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�

直

人

は

じ

め

に

中
國
に
お
け
る
國
際
法
繼
�
の
歷
�
は
︑
ア
ヘ
ン
戰
爭
直
�
に
ア
メ
リ
カ
人
宣
敎
師
パ
ー
カ
ー

(
P
e
te
r
P
a
rk
e
r)

と
中
國
人
キ
リ
ス
ト
敎
徒

の
袁
德
輝
が
︑
欽
差
大
臣
林
則
徐
の
�
�
を
�
け
て
︑
ヴ
ァ
ッ
テ
ル

(
E
m
e
r
d
e
V
a
tte
l)

の
﹃
國
際
法

(
L
e
d
ro
it
d
es
g
en
s)
﹄
を
﹁
滑
,
爾
各

國
禁
律
﹂
お
よ
び
﹁
法
律
本
性
正
理
﹂
と
し
て
�
譯
し
た
こ
と
に
始
ま
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
﹁
各
國
禁
律
﹂
と
﹁
法
律
本
性
正
理
﹂
は

ご
く
一
部
の
抄
譯
に
と
ど
ま
っ
た
︒
國
際
法
槪
說
書
の
本
格
-
漢
譯
は
︑
ア
メ
リ
カ
人
宣
敎
師
の
マ
ー
テ
ィ
ン

(
W
illia
m

A
le
x
a
n
d
e
r
P
a
rso
n
s

M
a
rtin
・
漢
字
名
丁
韙
良
)

が
總
理
衙
門
の
委
囑
を
�
け
て
ホ
イ
ー
ト
ン

(
H
e
n
ry
W
h
e
a
to
n
)

の
﹃
國
際
法
原
理

(
E
lem
en
ts
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l

L
a
w
)
﹄
を
�
譯
し
︑
一
八
六
四
年
に
刊
行
し
た
﹃
萬
國
公
法
﹄
が
�
初
と
な
る
︒

『萬
國
公
法
﹄
に
つ
い
て
は
︑
つ
と
に
底
本
の
﹃
國
際
法
原
理
﹄
よ
り
も
自
然
法

(
n
a
tu
ra
l
la
w
)

を
强
E
し
て
漢
譯
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
て

き
た

(以
下
︑
自
然
法
强
E
說
)
︒
自
然
法
は
︑
人
閒
の
理
性
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
べ
き
不
變
か
つ
�
G
-
な
法
で
あ
り
︑
人
閒
に
よ
っ
て
は
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改
變
で
き
な
い
法
で
︑
そ
の
內
容
は
人
閒
の
本
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
自
然
法
の
存
在
を
�
提
に
し
た
議
論
が
︑
自
然
法
論

で
あ
る
︒
こ
れ
に
對
し
て
法
實
證
K
義

(
le
g
a
l
p
o
sitiv
ism
)

は
︑
制
定
法
や
慣
O
法
︑
P
例
法
と
い
っ
た
特
定
の
時
代
・
場
Q
・
對
象
に
限
定

さ
れ
て
R
當
す
る
實
定
法
に
よ
っ
て
實
證
可
能
で
あ
る
こ
と
を
法
の
�
提
と
す
る
︒
國
際
法
學
に
お
け
る
法
實
證
K
義
は
︑
條
S
な
ど
の
T
示

-
合
U
や
慣
O
へ
の
默
示
-
合
U
が
存
在
す
る
か
を
見
る
︒
つ
ま
り
法
實
證
K
義
は
︑
理
性
に
合
致
す
る
か
で
は
な
く
︑
V
去
に
當
該
事
項
に

つ
い
て
の
合
U
が
成
立
し
て
い
る
か
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る(1

)

︒
た
だ
し
︑
一
九
世
紀
後
X
に
お
い
て
︑
淸
Z
は
國
際
法
と
接
觸
し
た
ば
か
り

だ
っ
た
た
め
︑
淸
Z
が
國
際
法
を
[
守
す
る
根
據
を
T
示
-
合
U

(條
S
)

や
默
示
-
合
U

(國
際
慣
O
)

に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
︒

﹃
萬
國
公
法
﹄
で
地
域
や
時
代
と
も
關
係
な
く
�
G
-
な
R
當
性
を
持
つ
と
さ
れ
る
自
然
法
が
底
本
よ
り
も
强
E
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
︑
十

分
に
首
肯
で
き
る
話
で
あ
る
︒

『萬
國
公
法
﹄
に
つ
い
て
の
自
然
法
强
E
說
の
首
唱
者
と
目
さ
れ
る
の
は
︑
吉
野
作
]
で
あ
る
︒
彼
は
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
お
よ
び
西
周
の
﹃
畢

洒
林

(フ
ィ
セ
リ
ン
グ

S
im
o
n
V
isse
rin
g
)

氏
萬
國
公
法
﹄
が
自
然
法
を
强
E
し
て
漢
譯
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
た
め
日
本
人
は
﹁
公
`
﹂﹁
天
下
の

大
`
﹂
と
い
っ
た
觀
念
の
も
と
で
國
際
法
を
理
解
・
繼
�
し
た
︑
と
論
じ
た(2

)

︒
こ
の
吉
野
作
]
の
說
を
︑
よ
り
詳
し
い
檢
討
に
よ
っ
て
證
T
し

よ
う
と
し
た
の
が
大
a
善
梧
で
あ
る
︑
彼
は
一
九
三
八
年
の
論
�
に
お
い
て
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
の
漢
譯
�
は
﹁
性
法
﹂
(自
然
法
の
マ
ー
テ
ィ
ン
に

よ
る
漢
譯
語
)

の
﹁
一
元
論
の
如
く
に
解
さ
れ
る
﹂
と
し
て
い
る(3

)

︒
彼
は
︑
戰
後
の
一
九
五
三
年
に
發
表
し
た
論
說
で
も
︑
自
然
法
强
E
說
を

b
り
︑﹁
マ
ー
チ
ン
は
︑
c
宜
の
た
め
に
天
`
思
想
を
借
用
し
た
の
で
は
な
く
︑
心
か
ら
の
自
然
法
K
義
者
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
﹂
と

說
い
た(

4
)

︒
淸
末
中
國
の
國
際
社
會
へ
の
參
入
V
e
を
論
じ
た
徐
中
S
も
︑
大
a
善
梧
の
說
を
引
き
繼
ぎ
つ
つ
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
の
書
鯵
に
國
際
法

の
漢
譯
が
﹁
神
を
否
定
す
る
政
府

(
a
th
e
istic
g
o
v
e
rn
m
e
n
t)
﹂
に
神
と
神
の
永
h
の
正
義
の
存
在
を
i
め
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
書
か
れ
て
い

る
こ
と
も
示
し
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
の
自
然
法
論
に
親
和
-
な
立
場
が
彼
の
國
際
法
の
漢
譯
に
影
j
を
與
え
て
い
る
と
し
た(5

)

︒

し
か
し
な
が
ら
︑
大
a
善
梧
の
說
を
批
P
-
に
再
檢
證
す
る
論
考
も
現
れ
た
︒
田
岡
良
一
は
︑﹃
畢
洒
林
氏
萬
國
公
法
﹄
の
法
源
や
無
差
別
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戰
爭
觀
に
關
す
る
記
営
な
ど
を
つ
ぶ
さ
に
檢
討
し
︑
當
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
實
證
K
義
の
學
說
を
反
映
し
た
記
営
に
な
っ
て
い
る
と
證
T
し

た(
6
)

︒
こ
の
田
岡
論
�
の
影
j
と
思
わ
れ
る
が
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
の
﹃
萬
國
公
法
﹄
に
つ
い
て
も
大
a
善
梧
の
自
然
法
强
E
說
に
修
正
が
圖
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
︒
l
吉
良
人
は
︑
﹃
萬
國
公
法
﹄
で
マ
ー
テ
ィ
ン
が
﹁
天
法
﹂
や
﹁
義
理
﹂︑﹁
公
議
﹂
な
ど
と
漢
譯
語
を
用
い
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
︑
自
然
法
-
な
論
営
を
强
E
し
た
と
い
う
よ
り
は
當
時
の
中
國
の
法
律
制
度
を
考
慮
し
た
マ
ー
テ
ィ
ン
獨
自
の
工
夫
で
あ
る
と
し
︑
場

Q
と
對
象
を
考
慮
し
た
m
譯
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
と
し
た
︒
l
吉
良
人
は
︑
底
本
以
上
に
自
然
法
が
强
E
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見

解
は
﹁
今
日
の
我
々
の
i
識
か
ら
考
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
︑
一
面
の
眞
實
性
を
n
す
る
﹂
が
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
の
﹁
中
國
に
お
け
る
任
務
や

當
時
の
中
國
や
日
本
に
お
け
る
法
o
]
を
考
慮
し
た
場
合
に
は
︑
彼
と
そ
の
助
手
,
の
�
譯
技
p
の
卓
越
し
た
點
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
﹂
と

し
て
い
る(

7
)

︒

さ
ら
に
周
圓
は
︑
あ
ら
た
め
て
﹃
萬
國
公
法
﹄
の
第
一
卷
を
底
本
と
對
照
し
︑﹁
日
本
の
硏
究
者
に
よ
る
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
の
中
で
原
書
﹃
國

際
法
原
理
﹄
よ
り
も
相
當
に
自
然
法
を
强
E
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
︑
と
い
う
指
摘
﹂
に
は
﹁
さ
ほ
ど
R
當
性
が
な
い
﹂
と
し
︑
﹁
中
國
傳
瓜

の
思
想
の
中
で
荏
�
-
な
地
位
を
保
ち
續
け
た
儒
家
と
︑
重
�
な
地
位
を
占
め
て
き
た
`
家
の
思
想
に
含
ま
れ
る
諸
觀
念
が
西
洋
の
自
然
法
の

觀
念
と
あ
る
種
の
相
似
性
を
s
す
る
た
め
﹂︑﹁
日
本
の
國
際
法
硏
究
者
に
と
っ
て
は
あ
た
か
も
西
洋
-
自
然
法
觀
念
へ
の
志
向
が
强
い
よ
う
に

見
え
た
の
で
は
な
い
か
﹂︑
と
指
摘
し
て
い
る(8

)

︒
も
と
よ
り
︑
吉
野
作
]
以
來
の
自
然
法
强
E
說
論
者
の
檢
討
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
﹃
萬

國
公
法
﹄
お
よ
び
﹃
畢
洒
林
氏
萬
國
公
法
﹄
の
譯
�
は
非
常
に
斷
片
-
で
︑
田
岡
良
一
や
周
圓
の
檢
討
に
よ
り
︑
自
然
法
强
E
說
の
R
當
性
は

な
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒

し
か
し
︑
�
t
の
硏
究
で
あ
っ
て
も
︑
大
久
保
永
晴
や
殷
之
光
の
よ
う
に
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
﹃
萬
國
公
法
﹄
に
お
い
て
自
然
法
が
底
本
以
上
に

强
E
さ
れ
て
い
る
と
の
立
場
を
取
る
論
考
も
あ
る(9

)

︒
ま
た
︑
底
本
の
內
容
に
對
す
る
�
譯
の
忠
實
さ
に
つ
い
て
も
︑
田
岡
良
一
は
﹃
萬
國
公

法
﹄
は
﹁
原
著
の
字
句
に
拘
泥
し
な
い
で
︑
そ
の
精
神
を
汲
ん
で
こ
れ
を
漢
�
で
傳
え
る
と
い
う
K
義
の
下
に
書
か
れ
た
も
の
﹂
で
﹁
原
著
の

｢洋務」�の漢譯國際法槪說書における�譯方針
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忠
實
な
譯
と
は
い
え
な
い
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
ジ
ャ
ニ
ン
・
ジ
ャ
ン

(張
嘉
寧
)

は
﹁
か
な
り
の
e
度
ま
で
原
典
に
從
っ
て
忠
實
に
譯
出
さ
れ
﹂

て
い
る
と
し
て
お
り
︑
z
價
が
割
れ
た
ま
ま
で
あ
る(10

)

︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
の
自
然
法
强
E
說
の
當
否
や
�
譯
の
底
本
に
對
す
る
忠
實
さ
に
つ
い
て
は
︑
い
ま
だ
結
論
が
出
て
い
な
い
︒

し
か
し
︑
長
ら
く
考
察
の
K
た
る
對
象
に
な
っ
て
き
た
﹃
萬
國
公
法
﹄﹁
第
一
卷
﹂
の
テ
キ
ス
ト
を
分
析
す
る
の
で
は
︑
怨
た
な
根
據
を
示
す

こ
と
も
困
難
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
筆
者
が
}
目
す
る
の
が
︑
田
岡
良
一
が
﹃
畢
洒
林
氏
萬
國
公
法
﹄
を
分
析
す
る
際
に
論
據
の
一

つ
に
し
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
無
差
別
戰
爭
觀
﹂
で
あ
る(11

)

︒
無
差
別
戰
爭
觀
は
︑
自
然
法
論
に
屬
す
正
戰
論
と
對
照
さ
れ
る
︑
法
實
證
K
義
に
卽
し

た
理
論
で
あ
る
た
め
︑
自
然
法
强
E
說
の
R
當
性
を
P
斷
す
る
n
力
な
根
據
に
な
る
︒
假
に
﹃
國
際
法
原
理
﹄
に
戰
爭
の
各
當
事
國
が
い
ず
れ

も
正
當
な
戰
爭
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
趣
旨
の
記
営
が
あ
り
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
の
對
應
す
る
漢
譯
�
に
作
爲
-
改
變
が
i
め
ら
れ
る
な
ら
ば
︑

自
然
法
論
に
寄
っ
た
�
譯
が
な
さ
れ
て
い
た
根
據
に
な
る
︒

た
だ
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
の
一
書
で
底
本
の
無
差
別
戰
爭
觀
の
記
営
の
漢
譯
が
不
正
確
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
で
た
だ
ち
に
作
爲
-
改
變

と
斷
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
ら
�
譯
ス
タ
ッ
フ
の
技
量
不
足
に
�
因
す
る
可
能
性
も
殘
る(

12
)

︒
ゆ
え
に
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
と
は

�
譯
ス
タ
ッ
フ
の
顏
ぶ
れ
の
衣
な
る
﹃
公
法
c
覽
﹄
と
﹃
公
法
會
�
﹄
も
含
め
て
檢
討
を
行
う
こ
と
で
は
じ
め
て
︑
無
差
別
戰
爭
觀
の
�
譯
に

對
す
る
一
貫
し
た
方
針
が
マ
ー
テ
ィ
ン
に
あ
っ
た
か
否
か
を
P
斷
で
き
る
と
考
え
る
︒
ま
た
︑
た
と
え
﹃
萬
國
公
法
﹄・﹃
公
法
c
覽
﹄
・﹃
公
法

會
�
﹄
に
お
い
て
無
差
別
戰
爭
觀
が
正
確
に
�
譯
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
マ
ー
テ
ィ
ン
個
人
の
問
題
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
︑
淸
Z
の
國
家
體

制
や
中
國
讀
書
人

(官
員
を
含
む
)

の
思
想
と
衝
突
す
る
た
め
︑
無
差
別
戰
爭
觀
を
正
確
に
譯
出
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
こ
で
︑

マ
ー
テ
ィ
ン
と
は
別
の
敎
會
に
Q
屬
す
る
フ
ラ
イ
ヤ
ー

(
Jo
h
n
F
ry
e
r・
漢
字
名
傅
蘭
�
)

が
﹃
萬
國
公
法
﹄・﹃
公
法
c
覽
﹄
・﹃
公
法
會
�
﹄
と

�
く
重
複
し
な
い
中
國
人
ス
タ
ッ
フ
と
と
も
に
漢
譯
し
た
︑﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄
も
檢
證
の
對
象
に
入
れ
る
こ
と
と
す
る
︒

本
稿
は
︑
第
一
違
で
無
差
別
戰
爭
觀
と
分
析
對
象
の
�
獻
に
つ
い
て
槪
觀
し
︑
第
二
違
か
ら
第
五
違
に
か
け
て
﹃
萬
國
公
法
﹄
・﹃
公
法
c
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覽
﹄・﹃
公
法
會
�
﹄・﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄
と
底
本
の
無
差
別
戰
爭
觀
に
關
わ
る
記
営
を
比
�
し
︑
①
無
差
別
戰
爭
觀
の
記
営
が
底
本
よ
り

も
�
め
ら
れ
て
い
る
か
︑
②
�
め
ら
れ
て
い
た
場
合
に
そ
れ
が
漢
譯
者
の
作
爲
に
よ
る
も
の
か
を
考
察
し
︑
漢
譯
に
お
け
る
自
然
法
强
E
の

U
圖
の
n
無
を
檢
證
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

第
一
違

分
析
對
象
の
�
獻
と
無
差
別
戰
爭
觀
に
つ
い
て

(
一
)
﹃
萬
國
公
法
﹄
・
﹃
公
法
�
覽
﹄
・
﹃
公
法
會
�
﹄
・
﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄
と
そ
の
底
本

ま
ず
︑
比
�
分
析
の
對
象
と
な
る
﹃
萬
國
公
法
﹄・﹃
公
法
c
覽
﹄・﹃
公
法
會
�
﹄・﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄
と
そ
れ
ら
の
底
本
に
つ
い
て
槪
觀

し
て
お
き
た
い
︒

〇
『國
際
法
原
理
﹄
と
﹃
萬
國
公
法
﹄

『萬
國
公
法
﹄
の
底
本
で
あ
る
﹃
國
際
法
原
理
﹄
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
法
學
者
・
外
�
官
ホ
イ
ー
ト
ン
の
著
し
た
國
際
法
槪
說
書
で
あ

る
︒
ホ
イ
ー
ト
ン
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
�
デ
ン
マ
ー
ク
公
�
︑
�
プ
ロ
イ
セ
ン
公
�
な
ど
を
つ
と
め
た
︒
彼
の
著
書
﹃
國
際
法
原
理
﹄
は
︑

一
八
三
六
年
に
ロ
ン
ド
ン
お
よ
び
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
初
版
が
出
版
さ
れ
︑
フ
ラ
ン
ス
語
・
ス
ペ
イ
ン
語
・
イ
タ
リ
ア
語
に
�
譯
さ
れ
て
い

る(
13
)

︒
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
國
際
法
上
合
法
と
見
る
向
き
の
强
か
っ
た
勢
力
均
衡

(
b
a
la
n
c
e
o
f
p
o
w
e
r)

を
維
持
す
る
た
め
の
干
涉
に

つ
い
て
︑
そ
の
歷
�
-
效
用
を
z
價
し
つ
つ
も
懷
疑
-
な
議
論
を
展
開
す
る
な
ど
︑
彼
獨
自
の
ス
タ
ン
ス
も
隨
Q
に
見
ら
れ
る
︒

『國
際
法
原
理
﹄
の
漢
譯
に
あ
た
っ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
は
︑
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン

(長
老
�
)

の
宣
敎
師
で
あ
る
︒
一
八
五
〇
年
に
中
國
へ
渡
っ

て
傳
`
に
從
事
し
︑
一
八
五
八
年
に
は
ア
メ
リ
カ
�
淸
公
�
館
の
�
譯
官
を
つ
と
め
︑
淸
米
天
津
條
S
の
閲
結
に
關
わ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
淸
Z
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の
總
稅
務
司
ハ
ー
ト

(
S
ir
R
o
b
e
rt
H
a
rt)

の
提
案
で
﹃
國
際
法
原
理
﹄
の
漢
譯
に
取
り
か
か
り
︑
歐
米
諸
國
の
手
の
內
を
さ
ら
す
行
爲
で
も
あ

る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
の
外
�
官
の
反
發
を
買
う
こ
と
も
あ
っ
た
が
︑
一
八
六
四
年
に
﹃
萬
國
公
法
﹄
の
名
で
刊
行
し
た
︒
マ
ー
テ
ィ
ン
が
漢
譯

に
あ
た
っ
て
底
本
と
し
た
の
は
︑
一
八
五
五
年
出
版
の
﹃
國
際
法
原
理
﹄
第
六
版
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
萬
國
公
法
﹄
漢
譯
に
何
師

孟
・
李
大
�
・
張
煒
・
曹
景
榮
が
︑
添
�
に
は
陳
欽
・
李
常
華
・
方
濬
師
・
毛
鴻
圖
が
中
國
人
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
關
わ
っ
て
い
る(14

)

︒
ま
た
︑
一

八
六
五
年
に
西
周
が
訓
點
を
施
し
た
和
刻
本
﹃
萬
國
公
法
﹄
が
開
成
Q
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒﹃
萬
國
公
法
﹄
出
版
の
�
年
に
マ
ー
テ
ィ
ン

は
淸
Z
か
ら
京
師
同
�
館
の
英
�
敎
O
に
招
か
れ
︑
一
八
六
九
年
に
は
總
敎
O
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
︒
マ
ー
テ
ィ
ン
は
中
國
語
や
漢
�
︑
經
書

を
は
じ
め
中
國
古
典
に
つ
い
て
深
く
學
O
し
︑
一
八
八
一
年
に
ベ
ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
國
際
東
洋
學
者
大
會

(
In
te
rn
a
tio
n
a
l
C
o
n
g
re
ss
o
f

O
rie
n
ta
lists)

に
お
い
て
︑﹁
中
國
古
代
に
お
け
る
國
際
法
の
痕
跡

(
T
ra
c
e
s
o
f
In
te
rn
a
tio
n
a
l
L
a
w
in
A
n
c
ie
n
t
C
h
in
a
)
﹂
の
題
目
で
︑
春
秋
戰
國

時
代
の
諸
侯
閒
に
お
け
る
﹁
國
際
法
﹂
の
學
p
報
吿
を
行
い
︑
こ
れ
を
論
�
に
し
た
て
て
﹁
國
際
法
論
z

(
R
ev
u
e
d
e
d
ro
it
in
tern
a
tio
n
a
l)
﹂
誌

に
揭
載
し
て
い
る(

15
)

︒
彼
が
關
わ
っ
た
漢
譯
書
は
︑
實
に
多
¡
で
多
分
野
に
わ
た
っ
て
い
る
︒

〇
『國
際
法
硏
究
入
門
﹄
と
﹃
公
法
c
覽
﹄

『公
法
c
覽
﹄
の
底
本
で
あ
る
﹃
國
際
法
硏
究
入
門

(
In
tro
d
u
ctio
n
to
th
e
stu
d
y
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
)
﹄
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
法
學
者
で

イ
ェ
ー
ル
大
學
の
學
長
を
つ
と
め
た
ウ
ー
ル
ジ
ー

(
T
h
e
o
d
o
re
D
w
ig
h
t
W
o
o
lse
y
)

の
著
作
で
あ
る
︒
ウ
ー
ル
ジ
ー
は
︑
も
と
は
ギ
リ
シ
ア
古
典

硏
究
を
專
門
と
し
て
い
た
が
︑
學
長
就
任
後
に
國
際
法
の
¦
義
も
�
け
持
つ
よ
う
に
な
る
︒﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄
は
︑
國
際
法
の
¦
義
案
を

ま
と
め
た
も
の
で
︑
初
版
は
一
八
六
〇
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る(16

)

︒

マ
ー
テ
ィ
ン
は
汪
鳳
藻
・
鳳
儀
・
左
秉
隆
・
德
T
と
と
も
に
同
書
を
�
譯
︑
一
八
七
八
年
に
﹃
公
法
c
覽
﹄
の
名
で
刊
行
し
た
︒
こ
の
漢
譯

は
︑﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄
の
各
版
と
﹃
公
法
c
覽
﹄
を
詳
細
に
校
對
し
た
傅
德
元
に
よ
れ
ば
︑
一
八
七
二
年
發
行
の
第
三
版
を
底
本
と
し
た
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と
さ
れ
る(

17
)

︒﹃
公
法
c
覽
﹄
の
�
譯
に
は
汪
鳳
藻
・
鳳
儀
・
左
秉
隆
・
德
T
が
︑
添
�
に
は
貴
榮
・
桂
林
が
中
國
人
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
た
ず
さ

わ
っ
て
い
る(

18
)

︒
一
八
七
八
年
に
︑
妻
木
賴
矩
が
訓
點
を
付
し
た
﹃
公
法
c
覽
﹄
の
和
刻
本
も
刊
行
さ
れ
た
︒
な
お
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
の
漢
譯
よ
り

も
先
に
︑
箕
作
麟
祥
が
﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄
を
和
譯
し
た
﹃
國
際
法
︑
一
名
萬
國
公
法
﹄
を
刊
行
し
て
お
り
︑
こ
れ
が
﹁
國
際
法
﹂
と
い
う

和
製
漢
語
の
�
源
と
な
っ
て
い
る
︒

〇
『
�
T
諸
國
の
t
代
成
�
國
際
法
﹄
・
﹃
成
�
國
際
法
﹄
と
﹃
公
法
會
�
﹄

『公
法
會
�
﹄
の
底
本
で
あ
る
﹃
成
�
國
際
法

(
L
e
D
ro
it
In
tern
a
tio
n
a
l
C
o
d
ifié)
﹄
は
︑
ス
イ
ス
の
法
學
者
で
あ
る
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

(
Jo
h
a
n
n

C
a
sp
a
r
B
lu
n
tsc
h
li)

の
國
際
法
槪
說
書
﹃
�
T
諸
國
の
t
代
成
�
國
際
法

(
D
a
s
m
o
d
ern
e
V
ö
lk
errech
t
d
er
civ
ilisirten
S
ta
a
ten
a
ls
rech
tsb
u
ch

d
a
rg
estellt)
﹄
の
フ
ラ
ン
ス
語
譯
で
あ
る
︒
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
︑
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
學
な
ど
で
敎
鞭
を
取
り
︑
國
家
n
機
體
說
を

說
い
た
﹃
一
般
國
法
學

(
A
llg
em
ein
es
S
ta
tsrech
t)
﹄
の
著
者
と
し
て
も
知
ら
れ
る
︒
國
際
法
學
の
著
作
﹃
�
T
諸
國
の
t
代
成
�
國
際
法
﹄
は

一
八
六
八
年
に
初
版
が
刊
行
さ
れ
た
︒
同
書
は
︑
數
カ
Q
で
古
代
イ
ン
ド
の
マ
ヌ
法
典
を
引
用
す
る
な
ど
︑
國
際
法
槪
說
書
と
し
て
は
珍
し
い

特
µ
も
あ
る
︒
ま
た
︑
ホ
イ
ー
ト
ン
と
衣
な
り
︑
勢
力
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
の
干
涉
に
肯
定
-
で
あ
る
︒
一
八
七
三
年
に
第
二
版
︑
一
八
七

八
年
に
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
︑
各
版
と
も
に
﹃
成
�
國
際
法
﹄
の
名
稱
で
フ
ラ
ン
ス
語
譯
さ
れ
た
︒

林
學
忠
に
よ
れ
ば
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
が
漢
譯
の
底
本
と
し
た
の
は
︑﹃
成
�
國
際
法
﹄
の
第
二
版

(一
八
七
四
年
刊
)

で
あ
る
︒﹃
公
法
會
�
﹄
に

お
い
て
は
︑
聯
芳
・
聯
興
・
慶
常
・
貴
榮
・
桂
林
が
中
國
人
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
�
譯
に
從
事
し
て
い
る(19

)

︒
一
八
八
一
年
に
は
︑
岸
田
吟
香
が
訓

點
を
付
し
た
和
刻
本
﹃
公
法
會
�
﹄
を
刊
行
し
て
い
る
︒
な
お
︑﹃
成
�
國
際
法
﹄
は
︑
各
¶
と
も
鯵
·
な
本
�
と
具
體
-
・
詳
細
な
}
記
に

よ
っ
て
o
成
さ
れ
て
お
り
︑﹃
公
法
會
�
﹄
も
こ
れ
に
倣
っ
て
い
る
︒
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〇
『國
際
法
}
釋
﹄
と
﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄

『各
國
�
涉
公
法
論
﹄
の
底
本
﹃
國
際
法
}
釋

(
C
o
m
m
en
ta
ries
u
p
o
n
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
)
﹄
は
︑
イ
ギ
リ
ス
の
政
治
家
・
P
事
フ
ィ
リ
モ
ア

(
S
ir
R
o
b
e
rt
Jo
se
p
h
P
h
illim
o
re
)

の
著
し
た
國
際
法
槪
說
書
で
あ
る
︒
フ
ィ
リ
モ
ア
は
︑
一
八
五
三
年
か
ら
庶
民
院
議
員
︑
一
八
六
七
年
か
ら

高
等
海
事
裁
P
Q
P
事
︑
一
八
七
七
年
か
ら
高
等
法
院
P
事
を
つ
と
め
た
︒﹃
國
際
法
}
釋
﹄
は
︑
一
八
五
四
年
か
ら
一
八
五
七
年
に
か
け
て

出
版
さ
れ
た
︒
そ
の
後
︑
一
八
七
一
年
か
ら
七
四
年
に
か
け
て
第
二
版
が
出
版
さ
れ
︑
こ
の
時
に
第
四
集
も
»
加
さ
れ
る
︒
さ
ら
に
一
八
七
九

年
か
ら
一
八
八
九
年
に
か
け
て
第
三
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

『各
國
�
涉
公
法
論
﹄
の
漢
譯
に
あ
た
っ
た
フ
ラ
イ
ヤ
ー
は
︑
英
國
傳
`
協
會
の
宣
敎
師
で
あ
る
︒
一
八
六
一
年
︑
香
¼
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス

ク
ー
ル
で
あ
る
¾
保
羅
書
院

(
S
t.
P
a
u
l̓s
C
o
lle
g
e
)

の
校
長
と
な
り
︑
つ
い
で
京
師
同
�
館
英
�
敎
O
︑
英
華
書
館

(
A
n
g
lo
-
C
h
in
e
se
S
c
h
o
o
l)

の
校
長
を
歷
任
し
︑
一
八
六
八
年
か
ら
は
江
南
製
]
局
�
譯
館
の
�
譯
員
を
つ
と
め
︑
一
八
七
六
年
に
は
上
海
格
致
書
院

(
S
h
a
n
g
h
a
i

P
o
ly
te
c
h
n
ic
In
stitu
tio
n
)

の
設
立
に
關
わ
る
な
ど
︑
一
八
九
六
年
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
に
移
l
す
る
ま
で
中
國
に
お
け
る
敎
育
・
�
譯
の
諸
事

業
に
盡
力
し
た
︒
移
l
後
の
一
九
〇
二
年
︑
彼
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
學
で
東
洋
語
學
敎
Á
に
就
任
し
て
い
る
︒

『各
國
�
涉
公
法
論
﹄
は
︑
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
口
頭
で
�
譯
し
︑
兪
世
Â
が
こ
れ
を
筆
記
し
︑
汪
振
聲
と
錢
國
祥
が
校
正
に
あ
た
っ
た
︒
そ
の

底
本
は
︑﹃
國
際
法
}
釋
﹄
の
第
二
版
と
さ
れ
る(20

)

︒
一
八
七
〇
年
代
末
ま
で
に
第
三
集
の
Ã
中
ま
で
漢
譯
が
Ä
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
刊

行
は
日
淸
戰
爭
の
勃
發
し
た
一
八
九
四
年
と
な
っ
て
い
る
︒
な
お
︑﹃
國
際
法
}
釋
﹄
の
第
四
集
は
︑﹃
各
國
�
涉
c
法
論
﹄
と
し
て
別
に
刊
行

さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄
に
つ
い
て
は
︑
管
見
の
限
り
和
刻
本
が
出
版
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
こ
と
は
日
本
に
お
け
る
國

際
法
學
や
�
譯
出
版
業
界
の
變
Å
を
表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
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(
二
)
無
差
別
戰
爭
觀

Ç
に
︑
本
稿
の
分
析
に
お
い
て
キ
ー
タ
ー
ム
と
な
る
︑
無
差
別
戰
爭
觀
に
つ
い
て
確
i
し
て
お
き
た
い
︒
無
差
別
戰
爭
觀
と
は
︑
戰
爭
の
各

當
事
國
が
い
ず
れ
も
正
當
な
戰
爭
を
行
っ
て
い
る
と
i
め
て
︑
各
當
事
國
の
揭
げ
る
戰
爭
事
由
の
客
觀
-
P
斷
を
$
上
げ
し
︑
戰
時
國
際
法
を

a
等
に
m
用
す
る
理
論
で
あ
る(

21
)

︒

こ
の
無
差
別
戰
爭
觀
は
︑
正
當
な
戰
爭
を
め
ぐ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
長
い
思
索
と
實
踐
の
歷
�
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
古
代

ロ
ー
マ
の
哲
學
者
キ
ケ
ロ

(
M
a
rc
u
s
T
u
lliu
s
C
ic
e
ro
)

や
︑
キ
リ
ス
ト
敎
の
神
學
者
の
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

(
A
u
re
liu
s
A
u
g
u
stin
u
s)
︑
イ
シ

ド
ー
ル
ス

(
Isid
o
ru
s
H
isp
a
le
n
sis)
︑
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

(
T
h
o
m
a
s
A
q
u
in
a
s)

な
ど
が
自
然
法
論
の
立
場
か
ら
︑
戰
爭
を
正
當
な
戰
爭
と

不
正
な
戰
爭
に
分
け
る
正
戰
論
を
說
い
た(22

)

︒
正
戰
論
に
お
い
て
は
︑
戰
爭
當
事
國
の
一
方
が
正
當
な
ら
ば
︑
そ
の
�
戰
相
手
國
は
不
正
と
な
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
激
し
い
宗
敎
戰
爭
が
繰
り
É
さ
れ
た
一
六

−

一
七
世
紀
に
︑﹁
戰
爭
が
雙
方
の
�
戰
者
に
と
っ
て
正
當
た
り
う
る
か
﹂
と
い

う
問
題
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
ス
ペ
イ
ン
の
法
學
者
ビ
ト
リ
ア

(
F
ra
n
c
isc
o
d
e
V
ito
ria
,F
ra
n
c
isc
o
d
e
A
rc
a
y
a
y
C
o
m
p
lu
d
o
)

は
︑
﹁
や
む

を
得
ざ
る
不
知

(
ig
n
o
ra
n
tia
in
v
in
sib
ilis)
﹂
の
生
じ
て
い
る
場
合
︑
戰
爭
は
雙
方
の
�
戰
者
に
と
っ
て
正
當
と
な
る
︑
と
K
張
し
た
︒
﹁
や
む
を

得
ざ
る
不
知
﹂
と
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
敎
義
に
由
來
す
る
︑
た
と
え
惡
し
き
原
因
に
基
づ
い
て
戰
爭
を
行
っ
て
い
る
場
合
も
︑
み
ず
か
ら
正
當

事
由
に
基
づ
い
て
い
る
と
信
じ
︑
し
か
も
そ
う
信
じ
た
こ
と
が
不
可
Ë
な
事
Ì
に
よ
る
法
ま
た
は
事
實
の
不
知
に
よ
る
場
合
に
は
︑
正
當
事
由

が
あ
る
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
理
論
で
あ
る(23

)

︒
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
の
法
學
者
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ

(
A
lb
e
ric
o
G
e
n
tili)

は
︑

﹁
や
む
を
得
ざ
る
不
知
﹂
と
﹁
人
閒
の
性
質
の
�
さ
﹂
か
ら
戰
爭
が
雙
方
の
�
戰
者
に
と
っ
て
正
當
と
な
る
場
合
が
あ
る
と
論
じ
た(24

)

︒
國
際
法

の
父
と
も
稱
さ
れ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

(
H
u
g
o
d
e
G
ro
o
t,
H
u
g
o
G
ro
tiu
s)

も
︑
正
戰
論
と
と
も
に
﹁
や
む
を
得
ざ
る
不
知
﹂
の
理
論
を
b
用
し
て

い
る(

25
)

︒
さ
ら
に
三
十
年
戰
爭
と
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア

(ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
)

條
S
の
後
に
︑
神
¾
ロ
ー
マ
皇
Î
の
權
威
が
低
下
し
︑
徐
々
に
a
等
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の
K
權
國
家
が
竝
立
す
る
t
代
國
際
社
會
が
形
成
さ
れ
る
に
つ
れ
て
︑
戰
爭
に
關
す
る
正
不
正
は
K
權
國
家

(お
よ
び
そ
の
君
K
・
爲
政
者
)

の

i
識
・
P
斷
を
Ð
重
す
べ
き
と
さ
れ
︑
一
八
世
紀
に
な
る
と
︑
�
戰
國
の
い
ず
れ
も
が
法
-
に
正
當
な
戰
爭
を
行
っ
て
い
る
と
見
做
す
議
論
が

一
般
-
に
な
っ
た(

26
)

︒

ド
イ
ツ
の
法
學
者
ヴ
ォ
ル
フ

(
C
h
ristia
n
W
o
lff)

は
自
然
法
を
[
守
す
る
﹁
あ
る
べ
き
人
閒
﹂
で
は
な
く
現
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
人

閒

︱
︱
｢あ
る
が
ま
ま
の
人
閒
﹂
を
想
定
し
て
人
閒
の
幸
福
を
考
え
る
必
�
性
を
說
き
︑
自
然
法
と
は
區
別
さ
れ
る
U
思
國
際
法
つ
ま
り
實
定

國
際
法
の
價
値
を
强
E
し
た(

27
)

︒
そ
し
て
︑
そ
の
�
Ò
に
お
い
て
ヴ
ォ
ル
フ
は
︑
傳
瓜
-
な
正
戰
論
を
自
然
法
上
の
も
の
と
位
置
づ
け
︑
U
思
國

際
法
に
お
い
て
戰
爭
は
雙
方
に
お
い
て
正
當
な
も
の
と
見
做
さ
れ
る
と
論
じ
た(28

)

︒

ま
た
︑
ス
イ
ス
の
法
學
者
で
あ
る
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
も
︑﹃
國
際
法
﹄
の
總
論
で
Ç
の
よ
う
に
說
い
て
い
る
︒

各
國
は
紛
爭
が
�
こ
っ
た
際
︑
自
ら
に
正
當
事
由
が
あ
る
と
K
張
す
る
︒
こ
の
案
件
の
裁
定
は
︑
ど
ち
ら
の
利
Ó
當
事
國
に
も
︑
非
當
事

諸
國
に
も
歸
さ
な
い
︒
V
ち
を
犯
し
た
國
は
自
ら
の
良
心
に
對
し
て
大
き
な
罪
を
Ô
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
當
該
國
が
彼
ら
の
權
利

を
持
つ
事
柄
を
實
行
し
た
の
な
ら
ば
︑
誰
も
人
類
社
會
の
法
の
Ö
反
を
し
た
と
し
て
罪
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い(29

)

︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
K
權
國
家
の
君
K
が
自
己
の
良
心
に
し
た
が
っ
て
戰
爭
の
正
當
事
由
を
P
斷
す
べ
き
と
K
張
し
て
い
る
點
を

見
×
し
て
は
な
ら
な
い(

30
)

︒
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
︑
Ø
ま
な
動
機
に
よ
る
戰
爭
や
熟
慮
を
經
て
い
な
い
開
戰
を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ

る
︒
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
戰
爭
觀
は

①
兩
當
事
國
は
自
己
の
良
心
に
從
っ
て
戰
爭
を
行
う
べ
き
で
あ
り
︑
②
自
己
の
良
心
に
從
っ
て
戰
爭
を
行

う
兩
當
事
國
に
對
し
て
︑
第
三
國
は
戰
爭
の
正
不
正
の
P
斷
を
差
し
Ù
え
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

も
と
よ
り
︑
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
戰
爭
に
關
す
る
正
不
正
の
$
上
げ
を
K
張
す
る
の
は
︑
戰
爭
の
殘
Ú
Å
を
囘
Ë
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
︑
自
分
の
側
に
正
義
が
あ
る
と
す
る
各
國
は
︑
�
て
の
戰
爭
の
權
利
を
自
ら
に
歸
し
︑
敵
國
に
權
利
は
何
も
な
く
︑
敵
國
の
敵
對

行
爲
は
强
盜
に
等
し
く
︑
國
際
法
へ
の
攻
擊
に
等
し
い
と
し
て
︑
す
べ
て
の
國
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
に
値
す
る
も
の
だ
と
K
張
す
る
︒

東 方 學 報
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論
爭
の
對
象
で
あ
る
權
利
の
決
定
は
そ
れ
以
上
Ä
ま
ず
︑
諍
い
は
よ
り
殘
Ü
と
な
り
︑
そ
の
結
果
は
よ
り
致
命
-
と
な
り
︑
Ý
結
も
よ
り

困
難
に
な
る(

31
)

︒

こ
の
後
に
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
︑﹁
必
�
か
ら
︑
よ
り
大
き
な
惡
を
Ë
け
る
た
め

(
p
o
u
r
é
v
ite
r
d
e
p
lu
s
g
ra
n
d
s
m
a
u
x
)

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
﹂
と
戒
め
て
い
る(

32
)

︒

こ
の
の
ち
國
際
法
學
に
お
い
て
は
︑
無
差
別
戰
爭
觀
の
も
と
で
︑
Ju
s
a
d
b
e
llu
m

(戰
爭
に
對
す
る
法
・
開
戰
法
規
)

よ
り
も
︑
Ju
s
in
b
e
llo

(戰
爭
に
お
け
る
法
・
�
戰
法
規
)

が
重
視
さ
れ
︑
戰
時
國
際
法
の
體
系
Å
・
法
典
Å
が
Ä
め
ら
れ
た
︒
無
差
別
戰
爭
觀
は
︑
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で

の
國
際
法
に
お
い
て
︑
各
K
權
國
家
に
戰
爭
の
正
當
事
由
を
P
斷
す
る
權
利
が
あ
る
と
さ
れ
︑
ま
た
國
際
紛
爭
の
�
當
事
國
の
同
U
な
く
國
際

紛
爭
を
解
決
す
る
權
利

(
强
制
管
à
權
)

を
持
つ
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
立
脚
し
て
い
た(33

)

︒
つ
ま
り
︑
先
天
-
に
存
在
す
る
法
と
し
て
の
自

然
法
を
排
除
す
れ
ば
︑
當
時
の
國
際
法
に
は
�
當
事
國
の
合
U
な
く
戰
爭
事
由
の
正
不
正
を
客
觀
-
に
P
斷
す
る
法
-
根
據
は
存
在
し
な
い
わ

け
で
あ
り
︑
ゆ
え
に
無
差
別
戰
爭
觀
は
法
實
證
K
義
に
基
づ
く
理
論
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

第
一
Ç
世
界
大
戰
後
︑
國
際
連
â
の
成
立
や
不
戰
條
S
の
締
結
な
ど
を
�
け
て
︑
無
差
別
戰
爭
觀
は
V
去
の
も
の
と
な
る
︒
た
だ
し
︑
第
二

Ç
世
界
大
戰
後
の
國
際
人
`
法

(武
力
紛
爭
法
)

に
お
い
て
も
︑
Ju
s
a
d
b
e
llu
m
と
Ju
s
in
b
e
llo
を
切
斷
し
て
a
等
m
用
原
則
を
維
持
し
て
お

り
︑
そ
の
理
論
は
基
本
-
に
無
差
別
戰
爭
觀
の
そ
れ
を
引
き
繼
い
で
い
る
︒
そ
の
一
方
︑
日
本
の
國
際
法
學
�
上
で
は
衣
論
が
ほ
ぼ
皆
無
の
よ

う
に
見
え
る
戰
時
國
際
法
・
國
際
人
`
法
の
a
等
m
用
も
︑
世
界
に
視
野
を
擴
げ
れ
ば
︑
絕
え
ず
挑
戰
を
�
け
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ハ
ー

バ
ー
ド
條
S
草
案
や
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
著
名
な
國
際
法
學
者
ク
ィ
ン
シ
ー
・
ラ
イ
ト

(
P
h
ilip
Q
u
in
c
y
W
rig
h
t)

に
よ
っ
て
K
張
さ
れ
た
戰

時
國
際
法
の
差
別
m
用
論
は
︑
今
世
紀
の
日
本
の
國
際
法
槪
說
書
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る(34

)

︒

中
國
の
國
際
法
學
の
歷
�
に
お
い
て
も
︑
戰
時
國
際
法
の
a
等
m
用
原
則
は
︑
繰
り
É
し
論
點
に
な
っ
て
き
た
︒
一
九
三
〇
年
代
�
X
に
は
︑

日
本
留
學
を
經
て
中
華
民
國
國
務
院
法
政
局
參
事
・
復
旦
大
學
敎
Á
な
ど
を
歷
任
し
た
汪
馥
炎
や
︑
武
漢
大
學
敎
Á
な
ど
を
つ
と
め
現
代
中
國
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で
﹁
中
國
國
際
法
の
父
﹂
と
稱
さ
れ
る
周
鯁
生
が
︑
無
差
別
戰
爭
觀
に
批
P
-
な
�
違
を
著
し
て
い
る(35

)

︒
日
本
の
軍
事
æ
攻
が
激
し
さ
を
增
す

中
で
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
國
の
中
立
法
改
定
も
睨
み
な
が
ら
︑
國
際
法
に
お
け
る
æ
略
戰
爭
の
定
義
の
確
定
を
目
し
た
硏
究
に
附
隨
し
て
︑
傳
瓜

-
な
戰
時
國
際
法
の
a
等
m
用
を
批
P
・
修
正
し
た
議
論
を
展
開
す
る
中
國
國
際
法
學
者
も
あ
ら
わ
れ
た(36

)

︒
一
九
四
九
年
に
中
華
人
民
共
和
國

が
円
國
さ
れ
る
と
︑
中
國
の
國
際
法
學
は
ソ
ビ
エ
ト
連
邦
の
國
際
法
學
の
影
j
に
よ
っ
て
︑
正
當
な
戰
爭
と
不
正
な
戰
爭
を
區
別
す
る
記
営
を

あ
ら
た
め
て
è
入
し
︑
二
一
世
紀
の
今
日
も
そ
の
影
j
が
殘
っ
て
い
る(37

)

︒
一
九
七
〇
年
代
に
國
際
人
`
法
を
議
論
し
た
外
�
會
議
で
︑
中
國
代

表
團
が
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
と
と
も
に
正
當
な
戰
爭
と
不
正
な
戰
爭
の
區
別
を
﹁
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
條
S
»
加
議
定
書
﹂
に
盛
り
é
む
よ
う
に
K
張
し

た
こ
と
も
知
ら
れ
る(

38
)

︒
ま
た
︑
円
國
後
の
著
名
な
國
際
法
學
者
の
一
人
で
あ
る
王
鐵
崖
も
︑
古
代
か
ら
t
現
代
に
い
た
る
中
國
に
お
け
る
正
當

な
戰
爭
に
關
す
る
議
論
の
歷
�
を
英
語
論
�
內
で
紹
介
し
て
い
る
ほ
か
︑
國
內
向
け
に
戰
時
國
際
法
の
差
別
m
用
の
檢
討
を
促
す
提
案
も
行
っ

て
い
る(

39
)

︒

も
ち
ろ
ん
︑
現
在
は
中
國
に
お
い
て
も
國
際
人
`
法
の
a
等
m
用
原
則
が
K
液
の
學
說
と
し
て
一
般
-
で
あ
る
︒
國
連
機
關
な
ど
で
の
勤
務

經
驗
の
あ
る
朱
�
奇
は
︑
二
〇
〇
六
年
出
版
の
著
書
﹃
國
際
人
`
法
﹄
で
︑
Ç
の
よ
う
に
営
べ
て
い
る
︒

我
々
は
こ
れ
ま
で
戰
爭
の
合
法
性
の
問
題
を
强
E
し
︑
�
て
の
戰
爭
は
﹁
正
義
﹂
あ
る
い
は
﹁
不
正
義
﹂
に
分
け
ら
れ
る
と
見
做
し
て
き

た
︒﹁
正
義
﹂
の
戰
爭
も
し
く
は
﹁
合
法
﹂
の
戰
爭
に
つ
い
て
は
︑
我
々
は
荏
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒﹁
不
正
義
﹂
の
戰
爭
に
つ
い
て

は
︑
我
々
は
T
確
に
譴
責
し
反
對
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
實
際
上
は
︑
戰
爭
の
合
法
性
に
つ
い
て
︑
何
が
正
し
く
て
何
が
閒

Ö
っ
て
い
る
の
か
を
見
分
け
る
の
は
難
し
い
時
も
あ
る
︒
戰
時
下
で
自
ら
の
側
に
お
い
て
︑
自
分
は
正
義
を
守
っ
て
い
る
︑
武
力
を
行
�

す
る
權
利
が
あ
る
︑
相
手
が
爭
っ
て
い
る
こ
と
は
不
正
義
で
あ
る
︑
な
ど
と
善
U
で
信
じ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る
︒
こ
の
よ
う
な
實
際

の
狀
況
を
考
慮
に
入
れ
て
︑
國
際
社
會
は
戰
爭
の
規
則
と
O
慣
を
作
り
上
げ
た
︒
こ
れ
ら
の
戰
爭
の
規
則
や
O
慣
は
︑
あ
く
ま
で
戰
爭
行

爲
に
關
す
る
規
範
で
あ
っ
て
︑
そ
の
こ
と
と
戰
爭
の
本
質
は
何
の
關
係
も
な
い
の
で
あ
る(40

)

︒
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興
味
深
い
こ
と
に
︑
現
在
歐
米
日
で
K
液
の
學
說
と
衣
な
っ
て
︑
朱
�
奇
は
正
當
な
戰
爭
の
U
義
を
說
き
つ
つ
國
際
人
`
法
の
a
等
m
用
を
論

じ
て
い
る
︒
ま
た
︑
二
〇
二
一
年
に
は
︑
Ju
s
a
d
b
e
llu
m
と

Ju
s
in
b
e
llo
を
接
續
し
た
國
際
人
`
法
に
關
す
る
﹁
中
國
-
視
點
﹂
を
提
示
す

る
論
�
も
發
表
さ
れ
て
お
り
︑
現
代
の
國
際
人
`
法
の
a
等
m
用
原
則
に
挑
戰
-
な
內
容
と
な
っ
て
い
る(41

)

︒

こ
こ
ま
で
︑
分
析
對
象
に
な
る
�
獻
と
分
析
の
鍵
と
な
る
無
差
別
戰
爭
觀
に
つ
い
て
確
i
し
て
き
た
︒
Ç
違
か
ら
は
︑
順
を
»
っ
て
︑
底
本

の
無
差
別
戰
爭
觀
の
�
違
と
そ
れ
ら
に
對
應
す
る
各
種
漢
譯
國
際
法
槪
說
書
の
譯
�
を
比
�
檢
討
す
る

(な
お
︑
當
時
の
歐
�
國
際
法
槪
說
書
は
自

然
法
論
と
法
實
證
K
義
を
折
衷
・
複
合
し
て
記
営
し
て
お
り
︑
正
戰
論
と
無
差
別
戰
爭
觀
が
と
も
に
現
れ
る
こ
と
も
多
い
點
に
留
U
さ
れ
た
い
)
︒

第
二
違

『國
際
法
原
理
﹄
と
﹃
萬
國
公
法
﹄
の
比
�

(
一
)
﹁
第
四
部
・
第
一
違
・
第
一
�
﹂
と
﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
一
�
﹂

『國
際
法
原
理
﹄
は
︑
第
四
部
で
戰
時
國
際
法
に
つ
い
て
記
営
し
て
い
る
︒
そ
の
冒
頭
の
﹁
第
四
部
・
第
一
違
・
第
一
¶
﹂
の
第
一
段
落
で

は
︑
戰
爭
の
�
提
と
な
る
自
力
救
濟
の
權
利
が
︑
Ç
の
よ
う
に
說
T
さ
れ
て
い
る
︒

國
家
と
い
う
獨
立
し
た
人
閒
社
會
は
︑
特
別
の
契
S
で
í
成
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
︑
公
共
の
仲
裁
人
や
裁
P
官
を
承
i
し
な
い
︒
諸
國

家
が
荏
�
さ
れ
て
い
る
︑
ま
た
は
荏
�
さ
れ
て
い
る
と
公
言
す
る
法

(國
際
法
)

は
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
衣
な
る
社
會
の
自
治
の
法

(國
內
法
)

に
附
隨
し
て
い
る
實
際
-
な
制
裁
を
缺
い
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
す
べ
て
の
國
家
は
︑
假
に
各
人
が
市
民
社
會
の
法
の
荏
�
下
に
な
い

と
し
た
な
ら
ば
そ
の
救
濟
策
の
權
利
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
と
同
樣
に
︑
他
者
か
ら
の
被
Ó
に
對
す
る
唯
一
の
救
濟
手
段
と
し
て
︑

武
力
に
訴
え
る
權
利
を
n
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
救
濟
手
段
を
正
當
Å
す
る
被
Ó
の
性
質
お
よ
び
e
度
に
つ
い
て
は
︑
各
國
家
が

そ
れ
ら
を
P
斷
す
る
權
利
を
持
っ
て
い
る(42

)

︒
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自
力
救
濟
に
つ
い
て
K
權
國
家
の
K
體
-
P
斷
を
i
め
︑
た
と
え
自
力
救
濟
で
は
な
く
第
三
國
の
裁
定
に
委
ね
る
場
合
も
�
當
事
國
の
合
U
が

必
�
に
な
る
と
し
て
い
る
︒
ホ
イ
ー
ト
ン
は
︑
國
家
閒
紛
爭
に
お
い
て
は
自
力
救
濟
が
基
本
に
な
る
︑
な
い
し
基
本
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
i

識
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

で
は
︑﹁
第
四
部
・
第
一
違
・
第
一
¶
﹂
の
第
一
段
落
に
對
應
す
る
﹃
萬
國
公
法
﹄﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
一
¶
﹂
は
ど
の
よ
う
な
記
営
に

な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒﹃
萬
國
公
法
﹄
元
來
の
標
點
�
は
Ç
の
と
お
り
で
あ
る
︒

自
K
之
國
︑
î
n
爭
端
︑
若
非
公
議
憑
中
剖
T
︑
卽
無
人
執
權
以
斷
其
案
︑
Q
ï
者
︑
唯
n
一
法
︑
乃
萬
國
之
公
法
也
︑
此
法
雖
名
爲
律

例
︑
不
似
各
國
之
律
法
︑
�
民
畏
𠛬
而
始
[
也
︑
①

Q
以
各
國
倘
�
æ
凌
︑
別
無
他
策
以
伸
其
冤
︑
唯
n
用
力
以
抵
禦
報
復
︑

譬
如
人
民
︑

居
王
法
不
ð
之
地
︑
無
可
赴
訴
︑
秖
好
量
力
自
護
︑
至
邦
國
n
何
等
委
屈
︑
始
可
用
力
︑
唯
各
國
自
斷
焉(43

)

︑

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

こ
の
標
點
�
は
︑
底
本
の
﹃
國
際
法
原
理
﹄
の
�
違
に
卽
す
な
ら
ば
︑
Ç
の
よ
う
に
讀
む
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

自
K
の
國
︑
î
ま
爭
端
n
り
て
︑
若
し
公
議
し
て
中
に
憑
り
て
剖
T
す
る
に
非
ざ
れ
ば
︑
卽
ち
人
の
權
を
執
り
て
以
て
其
の
案
を
斷
ず
る

無
く
し
て
︑
ï
す
る
Q
は
︑
唯
だ
一
法
n
る
の
み
︑
乃
ち
萬
國
の
公
法
な
り
︒
此
の
法
名
は
律
例
と
爲
す
と
雖
も
各
國
の
律
法
︑
民
を
し

て
𠛬
を
畏
れ
て
始
め
て
[
し
む
る
に
似
ざ
る
な
り
︒
②

Q
以
に
各
國
倘
し
æ
凌
を
�
け
た
れ
ば
︑
別
に
他
策
の
以
て
其
の
冤
を
伸
ぶ
る
無

く
し
て
︑
唯
だ
力
を
用
い
て
以
て
抵
禦
し
て
報
復
す
る
n
る
の
み
︒
譬
わ
ば
人
民
の
︑
王
法
ð
ば
ざ
る
の
地
に
居
り
て
︑
訴
え
に
赴
く
べ

く
無
く
︑
秖
だ
好
く
力
を
量
り
て
自
護
す
る
が
如
し
︒
邦
國

何
等
の
委
屈
n
り
て
始
め
て
力
を
用
う
べ
き
か
に
至
り
て
は
︑
唯
だ
各
國

自
ら
斷
ず
る
の
み
︒

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

し
か
し
︑
傍
線
部
①
②
に
つ
い
て
は
︑
別
の
書
き
下
し
が
よ
り
自
然
の
よ
う
で
あ
る
︒
參
考
に
な
る
の
が
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
を
基
に
吳
碩
三

郞
・
¼
右
十
郞
が
和
譯
し
・
a
井
義
十
郞
が
校
閱
し
た
﹃
和
解
わ

げ

萬
國
公
法
﹄
と
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
に
高
谷
衷
が
}
釋
を
つ
け
︑
中
村
正
直
が
批

閱
し
た
﹃
萬
國
公
法
蠡
管
﹄
で
あ
る
︒
傍
線
部
①
②
は
︑﹃
和
解
萬
國
公
法
﹄
で
は
︑﹁
故
ニ
各
國
若
シ
æ
凌
セ
ラ
レ
テ
︑
別
ニ
他
策
ノ
以
テ
其
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冤
ヲ
伸
フ
ル
無
ク
ン
ハ
︑
唯
勢
力
ヲ
用
ヒ
テ
相
禦
キ
É
報
ス
ル
ノ
ミ
﹂
と
和
譯
さ
れ
て
お
り
︑﹃
萬
國
公
法
蠡
管
﹄
に
お
い
て
も
﹁
此
國
如
爲

彼
國
Q
凌
Ó
︑
悦
無
伸
免
卑
屈
之
策
︑
則
唯
應
竭
國
力
︑
以
防
禦
其
敵
︑
報
復
其
冤
﹂
と
解
釋
さ
れ
て
い
る(44

)

︒
﹃
和
解
萬
國
公
法
﹄
と
﹃
萬
國

公
法
蠡
管
﹄
に
從
え
ば
︑
傍
線
部
は
︑

Q
以
に
各
國
倘
し
æ
凌
を
�
け
た
る
に
︑
別
に
他
策
の
以
て
其
の
冤
を
伸
ぶ
る
無
く
ん
ば
︑
唯
だ
力
を
用
い
て
以
て
抵
禦
し
て
報
復
す
る

n
る
の
み
︒

と
書
き
下
さ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
ち
ら
の
書
き
下
し
�
を
考
慮
し
て
現
代
日
本
語
譯
す
る
と
︑

K
權
國
家
は
︑
紛
爭
が
生
じ
た
場
合
︑
公
議(45

)

に
よ
っ
て
事
理
を
T
ら
か
に
す
る
の
で
な
い
な
ら
ば
︑
そ
の
案
件
を
裁
す
る
權
限
を
n
す
る

者
は
い
な
い
の
で
︑
當
事
國
が
從
う
の
は
一
つ
の
法
︱
︱
つ
ま
り
萬
國
公
法(46

)

だ
け
と
な
る
︒
こ
の
法
は
名
�
で
は
律
例
と
な
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
︑
各
國
の
法
律
が
民
に
𠛬
罰
を
恐
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
律
を
順
守
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
︒
③

ゆ
え

に
各
國
が
も
し
æ
Ó
を
�
け
て
︑
そ
の
謂
れ
の
な
い
ø
い
を
正
す
方
法
が
他
に
な
い
場
合
に
は
︑
實
力
を
行
�
す
る
こ
と
で
防
衞
・
復
仇

す
る
ほ
か
な
い
︒
例
え
る
な
ら
ば
︑
(
n
德
者
た
る
)

王
の
定
め
た
法
が
ð
ば
な
い
土
地
に
l
み
︑
訴
え
出
る
と
こ
ろ
も
な
く
︑
實
力
を
よ

く
考
慮
し
て
自
衞
す
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
國
家
が
ど
の
e
度
の
不
當
な
ø
い
を
�
け
た
と
こ
ろ
で
實
力
を
行
�
す
る
か
に
つ
い
て
は
︑
各

國
が
自
ら
で
P
斷
す
る
し
か
な
い
︒

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

と
な
る
︒
底
本
が
﹁
他
者
か
ら
の
被
Ó
に
對
す
る
唯
一
の
救
濟
手
段
と
し
て
︑
武
力
に
訴
え
る
權
利
を
n
し
て
い
る
﹂
と
說
T
す
る
の
に
對
し
︑

﹃
萬
國
公
法
﹄
で
は
︑
傍
線
部
③
の
よ
う
に
︑
被
Ó
を
�
け
︑
か
つ
他
の
手
段
で
そ
の
被
Ó
を
匡
正
で
き
な
い
場
合
に
︑
自
力
救
濟
を
行
う
︑

と
さ
れ
て
い
る
︒
傍
線
部
③
は
︑
自
力
救
濟
の
�
段
階
で
他
の
手
段
で
の
匡
正
を
考
慮
す
る
よ
う
に
ù
に
促
す
こ
と
で
︑
國
家
閒
の
紛
爭
に
お

い
て
自
力
救
濟
を
基
本
と
す
る
底
本
の
說
T
と
は
衣
な
る
方
向
に
誘
è
す
る
敍
法
︑
と
言
え
よ
う
︒
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(
二
)
﹁
第
四
部
・
第
一
違
・
第
六
�
﹂
と
﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
六
�
﹂

『國
際
法
原
理
﹄﹁
第
四
部
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
は
︑
戰
時
國
際
法
の
a
等
m
用
を
論
じ
る
箇
Q
で
あ
る
︒

獨
立
し
た
K
權
國
家
閒
の
實
力
に
よ
る
爭
い
は
︑
公
戰
と
稱
す
る
︒
正
式
に
宣
戰
布
吿
さ
れ
た
場
合
︑
あ
る
い
は
正
式
に
開
始
さ
れ
た
場

合
︑
雙
方
の
�
戰
當
事
者
に
相
手
に
對
す
る
戰
爭
の
權
利
す
べ
て
が
與
え
ら
れ
る
︒
U
思
國
際
法
・
實
定
國
際
法
は
︑
こ
の
點
で
正
當
な

戰
爭
と
不
正
な
戰
爭
の
區
別
を
設
け
な
い
︒
形
式
ど
お
り
の
戰
爭
ま
た
は
正
式
に
開
始
さ
れ
た
戰
爭
は
︑
そ
の
結
果
と
し
て
︑
雙
方
に
お

い
て
正
當
な
戰
爭
と
見
做
さ
れ
る
︒
�
戰
當
事
者
の
一
方
に
戰
爭
法
で
許
可
さ
れ
て
い
る
も
の
は
︑
他
方
に
も
ひ
と
し
く
許
可
さ
れ
る(47

)

︒

こ
れ
に
對
應
す
る
﹃
萬
國
公
法
﹄
﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
の
書
き
下
し
と
現
代
日
本
語
譯
は
︑
Ç
の
�
り
で
あ
る
︒

〇
書
き
下
し
�

自
K
の
國

力
を
角
べ
て
�
戰
す
れ
ば
︑
名
づ
け
て
公
戰
と
爲
す
︒
若
し
規
模
に
依
り
て
宣
知
し
︑
或
い
は
例
に
照
ら
し
て
戰
を
始
む
れ

ば
︑
卽
ち
光
T
正
大
爲
り
て
︑
公
法
之
を
ú
視
せ
ず
し
て
︑
亦
た
其
の
曲
直
を
辨
ぜ
ず
︒
若
し
此
の
國
に
何
等
の
權
を
行
う
を
准
さ
ば
︑

亦
た
必
ず
彼
の
國
に
何
等
の
權
を
行
う
を
准
す(48

)

︒

〇
現
代
日
本
語
譯

自
K
の
國
が
力
比
べ
を
し
て
�
戰
し
た
な
ら
ば
︑
こ
れ
を
公
戰
と
呼
稱
す
る
︒
制
度
�
り
に
宣
戰
布
吿
し
た
場
合
︑
あ
る
い
は
慣
例
に
照

ら
し
て
開
戰
し
た
場
合
︑
光
T
正
大

(正
々
堂
々
)

な
も
の
で
︑
萬
國
公
法
は
贔
屓
目
を
せ
ず
︑
戰
爭
の
正
不
正
も
辨
別
し
な
い
︒
一
方

の
國
に
あ
る
權
利
の
行
�
を
許
す
な
ら
ば
︑
必
ず
他
方
の
國
に
も
同
じ
權
利
の
行
�
を
許
す
︒

『國
際
法
原
理
﹄
は
︑
實
定
國
際
法

(
U
思
國
際
法
)

に
お
い
て
戰
爭
の
正
當
事
由
に
よ
る
�
戰
國
閒
の
區
別
を
設
け
て
い
な
い
た
め
に
戰
爭
の

正
當
事
由
に
よ
る
�
戰
國
の
處
î
に
差
別
を
設
け
る
法
-
根
據
が
な
い
と
し
︑
定
め
ら
れ
た
形
式
に
從
う
な
ら
ば
︑
戰
爭
は
�
戰
國
雙
方
に

と
っ
て
正
當
に
な
る
と
說
T
し
て
い
る
︒
他
方
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
は
︑
�
戰
國
雙
方
の
權
利
が
對
等
に
な
る
根
據
を
底
本
に
な
い
﹁
光
T
正
大
﹂
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に
求
め
て
い
る
︒

第
三
違

『國
際
法
硏
究
入
門
﹄
と
﹃
公
法
c
覽
﹄

(
一
)
﹁
第
一
一
一
�
﹂
と
﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
�
﹂

『國
際
法
硏
究
入
門
﹄
の
戰
時
國
際
法
部
分
は
︑﹁
第
一
一
〇
¶
﹂
か
ら
始
ま
る
︒
こ
の
﹁
第
一
一
〇
¶
﹂
が
戰
時
國
際
法
に
關
す
る
�
置
き

の
議
論
を
し
た
上
で
︑
Ç
の
﹁
第
一
一
一
¶
﹂
第
一
・
二
段
落
は
︑
戰
爭
に
つ
い
て
槪
括
-
な
說
T
を
す
る
︒

戰
爭
は
︑
力
に
よ
る
好
事
の
確
保
も
し
く
は
Ó
惡
の
阻
止
を
目
指
し
た
a
和
狀
態
の
中
斷
︑
と
定
義
さ
れ
よ
う
︒
そ
し
て
︑
正
當
な
戰
爭

と
は
︑
實
力
に
よ
る
正
義
の
保
持
や
不
正
義
の
防
止
で
あ
り
︑
言
い
奄
え
れ
ば
︑
應
分
の
惡
に
對
す
る
罰
に
よ
っ
て
加
Ó
國
を
精
神
面
・

品
行
面
で
正
し
き
狀
態
に
引
き
戾
そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
︒
加
え
て
︑
正
當
な
戰
爭
は
︑
a
和
-
手
段
で
救
濟
を
な
す
こ
と
で
き
な

か
っ
た
場
合
︑
ま
た
は
自
衞
の
た
め
に
そ
れ
が
必
�
と
さ
れ
た
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
�
後
の
手
段
で
あ
る
︒
a
和
-
な
方
法
で
成
功
裏

に
正
義
を
確
保
で
き
る
場
合
︑
我
々
が
他
人
へ
の
危
Ó
を
ü
う
よ
う
な
暴
力
-
方
法
で
自
分
の
V
ち
を
是
正
す
る
權
利
は
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
正
義
に
つ
い
て
は
︑
客
觀
-
な
正
義
の
こ
と
で
は
な
く
︑
當
事
國
に
そ
う
と
見
え
る
正
義
︑
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ

れ
が
あ
る
と
K
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
正
義
の
こ
と
を
言
う
︒
國
家
が
獨
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
各
國
は
め
い
め
い
の
問
題
に
つ
い

て
の
自
ら
の
見
解
を
保
持
し
ý
行
す
る
權
利
を
持
つ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
二
か
國
閒
で
爭
論
が
�
き
た
場
合
︑
第
三
國
は
彼
ら
の
權

利
に
つ
い
て
の
見
解
が
一
方
の
當
事
國
の
見
解
か
ら
衣
な
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
し
た
干
涉
を
し
て
は
な
ら
な
い
︒
あ
る
い
は
少
な
く

と
も
戰
爭
の
不
正
義
が
紛
れ
も
な
く
︑
そ
の
方
針
が
危
險
な
も
の
で
な
い
限
り
︑
第
三
國
は
干
涉
す
べ
き
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
も
し
某
國

が
何
の
權
利
の
口
實
も
ü
わ
ず
に
戰
爭
を
行
う
場
合
︑
第
三
國
の
國
々
は
抗
議
す
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
よ
う
な
Ø
惡
さ
を
鎭
め
る
た
め
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に
實
力
を
行
�
す
る
こ
と
だ
ろ
う(49

)

︒

(參
照
箇
Q
を
擧
げ
る
}
記
は
省
略
)

第
一
段
落
が
戰
爭
一
般
と
正
當
な
戰
爭

(正
戰
)

の
定
義
を
說
T
し
︑
そ
の
う
え
で
第
二
段
落
は
︑
當
事
國
そ
れ
ぞ
れ
が
自
己
の
正
當
因
を
P

定
し
て
自
力
救
濟
に
訴
え
る
權
利
を
n
す
る
と
說
く
︒
ウ
ー
ル
ジ
ー
は
︑
戰
爭
が
正
當
事
由
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
必
�
性
は
あ
る
も
の
の
︑

そ
れ
は
あ
く
ま
で
各
當
事
國
の
P
斷
に
委
ね
ら
れ
︑
正
當
事
由
を
口
實
と
し
て
も
揭
げ
ら
れ
て
い
な
い
極
端
な
ケ
ー
ス
を
除
き
︑
第
三
國
は
各

當
事
國
が
出
し
た
P
斷
に
つ
い
て
論
z
す
る
權
利
を
持
た
な
い
︑
と
說
T
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

他
方
︑﹃
公
法
c
覽
﹄﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
の
對
應
す
る
部
分
の
書
き
下
し
と
現
代
日
本
語
譯
は
Ç
の
と
お
り
で
あ
る
︒

〇
書
き
下
し
�

暫
時
和
を
失
い
て
兵
を
用
い
る
は
︑
他
邦
を
æ
擾
し
て
以
て
利
に
趨
る
︑
或
い
は
力
め
て
抵
禦
を
行
い
て
以
っ
て
Ó
を
Ë
く
る
を
論
ず
る

無
く
︑
皆
戰
な
り
︒
此
の
國

不
法
の
擧
n
り
て
︑
彼
の
國
應
に
得
べ
き
Q
の
罪
を
以
て
之
を
þ
ら
し
︑
復
た
�
愆
を
蹈
ま
ざ
ら
し
む
︑

義
戰
な
り
︒
義
戰
は
︑
已
む
を
得
ず
し
て
之
を
爲
す
︒
或
い
は
和
す
れ
ば
則
ち
大
義
伸
び
ず
し
て
︑
或
い
は
和
す
れ
ば
則
ち
本
國
保
た
れ

ず
し
て
︑
夫
の
然
る
後
義
戰
興
る
︒
苟
し
く
も
�
お
p
の
以
て
之
を
處
す
る
n
れ
ば
︑
民
を
勞
し
て
財
を
傷
つ
き
て
︑
以
て
天
下
に
求
伸

す
れ
ば
︑
則
ち
斷
乎
と
し
て
可
な
ら
ず
︒

義
は
︑
旁
觀
共
見
の
義
に
非
ず
し
て
︑
乃
ち
身
�
獨
知
の
義
な
り
︒
邦
國
旣
に
自
K
の
權
n
れ
ば
︑
則
ち
行
う
Q
の
事
理
と
合
う
や
否
や
︑

惟
だ
己
の
み
以
て
裁
度
す
べ
し
︒
兩
國
業
に
已
に
�
戰
す
る
に
至
れ
ば
︑
他
國
V
問
す
る
を
得
ざ
る
は
︑
其
の
U
見
の
同
じ
か
ら
ず
し
て
︑

Ì
形
の
知
ら
ざ
る
Q
n
る
を
以
て
な
り
︒
故
に
其
の
戰
顯
然
と
し
て
理
に
Ö
い
て
︑
Ó
を
鄰
邦
に
貽
す
に
非
ざ
れ
ば
︑
則
ち
斷
じ
て
干
預

す
べ
か
ら
ず
︒
然
れ
ど
も
若
し
故
無
く
戰
を
興
し
︑
天
を
傷
つ
け
理
を
Ó
せ
ば
︑
獨
り
理
を
以
て
之
を
喻
す
べ
き
の
み
な
ら
ず
︑
竝
び
て

力
を
以
て
之
を
止
む
べ
し(

50
)

︒
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〇
現
代
日
本
語
譯

暫
時
仲
た
が
い
を
�
こ
し
て
︑
武
力
を
用
い
る
行
爲
は
︑
利
に
走
っ
て
他
國
を
æ
略
し
よ
う
と
︑
æ
Ó
を
囘
Ë
す
る
た
め
に
防
御
に
盡
力

し
よ
う
と
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
戰
爭
で
あ
る
︒
甲
國
に
不
法
な
行
爲
が
あ
っ
て
︑
乙
國
が
甲
國
の
甘
�
す
べ
き
罪
を
と
り
あ
げ
て
þ
罰
し
︑

�
に
犯
し
た
罪
行
を
繰
り
É
さ
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
︑
義
戰
で
あ
る
︒
義
戰
は
︑
や
む
を
得
ず
行
う
の
で
あ
る
︒
a
和
裏
に
は
大
義
を

曲
げ
る
こ
と
に
な
る
か
︑
あ
る
い
は
a
和
裏
に
は
國
家
を
維
持
で
き
な
い
よ
う
に
な
っ
て
︑
そ
れ
か
ら
義
戰
が
始
ま
る
の
で
あ
る
︒
も
し

も
處
理
す
る
方
法
が
ま
だ
あ
る
場
合
に
︑
民
を
苦
勞
さ
せ
財
物
を
�
�
し
て
︑
天
下
に
對
し
思
い
を
果
た
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は

斷
じ
て
許
さ
れ
な
い
︒

義
は
傍
か
ら
見
て
も
わ
か
る
義
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
一
身
に
�
け
た
自
分
だ
け
が
わ
か
る
義
の
こ
と
で
あ
る
︒
國
家
が
自
K
の
權
を
持
つ

か
ら
に
は
︑
行
爲
が
理
と
合
致
す
る
か
否
か
は
︑
自
分
が
裁
定
す
る
以
外
に
な
い
︒
兩
國
が
す
で
に
�
戰
し
た
な
ら
ば
︑
第
三
國
が
容
喙

で
き
な
い
と
い
う
の
は
︑
U
見
に
Ö
い
が
あ
り
︑
狀
況
を
把
握
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
︒
よ
っ
て
そ
の
戰

爭
が
T
々
白
々
に
理
に
背
い
て
︑
�
國
に
Ó
を
も
た
ら
す
の
で
な
い
な
ら
ば
︑
決
し
て
關
與
す
る
べ
き
で
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
も

し
も
理
由
も
無
く
戰
爭
を
�
こ
し
︑
天
を
傷
つ
け
理
を
損
な
う
よ
う
な
ら
ば
︑
理
に
よ
っ
て
當
該
國
を
諭
し
て
よ
い
ば
か
り
か
︑
力
に

よ
っ
て
彼
ら
を
制
止
し
て
も
よ
い
︒

こ
こ
で
擧
げ
た
﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄
と
﹃
公
法
c
覽
﹄
の
�
違
を
比
�
す
る
と
︑
四
つ
の
T
ら
か
に
衣
な
る
部
分
が
確
i
で
き
る
︒

ま
ず
︑﹁
正
義
に
關
し
て
は
︑
客
觀
-
な
正
義
の
こ
と
で
は
な
く
︑
當
事
國
に
そ
う
と
見
え
る
正
義
﹂
が
﹁
義
は
︑
旁
觀
共
見
の
義
に
非
ず

し
て
︑
乃
ち
身
�
獨
知
の
義
な
り
﹂
と
譯
さ
れ
て
い
る
︒
�
者
は
︑
戰
爭
の
正
當
事
由
に
つ
い
て
客
觀
-
な
P
斷
と
食
い
Ö
う
當
事
國
の
K
觀

-
P
斷
を
Ð
重
す
る
も
の
で
あ
る
︒
他
方
︑
後
者
で
�
用
さ
れ
て
い
る
﹁
獨
知
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
こ
れ
と
衣
な
る
方
向
性
を
持
つ
︒
目
に
つ

い
た
と
こ
ろ
で
︑
漢
代
ま
で
に
成
立
し
た
中
國
古
典
に
お
け
る
﹁
獨
知
﹂
の
用
例
を
擧
げ
る
と
表
一
の
よ
う
に
な
る
︒
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い
ず
れ
も
︑
何
か
重
�
な
事
柄
に
つ
い
て
︑
一
般
に
は
i
識
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
あ
る
個
人
の
み
は
i
識
し
て
い
る
こ
と
を
U
味
し
て
い
る
︒

つ
ま
り
︑﹁
獨
知
﹂
は
︑
あ
る
事
柄
の
重
�
性
自
體
は
確
實
な
い
し
�
G
-
な
も
の
で
あ
る
が
︑
一
人
だ
け
が
そ
れ
を
i
識
で
き
て
い
る
も
の

の
︑
他
の
人
閒
に
は
i
識
で
き
て
い
な
い
と
い
う
狀
況
に
お
い
て
�
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
論
語
﹄
先
Ä
で
は
︑
孔
子
が
仲
由
・

曾
點
・
冉
求
・
公
西
赤
に
仕
官
し
た
場
合
の
�
Ô
を
	
ね
︑
そ
の
中
で
曾
點
の
囘
答
に
贊
同
し
﹁
吾

點
に
與
す
る
な
り
﹂
と
嘆
じ
た
經
�
に

つ
い
て
︑﹃
論
語
集
解
﹄
は
周
生
烈
を
引
い
て
孔
子
が
﹁
點
の
獨
り
時
を
知
る
を
善
す

(善
點
獨
知
時
)
﹂
と
解
釋
し
て
い
る
︒
孔
子
も
當
然
に

﹁
知
﹂
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
は
あ
く
ま
で
門
弟
の
閒
で
の
﹁
獨
知
﹂
で
あ
る
︒

時
代
が
下
っ
て
宋
代
に
な
る
と
︑
﹁
獨
知
﹂
は
︑﹁
愼
獨
﹂
と
の
關
連
で
︑
朱
熹
の
�
違
・
發
言
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
︒﹃
大
學
﹄
の
經
�
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『
�
記
﹄
商
君
列
傳

『商
君
書
﹄
�
法

『戰
國
策
﹄
西
周
策

『
墨
子
﹄
非
儒

『韓
非
子
﹄
說
林

書
名

表
一

中
國
古
典
に
お
け
る
﹁
獨
知
﹂
の
用
例

(～
漢
代
・
傳
世
�
獻
︑

は
筆
者
に
よ
る
)

且
夫
n
高
人
之
行
者
︑
固
見
非
於
世
︑
n

獨
知

之
慮
者
︑
必
見
訾
於
民
︒

且
夫
n
高
人
之
行
者
︑
固
見
Ô
於
世
︑
n

獨
知

之
慮
者
︑
必
見
訾
於
民
︒

司
寇
布
爲
周
�
謂
周
君
︑
曰
﹁
君
�
吿
齊
王
以
周
�
不
肯
爲
太
子
也
︑
臣
爲
君
不
取
也
︒
函

冶
氏
爲
齊
太
公
買
良
劍
︑
公
不
知
善
︑
歸
其
劍
而
責
之
金
︒
越
人
�
買
之
千
金
︑
折
而
不

賣
︒
將
死
︑
而
屬
其
子
曰
﹁
必
無

獨
知
︒﹂
今
君
之
�
�
爲
太
子
︑
獨
知
之
契
也
︑
天
下
未

n
信
之
者
也
︒﹂

(儒
者
)
印
曰
﹁
君
子
若
鍾
︑
擊
之
則
鳴
︑
弗
擊
不
鳴
︒﹂
應
之
曰
﹁
夫
仁
人
事
上
竭
忠
︑
事

親
得
孝
︑
務
善
則
美
︑
n
V
則
諫
︑
此
爲
人
臣
之
`
也
︒
今
擊
之
則
鳴
︑
弗
擊
不
鳴
︑
隱
知

豫
力
︑
恬
漠
待
問
而
後
對
︑
雖
n
君
親
之
大
利
︑
弗
問
不
言
︒
若
將
n
大
寇
亂
︑
盜

將

作
︑
若
機
辟
將
發
也
︑
他
人
不
知
︑
己

獨
知

之
︑
雖
其
君
親
皆
在
︑
不
問
不
言
︒
是
夫
大

亂
之

也
︒
⁝
﹂

紂
爲
長
夜
之
飮
︑
懽
以
失
日
︑
問
其
左
右
盡
不
知
也
︑
乃
�
人
問
箕
子
︒
箕
子
謂
其
徒
曰

﹁
爲
天
下
K
而
一
國
皆
失
日
︑
天
下
其
危
矣
︑
一
國
皆
不
知
︑
而
我

獨
知

之
︑
吾
其
危
矣
︒﹂

辭
以
醉
而
不
知
︒

用
例



﹁
Q
謂
�
其
U
者
︑
毋
自
欺
也
︒
如
惡
惡
臭
︑
如
好
好
色
︑
此
之
謂
自
�
︒
故
君
子
必
愼
其
獨
也
︒﹂
に
對
す
る
}
釋
に
は
︑﹁
然
れ
ど
も
其
の

實
と
不
實
は
︑
蓋
し
他
人
の
知
る
に
ð
ば
ざ
る
Q
に
し
て
︑
己
獨
り
之
を
知
る
者
な
り
﹂
と
あ
る

(﹃
大
學
違
句
﹄
傳
六
違
)
︒
ま
た
﹃
中
庸
﹄
の

經
�
﹁
莫
見
乎
隱
︑
莫
顯
乎
�
︒
故
君
子
愼
其
獨
也
︒﹂
へ
の
}
釋
で
も
︑﹁
獨
は
︑
人
の
知
ら
ざ
る
Q
に
し
て
己
獨
り
知
る
Q
の
地
な
り
﹂
と

說
T
さ
れ
て
い
る

(﹃
中
庸
違
句
﹄
傳
首
違
)
︒
ま
た
﹃
朱
子
語
類
﹄
に
も
︑

｢不
睹
・
不
聞
﹂
と
は
そ
の
大
枠
を
說
い
て
い
る
の
だ
︒﹁
愼
獨
﹂
に
な
っ
て
︑
よ
う
や
く
�
細
な
部
分
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
︒
﹁
不

睹
・
不
聞
﹂
の
時
は
︑
他
人
が
わ
か
っ
て
お
ら
ず
︑
自
分
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
だ
︒
い
わ
ゆ
る
﹁
獨
﹂
な
ら
ば
︑
他
人
は
わ

か
ら
な
い
が
己
だ
け
は
わ
か
っ
て
い
る

(﹁
獨
知
﹂
)

の
で
︑
こ
こ
が
一
番
氣
を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
だ
︒
こ
れ
ま
で
人
々

は
﹁
不
睹
・
不
聞
﹂
と
﹁
獨
﹂
を
同
一
の
U
味
で
︑
區
別
は
な
い
と
し
て
き
た
が
︑
こ
れ
は
正
し
く
な
い(51

)

︒

と
あ
る
︒
三
つ
の
用
例
か
ら
T
ら
か
な
よ
う
に
︑
朱
熹
も
︑
當
人
だ
け
が
i
識
し
て
い
て
他
人
は
i
識
し
て
い
な
い
狀
態
・
事
柄
に
對
し
て

﹁
獨
知
﹂
を
用
い
て
い
る
︒
先
営
の
よ
う
に
﹃
公
法
c
覽
﹄
の
漢
譯
に
は
︑
後
に
�
日
公
�
に
な
る
汪
鳳
藻
も
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
︒
汪
鳳
藻

は
︑
一
八
八
三
年
に
Ä
士
ð
第
し
て
b
林
院
庶
吉
士
に
な
る
︒﹁
獨
知
﹂
と
儒
學
に
お
い
て
重
�
な
﹁
愼
獨
﹂
の
觀
念
と
關
連
も
考
慮
す
る
と
︑

彼
は
﹃
公
法
c
覽
﹄
�
譯
時
に
も
︑
基
礎
知
識
と
し
て
�
揭
の
﹁
獨
知
﹂
の
用
例
を
知
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る(52

)

︒

�
す
る
に
︑﹃
國
際
法
入
門
﹄
は
︑
正
義
に
關
す
る
K
觀
-
P
斷
と
客
觀
-
P
斷
の
不
一
致
を
容
i
し
︑
K
權
國
家
に
よ
る
K
體
-
P
斷
の

權
利
の
行
�
を
軸
に
行
論
し
て
い
る
が
︑
﹁
義
は
︑
旁
觀
共
見
の
義
に
非
ず
し
て
︑
乃
ち
身
�
獨
知
の
義
な
り
﹂
と
す
る
﹃
公
法
c
覽
﹄
は
︑

一
方
の
當
事
國
に
の
み
i
識
で
き
て
他
方
の
當
事
國
や
第
三
國
に
は
i
識
で
き
な
い
﹁
義
﹂
の
實
踐
を
軸
に
行
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
底
本
と
對
應
す
る
語
の
な
い
︑﹁
Ì
形
の
知
ら
ざ
る
Q
n
る
﹂
と
い
う
�
言
が
»
加
さ
れ
て
い
る
點
で
あ
る
︒
こ
の
�
言
は
︑
上

営
の
當
事
國
の
一
方
に
の
み
i
識
で
き
る
が
他
者
に
は
i
識
で
き
な
い
﹁
義
﹂
の
存
在
を
强
E
す
る
た
め
に
»
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
三
に
︑
w
ith
n
o
p
re
te
x
t
o
f
rig
h
t
を
﹁
故
無
く

(無
故
)
﹂
と
漢
譯
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
�
者
は
口
實
・
名
目
・
言
い
譯
・
假
託
の
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こ
と
で
あ
り
︑
あ
く
ま
で
表
向
き
の
理
由
で
あ
っ
て
︑
本
心
や
客
觀
-
R
當
性
は
問
わ
れ
て
い
な
い
︒
よ
っ
て
�
戰
國
が
形
式
-
に
何
ら
か
の

國
際
法
上
の
權
利
を
K
張
し
て
戰
爭
を
ý
行
し
て
い
る
場
合
は
︑
第
三
國
は
そ
の
內
實
を
論
じ
て
こ
れ
に
干
涉
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒
他
方
︑

後
者
は
あ
る
こ
と
を
行
う
理
由
・
根
據
が
な
い
と
い
う
U
味
で
あ
る
が
︑
本
心
や
客
觀
-
R
當
性
も
問
わ
れ
る
︒
よ
っ
て
︑
後
者
で
は
あ
る
�

戰
當
事
國
が
何
ら
か
の
國
際
法
上
の
權
利
を
K
張
し
て
戰
爭
を
行
っ
て
い
て
も
︑
第
三
國
か
ら
見
て
�
戰
國
の
K
張
が
事
實
と
乖
離
し
て
い
る
︑

あ
る
い
は
そ
の
K
張
の
R
當
性
に
疑
問
が
殘
る
場
合
に
は
︑
介
入
で
き
る
と
の
解
釋
が
許
容
さ
れ
得
る
︒
日
淸
戰
爭
中
︑
元
廣
西
直
隸
州
知
州

張
秉
銓
が
行
っ
た
円
言
に
︑﹃
公
法
c
覽
﹄
﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
の
﹁
故
無
し
﹂
を
含
む
一
�
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
日
本
側
が
正

當
事
由
を
揭
げ
た
事
實
を
沒
却
し
て
お
り
︑﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄﹁
第
一
一
一
﹂
¶
の
趣
旨
か
ら
離
れ
た
議
論
に
な
っ
て
い
る(53

)

︒
底
本
の
說
T

を
正
確
に
譯
出
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
﹁
無
故
﹂
で
は
な
く
﹁
藉
口
﹂﹁
以
□
□
爲
名
﹂
な
ど
︑
本
心
と
円
�
の
一
致
し
な
い
攻
擊
も
許
容
さ

れ
得
る
こ
と
を
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
�
言
を
�
用
す
べ
き
で
あ
っ
た
︒

第
四
に
︑﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄
の
﹁
二
か
國
閒
で
爭
論
が
�
き
た
場
合

(
a
q
u
a
rre
l
a
rise
s
b
e
tw
e
e
n
tw
o
sta
te
s)
﹂
が
︑﹃
公
法
c
覽
﹄
で
は

﹁
兩
國
業
に
已
に
�
戰
す
る
に
至
れ
ば
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
q
u
a
rre
l
は
言
い
爭
い
︑
口
喧
嘩
︑
爭
論
︑
口
論
の
U
で
あ
る
か
ら
︑﹃
國
際
法
硏

究
入
門
﹄
で
は
︑
開
戰
�
の
雙
方
が
互
い
の
K
張
を
ぶ
つ
け
合
っ
て
い
る
段
階
で
第
三
國
は
す
で
に
介
入
で
き
な
い
と
說
T
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
︒
他
方
︑﹃
公
法
c
覽
﹄
は
開
戰
し
た
後
に
第
三
國
は
干
涉
で
き
な
く
な
る
と
し
て
い
る
︒

續
く
﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄
の
﹁
第
一
一
一
¶
﹂
第
三
段
落
の
仲
裁

(
a
rb
itra
tio
n
)

に
關
す
る
議
論
に
お
い
て
も
︑
�
段
の
良
心
と
權
利
を

峻
別
し
た
說
T
を
�
け
て
議
論
が
展
開
さ
れ
る
︒

個
人
が
彼
ら
自
身
の
事
由
に
對
し
て
P
決
を
下
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
︑
國
家
も
問
題
を
第
三
國
に
委
託
し
て
そ
の
U
見
に
從
う
べ
き
︑

と
言
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
そ
の
K
張
は
︑
(國
際
法
)

Ö
反
に
對
す
る
�
後
の
救
濟
措
置
が
用
い
ら
れ
る
�
に
仲
裁
に
訴
え
て
原
狀
囘
復

が
確
保
で
き
る
と
し
た
の
な
ら
︑
お
そ
ら
く
好
ま
し
い
も
の
に
な
り
︑
世
界
が
よ
り
Ä
步
す
れ
ば
︑
こ
の
實
踐
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
ろ
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う
︒
し
か
し
︑
V
去
に
發
生
し
た
多
數
の
æ
略
を
さ
し
て
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
︑
�
も
�
�
な
手
段
で
反
擊
す
る
必
�
も

あ
っ
た
︒
ま
た
︑
人
閒
の
知
性
と
淸
廉
さ
は
︑
常
に
よ
き
仲
裁
人
が
見
つ
か
る
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
問
題
は

良
心
上
の
責
務(

54
)

に
關
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
國
家
が
誰
の
手
も
借
り
ず
に
自
ら
P
決
を
下
し
て
承
i
し
た
事
由
に
よ
っ
て
國
家
が
行
う
戰
爭

の
正
義
に
影
j
す
る
こ
と
は
な
い(55

)

︒

(參
照
箇
Q
を
擧
げ
る
}
記
は
省
略
し
た
︒
)

ウ
ー
ル
ジ
ー
は
︑
仲
裁
を
本
來

ま
し
い
手
段
と
し
つ
つ
も
︑
K
權
國
家
が
自
ら
自
力
救
濟
の
正
當
性
を
P
斷
す
る
權
利
を
Ð
重
す
べ
き
と
說

T
し
て
い
る(

56
)

︒
つ
ま
り
ウ
ー
ル
ジ
ー
は
︑
①
國
家
が
自
力
救
濟
の
權
利
を
n
す
る
︑
②
國
家
が
そ
の
裁
定
に
從
う
べ
き
上
位
者
を
持
た
な
い

︱
︱
と
い
う
二
點
か
ら
︑
各
國
家
が
P
斷
し
た
戰
爭
の
正
當
事
由
に
つ
い
て
客
觀
-
な
正
當
性
を
$
上
げ
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
對
し
て
︑﹃
公
法
c
覽
﹄
の
對
應
す
る
部
分
は
︑
Ç
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

〇
底
本
第
三
段
落
該
當
部
分
：
書
き
下
し
�

或
ひ
と
問
え
ら
く
﹁
人
民

獄
n
れ
ば
︑
當
に
自
折
す
べ
か
ら
ず
︒
兩
國
爭
執
す
る
に
︑
應
に
他
國
P
斷
す
べ
き
や
否
や
︒﹂
と
︒
曰
く

﹁
此
の
法
を
盛
行
せ
し
む
れ
ば
︑
干
戈
を
以
て
事
と
せ
ざ
る
べ
し
︑
豈
に
甚
だ
善
か
ら
ざ
ら
ん
や
︒
然
れ
ど
も
搶
奪
・
æ
呑
し
︑
公
議
を

以
て
之
を
ï
す
べ
か
ら
ず
し
て
︑
惟
だ
兵
力
を
以
て
之
を
止
む
べ
き
者
︑
歷
來
恒
に
n
り
︒
且
つ
他
國
に
P
斷
を
聽
す
も
︑
旣
に
T
に
し

て
且
つ
公
な
る
の
人
を
得
て
權
を
秉
り
審
問
せ
し
む
る
に
非
ざ
れ
ば
可
な
ら
ず
︒
而
し
て
公
T
の
人
印
た
數
ば
覯
わ
ず
︑
此
の
法
の
行
い

難
き
Q
以
な
り
︒
惟
だ
Å
`
日
び
隆
く
し
て
︑
之
を
行
う
こ
と
�
よ
久
し
く
し
て
︑
之
に
從
う
者
�
よ
多
き
を
�
す
可
き
の
み
︒
若
し
某

國
︑
宜
し
く
戰
う
べ
し
と
以
爲
い
て
︑
上
は
天
に
對
す
べ
く
下
は
人
に
對
す
べ
く
ん
ば
︑
亦
た
專
ら
他
國
に
P
斷
を
聽
す
を
必
せ
ず
︒﹂

と(
57
)

︒

〇
底
本
第
三
段
落
該
當
部
分
：
現
代
日
本
語
譯

あ
る
人
が
問
う
に
は
︑﹁
人
民
が
訴
訟
に
な
っ
た
場
合
に
は
︑
自
ら
裁
定
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
︒
兩
國
が
紛
爭
に
な
っ
た
場
合
に
つ
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い
て
も
︑
第
三
國
が
裁
定
す
る
の
が
筋
だ
ろ
う
か
︒﹂
と
い
う
︒
囘
答
は
﹁
こ
の
方
法
を
盛
ん
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
し
た
な
ら
ば
︑
武
力

に
訴
え
ず
に
濟
み
︑
甚
だ
よ
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
略
奪
・
æ
略
を
行
い
︑
當
該
國
を
公
議
に
よ
っ
て
說
得
で
き
ず
に
︑
軍
事
力
に
よ
っ

て
彼
ら
を
止
め
る
し
か
な
い
場
合
も
︑
從
來
か
ら
常
々
あ
る
こ
と
だ
っ
た
︒
か
つ
第
三
國
に
P
斷
を
ゆ
だ
ね
た
と
し
て
も
︑
T

(物
事
の

`
理
に
あ
か
る
い
こ
と
)

に
し
て
公

(公
正
)

な
る
人
物
を
見
つ
け
て
權
限
を
持
た
せ
て
審
理
さ
せ
る
の
で
な
け
れ
ば
︑
う
ま
く
い
か
な
い
︒

と
こ
ろ
が
公
に
し
て
T
な
る
人
物
は
そ
う
頻
繁
に
見
つ
か
る
わ
け
も
な
い
の
で
︑
こ
の

(第
三
者
の
P
斷
に
ゆ
だ
ね
る
)

方
法
を
實
施
す
る

の
が
困
難
な
の
も
そ
れ
が
理
由
で
あ
る
︒
�
T
Å
が
日
々
Ä
み
︑
こ
の
方
法
が
長
く
實
踐
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
︑
こ
の
方
法
に
依
據
す

る
國
が
增
加
す
る
こ
と
を
�
待
す
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
も
し
あ
る
國
が
戰
う
の
が
良
い
と
考
え
て
︑
そ
れ
で
天
と
向
き
合
い
人
と
向
き
合

え
る
の
な
ら
ば
︑
第
三
國
の
P
斷
に
ゆ
だ
ね
ず
と
も
よ
い
︒﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
﹃
公
法
c
覽
﹄
は
︑
自
ら
の
良
心
-
P
斷
の
正
確
さ
に
確
信
が
持
て
る
の
な
ら
ば
︑
第
三
國
に
P
斷
を
求
め
ず
と
も
差
荏
え
な
い
と
し

て
い
る
が
︑
や
は
り
底
本
と
比
べ
て
良
心
と
權
利

(な
い
し
制
度
と
し
て
の
法
)

の
區
別
が
不
T
瞭
で
あ
る
︒

(
二
)
﹁
第
一
一
五
�
﹂
と
﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
六
�
﹂

『國
際
法
硏
究
入
門
﹄﹁
第
一
一
五
¶
﹂
は
開
戰
の
手
續
き
に
つ
い
て
の
說
T
で
あ
り
︑
そ
の
冒
頭
で
︑

獨
立
し
た
K
權
國
家
閒
の
戰
爭
は
︑
正
義
を
確
保
す
る
公
然
か
つ
�
直
な
手
段
で
あ
り
︑
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
︒
あ
ら
ゆ
る
國
家

は
︑
こ
れ
ま
で
友
好
關
係
の
あ
っ
た
國
家
に
對
す
る
關
係
が
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
の
か
︱
︱
す
な
わ
ち
友
好
が
續
く
の
か
︑
Ý
了
す

る
の
か
︑
を
知
る
權
利
を
n
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
怨
し
い
狀
態
す
な
わ
ち
戰
爭
狀
態
が
す
で
に
始
ま
っ
た
こ
と
を
取
り
Ö
え
る
こ
と
が

な
い
よ
う
に
︑
何
ら
か
の
行
爲
が
T
瞭
な
形
で
行
わ
れ
る
必
�
が
あ
る(58

)

︒

と
論
じ
た
う
え
で
︑
各
時
代
の
事
例
を
擧
げ
て
い
く
︒
當
時
は
︑
一
般
-
に
︑
開
戰
�
の
宣
戰
布
吿
が
義
務
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
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し
か
し
︑
ウ
ー
ル
ジ
ー
は
�
戰
相
手
國
が
戰
闘
の
�
に
︑
戰
爭
狀
態
に
入
っ
た
こ
と
を
i
知
で
き
る
何
ら
か
の
手
續
き
が
必
�
と
强
E
し
て
い

る
︒『公

法
c
覽
﹄
で
は
︑﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
が
上
揭
の
�
違
に
對
應
す
る
が
︑
强
E
點
が
衣
な
る
︒

〇
書
き
下
し
�

自
K
の
邦
︑
將
に
戰
い
て
以
て
義
を
求
め
て
不
義
を
禦
ぎ
︑
理
と
し
て
應
に
先
行
し
て
T
白
に
宣
示
す
べ
し
︒
蓋
し
他
國
と
�
來
和
好
す

る
に
︑
其
の
友
誼
或
い
は
存
し
或
い
は
絕
ゆ
︑
自
ら
應
に
之
を
知
ら
し
む
べ
し
︒
必
ず
Ö
理
の
處
の
指
す
べ
き
を
確
n
し
て
︑
以
て
其
の

無
故
に
し
て
兵
を
興
す
に
非
ざ
る
を
徵
ら
か
に
し
て
︑
方
め
て
戰
を
用
う
べ
し
︒

〇
現
代
日
本
語
譯

自
K
の
國
が
︑
戰
っ
て
義
を
»
求
し
て
不
義
を
防
ご
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
理
と
し
て
先
に
は
っ
き
り
と
宣
言
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
︒
思

う
に
他
國
と
�
液
し
誼
を
�
じ
た
な
ら
ば
︑
そ
の
友
好
關
係
が
繼
續
す
る
の
か
斷
絕
す
る
の
か
に
つ
い
て
︑
�
知
す
る
の
は
當
然
の
こ
と

だ
ろ
う
︒
指
し
示
す
べ
き
理
に
背
く
點
を
確
實
に
押
さ
え
て
︑
そ
う
し
て
理
由
も
な
く
戰
爭
を
開
始
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
證
T
し
て
︑

よ
う
や
く
戰
爭
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ(59

)

︒

﹁
必
ず
Ö
理
の
處
の
指
す
べ
き
を
確
n
し
て
︑
以
て
其
の
無
故
に
し
て
兵
を
興
す
に
非
ざ
る
を
徵
ら
か
に
し
て
﹂
と
い
う
︑
底
本
に
は
無
い
戰

爭
の
正
當
事
由
の
�
知
を
必
須
條
件
と
し
た
一
�
が
»
加
さ
れ
て
い
る
︒
無
差
別
戰
爭
觀
は
︑
開
戰
に
あ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
正
當
事

由
を
K
張
す
る
こ
と
は
�
提
と
し
つ
つ
も
︑
定
ま
っ
た
形
式
に
從
っ
て
開
戰
す
る
こ
と
を
特
に
重
視
し
︑
そ
の
點
を
も
っ
て
正
當
事
由
を
重
視

す
る
自
然
法
論
の
正
戰
論
と
對
置
さ
れ
る
︒﹃
公
法
c
覽
﹄
は
»
加
の
一
�
に
よ
り
︑﹃
國
際
法
硏
究
入
門
﹄
に
比
べ
て
後
者
に
接
t
し
て
い
る
︒
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第
四
違

『
成
�
國
際
法
﹄
と
﹃
公
法
會
�
﹄

(
一
)
﹁
第
五
一
〇
�
﹂
と
﹁
第
五
百
一
十
違
﹂

『
成
�
國
際
法
﹄
の
戰
時
國
際
法
部
分
は
﹁
第
五
一
〇
¶
﹂
に
始
ま
る
︒
こ
の
﹁
第
五
一
〇
¶
﹂
と
續
く
﹁
第
五
一
一
¶
﹂
で
︑
ま
ず
戰
爭

の
定
義
が
說
か
れ
る
︒

〇
本
�戰

爭
は
︑
國
家
や

(集
體
と
し
て
の
)

人
民
が
他
國
や
他
の
人
民
を
相
手
に
武
器
を
用
い
て
戰
う
こ
と
で
あ
り
︑
自
身
の
權
利
を
Ð
重
さ
せ

る
一
連
の
行
爲
の
こ
と
で
あ
る(60

)

︒

〇
}
一戰

爭
は
訴
訟
の
手
段
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
敵
對
-
な
實
力
の
恐
ろ
し
い
闘
爭
で
あ
る
︒
①

戰
爭
は
︑
事
由
や
目
-
が
何
で
あ
れ
︑
多
く

の
法
-
效
果
を
n
す
る
︒
戰
爭
は
�
常
︑
a
和
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
權
利
の
�
滅
を
も
た
ら
す
︒
國
際
法
は
︑
辛
う
じ
て
戰
爭
を
定

め
ら
れ
た
規
制
の
內
に
收
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
征
ï
戰
爭
︑
王
Z
の
野
心
や
國
家
の
嫉
妬
お
よ
び
復
讐
精
神
に
よ
っ
て
引
き
�
こ
さ
れ

た
戰
爭
も
︑
法
の
發
展
と
公
序
に
對
し
て
�
も
不
幸
な
影
j
を
與
え
る(61

)

︒

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

當
該
部
分
に
對
應
す
る
﹃
公
法
會
�
﹄
﹁
第
五
百
一
十
違
﹂
の
書
き
下
し
と
現
代
日
本
語
譯
は
Ç
の
と
お
り
で
あ
る
︒

〇
本
�
：
書
き
下
し
�

此
國

彼
國
と
兵
を
執
り
て
相
爭
い
︑
以
て
其
の
權
利
を
護
る
者
︑
之
を
戰
と
謂
う(62

)

︒

〇
夾
}
：
書
き
下
し
�

戰
は
訟
の
比
す
べ
き
に
は
非
ず
︒
蓋
し
訟
は
理
を
論
じ
︑
戰
は
力
を
角
ぶ
︒
②

然
れ
ど
も
戰
中
仍
お
理
の
論
ず
べ
き
n
り
て
︑
權
利
の
之
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に
因
り
て
得
失
・
改
革
す
る
等
の
Ì
︑
均
し
く
究
め
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
な
り
︒
a
時
享
け
た
る
Q
の
權
利
の
如
き
は
︑
大
抵
戰
に
因
り
て

停
む (

63
)

︒

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

〇
本
�
：
現
代
日
本
語
譯

甲
國
が
乙
國
に
對
し
て
武
器
を
と
っ
て
爭
い
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
權
利
を
守
る
こ
と
を
︑
戰
爭
と
稱
す
る
︒

〇
夾
}
：
現
代
日
本
語
譯

戰
爭
は
訴
訟
に
比
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
︒
思
う
に
訴
訟
と
は
理
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
戰
爭
と
は
力
を
競
う
も
の
だ
︒
③

し
か

し
な
が
ら
そ
れ
で
も
理
を
議
論
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
戰
爭
に
よ
っ
て
あ
る
權
利
を
取
得
・
喪
失
・
變
�
す
る
な
ど
の
事
Ì
は
︑
い
ず
れ

も
よ
く
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
a
時
に
享
�
し
て
い
た
權
利
は
︑
大
體
が
戰
爭
に
よ
っ
て
停
止
す
る
︒

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

『
成
�
國
際
法
﹄
の
}
一
と
﹃
公
法
會
�
﹄
の
夾
}
を
比
�
す
る
と
︑
傍
線
部
①
②
③
の
說
T
�
に
顯
著
な
Ö
い
を
確
i
で
き
る
︒
傍
線
部
①

は
不
正
な
事
由
に
よ
る
戰
爭
で
あ
っ
て
も
法
-
な
效
果
を
持
つ
と
い
う
無
差
別
戰
爭
觀
に
卽
し
た
記
営
と
な
っ
て
い
る
が
︑
傍
線
部
②
③
は
︑

﹁
理
﹂
で
は
な
く
﹁
力
﹂
に
よ
っ
て
爭
う
戰
爭
で
あ
っ
て
も
不
十
分
な
が
ら
﹁
理
﹂
を
論
じ
る
部
分
が
あ
る
の
だ
︑
と
い
う
點
を
强
E
し
て
い

る
︒
つ
ま
り
︑
漢
譯
�
で
は
︑﹁
戰
爭
は
︑
事
由
や
目
-
が
何
で
あ
れ
︑
多
く
の
法
-
效
果
を
n
す
る
﹂
と
い
う
無
差
別
戰
爭
觀
ら
し
い
論
理

が
�
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
征
ï
戰
爭
﹂
や
國
家
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
動
機
が
國
際
法
に
無
視
で
き
な
い
影
j
を
與
え
て
い
る

現
實
を
說
T
し
た
部
分
も
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
も
含
め
︑
漢
譯
者
た
ち
は
︑
不
合
理
な
事
柄
が
法
-
な
效
力
を
持
ち
う
る
と
す
る
記
営
を

Ë
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

(
二
)
﹁
第
五
一
一
�
﹂
と
﹁
第
五
百
一
十
一
違
﹂

『
成
�
國
際
法
﹄﹁
第
五
一
一
¶
﹂
も
﹁
第
五
一
〇
¶
﹂
に
引
き
續
き
︑
戰
爭
の
定
義
を
行
う
︒
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〇
本
�戰

爭
は
︑
原
則
-
に
は
︑
(國
際
)

公
法
上
の
問
題
の
あ
る
場
合
に
︑
い
く
つ
か
の
國
家
の
閒
で
行
わ
れ
る
武
裝
闘
爭
で
あ
る(64

)

︒

〇
}
一�

T
諸
國
な
ら
ば
何
處
で
あ
れ
民
事
と
𠛬
事
の
司
法
行
政
の
管
à
下
に
あ
り
︑
こ
の
こ
と
は
︑
い
ま
�
T
國
家
內
で
私
法
上
の
問
題
が
生

じ
た
場
合
に
戰
爭
を
ý
行
で
き
る
と
i
め
る
如
何
な
る
見
解
と
も
相
容
れ
な
い
︒
中
世
で
は
︑
衣
な
っ
た
原
則
が
ま
だ
i
め
ら
れ
て
い
た
︒

私
人
の
權
利
の
問
題
を
裁
定
す
る
の
に
用
い
ら
れ
た
決
闘
裁
P
は
︑
基
本
-
に
は
二
人
の
個
人
の
閒
の
戰
爭
だ
っ
た
︒
決
闘
裁
P
は
︑
國

家
の
司
法
の
觀
念
が
發
,
す
る
に
つ
れ
て
︑
排
除
さ
れ
た
︒
今
日
に

(國
際
)

公
法
の
問
題
が

(集
體
と
し
て
の
)

人
民
の
閒
あ
る
い
は
國

家
の
閒
で
生
じ
た
場
合
に
お
け
る
人
民
と
國
家
は
︑
中
世
の
騎
士
や
都
市
と
同
じ
狀
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
人
民
や
國
家
は
︑

自
ら
の
權
利
を
�
利
さ
せ
る
べ
く
武
器
を
取
り
︑
互
い
に
殺
し
合
う
︒
國
際
法
は
︑
實
力
の
闘
爭
を
單
純
な
司
法
手
續
き
に
變
�
す
る
の

を
,
成
す
る
ま
で
に
︑
ま
だ
長
い
行
e
を
殘
し
て
い
る(65

)

︒

こ
れ
に
對
應
す
る
﹃
公
法
會
�
﹄
﹁
第
五
百
一
十
一
違
﹂
は
︑
Ç
の
と
お
り
で
あ
る
︒

〇
本
�
：
書
き
下
し
�

邦
國
�
戰
の
故
︑
大
抵
公
法
の
疑
端
に
因
り
て
�
く(66

)

︒

〇
夾
}
：
書
き
下
し
�

人
民
の
私
︑
邦
國
各
お
の
律
法
の
以
て
之
を
理
む
る
n
れ
ば
︑
則
ち
兵
を
執
り
て
以
て
其
の
權
利
を
護
る
を
須
う
無
し
︒
中
古
の
時
︑
尙

お
械
鬭
し
て
以
て
折
獄
の
法
と
爲
す
n
り
︒
�
者
理
直
に
し
て
︑
敗
者
理
曲
な
り
︒
今
則
ち
民
閒
此
の
陋
O
無
く
し
て
︑
邦
國
尙
お
之
n

り
︑
惜
し
い
哉(

67
)

︒
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〇
本
�
：
現
代
日
本
語
譯

國
家
の
�
戰
す
る
原
因
は
︑
大
槪
が
萬
國
公
法
上
の
爭
點
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
︒

〇
夾
}
：
現
代
日
本
語
譯

人
民
の
身
�
手
に
つ
い
て
は
︑
國
家
そ
れ
ぞ
れ
が
法
律
に
よ
っ
て
こ
れ
を
處
理
す
る
の
で
︑
武
器
を
手
に
し
て
自
分
の
權
利
を
守
る
必
�

は
な
い
︒
中
世
で
は
︑
ま
だ
武
裝
闘
爭
に
よ
っ
て
裁
定
す
る
方
法
が
あ
っ
た
︒
�
者
が
正
當
で
︑
敗
者
が
不
當
と
い
う
も
の
だ
︒
今
は
民

閒
で
は
こ
の
陋
O
が
な
く
な
っ
て
い
る
の
に
︑
國
家
に
は
こ
の
陋
O
が
あ
る
︑
惜
し
い
こ
と
だ
︒

『
成
�
國
際
法
﹄
も
國
際
司
法
制
度
の
成
立
を
�
Ý
目
標
と
し
て
現
狀
に
滿
足
す
る
記
営
で
は
な
い
も
の
の
︑﹃
公
法
會
�
﹄
の
U
譯
は
﹁
陋

O
﹂・﹁
惜
哉
﹂
と
い
う
措
辭
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
原
著
よ
り
も
强
く
`
德
感
Ì
を
表
現
し
て
い
る
︒

(
三
)
﹁
第
五
一
五
�
﹂
と
﹁
第
五
百
一
十
五
違
﹂

『
成
�
國
際
法
﹄
は
︑﹁
第
五
一
五
¶
﹂
よ
り
Ju
s
a
d
b
e
llu
m
の
議
論
に
入
る
︒

〇
本
�國

際
法
が
武
力
の
�
用
を
許
し
て
い
る
場
合
に
︑
戰
爭
は
正
當
で
あ
る
︒
こ
の
法
の
原
則
に
背
Ö
反
す
る
場
合
に
は
︑
不
正
と
な
る(68

)

︒

〇
}
一こ

の
原
則
は
單
な
る
`
德
律
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
(あ
る
べ
き
)

眞
の
法
の
原
則
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
各
當
事
者
が
め
い
め
い
の
正
義
を
K
張

し
︑
こ
れ
ら
の
K
張
の
重
み
を
P
斷
す
る
裁
P
官
が
い
な
い
の
で
︑
現
下
で
は
實
用
-
價
値
が
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
法
を
`
德

律
と
區
別
す
る
こ
と
に
は
︑
と
り
わ
け
同
â
國
の
義
務
と
中
立
國
の
干
涉
に
關
し
て
︑
い
く
ら
か
の
結
果
が
す
で
に
ü
っ
て
い
る
︒
同
â

國
は
戰
爭
が
正
當
で
あ
る
場
合
に
�
助
の
義
務
を
Ô
う
︒
第
三
國
は
︑
不
正
な
戰
爭
に
お
い
て
は
干
涉
を
許
さ
れ
る(69

)

︒
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`
德
が
K
と
し
て
良
心
や
K
觀
-
P
斷
を
拘
束
す
る
の
に
對
し
︑
法
は
客
觀
-
P
斷
に
基
づ
く
外
-
强
制
力
の
行
�
を
ü
う
︒
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

は
︑
こ
の
`
德
と
法
の
區
別
を
�
提
に
︑
正
戰
論
が
單
な
る
`
德
な
の
で
は
な
く
確
實
に
國
際
法
の
範
疇
に
屬
す
と
强
E
し
て
い
る
︒
ま
た
︑

戰
爭
の
正
當
性
に
關
連
し
た
干
涉
の
權
利
を
第
三
國
に
i
め
て
い
る
點
も
︑
漢
譯
さ
れ
た
他
の
歐
�
國
際
法
槪
說
書
と
衣
な
る
︒
ブ
ル
ン
チ
ュ

リ
は
︑
漢
譯
さ
れ
た
國
際
法
槪
說
書
四
書
の
著
者
の
中
で
︑
�
も
戰
爭
の
正
當
事
由
︑
ひ
い
て
は
正
戰
論
に
强
い
執
着
を
見
せ
て
い
る
と
言
え

る
︒
そ
れ
で
も
︑
當
事
國
そ
れ
ぞ
れ
が
戰
爭
事
由
を
K
張
し
︑
裁
定
者
も
い
な
い
た
め
︑﹁
現
下
で
は
實
用
-
價
値
が
ほ
と
ん
ど
な
い
﹂
と
無

差
別
戰
爭
觀
に
卽
し
た
說
T
も
し
て
い
る
︒

他
方
︑﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
一
十
五
違
﹂
の
記
営
は
Ç
の
と
お
り
で
あ
る
︒

〇
本
�
：
書
き
下
し
�

�
戰
の
故
︑
揆
る
に
公
法
を
以
て
し
て
師
出
づ
る
に
名
n
る
者
︑
卽
ち
之
を
義
戰
と
謂
う
︒
若
し
公
法
に
Ö
背
せ
ば
︑
卽
ち
之
を
不
義
の

戰
と
謂
う(

70
)

︒

〇
夾
}
：
書
き
下
し
�

兩
國
固
よ
り
自
ら
是
と
以
爲
い
て
︑
人
の
以
て
其
の
是
非
を
斷
ず
る
無
し
︒
然
れ
ど
も
同
â
の
責
︑
以
ð

お

よ

び
局
外
諸
國
の
干
預
の
權
を
論

ず
れ
ば
︑
則
ち
其
の
義
と
不
義
を
辨
ぜ
ざ
る
を
得
ず
︒
其
戰
若
し
義
な
れ
ば
︑
則
ち
â
邦
の
應
に
助
く
べ
き
者
に
し
て
︑
裹
足
す
る
を
得

ず
︒
其
の
戰
若
し
不
義
な
れ
ば
︑
局
外
の
國
と
雖
も
︑
亦
た
V
問
す
る
を
得(71

)

︒

〇
本
�
：
現
代
日
本
語
譯

�
戰
の
理
由
に
つ
い
て
は
︑
萬
國
公
法
に
よ
っ
て
勘
案
し
て
軍
!
を
出
す
名
義
の
立
つ
も
の
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
義
戰
と
稱
す
る
︒
も

し
も
萬
國
公
法
と
食
い
Ö
う
な
ら
ば
︑
こ
れ
を
不
義
の
戰
と
稱
す
る
︒
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〇
夾
}
：
現
代
日
本
語
譯

(
�
戰
す
る
)

兩
國
は
元
來
自
ら
を
是
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
(客
觀
-
に
)

そ
の
是
非
を
P
斷
す
る
他
者
も
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

同
â
の
責
務
お
よ
び
中
立
各
國
の
干
涉
權
を
檢
討
す
る
な
ら
ば
︑
義
と
不
義
を
P
別
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
そ
の
戰
爭
が
義
戰
な

ら
ば
︑
同
â
國
が
�
助
す
る
の
は
當
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
躊
躇
し
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
の
戰
爭
が
不
義
な
ら
ば
︑
中
立
國
で
あ
っ
て
も
︑

や
は
り
容
喙
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

戰
爭
の
正
當
事
由
に
關
し
て
︑﹃
成
�
國
際
法
﹄
の
﹁
現
下
で
は
實
用
-
價
値
が
ほ
と
ん
ど
な
い
﹂
が
﹃
公
法
會
�
﹄
で
は
譯
出
さ
れ
て
い
な

い
︒
ま
た
︑﹁
法
を
`
德
律
と
區
別
す
る
こ
と
﹂
に
﹁
い
く
ら
か
の
結
果
が
ü
っ
て
い
る
﹂︑
と
い
う
抑
制
-
な
原
著
の
措
辭
が
﹁
義
と
不
義
を

辨
ぜ
ざ
る
を
得
ず
﹂
と
い
う
二
重
否
定
で
譯
さ
れ
て
お
り
︑
よ
り
强
い
E
子
の
�
面
に
な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
底
本
が
目
-
の
不
正
な
戰
爭

へ
の
加
擔
を
戒
め
る
の
に
對
し
︑
﹁
義
﹂
の
あ
る
戰
爭
に
對
し
て
﹁
â
邦
﹂
は
�
助
を
躊
躇
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
內
容
で
漢
譯
さ
れ
て
い

る
︒
さ
ら
に
︑﹃
成
�
國
際
法
﹄
の
`
德
と
法
を
區
別
し
た
�
言
も
譯
出
さ
れ
て
い
な
い
︒

(
四
)
﹁
第
五
一
九
�
﹂
と
﹁
第
五
百
十
九
違
﹂

『
成
�
國
際
法
﹄
は
﹁
第
五
一
六
¶
﹂
か
ら
﹁
第
五
一
八
¶
﹂
に
お
い
て
︑
重
度
の
權
利
æ
Ó
が
戰
爭
の
正
當
事
由
と
な
り
︑
國
益
に
つ
い

て
は
そ
れ
自
體
で
は
正
當
事
由
と
見
做
さ
れ
な
い
こ
と
を
說
T
す
る
︒
そ
の
う
え
で
︑﹁
第
五
一
九
¶
﹂
で
は
︑
戰
時
國
際
法
の
a
等
m
用
︑

つ
ま
り
正
當
事
由
に
基
づ
く
差
別
m
用
を
否
定
す
る
︒

〇
本
�戰

爭
ý
行
の
手
段
あ
る
い
は
�
戰
國
の
權
利
と
義
務
に
つ
い
て
の
國
際
法
の
諸
規
則
は
︑
不
正
な
戰
爭
に
お
い
て
も
[
守
さ
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い(

72
)

︒
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〇
}
一我

々
は
︑
第
五
一
六
¶
か
ら
第
五
一
八
¶
ま
で
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
由
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
よ
っ
て
も
正
當
Å
さ
れ
な
い
戰
爭
を
不
正

な
戰
爭
の
名
で
呼
ぶ
︒
戰
爭
法
規
は
︑
不
正
な
戰
爭
で
も
義
務
づ
け
ら
れ
る
︒
も
し
も
人
々
が
そ
の
K
張
の
不
當
さ
を
非
難
し
て
い
る
一

方
の
�
戰
國
に
對
し
て
よ
り
嚴
し
い
︑
ま
た
は
よ
り
殘
Ü
な
措
置
を
b
用
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
戰
爭
は
�
く
野
蠻
に
囘
歸
し
て
し
ま

お
う
︒
一
般
-
に
︑
各
�
戰
國
は
︑
た
だ
眞
っ
當
な
權
利
を
Ð
重
さ
せ
る
た
め
に
戰
う
の
だ
と
K
張
し
︑
同
時
に
相
手
の
諸
權
利
を
否
定

す
る
︒
戰
爭
法
規
は
︑
不
正
の
戰
爭
を
正
當
な
戰
爭
と
同
じ
く
�
T
Å
す
る
こ
と
を
目
指
す(73

)

︒

他
方
︑﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
十
九
違
﹂
の
記
営
は
︑
Ç
の
と
お
り
で
あ
る
︒

〇
本
�
：
書
き
下
し
�

邦
國

義
に
Ô
く
と
雖
も
︑
戰
亦
た
公
法
の
例
に
[
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず(74

)

︒

〇
夾
}
：
書
き
下
し
�

此
の
國
若
し
彼
の
國

義
に
Ô
く
と
謂
い
て
︑
待
す
る
に
戰
例
を
以
て
せ
ざ
れ
ば
︑
則
ち
�
戰
の
殘
︑
以
て
之
を
¶
す
る
無
し
︒
蓋
し
兩

國

我
を
以
て
是
と
爲
し
︑
彼
を
以
て
非
と
爲
さ
ざ
る
無
し(75

)

︒

〇
本
�
：
現
代
日
本
語
譯

國
家
が
義
に
背
い
て
い
る
と
し
て
も
︑
そ
の
戰
爭
は
萬
國
公
法
の
慣
例
に
從
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

〇
夾
}
：
現
代
日
本
語
譯

甲
國
が
乙
國
は
義
に
背
い
て
い
る
と
言
い
た
て
て
︑
戰
時
國
際
法
の
m
用
を
拒
む
な
ら
ば
︑
戰
闘
の
殘
Ü
さ
を
制
限
す
る
p
が
な
く
な
る
︒

思
う
に
�
戰
國
雙
方
は
ど
ち
ら
も
自
分
を
是
と
し
て
相
手
を
非
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

『
成
�
國
際
法
﹄﹁
第
五
一
九
¶
﹂
}
一
末
尾
の
﹁
不
正
の
戰
爭
を
正
當
な
戰
爭
と
同
じ
く
�
T
Å
す
る
こ
と
を
目
指
す
﹂
は
︑
今
日
の
國
際
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人
`
法
の
槪
說
書
に
お
い
て
も
例
示
さ
れ
て
い
る
︑
典
型
-
な
無
差
別
戰
爭
觀
の
說
T
�
で
あ
る
が
︑﹃
公
法
會
�
﹄
﹁
第
五
百
十
九
違
﹂
で
は

譯
出
さ
れ
て
い
な
い(

76
)

︒

(
五
)
﹁
第
五
八
四
�
﹂
と
﹁
第
五
百
八
十
四
違
﹂

『
成
�
國
際
法
﹄﹁
第
五
八
四
¶
﹂
は
︑
助
命
拒
否
を
禁
止
す
る
內
容
で
︑
Ç
の
よ
う
に
說
T
す
る
︒

〇
本
�敵

對
者
が
K
張
し
て
い
る
戰
爭
事
由
の
不
當
性
を
確
信
し
て
い
る
と
い
う
名
目
で
︑
(投
影
し
た
)

敵
對
者
に
對
す
る
助
命
を
拒
否
す
る
こ

と
は
決
し
て
で
き
な
い(

77
)

︒

〇
}
一各

�
戰
國
は
ほ
ぼ
常
に
自
ら
が
眞
っ
當
な
事
由
の
た
め
に
戰
っ
て
お
り
︑
敵
が
#
っ
て
い
る
と
固
く
信
じ
て
い
る
︒
た
と
え
開
戰
時
に

(自
分
へ
の
)

懷
疑
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
感
Ì
が
激
高
す
る
と
︑
�
戰
國
の
�
後
の
良
心
の
呵
責
を
�
し
去
っ
て
し
ま
い
︑
自
ら
の
眞
っ

當
な
權
利
に
對
す
る
自
信
は
狂
信
に
轉
Å
す
る
︒
國
際
法
は
︑
雙
方
と
も
善
U
で
あ
る
と
推
定
し
︑
い
か
な
る
名
義
で
あ
れ
︑
敵
を
法
の

外
に
置
い
て
敵
に
對
し
て
絕
滅
戰
爭
を
ý
行
す
る
權
利
を
一
方
の
�
戰
國
に
i
め
る
こ
と
は
で
き
な
い(

78
)

︒

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

こ
れ
に
對
し
て
﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
八
十
四
違
﹂
は
Ç
の
よ
う
な
議
論
に
な
っ
て
い
る
︒

〇
本
�
：
書
き
下
し
�

敵
國
理
無
し
と
謂
う
も
︑
c
ち
豫
う
る
に
影
例
を
以
て
せ
ざ
る
を
得
ず(79

)

︒

〇
夾
}
：
書
き
下
し
�

己
の
國

理
に
長
じ
て
︑
彼
の
國

理
短
ず
と
以
う
は
︑
人
の
常
Ì
な
り
︒
公
法
は
則
ち
兩
國
皆
な
公
心
を
存
す
と
視
︑
故
に
ú
私
し
て
敵
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を
法
の
外
に
置
く
を
准
さ
ざ
る
な
り(80

)

︒

〇
本
�
：
現
代
日
本
語
譯

敵
國
に
は
理
が
な
い
と
K
張
し
て
い
る
と
し
て
も
︑
投
影
の
慣
例
を
m
用
し
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︒

〇
夾
}
：
現
代
日
本
語
譯

自
國
の
理
が
�
り
︑
相
手
國
の
理
は
引
け
を
と
る
と
見
做
す
の
は
︑
人
閒
の
常
Ì
で
あ
る
︒
萬
國
公
法
は

(
�
戰
す
る
)

兩
國
の
い
ず
れ

も
公
心

(公
正
な
心
)

が
あ
る
も
の
と
見
做
す
の
で
︑
(
�
戰
國
が
)

ú
私
し
て

(手
�
�
手
を
し
て
)

敵
を
法
の
外
に
置
く
こ
と
を
許
さ
な
い

の
で
あ
る
︒

『
成
�
國
際
法
﹄
は
︑
傍
線
部
で
︑
人
閒
の
一
般
-
傾
向
と
し
て
權
利
に
對
す
る
自
信
が
戰
爭
の
殘
Ü
Å
を
引
き
�
こ
す
と
想
定
し
︑
こ
れ
を

防
ぐ
方
策
と
し
て
助
命
拒
否
の
禁
止
を
說
く
︒
こ
れ
に
對
し
て
﹃
公
法
會
�
﹄
は
︑
傍
線
部
に
對
應
す
る
說
T
が
見
當
た
ら
ず
︑
底
本
に
該
當

す
る
�
言
の
な
い
が
﹁
公
心
﹂
と
對
に
な
る
﹁
ú
私
﹂
の
語
が
»
加
さ
れ
︑
自
ら
を
正
當
と
見
做
す
�
て
の
�
戰
當
事
國
に
對
す
る
公
a
性
を

確
保
す
る
議
論
に
す
り
替
わ
っ
て
い
る
︒
﹁
公
心
﹂
も
︑﹁
善
U

(
la
b
o
n
n
e
fo
i)
﹂
の
單
な
る
譯
語
と
い
う
よ
り
は
︑﹁
ú
私
﹂
と
呼
應
し
て
底

本
と
は
別
の
理
路
を
è
く
た
め
に
︑
あ
え
て
$
定
さ
れ
た
語
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

第
五
違

『國
際
法
}
釋
﹄
と
﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄

(
一
)
﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
四
九
�
﹂
と
﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
四
十
九
款
﹂

『國
際
法
}
釋
﹄﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
四
九
¶
﹂
は
同
書
の
戰
時
國
際
法
の
冒
頭
部
分
に
あ
た
る
が
︑
Ç
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

戰
爭
お
よ
び
戰
爭
に
關
連
す
る
法
の
必
�
性
は
︑
諸
國
家
の
墮
落
し
た
性
質
の
歸
結
で
あ
り
︑
こ
れ
は
ま
さ
に
國
家
の
𠛬
法
の
必
�
性
が
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個
人
の
性
質
の
歸
結
で
あ
る
の
と
同
樣
で
あ
る
︒

戰
爭
は
︑
國
際
-
な
行
動
の
權
利
を
行
�
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
物
事
の
本
質
お
よ
び
�
當
事
國
の
上
に
立
っ
て
問
題
を
ø
う
法
廷
の
缺
如

ゆ
え
に
︑
國
家
は
自
ら
の
權
利
を
K
張
・
立
證
す
る
た
め
に
戰
爭
に
訴
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る(81

)

︒

こ
れ
に
對
し
て
︑﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄
﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
四
十
九
款
﹂
の
書
き
下
し
と
現
代
日
本
語
譯
は
Ç
の
と
お
り
で
あ
る
︒

〇
書
き
下
し
�

國
內
に
犯
罪
の
人
n
れ
ば
︑
則
ち
律
法
の
以
て
之
を
治
む
る
n
り
︒
天
下
に
公
法
に
Ö
う
の
國
n
れ
ば
︑
征
伐
の
事
n
ら
ざ
る
こ
と
能
わ

ず
︒

征
伐

�
涉
事
內
の
自
然
の
理
爲
り
︒
凡
そ
�
Ó
の
國
︑
理
の
當
に
然
る
べ
き
Q
の
事
を
得
て
︑
自
K
の
國
爲
る
を
指
T
せ
ん
と
�
む
れ

ば
︑
則
ち
征
伐
を
以
て
之
を
顯
T
す(82

)

︒

〇
現
代
日
本
語
譯

國
內
で
犯
罪
者
が
い
れ
ば
︑
法
律
で
こ
れ
を
處
置
す
る
こ
と
に
な
る
︒
天
下
に
萬
國
公
法
に
Ö
反
す
る
國
が
あ
れ
ば
︑
征
伐
を
行
わ
な
く

て
は
な
ら
な
い
︒

征
伐
と
は
外
�
の
範
圍
內
に
あ
る
自
然
の
理
で
あ
る
︒
被
Ó
を
�
け
た
國
は
︑
理
と
し
て
そ
う
あ
る
べ
き
物
事
を
確
保
し
て
︑
自
K
の
國

(
K
權
國
家
)

で
あ
る
と
指
し
示
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
征
伐
に
よ
っ
て
こ
れ
を
T
示
す
る
の
で
あ
る
︒

｢
諸
國
家
の
墮
落
し
た
性
質

(
d
e
p
ra
v
e
d
n
a
tu
re
o
f
th
e
so
c
ie
tie
s)
﹂
と
い
う
︑
キ
リ
ス
ト
敎
の
敎
義
を
%
衍
し
た
と
み
ら
れ
る
�
言
が
譯
出
さ
れ

て
い
な
い
︒
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(
二
)
﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
五
〇
�
﹂
と
﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
五
十
款
﹂

『國
際
法
}
釋
﹄
の
﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
五
〇
¶
﹂
は
︑
敵
を
犯
罪
者
と
見
做
し
て
い
か
な
る
戰
闘
手
段
も
¦
じ
得
る
と
す
る
議
論
を

否
定
し
た
う
え
で
︑
Ç
の
よ
う
に
論
じ
る
︒

𠛬
事
案
件
で
は
︑
當
該
人
が
不
正
行
爲
者
で
あ
る
こ
と
︑
當
該
人
の
法
執
行
が
Q
管
當
局
に
よ
っ
て
合
法
-
に
命
令
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
︑

疑
問
の
餘
地
は
な
い
︒
(n
)
し
か
し
︑
�
戰
國
閒
の
案
件
で
は
︑
お
そ
ら
く
︑
そ
し
て
基
本
-
に
そ
う
で
あ
る
と
我
々
は
�
待
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
が
︑
雙
方
の
當
事
者
が
自
ら
の
側
に
法
執
行
の
權
利
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
事
態
が
生
じ
る
︒
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
曰
く
﹁
か

く
て
︑
從
屬
者
に
關
す
る
限
り
︑
正
し
き
戰
爭
︑
す
な
わ
ち
︑
雙
方
の
側
に
不
正
の
な
い
戰
爭
が
�
こ
り
う
る
と
い
う
見
解
が
廣
く
�
け

容
れ
ら
れ
て
い
る
﹂︒
(o
)
と
は
い
え
︑
諸
國
家
は
地
上
に
共
n
の
法
廷
を
i
め
て
い
な
い
た
め
︑
市
民
の
言
う
﹁
訴
訟
を
自
分
の
も
の

と
す
る

(
lite
m
su
a
m
fa
c
e
re
)
﹂
の
液
儀
で
︑
あ
る
い
は
よ
く
�
わ
れ
る
英
語
の
言
い
囘
し
の
﹁
法
を
自
分
た
ち
の
手
に
取
る

(
to
ta
k
e
th
e

la
w
in
to
th
e
ir
o
w
n
h
a
n
d
s)
﹂
と
い
う
よ
う
に
し
て
︑
闘
爭
に
お
け
る
成
果
を
神
が
自
ら
に
n
利
な
P
決
を
下
し
た
も
の
と
見
做
さ
ざ
る
を

得
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
(
p
)
こ
れ
は
し
ば
し
ば
V
ち
を
犯
す
︑
こ
れ
は
正
義
を
得
る
方
法
と
し
て
不
十
分
か
つ
不
確
實
で
あ

る
︑
こ
れ
は
無
辜
の
人
を
殘
Ü
に
傷
つ
け
る
︑
と
衣
議
を
申
し
立
て
る
の
な
ら
ば
︑
そ
れ
ら
は
我
々
が
惡
と
善
が
混
ざ
り
合
っ
て
い
て
不

完
�
さ
と
い
う
瑕
疵
を
持
っ
て
い
る
世
界
に
l
ん
で
い
る
こ
と
へ
の
不
a
不
滿
に
等
し
い
︒
だ
が
︑
共
�
の
法
廷
の
缺
如
︑
そ
の
問
題
を

ø
う
國
際
裁
P
の
切

︑
そ
の
結
果
と
し
て
の
戰
爭
の
必
�
性
が
︑
こ
の
公
i
さ
れ
た
不
完
�
さ
を
司
法
手
續
き
の
一
形
態
と
な
す
非
常

に
正
當
な
理
由
を
︑
す
べ
て
の
社
會
︑
特
に
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
敎
社
會
に
對
し
て
與
え
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
理
由
と
は
︑
裁
P
官
に

よ
っ
て
n
罪
P
決
を
�
け
た
犯
罪
者
と
敵
對
者
に
よ
っ
て
征
ï
さ
れ
た
そ
の
敵
の
閒
に
T
瞭
な
差
別
Å
が
必
�
で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
眞

摯
な
戰
士
と
罪
深
い
殺
人
者
を
同
一
の
方
法
で
ø
う
こ
と
が
合
法
-
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る (83

)

︒

(傍
線
は
筆
者
に
よ
る
)

こ
の
よ
う
に
﹃
國
際
法
}
釋
﹄
は
︑
戰
爭
を
決
闘
裁
P
に
見
立
て
︑
雙
方
が
自
ら
を
法
執
行
者
と
自
任
し
て
い
る
と
し
て
︑
雙
方
の
將
兵
を
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﹁
眞
摯
な
戰
士
﹂
と
し
て
î
す
る
よ
う
に
求
め
る
︒
他
方
︑﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
五
十
款
﹂
は
︑
先
の
�
違
の
�
X

部
し
か
譯
出
し
て
い
な
い
︒

〇
書
き
下
し
�

如
し
犯
罪
の
人
︑
自
ら
應
に
罰
を
�
く
べ
く
し
て
︑
按
察
司

其
れ
を
し
て
死
せ
し
む
る
は
︑
卽
ち
理
の
當
に
然
る
べ
き
Q
爲
り
て
︑
原

よ
り
此
の
權
柄
n
り
︒
但
兩
國
相
い
爭
い
て
︑
�
戰
す
る
に
至
れ
ば
︑
則
ち
兩
國
皆
n
理
と
以
爲
い
︑
決
し
て
犯
罪
の
人
の
以
て
比
例
す

べ
き
に
非
ざ
る
な
り
︒

各
國
相
い
爭
い
て
︑
人
の
能
く
審
問
す
る
無
く
し
て
︑
Q
以
に
奈
ん
と
も
す
べ
く
無
く
ん
ば
︑
彼
此
相
罰
す
る
は
︑
英
國
の
俗
語
に
﹁
手

ず
か
ら
律
法
を
執
り
て
以
て
行
う
﹂
と
云
う
が
如
し
︒
兩
邊
彼
此
相
い
打
ち
て
︑
天
の
保
佑
に
託
し
て
︑
理
n
れ
ば
其
れ
を
し
て
�
た
し

め
て
︑
以
っ
て
定
案
す
る
を
得
せ
し
む
る
に
似
た
り(84

)

︒

〇
現
代
日
本
語
譯

も
し
犯
罪
者
が
い
れ
ば
︑
お
の
ず
と
罰
を
�
け
る
べ
き
で
︑
司
法
當
局
が
彼
の
命
を
絕
つ
の
も
理
と
し
て
當
然
の
こ
と
で
あ
り
︑
司
法
當

局
に
は
そ
の
權
限
が
あ
る
の
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
二
國
が
爭
っ
て
�
戰
す
る
に
至
っ
た
な
ら
ば
︑
兩
國
と
も
に
自
ら
に
理
が
あ
る
と
見
做

す
の
で
︑
決
し
て
犯
罪
者
に
準
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
各
國
が
爭
っ
て
も
︑
審
理
す
る
者
が
い
な
い
の
で
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
い
た
め
︑

お
互
い
に
處
罰
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
イ
ギ
リ
ス
の
俚
言
に
﹁
法
を
自
分
た
ち
の
手
に
取
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
雙
方
が
互
い

に
攻
擊
す
る
の
は
︑
天
の
加
護
に
賴
み
︑
天
が
理
の
あ
る
方
を
�
利
さ
せ
て
一
件
落
着
と
な
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
︒

底
本
の
傍
線
部
は
︑﹁
正
義
を
得
る
方
法
と
し
て
不
十
分
か
つ
不
確
實
﹂
な
法
シ
ス
テ
ム
と
﹁
無
辜
の
人
を
殘
Ü
に
傷
つ
け
る
﹂
狀
況
を
﹁
公

i
さ
れ
た
不
完
�
さ
﹂
を
容
i
し
︑
こ
れ
に
對
す
る
衣
議
を
﹁
不
a
不
滿
﹂
と
切
り
&
て
て
お
り
︑
人
閒
の
一
般
-
な
倫
理
觀
に
照
ら
せ
ば
Ü

'
を
覺
え
る
內
容
で
あ
る
が
︑
な
れ
ば
こ
そ
法
實
證
K
義
ら
し
い
議
論
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄
で
は
︑
こ
の
部
分
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が
譯
出
さ
れ
て
い
な
い
︒
さ
ら
に
︑
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
﹁
雙
方
の
側
に
不
正
の
な
い
戰
爭
﹂
を
含
む
引
用
�
も
譯
出
さ
れ
て
い
な
い
︒

お

わ

り

に

本
稿
の
目
-
は
︑
①
無
差
別
戰
爭
觀
の
記
営
が
底
本
よ
り
も
�
め
ら
れ
て
い
る
か
︑
②
�
め
ら
れ
て
い
た
場
合
に
そ
れ
が
漢
譯
者
の
作
爲

に
よ
る
も
の
か
を
檢
討
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹃
萬
國
公
法
﹄
な
ど
﹁
洋
務
﹂
�
に
出
版
さ
れ
た
漢
譯
國
際
法
槪
說
書
に
自
然
法
を
强
E
す
る
U

圖
を
確
i
で
き
る
か
否
か
を
P
斷
す
る
こ
と
に
あ
る
︒
ま
ず
①
で
あ
る
が
︑
無
差
別
戰
爭
觀
に
關
し
て
﹁
洋
務
﹂
�
に
出
版
さ
れ
た
漢
譯
國
際

法
槪
說
書
と
底
本
と
の
T
白
か
つ
特
µ
-
な
相
Ö
點
を
ま
と
め
る
と
表
二
の
よ
う
に
な
る

(
Ç
頁
)
︒
各
�
獻
そ
れ
ぞ
れ
に
複
數
の
箇
Q
で
︑

無
差
別
戰
爭
觀
に
卽
し
た
底
本
の
說
T
が
�
ま
っ
て
い
る
か
譯
出
さ
れ
て
い
な
い
︒
特
に
︑﹃
萬
國
公
法
﹄﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
が

底
本
の
﹁
雙
方
に
お
い
て
正
當
な
戰
爭
﹂
を
譯
出
せ
ず
︑﹃
公
法
會
�
﹄﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
で
當
事
國
の
K
觀
上
の
正
當
事
由
の
P

斷
を
﹁
身
�
獨
知
﹂
と
漢
譯
し
︑
﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
一
十
¶
﹂
が
﹁
戰
爭
は
︑
事
由
や
目
-
が
何
で
あ
れ
︑
多
く
の
法
-
效
果
を
n
す

る
﹂
を
譯
出
せ
ず
︑
同
﹁
第
五
百
一
十
九
¶
﹂
が
﹁
不
正
の
戰
爭
を
合
法
の
戰
爭
と
同
じ
く
�
T
Å
す
る
﹂
を
譯
出
せ
ず
︑
同
﹁
第
五
百
八
十

四
¶
﹂
が
底
本
の
﹁
雙
方
と
も
善
U
で
あ
る
と
推
定
﹂
を
﹁
兩
國
皆
な
公
心
を
存
す
と
視
﹂
と
譯
し
た
上
で
﹁
ú
私
﹂
の
語
を
»
加
し
て
公
a

性
の
問
題
に
す
り
變
え
︑﹃
各
國
�
涉
公
法
論
﹄﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
五
十
款
﹂
が
﹁
雙
方
の
側
に
不
正
の
な
い
戰
爭
﹂
を
含
む
引
用
�
を

譯
出
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
無
差
別
戰
爭
觀
は
致
命
-
に
�
ま
っ
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
筆
者
は
漢
譯
國
際
法
槪
說
書
が
底
本
よ
り
も
自
然
法

に
寄
せ
た
記
営
に
な
っ
て
い
る
と
P
定
す
る
︒

Ç
に
②
で
あ
る
が
︑
表
二
で
示
し
た
相
Ö
點
の
中
に
︑
作
爲
性
の
T
確
な
も
の
が
少
な
く
と
も
五
點
あ
る
︒
(一
)
﹃
萬
國
公
法
﹄
﹁
第
四

卷
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
に
お
い
て
︑
�
戰
國
雙
方
を
對
等
に
ø
う
理
由
づ
け
の
た
め
﹁
光
T
正
大
﹂
と
い
う
底
本
に
な
い
觀
念
が
持
ち
出
さ
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れ
て
お
り
︑
無
差
別
戰
爭
觀
を
�
め
た
漢
譯
の
作
爲
性
の
證
據
に
な
る
︒
(二
)﹃
公
法
c
覽
﹄﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
の
﹁
Ì
形
の
知

ら
ざ
る
Q
n
る
﹂
は
︑
當
事
國
の
一
方
に
の
み
i
識
で
き
て
他
者
に
は
i
識
で
き
な
い
﹁
義
﹂
を
�
提
に
し
た
行
論
の
た
め
に
»
加
さ
れ
た
と
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『各
國
�
涉
公
法
論
﹄

『公
法
會
�
﹄

『公
法
c
覽
﹄

『萬
國
公
法
﹄

書
名

表
二

｢洋
務
﹂
�
に
出
版
さ
れ
た
漢
譯
國
際
法
槪
說
書
と
底
本
の
相
Ö
點

・
｢
諸
國
家
の
墮
落
し
た
性
質
﹂
と
い
う
�
言
を
譯
さ
ず

(﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
四
十
九
款
﹂
)

・
｢雙
方
の
側
に
不
正
の
な
い
戰
爭
﹂
を
含
む
引
用
�
を
譯
さ
ず

(﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
五
十
款
﹂
)

・
｢正
義
を
得
る
方
法
と
し
て
不
十
分
か
つ
不
確
實
﹂
な
シ
ス
テ
ム

を
承
i
す
る
記
営
を
譯
さ
ず

(﹁
第
三
集
・
第
四
違
・
第
五
十
款
﹂
)

・
｢事
由
や
目
-
が
何
で
あ
れ
︑
多
く
の
法
-
效
果
を
n
す
る
﹂
を
譯
さ
ず
︑

代
わ
っ
て
戰
爭
中
に
も
﹁
理
﹂
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
强
E

(﹁
第
五
百
一
十
¶
﹂
)

・
｢陋
O
﹂
や
﹁
惜
哉
﹂
と
い
う
`
德
感
情
を
表
す
措
辭

(﹁
第
五
百
一
十
一
¶
﹂
)

・
底
本
の
不
正
の
戰
爭
へ
�
助
を
禁
じ
る
說
T
を
正
當
な
戰
爭
に
對
す
る

同
â
國
の
�
助
義
務
の
說
T
に
改
變

(﹁
第
五
百
一
十
五
¶
﹂
)

・
｢目
下
實
用
-
價
値
は
ほ
と
ん
ど
な
い
﹂
を
譯
さ
ず

(﹁
第
五
百
一
十
五
¶
﹂
)

・
`
德
と
法
を
區
別
し
た
�
言
を
譯
出
せ
ず

(﹁
第
五
百
一
十
五
¶
﹂
)

・
｢不
正
の
戰
爭
を
合
法
の
戰
爭
と
同
じ
く
�
T
Å
す
る
﹂
を
譯
さ
ず

(﹁
第
五
百
一
十
九
¶
﹂
)

・
｢雙
方
と
も
善
U
で
あ
る
と
推
定
﹂
を
﹁
兩
國
皆
な
公
心
を
存
す
と
視
﹂
と

譯
出
し
︑﹁
ú
私
﹂
を
»
加

(﹁
第
五
百
八
十
四
¶
﹂
)

・
｢身
�
獨
知
﹂
と
い
う
漢
譯

(﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
)

・
｢
Ì
形
の
知
ら
ざ
る
Q
n
る
﹂
の
»
加

(﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
)

・
w
ith
n
o
p
re
te
x
t
o
f
rig
h
t
を
﹁
故
無
く
﹂
と
漢
譯

(﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
)

・
｢上
は
天
に
對
す
べ
く
下
は
人
に
對
す
べ
く
ん
ば
﹂
と
い
う
漢
譯

(﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂
)

・
｢必
ず
理
に
Ö
う
處
の
指
す
べ
き
を
確
n
し
﹂
を
»
加

(﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
)

・
自
力
救
濟
の
�
段
階
で
他
の
手
段
で
の
匡
正
を
考
慮
す
る
よ
う
に

ù
に
促
す
敍
法

(﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
一
¶
﹂
)

・
｢光
T
正
大
﹂
の
語
の
»
加

(﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
)

・
｢雙
方
に
お
い
て
正
當
な
戰
爭
﹂
を
譯
さ
ず

(﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
)

底
本
と
の
相
Ö
點



見
ら
れ
︑
底
本
に
は
對
應
す
る
語
句
が
見
當
た
ら
な
い
︒
(三
)﹃
公
法
c
覽
﹄
の
﹁
卷
三
・
第
一
違
・
第
六
¶
﹂
で
は
︑
底
本
に
は
な
い
正
當

事
由
に
關
す
る
記
営
が
»
加
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
英
語
母
語
話
者
に
と
っ
て
解
釋
を
#
り
よ
う
の
な
い
底
本
の
英
�
が
衣
な
る
趣
旨
に
漢
譯

さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
自
然
法
・
正
戰
論
寄
り
の
漢
譯
の
作
爲
性
を
裏
づ
け
る
︒
(四
)﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
八
十
四
¶
﹂
の
﹁
ú

私
﹂
も
︑
正
義
感
か
ら
來
る
戰
爭
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
防
ぐ
と
い
う
着
眼
點
を
公
a
性
の
問
題
に
す
り
替
え
る
た
め
に
揷
入
さ
れ
て
お
り
︑

T
ら
か
に
作
爲
-
で
あ
る
︒
(五
)
先
営
の
よ
う
に
︑
�
戰
國
そ
れ
ぞ
れ
が
正
當
な
戰
爭
を
行
っ
て
い
る
と
i
め
る
記
営
の
�
て
が
正
確
に
譯

出
さ
れ
て
い
な
い
︒
各
�
戰
當
事
國
が
自
身
で
自
ら
に
正
當
事
由
あ
り
と
見
做
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
譯
出
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑

各
�
戰
國
が
い
ず
れ
も
正
當
な
戰
爭
を
行
っ
て
い
る
と
客
觀
-
に
i
定
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
囘
Ë
し
た
か
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑

自
然
法
論
の
正
戰
論
に
親
和
-
な
)
勢
と
も
言
え
る
︒
以
上
の
五
點
か
ら
︑
底
本
よ
り
も
自
然
法
に
寄
せ
た
記
営
に
改
變
す
る
�
譯
方
針
が
存

在
し
た
︑
と
筆
者
は
P
斷
す
る
︒
吉
野
作
]
を
嚆
矢
と
す
る
﹁
自
然
法
﹂
强
E
說
は
︑
西
周
の
﹃
畢
洒
林
氏
萬
國
公
法
﹄
に
は
R
當
し
な
い
が
︑

マ
ー
テ
ィ
ン
の
﹃
萬
國
公
法
﹄
に
つ
い
て
は
︑
や
は
り
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹃
萬
國
公
法
﹄・﹃
公
法
c
覽
﹄・﹃
公
法
會
�
﹄
の
作
爲
-
譯
�
を
見
る
に
︑
底
本
の
�
言
を
踏
ま
え
つ
つ
自
然

な
�
Ò
で
論
旨
を
�
く
衣
な
る
も
の
に
す
り
替
え
て
い
る
箇
Q
が
少
な
く
な
い

(﹃
萬
國
公
法
﹄﹁
第
四
卷
・
第
一
違
・
第
一
¶
﹂︑﹃
公
法
c
覽
﹄﹁
卷

三
・
第
一
違
・
第
二
¶
﹂︑﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
一
十
¶
﹂︑
同
﹁
第
五
百
八
十
四
¶
﹂
)
︒
こ
れ
ら
は
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
と
中
國
人
ス
タ
ッ
フ
の
高
い
語
學

力
と
敎
養
︑
�
譯
作
業
の
周
到
さ
を
物
語
っ
て
い
る
︒

た
だ
し
︑
自
然
法
論
に
t
づ
け
る
作
爲
-
改
變
が
マ
ー
テ
ィ
ン
ら
漢
譯
者
の
價
値
觀
や
思
想
に
由
來
す
る
の
か
︑
出
版
地
で
あ
る
淸
Z
中
國

の
國
家
・
社
會
に
對
す
る
�
慮
に
よ
る
も
の
か
︑
と
い
う
點
が
Ç
に
問
題
と
な
ろ
う
︒
そ
れ
を
P
斷
で
き
る
の
が
︑
﹃
成
�
國
際
法
﹄﹁
第
五
一

五
¶
﹂﹃
公
法
會
�
﹄
と
﹁
第
五
百
一
十
五
¶
﹂﹃
成
�
國
際
法
﹄
の
差
衣
で
あ
る
︒﹁
第
五
一
五
¶
﹂
の
﹁
同
â
國
は
戰
爭
が
正
義
で
あ
る
場

合
に
�
助
の
義
務
を
Ô
う
﹂
は
︑
﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
一
十
五
¶
﹂
に
お
い
て
﹁
其
戰
若
し
義
な
れ
ば
︑
則
ち
â
邦
の
應
に
助
く
べ
き
者
に
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し
て
︑
裹
足
す
る
を
得
ず
﹂
と
譯
出
さ
れ
て
い
る
︒
底
本
は
同
â
國
が
不
正
の
戰
爭
へ
の
�
助
を
拒
否
し
て
も
國
際
法
Ö
反
と
見
做
さ
れ
な
い

と
い
う
趣
旨
で
あ
る
の
に
對
し
︑
﹃
公
法
會
�
﹄
は
正
當
な
戰
爭
へ
の
同
â
國
の
參
加
を
義
務
づ
け
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
く
だ
り
は
︑

�
者
の
ま
ま
に
譯
出
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
儒
學
の
敎
義
や
淸
Z
の
體
制
︑
中
國
讀
書
人
の
�
念
に
抵
觸
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
ゆ
え
に
︑

無
差
別
戰
爭
觀
を
�
め
る
譯
�
の
作
成
に
は
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
の
キ
リ
ス
ト
敎
に
對
す
る
信
仰
心
が
影
j
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
︒
大
a

善
梧
が
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
は
︑﹁
心
か
ら
の
自
然
法
K
義
者
﹂
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑
存
在
し
て
い
る
法
を
法
と

i
定
す
る
法
實
證
K
義
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
の
作
爲
-
改
變
は
法
の
歪
曲
と
も
言
い
得
る
︒
こ
れ
は
︑
歐
米
に
お
け
る
歷
�
-

な
¾
俗
の
せ
め
ぎ
合
い
が
中
國
に
も
影
j
を
ð
ぼ
し
た
實
例
と
し
て
興
味
深
い
︒

他
方
で
︑
淸
Z
や
中
國
讀
書
人
に
�
慮
し
て
︑
無
差
別
戰
爭
觀
を
�
め
た
漢
譯
を
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
Q
も
存
在
す
る
︒﹃
各
國
�
涉

公
法
論
﹄
の
﹁
諸
國
家
の
墮
落
し
た
性
質
﹂
が
譯
出
さ
れ
て
い
な
い
︒
}
記
に
從
う
と
︑
こ
の
く
だ
り
は
︑﹁
人
閒
の
U
志
が
內
面
-
に
頑
固

で
反
抗
-
で
あ
り
﹂︑﹁
人
閒
の
墮
落
し
た
心
に
つ
い
て
﹂
は
︑﹁
野
獸
と
ほ
と
ん
ど
變
わ
ら
な
い
﹂
と
立
法
時
に
假
定
す
る
必
�
性
を
說
く

フ
ー
カ
ー

(
R
ic
h
a
rd
H
o
o
k
e
r)

の
議
論
を
根
據
と
し
て
い
る(85

)

︒
フ
ー
カ
ー
は
︑
一
六
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
國
敎
會
の
神
學
者
で
あ
る
︒
キ
リ

ス
ト
教
が
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
﹁
墮
落
﹂
に
よ
っ
て
人
類
�
體
が
﹁
原
罪
﹂
を
�
け
繼
い
で
い
る
と
す
る
以
上
︑
宣
敎
師
の
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
︑

﹁
墮
落
﹂
の
語
の
�
用
を
忌
Ë
す
る
理
由
は
な
い
︒
淸
Z
中
國
の
體
制
敎
學
た
る
儒
學
の
性
善
說
に
�
慮
し
て
︑﹁
諸
國
家
の
墮
落
し
た
性
質
﹂

が
譯
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
ゆ
え
に
筆
者
は
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
ら
漢
譯
者
の
信
仰
と
淸
Z
・
中
國
讀
書
人
へ
の
�
慮
の
ど
ち

ら
も
︑
作
爲
-
改
變
の
原
因
で
あ
っ
た
と
P
斷
す
る
︒

で
は
︑
こ
の
作
爲
-
漢
譯
は
淸
Z
中
國
の
讀
書
人
の
國
際
法
理
解
に
ど
の
よ
う
な
影
j
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
萬
國
公
法
﹄
を
基

に
し
て
朱
克
敬
が
獨
自
に
ま
と
め
た
﹃
公
法
十
一
*
﹄
(一
八
八
〇
年
刊
)

に
︑
Ç
の
よ
う
な
�
違
が
見
ら
れ
る(86

)

︒

各
國
或
い
は
爭
端
n
る
も
︑
必
ず
公
法
に
憑
り
て
分
剖
す
︒
�
く
し
て
理
n
る
者
︑
仗
る
に
自
護
を
以
て
せ
ば
︑
强
く
し
て
力
n
る
者
も
︑

｢洋務」�の漢譯國際法槪說書における�譯方針
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亦
た
理
の
爲
に
屈
せ
ざ
る
を
得
ず
︒
法
を
公
議
に
執
れ
ば
︑
卽
ち
兵
を
用
う
る
に
至
ら
ざ
る
べ
し(87

)

︒

紛
爭
は
﹁
公
法
﹂
に
よ
っ
て
白
黑
つ
け
ら
れ
︑﹁
理
﹂
の
あ
る
側
が
﹁
自
衞
﹂
を
揭
げ
る
な
ら
ば
︑
强
國
も
無
理
を
押
し
�
す
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
說
T
で
あ
り
︑
各
K
權
國
家
自
身
の
P
斷
を
Ð
重
す
る
無
差
別
戰
爭
觀
の
論
理
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
李

鴻
違
の
幕
友
と
し
て
名
を
知
ら
れ
る
吳
汝
綸
は
︑
日
記
に
﹁
步
倫
氏
公
法
﹂
を
摘
錄
し
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
﹁
兩
國
已
に
和
を
失
う
と
雖
も
︑

理
義
仍
お
當
に
之
を
存
す
べ
し
﹂
と
い
う
一
�
が
見
ら
れ
る(88

)

︒
こ
れ
は
︑﹃
公
法
會
�
﹄﹁
第
五
百
一
十
違
﹂
を
基
に
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ

ろ
う
︒

ま
た
︑
淸
佛
戰
爭

(一
八
八
四

−

一
八
八
五
年
)

の
際
に
︑
臺
灣
`
劉
璈
が
﹃
公
法
會
�
﹄
を
引
用
し
た
う
え
で
︑
Ç
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

法
人
始
め
は
則
ち
理
無
く
し
て
我
が
屬
國
を
æ
し
︑
繼
い
で
は
則
ち
理
無
く
し
て
我
が
防
營
を
撲
し
︑
反
っ
て
我
に
賠
款
を
索
め
︑
印
た

先
に
我
が
基
隆
ð
び
福
州
-
廠
を
攻
む
︒
基
隆
︑
滬
尾
に
敗
れ
し
後
に
迨
り
て
︑
印
た
-
を
分
け
て
臺
南
の
安
a
・
旗
後
の
二
口
に
擾
ð

す
る
に
︑
�
お
復
た
冒
昧
に
封
禁
を
侈
談
す
︒
試
み
に
問
う
に
封
口

義
戰
に
憑
る
を
先
に
す
れ
ば
︑
戰
且
に
不
義
な
る
に
︑
口
何
に
由

り
て
封
ぜ
ん
や(

89
)

︒

こ
の
議
論
は
︑
戰
爭
の
正
當
事
由
の
n
無
を
�
戰
國
の
﹁
封
口

(封
.
)
﹂
の
權
利
の
n
無
と
連
動
さ
せ
て
お
り
︑
戰
爭
事
由
の
如
何
に
拘
わ

ら
ず
�
戰
國
雙
方
の
權
利
と
義
務
を
a
等
と
す
る
無
差
別
戰
爭
觀
と
衝
突
す
る
︒

同
じ
淸
佛
戰
爭
中
に
は
︑
兵
部
尙
書
彭
玉
麟
も
︑
奏


の
中
で
﹃
公
法
c
覽
﹄
か
ら
の
引
用
を
基
に
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
も
無

差
別
戰
爭
觀
と
は
眞
/
の
方
向
性
の
議
論
に
な
っ
て
い
る
︒

査
す
る
に
萬
國
公
法
に
¶
取
す
べ
き
者
n
り
︒
戰
の
義
と
不
義
を
分
か
つ
の
一
¶
に
在
り
て
︑﹁
如
し
不
義
を
興
し
︑
天
理
を
傷
Ó
せ
ば
︑

獨
り
理
を
以
て
之
を
喻
す
べ
き
の
み
な
ら
ず
︑
幷
び
て
力
を
以
て
止
む
べ
し
﹂
等
の
Ì
あ
れ
ば
︑
深
く
齊
人
の
燕
を
伐
つ
の
義
と
ù
合
し
︑

亦
た
萬
國
の
公
を
徵
か
に
す
る
に
足
る
な
り
︒
我
が
Z
廷
一
面
は
各
督
撫
臣
に
�
飭
し
て
大
い
に
曉
諭
を
張
り
て
︑
�
商
・
和
好
の
各
國
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に
於
い
て
極
力
保
護
し
︑
專
ら
法
夷
と
好
み
を
絕
ち
て
︑
各
義
民
に
其
の
天
K
敎
士
を
誅
し
︑
其
の
天
K
の
鬼
樓
を
燬
き
︑
其
の
�
京
法

�
を
罷
ま
し
め
︑
其
の
生
U
の
馬
頭
を
撤
す
る
を
准
さ
ば
︑
旣
に
0
孽
を
銷
し
︑
荏
蔓
を
1
れ
ざ
ら
ん(

90
)

︒

こ
の
円
言
が
b
2
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
た
だ
︑
彭
玉
麟
は
こ
れ
以
�
に
も
廣
州
で
V
激
な
檄
�
を
貼
り
出
し
て
群
衆
を
�
動
し
よ
う
と

し
︑
兩
廣
總
督
張
樹
聲
に
Z
廷
へ
報
吿
さ
れ
︑
上
諭
に
よ
っ
て
訓
戒
さ
れ
て
い
た(91

)

︒
自
ら
も
﹁
¶
取
﹂
と
斷
っ
て
い
る
が
︑
引
用
は
恣
U
-
で
︑

彭
玉
麟
は
か
ね
て
か
ら
の
自
身
の
K
張
を
正
當
Å
す
る
た
め
に
こ
の
﹃
公
法
c
覽
﹄
の
漢
譯
�
を
據
り
Q
に
し
た
と
言
え
る
︒

さ
ら
に
︑
張
樹
聲
の
後
任
と
し
て
兩
廣
總
督
と
な
っ
た
張
之
洞
が
︑
フ
ラ
ン
ス
人
非
戰
闘
員
や
中
立
國
人
︑
中
國
人
キ
リ
ス
ト
敎
徒
の
保
護

に
關
す
る
布
吿
を
出
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
漢
譯
國
際
法
槪
說
書
か
ら
の
引
用
は
な
い
︒﹁
夫
れ
中
華
の
人
の
貴
ぶ
べ
き
Q
以
は
︑
其
の
理
に

循
う
を
以
て
な
り
︒
理
は
曲
直
を
辨
じ
︑
良
莠
を
分
か
つ
よ
り
�
な
る
は
な
し
︒﹂
な
ど
と
記
さ
れ
︑
民
閒
人
に
﹁
理
﹂
を
辨
え
て
行
動
す
る

よ
う
に
求
め
る
�
違
と
な
っ
て
お
り
︑
無
差
別
戰
爭
觀
の
影
j
は
�
く
な
い(92

)

︒
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
た
﹁
洋
務
﹂
�
の
漢

譯
國
際
法
槪
說
書
の
譯
�
は
︑
無
差
別
戰
爭
觀
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
な
も
の
だ
っ
た
︑
と
z
價
で
き
る
︒

一
九
〇
〇
年
の
義
和
團
事
件
に
お
い
て
︑
マ
ー
テ
ィ
ン
は
北
京
の
外
國
公
館
で
籠
城
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
が
︑
こ
の
淸
Z
の
國
際
法
Ö
反
に

延
っ
た
彼
は
︑
八
カ
國
連
合
軍
が
北
京
を
制
壓
し
た
後
︑
列
强
に
よ
る
中
國
分
割
論
を
唱
え
た(93

)

︒
そ
れ
で
も
︑
彼
は
中
國
に
殘
っ
て
引
き
續
き

敎
育
や
�
譯
に
た
ず
さ
わ
り
︑
一
九
〇
三
年
に
は
ホ
ー
ル

(
W
illia
m

E
d
w
a
rd
H
a
ll)

の
﹃
國
際
法
論

(
A
T
rea
tise
o
n
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
)
﹄
の

漢
譯
書
を
﹃
公
法
怨
í
﹄
の
名
で
上
梓
し
て
い
る
︒
當
該
書
や
︑
一
九
〇
〇
年
代
に
多
く
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
語
の
國
際
法
敎
科
書

か
ら
の
�
譯
書
に
お
い
て
︑
無
差
別
戰
爭
觀
が
ど
の
よ
う
に
漢
譯
さ
れ
た
の
か
氣
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
こ
の
點
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
考

察
し
た
い
と
考
え
る
︒

｢洋務」�の漢譯國際法槪說書における�譯方針
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*(1
)

自
然
法
論
は
︑
①
實
定
法
と
し
て
存
在
を
證
T
で
き
な
い
と
し
て
も
理
性
や
人

閒
本
性
に
照
ら
し
て
R
當
な
行
爲
で
あ
れ
ば
强
制
可
能
と
し
︑
②
理
性
や
人
閒

本
性
に
背
く
實
定
法
の
效
力
を
否
定
す
る
傾
向
を
持
つ
︒
こ
れ
に
對
し
て
法
實
證

K
義
は
︑
①
實
定
法
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
行
爲
を
法
-
に
規
制
・
處
罰
で
き

な
い
と
し
︑
②
不
合
理
に
思
わ
れ
る
法
も
正
式
な
手
續
き
に
よ
っ
て
改
變
さ
れ

る
ま
で
そ
の
法
-
效
力
を
i
め
る
立
場
を
取
る
︒
强
い
て
言
え
ば
︑
法
實
證
K
義

は
﹁
惡
法
も
ま
た
法
な
り

(
D
u
ra
le
x
se
d
le
x
)﹂
に
t
い
立
場
を
取
る
︒

(2
)

吉
野
作
]
﹁
わ
が
國
t
代
�
に
お
け
る
政
治
U
識
の
發
生
﹂﹃
日
本
の
名
著

吉

野
作
]
﹄
中
央
公
論
社
︑
一
九
八
四
年

(初
出
一
九
二
七
年
)︒
た
だ
し
︑
吉
野

作
]
は
二
年
�
に
出
版
さ
れ
た
尾
佐
竹
武
の
著
作
に
着
想
を
得
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒
尾
佐
竹
武
は
︑
一
九
二
五
年
の
自
著
で
幕
末
維
怨
の
時
�
に
﹁
萬
國
公

法
﹂
の
語
を
﹁
萬
國
に
�
じ
る
純
理
﹂
と
し
て
理
解
し
て
い
る
人
閒
が
少
な
く
な

か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る

(尾
佐
竹
武
﹃
維
怨
�
後
に
於
け
る
立
憲
思
想
﹄
中
�

館
書
店
︑
一
九
三
四
年

(初
版
一
九
二
五
年
)︑
二
八
二
頁
)︒

(3
)

大
a
善
梧
﹁
國
際
法
學
の
移
入
と
性
法
論
﹂﹃
一
橋
論
叢
﹄
二

−

四
︑
一
九
三
八

年
︒

(4
)

大
a
善
梧
﹁
日
本
の
國
際
法
の
�
容
﹂﹃
商
學
討
究
﹄
四

−

三
︑
一
九
五
三
年
︒

(5
)

Im
m
a
n
u
e
l
C
.Y
.H
sü
,C
h
in
a
s̓
E
n
tra
n
ce
in
to
th
e
F
a
m
ily
o
f
N
a
tio
n
s:
T
h
e

D
ip
lo
m
a
tic
P
h
a
se,
1
8
5
8
-
1
8
8
0
,C
a
m
b
rid
g
e
,M
a
ss.:H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity

P
re
ss,
1
9
6
0
,
p
p
.1
2
5
-
1
3
1
.

(6
)

田
岡
良
一
﹁
西
周
助
﹁
萬
國
公
法
﹂﹂﹃
國
際
法
外
�
雜
誌
﹄
七
一

−

一
︑
一
九
七

二
年
︒

(7
)

l
吉
良
人
﹁
T
治
初
�
に
お
け
る
國
際
法
の
è
入
﹂﹃
國
際
法
外
�
雜
誌
﹄
七
一

−

五
・
六
︑
一
九
七
三
年
︒

(8
)

周
圓
﹁
丁
韙
良
﹃
萬
國
公
法
﹄
の
�
譯
手
法
︱
︱
漢
譯
﹃
萬
國
公
法
﹄
一
卷
を

素
材
と
し
て
﹂﹃
一
橋
法
學
﹄
一
一

−

一
︑
二
〇
一
二
年
︒

(9
)

大
久
保
永
晴
﹃
t
代
日
本
の
政
治
o
想
と
オ
ラ
ン
ダ

(
增
補
怨
裝
版
)﹄
東
京
大

學

出

版

會
︑
二

〇

二

二

年
︑
二

〇

五

頁
︒
Z
h
ig
u
a
n
g

Y
in
,
“
H
e
a
v
e
n
ly

P
rin
c
ip
le
s?
T
h
e
T
ra
n
sla
tio
n
o
f
In
te
rn
a
tio
n
a
l
L
a
w

in
1
9
th
-
c
e
n
tu
ry

C
h
in
a
a
n
d
th
e
C
o
n
stitu
tio
n
o
f
U
n
iv
e
rsa
lity
”
,
E
u
ro
p
ea
n
Jo
u
rn
a
l
o
f

In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
,
2
7
,
2
0
1
6
.

(10
)

ジ
ャ
ニ
ン
・
ジ
ャ
ン

(
張
嘉
寧
)
﹁﹃
萬
國
公
法
﹄
成
立
事
Ì
と
�
譯
問
題
﹂
丸
山

眞
男
・
加
'
周
一
﹃
�
譯
と
日
本
の
t
代
﹄
岩
波
怨
書
︑
一
九
九
八
年
︒

(11
)

田
岡
良
一
﹁
西
周
助
﹁
萬
國
公
法
﹂
﹂﹃
國
際
法
外
�
雜
誌
﹄
七
一

−

一
︑
一
九
七

二
年
︒

(12
)

『續
修
四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄
は
︑﹃
萬
國
公
法
﹄
に
つ
い
て
﹁
旣
創
譯
︑
故
�
之

韙
良
後
譯
之
﹃
公
法
c
覽
﹄
佶
屈
難
讀
﹂
と
z
す

(﹃
續
修
四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄

齊
魯
書
社
︑
一
九
九
六
年
︑
第
二
册
︑
六
六
〇
頁
︑﹁
萬
國
公
法
﹂
)︒
馬
円
忠

﹁
擬
設
繙
譯
書
院
議
﹂
も
﹁
外
國
の
法
律
や
國
際
法
の
類
に
つ
い
て
は
︑
時
と
し

て
︑
部
分
部
分
を
拔
き
出
し
た
抄
譯
は
あ
る
が
︑
あ
る
も
の
は
︑
�
違
が
難
解
晦

澁
で
︑
原
書
の
本
來
の
面
目
が
す
っ
か
り
失
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
あ
る
も
の
は
一

部
分
に
觸
れ
る
だ
け
で
Q
漏
が
多
く
︑
あ
る
い
は
︑
ば
ら
ば
ら
で
ま
と
ま
り
が
な

か
っ
た
り
︑
重
複
し
て
い
た
り
で
︑
ま
だ
︑
と
て
も
參
考
と
す
る
に
足
ら
な
い
﹂

と
す
る

(
謁
野
正
高
﹃
中
國
t
代
Å
と
馬
円
忠
﹄
東
京
大
學
出
版
會
︑
一
九
八
五

年
︑
一
九
二

−

一
九
三
頁
︒
原
�
は
︑﹃
m
可
齋
記
言
記
行
﹄
記
言
卷
四
﹁
擬
接

繙
譯
書
院
議
﹂
光
緖
二
十
年
︒
﹁
繙
譯
書
院
﹂
設
立
と
い
う
自
身
の
獻
策
を
賣
り

é
む
た
め
の
誇
張
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
が
︑
馬
円
忠
が
マ
ー
テ
ィ
ン
等
の
漢
譯
書

の
出
來
榮
え
に
不
滿
を
覺
え
て
い
た
こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
)︒

(13
)

松
隈
淸
﹃
國
際
法
�
の
群
宴

︱
︱
そ
の
人
と
思
想
を
訪
ね
て
﹄
酒
井
書
店
︑
一

九
九
二
年
︑
三
二
一

−

三
四
四
頁
︒

(14
)

田
濤
﹃
國
際
法
輸
入
與
晚
淸
中
國
﹄
濟
南
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
三
四

−

四
四

頁
︒
林
學
忠
﹃
從
萬
國
公
法
到
公
法
外
�

︱
︱
晚
淸
國
際
法
-
傳
入
︑
詮
釋
與

應
用
﹄
上
海
古
籍
出
版
社
︑
二
〇
〇
九
年
︑
四
八

−

五
三
頁
︒

東 方 學 報
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(15
)

W
illia
m

A
.P
.
M
a
rtin
,
“
L
e
s
v
e
stig
e
s
d
u̓
n
d
ro
it
in
te
rn
a
tio
n
a
l
d
a
n
s

l̓a
n
c
ie
n
n
e
C
h
in
e
”
,
R
ev
u
e
d
e
d
ro
it
in
tern
a
tio
n
a
l,
X
IV
,
1
8
8
2
.

(16
)

松
隈
淸
﹃
國
際
法
�
の
群
宴

︱
︱
そ
の
人
と
思
想
を
訪
ね
て
﹄︑
三
九
二

−

四
〇

〇
頁
︒

(17
)

傅
德
元
﹃
丁
韙
良
與
t
代
中
西
�
Å
�
液
﹄
臺
大
出
版
中
心
︑
二
〇
一
三
年
︑
二

七
三
頁
︒

(18
)

田
濤
﹃
國
際
法
輸
入
與
晚
淸
中
國
﹄
六
九

−

七
二
頁
︒
林
學
忠
﹃
從
萬
國
公
法
到

公
法
外
�
﹄
一
一
三

−

一
一
四
頁
︒

(19
)

田
濤
﹃
國
際
法
輸
入
與
晚
淸
中
國
﹄
七
二

−

七
七
頁
︒
林
學
忠
﹃
從
萬
國
公
法
到

公
法
外
�
﹄
一
一
五
頁
︒

(20
)

熊
�
志
﹃
西
學
東
漸
與
晚
淸
社
會

(修
訂
版
)﹄
中
國
人
民
大
學
出
版
社
︑
二
〇

一
一
年
︑
四
五
〇

−

四
六
五
頁
︒
田
濤
﹃
國
際
法
輸
入
與
晚
淸
中
國
﹄
一
〇
五

−

一
一
〇
頁
︒
林
學
忠
﹃
從
萬
國
公
法
到
公
法
外
�
﹄
一
一
四
頁
︒

(21
)

｢無
差
別
戰
爭
觀
﹂
と
い
う
用
語
は
︑
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト

(
C
a
rl
S
c
h
m
itt)

が
初
め
て
用
い
︑
さ
ら
に
日
本
で
獨
自
に
解
釋
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
無

差
別
戰
爭
觀
﹂
を
一
九
世
紀
の
國
際
法
學
の
學
說
を
表
わ
す
の
に
用
い
る
の
は
︑

m
切
で
は
な
い
面
も
あ
る
︒
一
九
世
紀
の
國
際
法
學
に
お
い
て
完
�
に
瓜
一
さ
れ

た
學
說
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
も
︑
柳
原
正
治
や
西
嶋
美
智
子
が
精
緻
に
檢
證

し
て
お
り
︑
定
論
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
た
だ
︑﹁
無
差
別
戰
爭
觀
﹂
と
し
て

言
い
表
さ
れ
て
き
た
國
際
法
學
上
廣
く
共
n
さ
れ
て
い
た
學
說
な
い
し
論
理
・
を

表
現
す
る
の
に
よ
り
m
切
な
用
語
が
見
當
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
︑
c
宜
上
︑
本
稿

で
は
こ
の
語
を
�
う
こ
と
と
す
る

(柳
原
正
治
﹁
い
わ
ゆ
る
﹁
無
差
別
戰
爭
觀
﹂

と
戰
爭
の
Ö
法
Å

︱
︱
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
學
說
を
手
が
か
り
と
し
て
﹂

﹃
世
界
法
年
報
﹄
二
〇
︑
二
〇
〇
一
年
︑
西
嶋
美
智
子
﹃
自
衞
權
の
系
�

︱
︱
戰

閒
�
の
多
樣
性
と
軌
跡
﹄
信
山
社
︑
二
〇
二
二
年
︑
五
七

−

六
八
頁
)︒

(22
)

山
內
Ä
﹁
序
論
︑
¾
戰
・
正
戰
・
合
法
戰
爭
︱
︱
｢正
し
い
戰
爭
と
は
何
か
﹂﹂

(山
內
Ä
í
﹃﹁
正
し
い
戰
爭
﹂
と
い
う
思
想
﹄
勁
草
書
W
︑
二
〇
〇
六
年
)
一
七

−

二
三
頁
︒

(23
)

伊
'
不
二
男
﹃
ビ
ト
リ
ア
の
國
際
法
理
論
︱
︱
國
際
法
學
說
�
の
硏
究
﹄
n
斐

閣
︑
一
九
六
五
年
︑
一
五
五

−

一
五
九
頁
︒
.
S
te
p
h
e
n
C
.
N
e
ff,
Ju
stice
a
m
o
n
g

N
a
tio
n
s,
C
a
m
b
rid
g
e
,
M
a
ss.:
H
a
rv
a
rd

U
n
iv
e
rsity

P
re
ss,
2
0
1
4
,
p
p
.

1
4
7
-
1
6
5
.

(24
)

周
圓
﹁
ア
ル
ベ
リ
コ
・
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
リ
の
正
戰
論
︱
︱
『戰
爭
法
論
﹄
一
卷
に

お
け
る
﹁
動
力
因
﹂
と
﹁
質
料
因
﹂
を
中
心
に
﹂﹃
一
橋
法
學
﹄
一
一

−

一
︑
二

〇
一
二
年
︒

(25
)

河
西
直
也
﹁
戰
爭
法
﹂
(
大
沼
保
昭
í
﹃
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
お
け
る

戰
爭
︑
a
和
︑
正
義
﹄
東
信
堂
︑
一
九
九
五
年
)
三
九
一

−

三
九
六
頁
︒
淺
田
正

彥
﹃
國
際
法
﹄
(第
三
版
)
東
信
堂
︑
二
〇
一
九
年
︑
四
四
二
頁
︒

(26
)

Ja
m
e
s
Q
.
W
h
itm
a
n
,
T
h
e
V
erd
ict
o
f
B
a
ttle
T
h
e
L
a
w
o
f
V
icto
ry
a
n
d
th
e

M
a
k
in
g
o
f
M
o
d
ern
W
a
r,
C
a
m
b
rid
g
e
,
M
a
ss.:
H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,

2
0
1
2
,
p
.1
1
9
.

(27
)

｢國
際
法
の
父
﹂
と
稱
さ
れ
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
︑
法
は
自
然
法
と
U
思

法

(
U
志
法
︑
ju
s
v
o
lu
n
ta
riu
m
)
に
分
類
さ
れ
︑
U
思
法
は
神
U
法
と
人
U
法

に
分
類
さ
れ
る
︒
神
U
法
は
︑
神
の
U
志
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
法
を
U
味
す

る
︒
他
方
︑
人
U
法
は
人
閒
の
U
思
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
法
を
U
味
す
る
︒

い
ず
れ
の
場
合
で
も
︑
U
思
法
は
實
定
法
を
指
す

(今
井
仙
一
﹁
い
わ
ゆ
る
正
戰

に
つ
い
て
︱
︱
グ
ロ
チ
ウ
ス
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
同
志
社
法
學
﹄
一
二

−

三
︑
一

九
六
〇
年
)︒

(28
)

柳
原
正
治
﹃
ヴ
ォ
ル
フ
の
國
際
法
理
論
﹄
n
斐
閣
︑
一
九
九
八
年
︑
一
四
八

−

一

五
八
頁
︒

(29
)

E
m
e
r
d
e
V
a
tte
l,
L
e
d
ro
it
d
es
g
en
s
o
u
P
rin
cip
es
d
e
la
lo
i
n
a
tu
relle

a
p
p
liq
u
és
à
la
co
n
d
u
ite
et
a
u
x
a
ffa
ires
d
es
n
a
tio
n
s
et
d
es
so
u
v
era
in
s,

T
o
m
e
I,
P
ré
lim
in
a
ire
,
§
2
1
.

(30
)

梅
田
園
﹁
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
戰
爭
論

(二
・
完
)﹂﹃
麗
澤
大
學
紀
�
﹄
三
九
︑
一
九

八
五
年
︒

(31
)

E
m
e
r
d
e
V
a
tte
l,
o
p
.
cit.,
T
o
m
e
III,
C
h
.
X
II,
§
1
8
8
.

｢洋務」�の漢譯國際法槪說書における�譯方針
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(32
)

Ib
id
.,
T
o
m
e
III,
C
h
.
X
II,
§
1
9
2
.

(33
)

實
定
國
際
法
上
︑
�
當
事
國
の
合
U
な
く
戰
爭
事
由
の
正
不
正
を
客
觀
-
に
P
斷

す
る
法
-
根
據
が
存
在
し
な
い
︒
先
天
-
に
存
在
す
る
�
G
の
法
と
し
て
の
自
然

法
を
想
定
す
れ
ば
︑
當
然
に
戰
爭
事
由
の
正
不
正
を
客
觀
-
に
P
斷
す
る
法
-
根

據
は
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒

(34
)

'
田
久
一
﹃
怨
版

國
際
人
`
法
﹄
(再
增
補
)
n
信
堂
︑
二
〇
〇
三
年
︑
三
五

−

四
一
頁
︒

(35
)

汪
馥
炎
﹃
國
際
公
法
論
﹄
上
海
法
學
í
譯
社
︑
一
九
三
三
年
︑
一
〇
三

−

一
二
九

頁
︒
周
鯁
生
﹃
國
際
公
法
之
怨
發
展
﹄
商
務
印
書
館
︑
一
九
三
四
年
︑
三
二
頁
︒

(36
)

劉
暢
﹃
t
代
中
國
國
際
法
學
-
生
成
與
發
展
﹄
法
律
出
版
社
︑
二
〇
一
三
年
︑
二

七
五

−

二
七
六
頁
︒

(37
)

正
當
な
戰
爭
と
不
正
な
戰
爭
の
區
別
を
b
用
し
て
い
る
�
t
の
國
際
法
敎
科
書
の

例
と
し
て
︑
慕
亞
a
・
慕
子
怡
﹃
國
際
法
原
理
﹄
(修
訂
版
︑
中
山
大
學
出
版
社
︑

二
〇
一
九
年
︑
四
〇
八

−

四
〇
九
頁
︑
邵
沙
a
í
﹃
國
際
法
﹄
(第
四
版
︑
中
國

人
民
出
版
社
︑
二
〇
二
〇
年
︑
四
四
七

−

四
四
九
頁
)
な
ど
が
擧
げ
ら
れ
る
︒

(38
)

In
g
rid
D
e
tte
r,
T
h
e
L
a
w

o
f
W
a
r,
F
a
rn
h
a
m
:
A
sh
g
a
te
,
th
ird
e
d
itio
n
,

c
2
0
1
3
,
p
.1
1
4
.

(39
)

W
a
n
g

T
ie
y
a
,

“
C
h
in
a

a
n
d

In
te
rn
a
tio
n
a
l

L
a
w
,

A
n

H
isto
ric
a
l

P
e
rsp
e
c
tiv
e
”
,In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
a
n
d
th
e
G
ro
tia
n
H
erita
g
e,T
h
e
H
a
g
u
e
:

T
.M
.C
.
A
sse
r
In
stitu
u
t,
1
9
8
5
,
p
p
.
2
6
9
-
2
7
2
.
王
鐵
崖
﹁﹃
國
際
法
﹄
敎
材
中

-
g
個
問
題
﹂
(法
學
敎
材
í
輯
部
﹃
國
際
法
敎
材
¦
O
班
發
言
材
料
匯
集
﹄
國

際
法
敎
材
¦
O
班
︑
一
九
八
三
年
)︒

(40
)

朱
�
奇
﹃
國
際
人
`
法
﹄
中
國
人
民
大
學
出
版
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
p
.II︒

(41
)

L
ia
n
g

Z
h
u
o
,
“
C
h
in
e
se

p
e
rsp
e
c
tiv
e
s

o
n

th
e

a
d

b
e
llu
m
/
in

b
e
llo

re
la
tio
n
sh
ip
a
n
d
a
c
u
ltu
ra
l
c
ritiq
u
e
o
f
th
e
a
d
b
e
llu
m
/
in
b
e
llo
se
p
a
ra
tio
n

in
in
te
rn
a
tio
n
a
l
h
u
m
a
n
ita
ria
n
la
w
”
,
L
eid
en
Jo
u
rn
a
l
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l

L
a
w
,
3
4
-
2
,
2
0
2
1
.

(42
)

H
e
n
ry
W
h
e
a
to
n
,
E
lem
en
ts
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
,
six
th
e
d
itio
n
,
B
o
sto
n
:

L
ittle
,
B
ro
w
n

a
n
d

c
o
m
p
a
n
y
,
1
8
5
5
,
P
a
rt
IV
,
C
h
a
p
te
r
I,
§
1
.
T
h
e

in
d
e
p
e
n
d
e
n
t
so
c
ie
tie
s
o
f
m
e
n
,
c
a
lle
d
sta
te
s,
a
c
k
n
o
w
le
d
g
e
n
o
c
o
m
m
o
n

a
rb
ite
r
o
r
ju
d
g
e
,
e
x
c
e
p
t
su
c
h
a
s
a
re
c
o
n
stitu
te
d
b
y
sp
e
c
ia
l
c
o
m
p
a
c
t.

T
h
e
la
w

b
y
w
h
ic
h
th
e
y
a
re
g
o
v
e
rn
e
d
,
o
r
p
ro
fe
ss
to
b
e
g
o
v
e
rn
e
d
,
is

d
e
fic
ie
n
t
in

th
e
se

p
o
sitiv
e

sa
n
c
tio
n
s,
w
h
ic
h

a
re

a
n
n
e
x
e
d

to

th
e

m
u
n
ic
ip
a
l
c
o
d
e
o
f
e
a
c
h
d
istin
c
t
so
c
ie
ty
.
E
v
e
ry
sta
te
h
a
s
th
e
re
fo
re
a

rig
h
t
to
re
so
rt
to
fo
rc
e
,
a
s
th
e
o
n
ly
m
e
a
n
s
o
f
re
d
re
ss
fo
r
in
ju
rie
s

in
flic
te
d
u
p
o
n
it
b
y
o
th
e
rs,
in
th
e
sa
m
e
m
a
n
n
e
r
a
s
in
d
iv
id
u
a
ls
w
o
u
ld

e
n
title
d
to
th
a
t
re
m
e
d
y
,
w
e
re
th
e
y
n
o
t
su
b
je
c
t
to
th
e
la
w

o
f
c
iv
il

so
c
ie
ty
.
E
a
c
h
sta
te
is
a
lso
e
n
title
d
to
ju
d
g
e
fo
r
itse
lf,
w
h
a
t
a
re
th
e

n
a
tu
re
a
n
d
e
x
te
n
t
o
f
th
e
in
ju
rie
s
w
h
ic
h
w
ill
ju
stify
su
c
h
a
m
e
a
n
s
o
f

re
d
re
ss.

(43
)

『萬
國
公
法
﹄
惠
頓
n
・
丁
韙
良
等
譯
︑
京
都
崇
實
館
︑
同
治
三
年
︑
刊
本
︑
第

四
卷
第
一
違
第
一
¶
︒

(44
)

吳
碩
三
郞
・
¼
右
十
郞
譯
︑
a
井
義
十
郞
校
閱
﹃
和
解
萬
國
公
法
﹄
慶
應
四
年
︑

內
閣
�
庫
藏
︑
第
四
卷
第
一
違
第
一
¶
︒
高
谷
龍
洲
}
解
・
中
村
正
直
批
閱
﹃
萬

國
公
法
蠡
管
﹄
(北
畠
茂
兵
衞
︑
T
治
九
年
)︑
第
四
卷
第
一
違
第
一
¶
︒

(45
)

｢公
議
﹂
は
︑﹁
公
z
﹂﹁
公
論
﹂
と
と
も
に
﹁
洋
務
﹂
�
に
仲
裁
の
譯
語
と
し
て

多
用
さ
れ
て
い
た
が
︑
仲
裁
の
語
義
を
嚴
密
に
表
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
︑

原
語
で
譯
出
し
た
︒﹁
公
議
﹂
に
つ
い
て
は
︑
箱
田
惠
子
﹁
淸
末
中
國
の
怨
聞
・

雜
誌
に
み
る
仲
裁
裁
P
觀
﹂﹃
�
窓
﹄
七
八
︑
二
〇
二
一
年
︑
を
參
照
︒

(46
)

｢萬
國
公
法
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
國
際
法
﹂
と
譯
し
た
場
合
に
﹁
世
界
各
國
の
共
n

す
る
法
﹂
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
�
え
て
し
ま
い
︑
ま
た
當
時
の
中
國
讀
書
人
の

理
解
か
ら
や
や
乖
離
す
る
た
め
︑﹁
萬
國
公
法
﹂
と
原
語
で
表
記
す
る
︒
ま
た
︑

漢
�
內
で
た
だ
﹁
公
法
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
る
場
合
も
︑
p
u
b
lic
la
w
と
區
別
す

る
た
め
︑
現
代
日
本
語
譯
で
は
﹁
萬
國
公
法
﹂
と
表
記
す
る
︒

(47
)

H
e
n
ry
W
h
e
a
to
n
,
o
p
.
cit.,
1
8
5
5
,
P
a
rt
IV
,
C
h
a
p
te
r
I,
§
6
.
A

c
o
n
te
st
b
y

fo
rc
e
b
e
tw
e
e
n
in
d
e
p
e
n
d
e
n
t
so
v
e
re
ig
n
sta
te
s
is
c
a
lle
d
a
p
u
b
lic
w
a
r.If
it

東 方 學 報

90



is
d
e
c
la
re
d
in
fo
rm
,o
r
d
u
ly
c
o
m
m
e
n
c
e
d
,it
e
n
title
s
b
o
th
th
e
b
e
llig
e
re
n
t

p
a
rtie
s
to
a
ll
th
e
rig
h
ts
o
f
w
a
r
a
g
a
in
st
e
a
c
h
o
th
e
r.
T
h
e
v
o
lu
n
ta
ry
o
r

p
o
sitiv
e
la
w
o
f
n
a
tio
n
s
m
a
k
e
s
n
o
d
istin
c
tio
n
in
th
is
re
sp
e
c
t
b
e
tw
e
e
n
a

ju
st
a
n
d
a
n
u
n
ju
st
w
a
r.
A

w
a
r
in
fo
rm
,
o
r
d
u
ly
c
o
m
m
e
n
c
e
d
,
is
to
b
e

c
o
n
sid
e
re
d
,
a
s
to
its
e
ffe
c
ts,
a
s
ju
st
o
n

b
o
th

sid
e
s.
W
h
a
te
v
e
r
is

p
e
rm
itte
d
b
y
th
e
la
w
s
o
f
w
a
r
to
o
n
e
o
f
th
e
b
e
llig
e
re
n
t
p
a
rtie
s
is
e
q
u
a
lly

p
e
rm
itte
d
to
th
e
o
th
e
r.

(48
)

『萬
國
公
法
﹄
第
四
卷
第
一
違
第
六
¶
︒
自
K
之
國
角
力
�
戰
︑
名
爲
公
戰
︒
若

依
規
模
宣
知
︑
或
照
例
始
戰
︑
卽
爲
光
T
正
大
︑
公
法
不
ú
視
之
︑
亦
不
辨
其
曲

直
︒
若
准
此
國
行
何
等
之
權
︑
亦
必
准
彼
國
行
何
等
之
權
︒

(49
)

T
h
e
o
d
o
re
D
.
W
o
o
lse
y
,
In
tro
d
u
ctio
n
to
th
e
S
tu
d
y
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
,

D
esig
n
ed
a
s
a
n
A
id
in
T
ea
ch
in
g
,
a
n
d
in
H
isto
rica
l
stu
d
ies,
3
rd
e
d
itio
n
,

N
e
w
Y
o
rk
:S
c
rib
n
e
r,A
rm
stro
n
g
&
C
o
.,
1
8
7
2
,§
1
1
1
.W
a
r
m
a
y
b
e
d
ifin
e
d

(
sic
)
to

b
e

a
n

in
te
rru
p
tio
n

o
f
a

sta
te

o
f
p
e
a
c
e

fo
r
p
u
rp
o
se

o
f

a
tte
m
p
tin
g
to
p
ro
c
u
re
g
o
o
d
o
r
p
re
v
e
n
t
e
v
il
b
y
fo
rc
e
;
a
n
d
a
ju
st
w
a
r
is

a
n
a
tte
m
p
t
to
o
b
ta
in
ju
stic
e
o
r
p
re
v
e
n
t
in
ju
stic
e
b
y
fo
rc
e
,
o
r,
in
o
th
e
r

w
o
rd
s
to
b
rin
g
b
a
c
k
a
n
in
ju
rin
g
p
a
rty
to
a
rig
h
t
sta
te
o
f
m
in
d
a
n
d

c
o
n
d
u
c
t
b
y
th
e
in
flic
tio
n
o
f
d
e
se
rv
e
d
e
v
il.
A

ju
stifia
b
le
w
a
r,
a
g
a
in
,
is

o
n
ly
o
n
e
th
a
t
is
w
a
g
e
d
in
th
e
la
st
re
so
rt,
w
h
e
n
p
e
a
c
e
fu
l
m
e
a
n
s
h
a
v
e

fa
ile
d
to
p
ro
c
u
re
re
d
re
ss,o
r
w
h
e
n
se
lf-
d
e
fe
n
se
c
a
lls
fo
r
it.W
e
h
a
v
e
n
o

rig
h
t
to
re
d
re
ss
o
u
r
w
ro
n
g
s
in
a
w
a
y
o
f
v
io
le
n
c
e
,
in
v
o
lv
in
g
h
a
rm

to

o
th
e
rs,
w
h
e
n

p
e
a
c
e
fu
l
m
e
th
o
d
s

o
f
o
b
ta
in
in
g

ju
stic
e

w
o
u
ld

b
e

su
c
c
e
ssfu
l.

B
y
ju
stic
e
,h
o
w
e
v
e
r,w
e
in
te
n
d
n
o
t
ju
stic
e
o
b
je
c
tiv
e
,b
u
t
a
s
it
a
p
p
e
a
rs

to
a
p
a
rty
c
o
n
c
e
rn
e
d
,
o
r,
a
t
le
a
st,
a
s
it
is
c
la
im
e
d
to
e
x
ist.
F
ro
m

th
e

in
d
e
p
e
n
d
e
n
c
e
o
f
n
a
tio
n
s
it
re
su
lts
th
a
t
e
a
c
h
h
a
s
a
rig
h
t
to
h
o
ld
a
n
d

m
a
k
e
g
o
o
d
its
o
w
n
v
ie
w

o
f
rig
h
t
in
its
o
w
n
a
ffa
irs.
W
h
e
n
a
q
u
a
rre
l

a
rise
s
b
e
tw
e
e
n
tw
o
sta
te
s,
o
th
e
rs
a
re
n
o
t
to
in
te
rfe
re
(
c
o
m
p
.
§
2
1
)

b
e
c
a
u
se
th
e
ir
v
ie
w
s
o
f
th
e
rig
h
t
in
th
e
c
a
se
d
iffe
r
fro
m
th
o
se
o
f
a
p
a
rty

c
o
n
c
e
rn
e
d
;o
r
a
t
le
a
st
th
e
y
a
re
n
o
t
to
d
o
th
is
u
n
le
ss
th
e
in
ju
stic
e
o
f
th
e

w
a
r
is
fla
g
ra
n
t
a
n
d
its
p
rin
c
ip
le
d
a
n
g
e
ro
u
s.If
a
n
a
tio
n
,h
o
w
e
v
e
r,sh
o
u
ld

u
n
d
e
rta
k
e
a
w
a
r
w
ith
n
o
p
re
te
x
t
o
f
rig
h
t,
o
th
e
r
sta
te
s
m
a
y
n
o
t
o
n
ly

re
m
o
n
stra
te
,
b
u
t
u
se
fo
rc
e
to
p
u
t
d
o
w
n
su
c
h
w
ic
k
e
d
n
e
ss.

(50
)

『公
法
c
覽
﹄︑
吳
爾
璽
n
︑
丁
韙
良
等
譯
︑
京
師
同
�
館
︑
光
緖
三
年

(序
)︑

排
印
本
︑
卷
三
第
一
違
第
二
¶
︒
暫
時
失
和
而
用
兵
︑
無
論
æ
擾
他
邦
以
趨
利
︑

或
力
行
抵
禦
以
Ë
Ó
︑
皆
戰
也
︒
此
國
n
不
法
之
擧
︑
彼
國
以
Q
應
得
之
罪
þ
之
︑

�
不
復
蹈
�
愆
︑
義
戰
也
︒
義
戰
者
︑
不
得
已
而
爲
之
︒
或
和
則
大
義
不
伸
︑
或

和
則
本
國
不
保
︑
夫
然
後
義
戰
興
焉
︒
苟
�
n
p
以
處
之
︒
而
勞
民
傷
財
︑
以
求

伸
於
天
下
︑
則
斷
乎
不
可
︒
義
者
︑
非
旁
觀
共
見
之
義
︑
乃
身
�
獨
知
之
義
也
︒

邦
國
旣
n
自
K
之
權
︑
則
Q
行
之
事
與
理
合
否
︑
惟
己
可
以
裁
度
︒
至
兩
國
業
已

�
戰
︑
他
國
不
得
V
問
者
︑
以
其
U
見
不
同
︑
而
Ì
形
n
Q
不
知
也
︒
故
其
戰
非

顯
然
Ö
理
︑
貽
Ó
鄰
邦
︑
則
斷
不
可
干
預
︒
然
若
無
故
興
戰
︑
傷
天
Ó
理
︑
不
獨

可
以
理
喻
之
︑
幷
可
以
力
止
之
矣
︒

(51
)

『朱
子
語
類
﹄
卷
六
二
︑
中
庸
第
一
違
︒﹁
不
睹
不
聞
﹂
是
提
其
大
綱
說
︑﹁
愼
獨
﹂

乃
審
其
�
細
︒
方
不
聞
不
睹
之
時
︑
不
惟
人
Q
不
知
︑
自
家
亦
未
n
Q
知
︒
若
Q

謂
﹁
獨
﹂︑
卽
人
Q
不
知
而
己
Q
獨
知
︑
極
是
�
戒
懼
︒
自
來
人
說
﹁
不
睹
不
聞
﹂

與
﹁
愼
獨
﹂︑
只
是
一
U
︑
無
分
別
︑
c
不
是
︒

(52
)

『
淸
代
官
員
履
歷
檔
案
�
í
﹄
華
東
師
範
大
學
出
版
社
︑
一
九
九
七
年
︑
第
六
册
︑

二
四
頁
︒

(53
)

『
淸
季
中
日
韓
關
係
�
料
﹄
(中
央
硏
究
院
︑
一
九
七
二
年
)
第
六
卷
︑
�
料
番
號

二
三
七
六
︑
�
廣
西
直
隸
州
知
州
張
秉
銓
の
﹁
禦
倭
制
�
條
陳
大
略
﹂︑
光
緖
二

十
一
年
十
�
二
十
八
日
�
領
︒
査
外
國
兵
法
向
守
局
外
違
e
︑
兩
國
相
爭
︑
他
國

不
得
相
助
︑
固
也
︒
然
獨
不
曰
萬
國
公
法
n
戰
分
義
不
義
一
語
︑﹁
無
故
興
兵
︑

傷
天
Ó
理
︑
不
獨
可
以
理
諭
︑
且
可
以
力
止
﹂
等
語
︒
力
止
者
何
︑
卽
兵
力
以
止

之
也
︒
⁝
而
日
本
欺
陵
我
國
卽
爲
不
義
︑
同
邦
�
何
厚
於
高
麗
︑
何
k
於
中
國
︑

是
傷
天
Ó
理
也
︒
在
各
國
若
念
同
仇
之
義
興
兵
︑
爲
中
國
力
止
之
︑
且
無
不
可
︒

｢洋務」�の漢譯國際法槪說書における�譯方針
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(54
)

ウ
ー
ル
ジ
ー
は
︑
法
-
義
務

(
o
b
lig
a
tio
n
)
と
良
心
上
の
責
務

(
d
u
ty
)
を
T

確
に
區
別
し
て
い
る
︒
T
h
e
o
d
o
re
D
.
W
o
o
lse
y
,
o
p
.cit.,
§
1
6
,
It
m
a
y
b
e
,
to

sa
y
th
e
le
a
st
,
th
a
t
n
a
tio
n
s
h
a
v
e
d
u
tie
s
a
n
d
m
o
ra
l
c
la
im
s
,
a
s
w
e
ll
a
s

rig
h
ts
a
n
d
o
b
lig
a
tio
n
s.
Ib
id
.,
§
2
5
.
S
o
m
e
h
a
v
e
c
o
n
te
n
d
th
a
t
th
e
re
is
a

p
o
sitiv
e
o
b
lig
a
tio
n

o
n

n
a
tio
n
s
to
e
n
te
r
in
to
re
la
tio
n
s
a
t
le
a
st
o
f

c
o
m
m
e
rc
e
,so
th
a
t
re
fu
sa
l
th
u
s
to
a
c
t
w
o
u
ld
b
e
a
n
in
ju
ry
a
n
d
p
o
ssib
ly
a

c
a
u
se
o
f
w
a
r.
⁝
B
u
t
th
e
b
e
tte
r
o
p
in
io
n
is,th
a
t,e
x
c
e
p
t
in
e
x
tre
m
e
c
a
se
s,

a
s
w
h
e
n
o
n
e
n
a
tio
n
c
a
n
n
o
t,
d
o
w
ith
o
u
t
th
e
p
ro
d
u
c
tio
n
s
o
f
a
n
o
th
e
r,
o
r

m
u
st
c
ro
ss
its
b
o
rd
e
rs
to
g
e
t
a
t
th
e
re
st
o
f
th
e
w
o
rld
,
︱

th
is
is
o
n
ly
a

d
u
ty
,
a
n
e
x
e
rc
ise
o
f
a
sp
irit
o
f
g
o
o
d
-
w
ill,
to
b
e
ju
d
g
e
d
o
f
b
y
e
a
c
h
sta
te

a
c
c
o
rd
in
g
to
th
e
lig
h
t
w
h
ic
h
it
p
o
sse
sse
s.

(55
)

Ib
id
.,
§
1
1
1
.It
m
a
y
b
e
sa
id
th
a
t
a
s
in
d
iv
id
u
a
ls
o
u
g
h
t
n
o
t
to
ju
d
g
e
in
th
e
ir

o
w
n
c
a
u
se
,so
n
a
tio
n
s
o
u
g
h
t
to
su
b
m
it
th
e
ir
d
iffe
re
n
c
e
s
to
th
ird
p
a
rtie
s

a
n
d
a
b
id
e
b
y
th
e
issu
e
.
It
w
o
u
ld
d
o
u
b
tle
ss
b
e
d
isira
b
le
,
if
re
sto
re
w
e
re

m
o
re
fre
q
u
e
n
tly
h
a
d
to
a
rb
itra
tio
n
b
e
fo
re
th
e
la
st
re
m
e
d
y
o
f
w
ro
n
g
s

w
e
re
u
se
d
,
a
n
d
p
ro
b
a
b
ly
,
a
s
th
e
w
o
rld
g
ro
w
s
b
e
tte
r,
th
is
p
ra
c
tic
e
w
ill

m
o
re
a
n
d
m
o
re
p
re
v
a
il.
(
C
o
m
p
.§
§
2
2
5
,
2
2
7
.)
B
u
t
in
th
e
p
a
st
m
u
ltitu
d
e

o
f
a
g
g
re
ssio
n
s
h
a
v
e
o
c
c
u
rre
d
w
h
ic
h
c
o
u
ld
n
o
t
b
e
so
p
re
v
e
n
te
d
,
w
h
ic
h

n
e
e
d
e
d
to
b
e
re
p
e
lle
d
b
y
th
e
sp
e
e
d
ie
st
m
e
a
n
s;n
o
r
h
a
v
e
th
e
in
te
llig
e
n
c
e

a
n
d
p
ro
b
ity
o
f
m
e
n
b
e
e
n
su
c
h
th
a
t
g
o
o
d
a
rb
itra
to
rs
c
o
u
ld
a
lw
a
y
s
b
e

fo
u
n
d
.
T
h
e
q
u
e
stio
n
,
h
o
w
e
v
e
r,
re
la
te
s
to
d
u
ty
,
a
n
d
d
o
e
s
n
o
t
a
ffe
c
t
th
e

ju
stic
e
o
f
a
w
a
r
w
h
ic
h
a
n
a
tio
n
sh
o
u
ld
u
n
d
e
rta
k
e
o
n
g
ro
u
n
d
s
w
h
ic
h

a
p
p
ro
v
e
d
th
e
m
se
lv
e
s
to
its
o
w
n
u
n
a
id
e
d
ju
d
g
m
e
n
t.

(56
)

こ
の
�
違
の
}
記
で
﹁
比
�
參
照
せ
よ
﹂
と
さ
れ
て
い
る
﹁
第
一
九
¶
﹂
も
︑
同

じ
趣
旨
の
說
T
を
し
て
い
る
︒

(57
)

『公
法
c
覽
﹄
卷
三
第
一
違
第
二
¶
︒
或
問
人
民
n
獄
︑
不
當
自
折
︒
兩
國
爭
執
︑

應
他
國
P
斷
否
︒
曰
�
此
法
盛
行
︒
干
戈
可
以
不
事
︒
豈
不
甚
善
︒
然
搶
奪
æ
呑
︑

不
可
以
公
議
ï
之
︒
惟
可
以
兵
力
止
之
者
︒
歷
來
恒
n
︑
且
聽
他
國
P
斷
︑
非
得

旣
T
且
公
之
人
秉
權
審
問
不
可
︒
而
公
T
之
人
印
不
數
覯
︒
此
法
Q
以
難
行
也
︒

惟
Å
`
日
隆
︑
可
�
行
之
�
久
︑
而
從
之
者
�
多
︒
而
若
某
國
︑
以
爲
宜
戰
而
上

可
對
天
下
可
對
人
︑
亦
不
必
專
聽
他
國
P
斷
矣
︒

(58
)

T
h
e
o
d
o
re
D
.
W
o
o
lse
y
,
o
p
.
cit.,
§
1
1
5
.
W
a
r
b
e
tw
e
e
n

in
d
e
p
e
n
d
e
n
t

so
v
e
re
ig
n
tie
s
is,
a
n
d
o
u
g
h
t
to
b
e
,
a
n
a
v
o
w
e
d
o
p
e
n
w
a
y
o
f
o
b
ta
in
in
g

ju
stic
e
.
F
o
r
e
v
e
ry
sta
te
h
a
s
a
rig
h
t
to
k
n
o
w

w
h
a
t
its
re
la
tio
n
s
a
re

to
w
a
rd
s
th
o
se
w
ith
w
h
o
m
it
h
a
s
b
e
e
n
o
n
te
rm
s
o
f
a
m
ity
,
w
h
e
th
e
r
th
e

a
m
ity
c
o
n
tin
u
e
s
o
r
is
a
t
a
n
e
n
d
.It
is
n
e
c
e
ssa
ry
,th
e
re
fo
re
,th
a
t
so
m
e
a
c
t

sh
o
w
in
a
w
a
y
n
o
t
to
b
e
m
ista
k
e
n
th
a
t
a
n
e
w
sta
te
o
f
th
in
g
s,a
sta
te
o
f

w
a
r,
h
a
s
b
e
g
u
n
.

(59
)

『公
法
c
覽
﹄
卷
三
第
一
違
第
六
¶
︒
自
K
之
邦
︑
將
戰
以
求
義
而
禦
不
義
︑
理

應
先
行
T
白
宣
示
︒
蓋
與
他
國
�
來
和
好
︒
其
友
誼
或
存
或
絕
︑
自
應
知
之
︒
必

確
n
Ö
理
之
處
可
指
︑
以
徵
其
非
無
故
而
興
兵
︑
方
可
用
戰
︒

(60
)

Jo
h
a
n
n

C
.
B
lu
n
tsc
h
li,
C
h
a
rle
s
L
a
rd
y
(
tra
.)
,
L
e
d
ro
it
in
tern
a
tio
n
a
l

co
d
ifié,
d
e
u
x
iè
m
e
e
d
itio
n
,
P
a
ris:
G
u
illa
u
m
in
,
1
8
7
4
,
§
5
1
0
.
L
a
g
u
e
rre
e
st

l̓e
n
se
m
b
le
d
e
s
a
c
te
s
p
a
r
le
sq
u
e
ls
u
n
é
ta
t
o
u
u
n
p
e
u
p
le
fa
it
re
sp
e
c
te
r

se
s
d
ro
its,
e
n
lu
tta
n
t
p
a
r
le
s
a
rm
e
s
c
o
n
tre
u
n
a
u
tre
é
ta
t
o
u
u
n
a
u
tre

p
e
u
p
le
.

(61
)

Ib
id
.,
L
a
g
u
e
rre
n
e̓
st
p
a
s
u
n
m
o
y
e
n
d
e
p
ro
c
é
d
u
re
;
c
e̓
st
la
lu
tte

e
ffro
y
a
b
le
d
e
fo
rc
e
s
m
a
té
rie
lle
s
o
p
p
o
sé
e
s.
L
a
g
u
e
rre
,
q
u
e
lle
s
q
u
e̓
n

so
ie
n
t
le
s
c
a
u
se
s
o
u
le
b
u
t,a
u
n
e
fo
u
le
d
e
c
o
n
sé
q
u
e
n
c
e
s
ju
rid
iq
u
e
s.E
lle

a
to
u
jo
u
rs
p
o
u
r
c
o
n
sé
q
u
e
n
c
e
l̓a
n
é
a
n
tisse
m
e
n
t
d
e
s
d
ro
its
q
u
i
d
é
c
o
u
le
n
t

d
e
la
p
a
ix
;
le
d
ro
it
in
te
rn
a
tio
n
a
l
p
e
u
t
à
g
ra
n
d
p̓
e
in
e
c
o
n
te
n
ir
la
g
u
e
rre

d
a
n
s
d
e
s
lim
ite
s
d
é
te
rm
in
é
e
s.
L
e
s
g
u
e
rre
s
d
e
c
o
n
q
u
ê
te
,
le
s
g
u
e
rre
s

p
ro
v
o
q
u
é
e
s
p
a
r
l̓a
m
b
itio
n

d
y
n
a
stiq
u
e
,
la
ja
lo
u
sie
d
e
s
n
a
tio
n
s
o
u

l̓e
sp
ritd
e
v
e
n
g
e
a
n
c
e
,e
x
e
rc
e
n
t
é
g
a
le
m
e
n
t
l̓in
flu
e
n
c
e
p
lu
s
fâ
c
h
e
u
se
su
r

le
d
é
v
e
lo
p
p
e
m
e
n
td
u
d
ro
it
e
t
su
r
l̓o
rd
re
p
u
b
lic
.

(62
)

『公
法
會
�
﹄
步
倫
n
・
丁
韙
良
等
譯
︑
京
師
同
�
館
︑
光
緖
六
年
︑
排
印
本
︑

東 方 學 報
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第
五
百
一
十
違
︒
此
國
與
彼
國
執
兵
相
爭
︑
以
護
其
權
利
者
︑
謂
之
戰
︒

(63
)

同
上
︒
戰
者
非
訟
可
比
︑
蓋
訟
者
論
理
︑
戰
者
角
力
︒
然
戰
中
仍
n
理
可
論
︑
而

權
利
因
之
得
失
・
改
革
等
Ì
︑
均
不
可
不
究
也
︒
如
a
時
Q
享
之
權
利
︑
大
抵
因

戰
而
停
︒

(64
)

Jo
h
a
n
n
C
.B
lu
n
tsc
h
li,o
p
.
cit.,
§
5
1
1
.L
a
g
u
e
rre
e
st
d
a
n
s
la
rè
g
le
u
n
e
lu
tte

a
rm
é
e
e
n
tre
d
iv
e
rs
é
ta
ts,
à
l̓o
c
c
a
sio
n
d
u̓
n
e
q
u
e
stio
n
d
e
d
ro
it
p
u
b
lic
.

(65
)

Ib
id
.,
L
e
s
é
ta
ts
c
iv
ilisé
s
o
n
t
p
a
rto
u
t
p
o
u
rv
u
à
l̓a
d
m
in
istra
tio
n
d
e
la

ju
stic
e
c
iv
ile
e
t
c
rim
in
e
lle
,
e
t
il
se
ra
it
c
o
n
tra
ire
à
to
u
te
s
le
s
n
o
tio
n
s

re
ç
u
e
s
a
u
jo
u
rd
h̓
u
i
d
a
n
s
le
s
é
ta
ts
c
iv
ilisé
s
d
a̓
d
m
e
ttre
q
u
e
l̓o
n
p
u
t
fa
ire

la
g
u
e
rre
à
l̓o
c
c
a
sio
n
d
u̓
n
e
q
u
e
stio
n
d
e
d
ro
it
p
riv
é
.
L
e
m
o
y
e
n
â
g
e

a
d
m
e
tta
it
e
n
c
o
re
d
e
s
p
rin
c
ip
e
s
d
iffé
re
n
ts;le
d
u
e
l
ju
d
ic
ia
ire
,q
u
i
se
rv
a
it

à
tra
n
c
h
e
r
le
s
q
u
e
stio
n
s
d
e
d
ro
it
p
riv
é
,
é
ta
it
a
u
fo
n
d
u
n
e
g
u
e
rre
e
n
tre

d
e
u
x
p
a
rtic
u
lie
rs.
Il
a
é
té
su
p
p
rim
é
à
m
e
su
re
q
u
e
se
d
é
v
e
lo
p
p
a
it
l̓id
é
e

d
e
la
ju
stic
e
d
e
l̓é
ta
t.L
e
s
p
e
u
p
le
s
e
t
le
s
n
a
tio
n
s
e
n
tre
le
sq
u
e
ls
s̓
a
g
ite
n
t

a
u
jo
u
rd
h̓
u
i
le
s
q
u
e
stio
n
s
d
e
d
ro
it
p
u
b
lic
so
n
t
p
la
c
é
s
d
a
n
s
le
s
m
ê
m
e
s

c
o
n
d
itio
n
s
q
u
e
le
s
c
h
e
v
a
lie
rs
e
t
le
s
v
ille
s
a
u
m
o
y
e
n
â
g
e
.
Ils
re
c
o
u
re
n
t

a
u
x
a
rm
e
s
e
t
s̓
e
n
tre
-
tu
e
n
t
p
o
u
r
fa
ire
p
ré
v
a
lo
ir
le
u
rs
d
ro
its.
L
e
d
ro
it

in
te
rn
a
tio
n
a
l
a
e
n
c
o
re
u
n
e
lo
n
g
u
e
ro
u
te
à
p
a
rc
o
u
rira
v
a
n
t
d
e
ré
u
ssir
à

tra
n
sfo
rm
e
r
la
lu
tte
d
e
s
fo
rc
e
s
p
h
y
siq
u
e
s
e
n
sim
p
le
p
ro
c
è
s
ju
d
ic
ia
ire
.

(66
)

『公
法
會
�
﹄
第
五
百
十
一
違
︒
邦
國
�
戰
之
故
︑
大
抵
因
公
法
之
疑
端
而
�
︒

(67
)

同
上
︒
人
民
之
私
︑
邦
國
各
n
律
法
以
理
之
︑
則
無
須
執
兵
以
護
其
權
利
︒
中
古

之
時
︑
尙
n
械
鬭
以
爲
折
獄
之
法
︑
�
者
理
直
︑
敗
者
理
曲
︒
今
則
民
閒
無
此
陋

O
︑
而
邦
國
尙
n
之
︑
惜
哉
︒

(68
)

Jo
h
a
n
n
C
.B
lu
n
tsc
h
li,o
p
.
cit.,
§
5
1
5
.L
a
g
u
e
rre
e
st
ju
ste
,lo
rsq
u
e
le
d
ro
it

in
te
rn
a
tio
n
a
l
a
u
to
rise
le
re
c
o
u
rs
a
u
x
a
rm
e
s;
in
ju
ste
,
lo
rsq
u
e̓
lle
e
st

c
o
n
tra
ire
a
u
x
p
rin
c
ip
e
s
d
e
c
e
d
ro
it.

(69
)

Ib
id
.,
C
e
p
rin
c
ip
e
n
e̓
st
p
a
s
se
u
le
m
e
n
t
u
n
e
rè
g
le
d
e
m
o
ra
le
,
c
e̓
st
u
n

v
ra
i
p
rin
c
ip
e
d
e
d
ro
it.
Il
n
a̓
p
a
s,
il
e
st
v
ra
i,
g
ra
n
d
e
v
a
le
u
r
p
ra
tiq
u
e

a
c
tu
e
lle
m
e
n
t,
p
a
rc
e
q
u
e
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
p
a
rtie
s
a
ffirm
e
la
ju
stic
e
d
e
sa

c
a
u
se
,
e
t
q
u
i̓l
n
e̓
x
iste
p
a
s
d
e
ju
g
e
p
o
u
r
p
ro
n
o
n
c
e
r
su
r
la
v
a
le
u
r
d
e
c
e
s

a
sse
rtio
n
s.
C
e
p
e
n
d
a
n
t
c
e
tte
d
istin
c
tio
n
e
n
tre
le
d
ro
it
e
t
la
m
o
ra
le
a

q
u
e
lq
u
e
s
e
ffe
ts
d
é
jà
a
u
jo
u
rd
h̓
u
i,
sp
é
c
ia
le
m
e
n
t
e
n
c
e
q
u
i
c
o
n
c
e
rn
e
le
s

o
b
lig
a
tio
n
s
d
e
s
a
llié
s
e
t
l̓in
te
rv
e
n
tio
n
d
e
s
p
u
issa
n
c
e
s
n
e
u
tre
s;le
s
a
llié
s

d
o
iv
e
n
t
le
u
r
c
o
n
c
o
u
rs
q
u
a
n
d
la
g
u
e
rre
e
st
ju
ste
;le
s
tie
rs
so
n
t
a
u
to
risé
s

à
in
te
rv
e
n
ir
d
a
n
s
u
n
e
g
u
e
rre
in
iq
u
e
.

(70
)

『公
法
會
�
﹄
第
五
百
十
五
違
︒
�
戰
之
故
︑
揆
以
公
法
而
師
出
n
名
者
︑
卽
謂

之
義
戰
︑
若
Ö
背
公
法
︑
卽
謂
之
不
義
之
戰
︒

(71
)

同
上
︒
兩
國
固
自
以
爲
是
︑
而
無
人
以
斷
其
是
非
︒
然
論
同
â
之
責
︑
以
ð
局
外

諸
國
干
預
之
權
︑
則
不
得
不
辨
其
義
與
不
義
︒
其
戰
若
義
︑
則
â
邦
之
應
助
者
︑

不
得
裹
足
︒
其
戰
若
不
義
︑
雖
局
外
之
國
︑
亦
得
V
問
︒

(72
)

Jo
h
a
n
n
C
.B
lu
n
tsc
h
li,o
p
.
cit.,
§
5
1
9
.L
e
s
rè
g
le
s
d
u
d
ro
it
in
te
rn
a
tio
n
a
l
su
r

la
m
a
n
iè
re
d
e
fa
ire
la
g
u
e
rre
,
o
u
su
r
le
s
d
ro
its
e
t
o
b
lig
a
tio
n
s
d
e
s

b
e
llig
é
ra
n
ts,
d
o
iv
e
n
t
ê
tre
re
sp
e
c
té
e
s
m
ê
m
e
d
a
n
s
u
n
e
g
u
e
rre
in
ju
ste
.

(73
)

Ib
id
.,
N
o
u
s
d
é
sig
n
o
n
s
so
u
s
le
n
o
m
d
e
g
u
e
rre
in
ju
ste
la
g
u
e
rre
q
u
i
n
e
se

ju
stifie
p
a
s
p
a
r
u
n
e
d
e
s
c
a
u
se
s
é
n
u
m
é
ré
e
s
a
rt.
5
1
6
à
5
1
8
.
L
e
s
lo
is
d
e
la

g
u
e
rre
so
n
t
o
b
lig
a
to
ire
s
m
ê
m
e
d
a
n
s
u
n
e
g
u
e
rre
in
ju
ste
.
S
i
l̓o
n
v
o
u
la
it

e
m
p
lo
y
e
r
d
e
s
m
e
su
re
s
p
lu
s
sé
v
è
re
s
o
u
p
lu
s
c
ru
e
lle
s
c
o
n
tre
u
n
e
d
e
s

p
a
rtie
s
b
e
llig
é
ra
n
te
s
à
la
q
e
lle
o
n
re
p
ro
c
h
e
l̓in
ju
stic
e
d
e
se
s
p
ré
te
n
tio
n
s,

la
g
u
e
rre
re
d
e
v
ie
n
d
ra
it
c
o
m
p
lè
te
m
e
n
t
b
a
rb
a
re
.
C
h
a
q
u
e
p
a
rtie
a
ffirm
e

e
n
g
é
n
é
ra
l
q
u
e̓
lle
c
o
m
b
a
t
u
n
iq
u
e
m
e
n
t
p
o
u
r
fa
ire
re
sp
e
c
te
r
so
n
b
o
n

d
ro
it,e
t
n
ie
e
n
m
ê
m
e
te
m
p
s
le
s
d
ro
its
d
e
so
n
a
d
v
e
rsa
ire
.L
e
s
lo
is
d
e
la

g
u
e
rre
o
n
t
p
o
u
r
b
u
t
d
e
c
iv
ilise
r
la
g
u
e
rre
in
ju
ste
c
o
m
m
e
la
g
u
e
rre

lé
g
itim
e
.

(74
)

『公
法
會
�
﹄
第
五
百
十
九
違
︒
邦
國
雖
Ô
義
而
戰
︑
亦
不
可
不
[
公
法
之
例
︒

(75
)

同
上
︒
此
國
若
謂
彼
國
Ô
義
︑
而
不
待
以
戰
例
︑
則
�
戰
之
殘
︑
無
以
¶
之
︒
蓋

兩
國
無
不
以
我
爲
是
︑
以
彼
爲
非
也
︒

｢洋務」�の漢譯國際法槪說書における�譯方針
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(76
)

'
田
久
一
﹃
怨
版

國
際
人
`
法
﹄
(再
增
補
)︑
四
一
頁
︑
}
二
︒

(77
)

Jo
h
a
n
n
C
.
B
lu
n
tsc
h
li,
o
p
.
cit.,
§
5
8
4
.
O
n
n
e
p
e
u
t
ja
m
a
is
re
fu
se
r
d
e
fa
ire

q
u
a
rtie
r
à
l̓e
n
n
e
m
i
so
u
s
le
p
ré
te
x
te
q
u
o̓
n
e
st
c
o
n
v
a
in
c
u
d
e
l̓in
ju
stic
e

d
e
la
c
a
u
se
q
u
i̓l
so
u
tie
n
t.

(78
)

Ib
id
.,
L
e
s

b
e
llig
é
ra
n
ts

so
n
t

p
re
sq
u
e

to
u
jo
u
rs

p
e
rsu
a
d
é
s

q
u
i̓ls

c
o
m
b
a
tte
n
t
p
o
u
rla
b
o
n
n
e
c
a
u
se
e
t
q
u
e
le
u
rs
a
d
v
e
rsa
ire
s
o
n
t
to
rt.
S
i̓ls

o
n
t
d
e
s
d
o
u
te
s
a
u
c
o
m
m
e
n
c
e
m
e
n
t
d
e
la
g
u
e
rre
,
le
s
p
a
ssio
n
s,
e
n

s̓
é
c
h
a
u
ffa
n
t,
é
to
u
ffe
n
t
le
s
d
e
rn
ie
rs
sc
ru
p
u
le
s,
e
t
la
c
o
n
fia
n
c
e
e
n
le
u
r

b
o
n
d
ro
it
se
tra
n
sfo
rm
e
e
n
fa
n
a
tism
e
.L
e
d
ro
it
in
te
rn
a
tio
n
a
l
p
ré
su
m
e
la

b
o
n
n
e
fo
i
d
e
s
d
e
u
x
c
ô
té
s
e
t
n
e
p
e
u
t,
so
u
s
a
u
c
u
n
p
ré
te
x
te
,
a
c
c
o
rd
e
r
à

l̓u
n
d
e
s
b
e
llig
é
ra
n
ts
le
d
ro
it
d
e
m
e
ttre
so
n
a
d
v
e
rsa
ire
h
o
rs
la
lo
i
e
t

d
e̓
n
tre
p
re
n
d
re
c
o
n
tre
lu
i
u
n
e
g
u
e
rre
d
e̓
x
te
rm
in
a
tio
n
.

(79
)

『公
法
會
�
﹄
五
百
八
十
四
違
︒
不
得
謂
敵
國
謂
無
理
︑
c
不
豫
以
影
例
︒

(80
)

同
上
︒
以
己
國
理
長
︑
彼
國
理
短
者
︑
人
之
常
Ì
也
︒
公
法
則
視
兩
國
皆
存
公
心
︑

故
不
准
ú
私
而
置
敵
於
法
外
也
︒

(81
)

R
o
b
e
rt
J.
P
h
illim
o
re
,
C
o
m
m
en
ta
ries
u
p
o
n
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
,
L
o
n
d
o
n
:

B
u
tte
rw
o
rth
s,
V
o
lu
m
e
III,
C
h
a
p
te
r
IV
,
§
X
L
IX
.
T
h
e
n
e
c
e
ssity
o
f
W
a
r,

a
n
d
th
e
la
w
s
re
la
tin
g
to
it,a
re
a
c
o
n
se
q
u
e
n
c
e
o
f
d
e
p
ra
v
e
d
n
a
tu
re
o
f
th
e

so
c
ie
tie
s,
ju
st
a
s
th
e
n
e
c
e
ssity
o
f
c
rim
in
a
l
la
w

o
f
a
so
c
ie
ty
is
a

c
o
n
se
q
u
e
n
c
e
o
f
n
a
tu
re
o
f
th
e
in
d
iv
id
u
a
l.

W
a
r
is
th
e
e
x
e
rc
ise
o
f
th
e
in
te
rn
a
tio
n
a
l
rig
h
t
o
f
a
c
tio
n
,to
w
h
ic
h
,fro
m

th
e
n
a
tu
re
o
f
th
in
g
s
a
n
d
th
e
a
b
se
n
c
e
o
f
a
n
y
c
o
m
m
o
n
su
p
e
rio
r
trib
u
n
a
l,

n
a
tio
n
s
a
re
c
o
m
p
e
lle
d

to
h
a
v
e
re
c
o
u
rse
,
in

o
rd
e
r
to
a
sse
rt
a
n
d

v
in
d
ic
a
te
th
e
ir
rig
h
ts.

(82
)

『各
國
�
涉
公
法
論
﹄
費
利
r
羅
巴
德
n
︑
傅
蘭
�
口
譯
︑
兪
世
Â
筆
営
︑
江
南

機
器
製
]
總
局
�
譯
館
︑
光
緖
二
十
年
︑
聚
珍
本
︑
第
三
集
第
四
違
四
十
九
款
︒

國
內
n
犯
罪
之
人
︑
則
n
律
法
以
治
之
︒
天
下
n
Ö
公
法
之
國
︑
不
能
不
n
征
伐

之
事
︒

征
伐
爲
�
涉
事
內
自
然
之
理
︒
凡
�
Ó
之
國
︑
�
得
理
Q
當
然
之
事
︑
指
T
爲
自

K
之
國
︑
則
以
征
伐
顯
T
之
︒

(83
)

R
o
b
e
rt
J.
P
h
illim
o
re
,
o
p
.
cit.,
§
L
.
In
th
e
c
a
se
o
f
c
rim
in
a
l,
th
e
re
is
n
o

d
o
u
b
t
th
a
t
h
e
is
a
w
ro
n
g
-
d
o
e
r,a
n
d
th
a
t
h
is
e
x
e
c
u
tio
n
h
a
s
b
e
e
n
la
w
fu
lly

o
rd
e
re
d
b
y
a
c
o
m
p
e
te
n
t
a
u
th
o
rity
.
(
n
)
B
u
t
in
th
e
c
a
se
o
f
c
o
n
te
n
d
in
g

n
a
tio
n
s,
it
m
a
y
,
a
n
d
w
e
m
u
st
h
o
p
e
g
e
n
e
ra
lly
d
o
e
s,
h
a
p
p
e
n
th
a
t
b
o
th

p
a
rtie
s
b
e
lie
v
e
th
a
t
rig
h
t
is
o
n
th
e
ir
sid
e
.
“
A
tq
u
e
h
in
c
,”
sa
y
s
G
ro
tiu
s,

“
p
a
ssim

re
c
e
p
ta
e
st
se
n
te
n
tia
,
su
b
d
ito
s
q
u
o
d
a
ttin
e
t,
d
a
ri
b
ellu
m

u
trim
q
u
e
ju
stu
m
,id
e
st
in
ju
stitiâ
v
a
c
a
n
s,q
u
ò
illu
d
p
e
rtin
e
n
t.”
(
o
)
B
u
t

a
s
S
ta
te
s
a
c
k
n
o
w
le
d
g
e
n
o
c
o
m
m
o
n
trib
u
n
a
l
u
p
o
n
e
a
rth
,
th
e
y
a
re

c
o
n
stra
in
e
d
,a
s
th
e
c
iv
ilia
n
s
sa
y
,litem
su
a
m
fa
cere,o
r,a
c
c
o
rd
in
g
to
th
e

c
o
m
m
o
n
E
n
g
lish
p
h
ra
se
,
“
to
ta
k
e
th
e
la
w
in
to
th
e
ir
o
w
n
h
a
n
d
s,”
a
n
d
to

c
o
n
sid
e
r
su
c
c
e
ss
in
th
e
strife
a
s
th
e
d
e
c
isio
n
o
f
G
o
d
in
th
e
ir
fa
v
o
u
r.T
o

sa
y
th
a
t
th
is
is
o
fte
n
a
m
ista
k
e
n
p
re
su
m
p
tio
n
,
to
o
b
je
c
t
th
a
t
th
is

m
e
th
o
d
o
f
o
b
ta
in
in
g
ju
stic
e
is
u
n
sa
tisfa
c
to
ry
,
u
n
c
e
rta
in
,
a
n
d
a
tte
n
d
e
d

w
ith
c
ru
e
l
in
ju
ry
to
th
e
in
n
o
c
e
n
t,
is
b
u
t
to
c
o
m
p
la
in
th
a
t
w
e
liv
e
in
a

w
o
rld
in
w
h
ic
h
e
v
il
a
n
d
g
o
o
d
a
re
m
ix
e
d
to
g
e
th
e
r,
a
n
d
w
h
ic
h
h
a
s
th
e

b
le
m
ish
e
s
o
f
im
p
e
rfe
c
tio
n
;
(
p
)
b
u
t
th
is
a
b
se
n
c
e
o
f
a
c
o
m
m
o
n
trib
u
n
a
l,

th
is

w
a
n
t
o
f
a

c
o
m
p
e
te
n
t
In
te
rn
a
tio
n
a
l
Ju
d
g
e
,
th
is

c
o
n
se
q
u
e
n
t

n
e
c
e
ssity
o
f
w
a
r,
d
o
e
s
fu
rn
ish
in
its
a
d
m
itte
d
im
p
e
rfe
c
tio
n
,
a
s
a
m
o
d
e

o
f
ju
d
ic
ia
l
p
ro
c
e
d
u
re
,a
v
e
ry
g
o
o
d
re
a
so
n
to
a
ll
so
c
ie
tie
s,a
n
d
e
sp
e
c
ia
lly

to
a
ll
C
h
ristia
n
so
c
ie
tie
s,
w
h
y
a
b
ro
a
d
d
istin
c
tio
n
sh
o
u
ld
b
e
m
a
d
e

b
e
tw
e
e
n
th
e
c
rim
in
a
l
c
o
n
v
ic
te
d
b
y
ju
d
g
e
,a
n
d
th
e
e
n
e
m
y
c
o
n
q
u
e
re
d
b
y

th
e
e
n
e
m
y
,
︱
w
h
y
it
is
n
o
t
la
w
fu
l
to
tre
a
t
th
e
h
o
n
e
st
w
a
rrio
r
a
n
d
th
e

g
u
ilty
m
u
rd
e
re
r
in
o
n
e
a
n
d
sa
m
e
m
a
n
n
e
r;
な
お
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
﹃
戰
爭
と

a
和
の
法
﹄
か
ら
の
引
用
の
日
本
語
譯
�
は
︑
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
チ
ウ
ス
著
・
一

印
正
雄
譯
﹃
戰
爭
と
a
和
の
法
﹄
酒
井
書
店
︑
一
九
八
九
年
︑
第
二
卷
・
第
二
十

六
違
・
四
︑
に
基
づ
い
た
︒

東 方 學 報
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(84
)

『各
國
�
涉
公
法
論
﹄
第
三
集
第
四
違
第
五
十
款
︒
如
犯
罪
之
人
︑
自
應
�
罰
︑

按
察
司
令
其
死
︑
卽
爲
理
Q
當
然
︑
原
n
此
權
柄
︒
但
兩
國
相
爭
︑
而
至
�
戰
︑

則
兩
國
皆
以
爲
n
理
︑
決
非
犯
罪
之
人
可
以
比
例
也
︒

各
國
相
爭
︑
無
人
能
審
問
︑
Q
以
無
奈
︑
而
彼
此
相
罰
︑
如
英
國
俗
語
云
﹁
手
執

律
法
以
行
﹂︒
兩
邊
彼
此
相
打
︑
似
乎
託
天
保
佑
︑
n
理
者
令
其
得
�
︑
以
定
案
︒

(85
)

R
ic
h
a
rd
H
o
o
k
e
r,
T
h
e
L
a
w
s
o
f
E
cclesia
stica
l
P
o
lity
,
1
5
9
3
;
re
e
d
.,
N
e
w

Y
o
rk
:
D
u
tto
n
,
1
9
0
7
,
b
o
o
k
.
1
,
§
X
.

(86
)

朱
克
敬
﹃
公
法
十
一
*
﹄
に
つ
い
て
は
︑
林
學
忠
﹁
t
代
西
方
國
際
法
�
本
-
閱

讀
︱
︱
試
論
朱
克
敬
﹁
公
法
十
一
*
﹂﹂
(
周
奇
í
﹃
傳
播
視
野
與
中
國
硏
究
﹄

上
海
人
民
出
版
社
︑
二
〇
一
四
年
)
を
參
照
︒

(87
)

朱
克
敬
﹃
公
法
十
一
*
﹄﹁
兵
事
第
一
﹂
(朱
克
敬
﹃
邊
事
續
鈔
﹄
卷
八
)︒

(88
)

『桐
城
吳
先
生
日
記
﹄
卷
八
﹁
西
學
上
﹂︒

(89
)

故
宮
u
物
院
檔
案
館
í
﹃
中
法
越
南
�
涉
v
料
﹄
中
上

(中
國
�
學
會
K
í
﹃
中

法
戰
爭
﹄
怨
知
識
出
版
社
︑
一
九
五
五
年
︑
第
六
册
)﹁
福
円
臺
灣
`
劉
璈
奏


﹂

光
緖
十
年
九
�
二
十
九
日
︒

(90
)

『彭
剛
直
公
奏
稿
﹄
卷
五
﹁
力
阻
和
議
片
﹂
光
緖
十
年
四
�
二
十
八
日
︒

(91
)

『中
法
越
南
�
涉
檔
﹄
(
中
央
硏
究
院

(
t
代
�
硏
究
Q
)︑
一
九
六
二
年
)
第
三

册
︑
�
料
番
號
七
六
五
︑
張
樹
聲
か
ら
總
理
衙
門
宛
︑
光
緖
九
年
十
一
�
十
五
日

(
�
領
)︒
故
宮
u
物
院
檔
案
館
í
﹃
淸
光
緖
Z
中
法
�
涉
�
料
﹄
卷
八
︑
�
料
番

號
二
五
二
︑﹁
軍
機
處
密
寄
兵
部
尙
書
彭
玉
麟
等
上
諭
﹂
光
緖
九
年
十
�
三
十
日
︒

(92
)

『張
�
襄
公
�
集
﹄
卷
一
一
九
﹁
禁
藉
端
滋
擾
各
國
洋
人
ð
安
分
敎
民
示
﹂
光
緖

十
年
七
�
二
十
四
日
︒
夫
中
華
之
人
Q
以
可
貴
者
︑
以
其
循
理
也
︒
理
莫
�
於
辨

曲
直
︑
分
良
莠
︒

(93
)

周
圓
﹁
丁
韙
良
の
生
涯
と
﹃
萬
國
公
法
﹄
漢
譯
の
�
-
背
景
﹂﹃
一
橋
法
學
﹄
九

−

三
︑
二
〇
一
〇
年
︒

【附
記
︼
國
際
法
の
學
說
�
や
專
門
用
語
に
つ
い
て
︑
名
城
大
學
法
學
部
准
敎
Á
藥
袋
佳
祐
氏
よ
り
︑
懇
切
に
ご
敎
示
い
た
だ
い
た
︒
こ
の
場
を
借
り
て
︑
御
禮
申
し
上
げ
た
い
︒
な
お
︑

本
稿
の
論
y
の
責
任
は
︑
�
て
筆
者
に
あ
る
︒

｢洋務」�の漢譯國際法槪說書における�譯方針
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