(註
)、
政
治
上
文
は
外
交
上
よ
り
論
参

る
も
軽
々
に
植
民
地
領
有

の
要
否
を
断
で
.
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の
且
的
{三
、完
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・

第
八
巻

(第
六
號

大
入
)

七
入
山ハ

可
か
ら
ざ
る
も

の
あ
り
、
吾
人
は
常

に
高
遠

の
理
想
郷
に
達

せ
ん
こ
ε
を
望
む
と
共

に
又
現
代

の
時
世
に
棲
息
せ

る
こ

ご
を
怠

る
べ
か
ら
ナ
、
殊
に
政
治
上
X
は
外
交
上
よ
り
某
地
方
を
植
民
地
ご
し
て
領
有
す
る
の
必
要
あ

る
ご

ヒ
を
認
む
る
場
合
は
、
該
地
方

の
自
国
に
謝
す
る
地
理
的
關
.係
長
も
重
大
な
る
理
由
を
成
す
が
故
に
、
各
場
合

の

事
情

を
精
…査
し
蹴
る
後
に
非
か
ん
ば
抽
象
的
に
其

の
要
否
を
論
断
す
る
を
得
.ざ
.る
な
り
。

.

量

榎

戸
博
吉

植
民
の
篇

の
目
的
は
、
へ
町

i
、
ヂ

〒

ヂ
の
滝

圃
纂

(野

師
　
ま

邑
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鼠

旦

壷

三

盛

暖

し
た

る
世
界

土
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共
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論
賛

・
.邑

。
ロ
鱒
嵩
、
・二
。
・

。
=

、
巳

あ

實
現
に
苛

・、
な
し
、
癒

に
蓋

あ

賜
物
に
し
て
国
籍
の
賠

継
聞
手

人
種
の
差
別
々

論
ぜ
ず
人
類

⑳
爲

め
に
最
も
畏
く
利
用
す
る
者

の
有
に
蹄
ぜ
し
む
べ
し
こ
な
烈

若
L
此

の
理
想
に
し
て
實
現
せ
啄
れ
ん

か
、
政
治
上
外
交
上
に

捨
て
は
勿
論
縄
濟

上
に
於
て
も
亦
精
一民
地
領
有
の
必
要
な
目見
ざ
ろ
に
至
ら
ん
。

の
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(1}..新 渡戸博士『植民の終 極 目前』(法 摩協會雑誌第三十一巻第十二號所載)参 照。


