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紹
介
と
批
詐

小
　
、
田
　
滋
著

『
海
洋
の
國
際
法
構
造
』

明
年
三
月
、
海
洋
法
の
法
典
化
の
た
め
の
國
際
會
議
の
開
催
を
ひ
か
え
て
、

籔
年
來
、
國
際
法
學
に
お
け
る
主
た
る
關
心
は
、
海
洋
法
の
分
野
に
む
け
ら
れ

て
き
た
。
四
面
海
洋
に
園
饒
さ
れ
、
ま
た
そ
の
重
要
産
業
の
一
に
水
産
を
籔
え

う
る
わ
が
國
に
お
い
て
も
、
こ
の
會
議
に
封
し
て
は
、
他
の
諸
國
に
も
ま
し
て
、

海
洋
制
度
に
劃
す
る
正
し
い
認
識
に
も
と
づ
き
、
日
本
の
立
場
を
宣
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
從
來
、
日
本
に
お
い
て
、
海
洋
自
由
の
原
則
は
、
常
に
國
際

關
係
に
お
い
て
い
い
慣
ら
さ
れ
、
他
國
に
も
ま
し
て
こ
の
原
則
を
引
照
し
て
き

た
が
、
海
洋
國
際
法
の
研
究
は
、
他
の
國
際
法
の
分
野
の
研
究
に
比
し
て
箸
し

く
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た
。
國
際
蓮
合
の
國
際
法
委
員
會
が
、
國
際
法
の

法
典
化
と
漸
進
的
護
展
の
た
め
、
海
洋
制
度
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
か
ら
、
わ

が
國
に
お
い
て
も
若
干
の
學
者
に
よ
つ
て
海
洋
問
題
が
本
格
的
に
と
り
あ
つ
か

わ
れ
る
よ
5
に
な
つ
た
。
－
そ
の
な
か
で
、
エ
！
ル
大
學
の
留
學
か
ら
蹄
國
し
た
、

小
田
助
教
授
の
猫
創
的
な
見
解
に
立
脚
し
た
、
ア
プ
眉
ー
チ
は
、
學
界
の
注
目

を
集
め
て
い
た
。

五
四

（
九
　
二
）

　
昨
年
の
夏
、
遼
暦
を
迎
え
ら
れ
た
横
田
喜
三
郎
教
授
に
さ
さ
げ
ら
れ
た
、
海

洋
の
國
際
法
構
造
と
題
す
る
著
作
は
、
昭
和
二
八
年
か
ら
三
一
年
ま
で
に
護
表

し
た
海
の
資
源
を
め
ぐ
る
國
際
法
理
に
關
す
る
論
文
を
、
綜
合
、
修
正
し
て
一

書
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
若
い
世
代
に
屍
す
る
小
田
助
教
授
の
筆
に
よ
つ
て
、

こ
の
優
れ
た
螢
作
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
學
會
あ
げ
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
牧
録
さ
れ
た
一
〇
の
論
文
は
、
い
ず
れ
も
海
の
資
源
に
關
連
す
る
論
考
で
、

そ
の
若
干
は
、
純
粋
に
理
論
的
な
も
の
、
他
の
若
干
は
、
日
本
の
當
面
し
た
現

實
問
題
の
解
決
に
關
蓮
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
公
海
の
自
由
、
第
二
章

領
海
制
度
の
構
造
、
第
三
章
　
公
海
漁
業
の
規
制
、
第
四
章
　
海
底
資
源
の
開

襲
、
第
五
章
　
公
海
に
お
け
る
水
爆
實
験
の
章
に
別
け
、
各
章
は
一
な
い
し
三

つ
の
論
文
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
の
す
べ
て
は
、
解
説
的
と
い
う
よ

り
は
、
固
有
の
問
題
意
識
に
も
と
づ
く
掲
創
的
見
解
の
展
開
で
あ
る
。
以
下
に

お
い
て
、
本
書
を
特
徴
づ
け
る
小
田
助
教
授
の
見
解
を
追
つ
て
ゆ
く
こ
と
と
し

よ
う
。

二

　
公
海
の
自
由
と
い
う
章
題
の
も
と
に
、
海
洋
自
由
の
法
構
造
を
説
く
第
一
章

は
、
そ
れ
以
下
に
牧
録
さ
れ
る
論
文
の
指
標
と
な
り
、
同
時
に
結
論
と
な
る
内

容
を
も
つ
て
い
る
。
著
者
は
、
海
洋
自
由
の
原
則
が
、
何
よ
り
も
公
海
と
よ
ば

れ
る
領
海
外
の
海
洋
に
お
け
る
航
行
お
よ
び
漁
業
と
い
う
限
定
的
な
利
用
形
態

　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヘ
　
　
セ

を
、
國
際
肚
會
の
贋
値
と
し
て
そ
の
侵
害
か
ら
保
護
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
、

從
つ
て
、
公
海
を
め
ぐ
る
國
際
法
の
秩
序
は
、
國
際
肚
會
の
贋
値
の
保
護
を
軸

と
L
て
考
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
、
と
述
べ
て
い
る
。

　
領
海
制
度
の
も
つ
意
昧
に
つ
い
て
、
と
題
す
る
第
二
論
文
の
主
題
は
、
公
晦



お
よ
び
領
海
の
併
立
が
、
不
可
避
的
に
存
在
す
る
今
日
の
實
定
國
際
法
隆
系
に

お
い
て
、
海
の
資
源
の
開
護
利
用
が
、
領
海
制
度
と
の
關
連
な
し
に
、
行
わ
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
黙
で
あ
り
、
と
く
に
領
海
制
度
の
現
實
的
意
義

を
、
海
の
資
源
の
開
獲
利
用
に
直
接
關
蓮
せ
し
め
て
い
る
黙
は
、
注
日
H
さ
れ
て

よ
い
。
た
と
え
ば
、
領
海
幅
員
に
つ
い
て
の
問
題
の
困
難
性
が
、
三
マ
イ
ル
主

義
の
維
持
と
蟹
大
の
間
の
確
執
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
、
い
か
な
る
利
猛
、
目
的

が
、
各
國
を
し
て
異
つ
た
領
海
範
園
を
要
求
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
問
題
の
瞼
討
の
う
ち
に
、
そ
れ
は
自
國
領
海
籏
大
へ
の
一
般
的
傾
向
と
他

國
領
海
鑛
大
防
止
の
欲
求
と
の
相
封
立
す
る
モ
メ
ソ
ト
の
な
か
に
あ
る
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
し
て
統
一
へ
の
障
害
が
、
主
と
し
て
浩
岸
國
が
、
そ
の
領
海
内

に
お
い
て
も
ち
う
る
脛
濟
的
な
灌
利
に
關
連
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
領
海
の

現
實
の
意
昧
が
、
漁
業
醐
占
水
域
と
し
て
の
領
域
性
に
あ
る
こ
と
を
摘
出
す
る
。

　
公
海
制
度
の
法
構
造
か
ら
、
公
海
の
資
源
の
開
獲
利
用
に
つ
い
て
、
小
田
助

　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
ヤ

教
授
は
、
國
際
就
會
の
贋
値
と
し
て
、
航
行
・
漁
業
の
保
護
を
い
い
、
ま
た
そ

こ
に
各
國
の
自
由
競
雫
を
説
き
、
他
方
、
領
海
制
度
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て
漁

業
猫
占
水
域
と
し
て
の
領
域
性
に
、
そ
の
現
實
的
意
義
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

從
來
と
か
く
地
的
管
轄
灌
の
配
分
の
み
に
拘
泥
さ
れ
て
、
み
す
ご
さ
れ
て
き
た

國
際
法
に
お
い
て
要
當
し
て
い
る
海
洋
資
源
の
輕
濟
制
度
に
着
眼
し
、
公
海
で

は
自
由
競
雫
、
領
海
で
は
猫
占
と
い
う
形
で
、
海
洋
の
法
構
造
を
把
え
た
こ
と

は
、
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

三

公
海
漁
業
の
規
制
と
い
う
章
題
を
も
つ
、
第
三
章
の
第
四
論
文
、
海
洋
漁
業

の
國
際
的
規
制
に
つ
い
て
、
と
題
す
る
論
考
は
、
同
章
の
日
中
民
間
漁
業
協
定

紹
介
と
批
許

の
成
立
、
日
ソ
漁
業
條
約
の
成
立
、
第
二
章
の
李
承
晩
ラ
イ
ソ
の
違
法
性
な
ど

に
展
開
さ
れ
る
見
解
の
基
準
を
提
供
す
る
論
文
で
あ
る
。
國
際
法
委
員
會
が
、

海
洋
資
源
の
保
存
に
注
目
し
、
漁
業
の
國
際
的
規
制
に
關
す
る
條
項
案
を
起
草

し
た
際
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
加
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
從
來
の
實
定
法
の

立
場
を
つ
ら
ぬ
く
な
ら
ば
、
資
源
の
充
分
な
保
護
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
滑

岸
國
を
し
て
そ
の
自
己
保
存
の
た
め
に
現
行
法
に
お
い
て
は
、
違
法
な
一
方
的

行
爲
を
と
ら
し
め
る
に
い
た
る
。
そ
の
結
果
は
、
外
國
人
の
完
全
な
排
除
を
も

た
ら
す
よ
う
な
庭
置
を
と
ら
し
め
る
に
い
た
る
か
ら
で
あ
り
、
實
定
法
を
固
執

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
た
ら
し
か
ね
な
い
資
源
の
澗
渇
と
、
ま
た
實
定
法
を
破

壊
す
る
よ
う
な
海
洋
濁
占
と
の
ふ
た
つ
の
相
極
の
間
に
解
決
を
見
出
そ
5
と
し

て
起
草
し
た
、
」
と
。

　
か
よ
う
に
公
海
漁
業
の
規
制
が
、
近
時
と
く
に
國
際
間
に
叫
ば
れ
る
に
至
つ

て
い
る
時
期
に
、
著
者
は
、
本
書
の
約
牛
ば
を
こ
の
間
題
に
當
て
て
い
る
。
と

こ
ろ
で
、
著
者
は
、
公
海
漁
業
の
國
際
的
規
制
の
行
わ
れ
て
き
た
傳
統
的
立
前

を
、
漁
業
條
約
に
つ
い
て
解
読
す
る
。
傳
統
的
に
漁
業
條
約
に
お
い
て
は
、
漁
、

業
の
制
限
は
、
締
約
國
に
李
等
に
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
た
。
制
限
を

李
等
に
科
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
各
國
と
も
同
じ
條
件
の
も
と
で
あ
つ

た
な
ら
、
同
じ
よ
う
な
漁
獲
を
あ
げ
え
た
よ
う
な
灌
利
能
力
の
同
一
性
が
保
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
ド

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
権
利
能
力
の
李
等
が
保
障
さ
れ
て
い
た

と
原
則
を
述
べ
、
こ
の
原
則
に
封
し
て
は
、
例
外
と
し
て
漁
獲
の
事
實
上
の
均

等
を
圖
ろ
う
と
す
る
試
み
が
、
あ
る
魚
種
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
言

及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
レ
ー
ザ
ー
河
の
サ
ケ
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
じ
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
　
む

の
條
約
は
、
公
海
漁
業
の
李
等
な
制
限
か
ら
來
る
不
均
衡
を
、
領
海
内
に
お
け

る
異
つ
た
規
制
に
よ
つ
て
實
質
的
な
均
衡
を
保
た
せ
る
よ
う
に
意
圖
す
る
の
に

五
五

（
九
一
三
）



紹
介
と
批
詐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
う
　
　
む

封
し
て
、
オ
ッ
ト
セ
イ
條
約
は
、
公
海
漁
業
の
禁
止
に
よ
る
利
盆
の
不
均
衡
を

ち
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
セ
　
　
　
ヤ
　
　
　
も
　
　
　
ち

受
盆
國
に
よ
る
補
償
と
い
う
形
で
是
正
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
る

と
こ
ろ
、
公
海
漁
業
の
規
制
は
、
一
般
的
に
は
國
際
漁
業
條
約
と
い
う
形
で
、

李
等
な
漁
業
制
限
が
課
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
漁
獲
の
公

正
な
分
配
が
意
圖
さ
れ
た
例
も
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
。
と
く
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
溜
岸
國
が
、
一
方
的
に
漁
場
規
制
を
行
う
傾
向
も
顯
著

に
な
つ
た
が
、
こ
れ
は
公
海
に
お
け
る
管
轄
権
擬
大
を
禁
ず
る
公
海
自
由
の
原

則
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
基

準
か
ら
、
著
者
は
、
目
本
と
の
間
に
最
近
締
結
さ
れ
た
漁
業
條
約
に
槍
討
を
加

え
、
と
く
に
鋭
い
批
到
を
加
え
て
行
く
。

　
公
海
漁
業
の
規
制
の
一
般
原
則
に
照
す
れ
ば
、
日
米
加
漁
業
條
約
を
は
じ
め
、

職
後
政
府
間
又
は
民
間
の
と
り
き
め
の
形
で
成
立
し
た
漁
業
條
約
は
、
恰
か
も

公
海
資
源
の
保
護
を
い
い
な
が
ら
、
他
國
の
濁
占
の
た
め
に
、
政
府
自
か
ら
公

海
自
由
の
原
則
を
放
棄
し
よ
う
と
し
て
い
る
黙
に
、
著
者
は
不
安
を
い
だ
い
て

い
る
。
北
太
李
洋
の
公
海
漁
業
に
關
す
る
國
際
條
約
は
へ
浩
岸
國
の
優
位
の
観

念
と
實
績
奪
重
の
観
念
に
よ
つ
て
麦
配
さ
れ
て
い
る
が
、
資
源
の
保
存
は
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
セ
　
　
　
む
　
　
　
セ
　
　
　
も

と
し
て
特
定
國
の
漁
業
の
灌
利
の
行
使
の
自
饗
的
抑
止
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
。

し
か
し
自
爽
的
抑
止
は
、
李
等
な
形
で
の
制
限
で
は
な
く
、
権
利
の
放
棄
を
意

味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
條
約
に
よ
つ
て
目
本
の
そ
の
資
源
の
利
用
の
完
全
な

否
定
、
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
に
と
つ
て
は
、
そ
の
最
高
度
の
利
用
の
保
障
が
な

さ
れ
た
こ
と
、
公
海
自
由
と
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
を
な
す
資
源
保
存
の
た
め
の
李

等
な
制
限
と
い
う
根
本
原
則
が
、
實
績
に
よ
み
不
李
等
な
ら
ば
よ
い
と
い
5
こ

と
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
公
海
に
お
け
る
漁
業
が
國
際
杜
會
の
共
通

の
利
釜
で
あ
る
と
の
観
念
は
、
こ
こ
に
影
を
ひ
そ
め
、
他
周
の
漁
業
の
掲
占
を
、
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日
本
は
自
か
ら
に
債
値
あ
る
も
の
と
し
て
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
結
果
に

な
つ
て
い
る
、
と
い
う
。

　
日
中
民
間
漁
業
協
定
の
成
立
の
論
に
お
い
て
も
、
底
引
漁
業
禁
止
匿
域
の
存

在
と
公
海
の
自
由
の
項
で
、
中
國
法
令
に
よ
つ
て
設
定
さ
れ
た
禁
止
匪
域
に
お

い
て
、
日
本
漁
般
が
自
主
的
に
操
業
の
制
止
を
保
謹
す
る
こ
と
に
、
そ
の
本
質

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
中
國
の
禁
止
匿
域
を
魚
重
す
る
こ
と
は
、
第
一
義
的
に
は

中
國
の
濁
占
的
な
利
盆
が
、
公
海
上
に
接
大
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
た
も
の
に
他

な
ら
な
い
、
と
い
い
、
今
日
公
海
の
自
由
の
原
則
を
放
棄
し
て
公
海
に
お
け
る

中
國
の
濁
占
的
利
盆
の
籏
大
に
奉
仕
す
べ
き
理
由
は
、
全
然
な
い
、
と
結
ん
で

い
る
。
か
よ
う
な
結
論
も
、
公
海
に
お
け
る
自
由
競
事
の
確
保
、
奉
等
な
制
限

の
立
前
か
ら
導
き
だ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
ら
に
第
六
論
文
、
日
ソ
漁
業
條
約
の
成
立
も
、
ま
た
同
じ
見
解
の
も
と
で
、

ソ
連
に
よ
る
サ
ケ
・
マ
ス
漁
業
制
限
の
措
置
、
並
び
に
日
ソ
漁
業
條
約
の
内
容

に
言
及
す
る
。
と
く
に
條
約
に
よ
つ
て
ソ
連
滑
岸
四
〇
マ
イ
ル
の
匠
域
の
設
定

と
そ
の
禁
止
匿
域
を
侵
し
た
日
本
漁
船
が
、
ソ
蓮
に
よ
つ
て
庭
罰
さ
れ
る
こ
と

を
認
め
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ソ
蓮
の
管
轄
権
の
膿
張
で
あ
り
、
公
海
の
自
由

の
否
定
と
な
る
。
他
の
締
約
國
に
蓮
反
漁
船
の
庭
罰
を
委
ね
る
こ
と
は
、
そ
の

漁
業
の
規
制
が
、
締
約
國
相
互
の
利
盆
で
は
な
く
、
庭
罰
國
の
濁
占
的
利
盆
と

な
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
他
の
こ
の
種
の
漁
業
條
約
と
異
つ
て
、
ソ
蓮
領
海
内

の
規
律
を
含
ま
ず
、
ま
た
日
本
の
割
當
量
に
ソ
連
が
護
言
灌
を
も
つ
の
は
、
結

局
ソ
蓮
が
一
方
的
に
設
定
し
た
制
限
匝
域
に
お
け
る
サ
ケ
・
マ
ス
漁
業
を
す
べ

て
ソ
蓮
の
許
可
に
か
か
ら
し
め
た
。
こ
の
條
約
に
お
い
て
も
、
政
府
が
つ
ね
づ

ね
安
易
に
公
海
の
自
由
を
口
に
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
そ
の
否
定
に
く
み
し
、

ま
た
資
源
の
保
存
を
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
は
本
質
的
に
は
漁
業
の
利
盆
の
濁



占
に
つ
な
が
る
條
約
を
結
ぶ
に
い
た
る
一
貫
性
の
敏
除
に
非
常
な
不
安
を
感
ぜ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
と
い
つ
て
い
る
。
著
者
と
て
も
、
資
源
維
持
を
無
親

し
た
よ
う
な
漁
業
が
、
公
海
に
お
い
て
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
し

か
し
そ
こ
に
お
け
る
自
由
競
雫
は
確
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
。
公
海
漁
業
の
規
制
に
つ
い
て
の
著
者
の
斬
新
な
み
か
た
は
、
つ
ま
り
世
界

に
お
け
る
資
源
の
公
正
な
配
分
が
、
確
保
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
現

状
に
お
い
て
國
際
吐
會
の
基
盤
に
あ
る
も
の
が
、
國
家
利
盆
の
擾
大
に
他
な
ら

な
い
以
上
、
唯
ひ
と
つ
許
さ
れ
た
公
海
に
お
け
る
生
壼
の
競
雫
の
自
由
が
否
定

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

　
海
底
資
源
の
開
饗
と
題
す
る
第
四
章
は
、
定
着
漁
業
の
法
理
と
大
陸
棚
の
法

的
地
位
の
二
論
文
を
含
む
。
ま
ず
定
着
漁
業
の
法
理
で
は
、
眞
珠
貝
漁
業
な
ど

に
つ
い
て
は
、
一
般
漁
業
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
あ
る
い
は

海
底
地
殻
の
麦
配
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
馳

と
し
て
指
摘
し
、
國
際
法
委
員
會
の
こ
の
問
題
に
封
す
る
草
案
、
一
九
五
一
年

草
案
と
一
九
五
三
年
草
案
が
異
つ
た
立
前
を
示
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
定
着
漁

業
は
、
一
般
漁
業
と
異
質
な
も
の
と
し
て
扱
う
黙
に
批
到
を
加
え
る
。
と
く
に

主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
麦
配
的
な
、
定
着
漁
業
が
海
底
面
に
封
す
る
灌
利
と
本

質
的
な
關
係
を
も
つ
て
い
る
と
い
う
見
解
に
封
し
て
、
資
源
取
得
の
行
爲
が
海

底
地
殻
の
場
で
行
わ
れ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
海
底
の
占
有
は
問
題
と
な
り
え

な
い
と
い
い
、
人
間
の
主
膣
的
活
動
は
漁
場
た
る
海
洋
に
お
い
て
行
わ
れ
る
馳

を
彊
調
す
る
。
そ
の
結
果
、
著
者
は
、
若
干
の
定
着
漁
業
の
事
例
が
、
歴
史
的

な
定
着
漁
業
の
保
護
に
あ
つ
て
、
あ
た
か
も
歴
史
的
薄
の
事
例
と
同
じ
く
個
々

紹
介
と
批
評

の
具
艦
的
な
事
例
に
つ
い
て
、
一
般
海
洋
制
度
の
例
外
が
い
わ
れ
る
べ
き
で
あ

つ
た
と
そ
の
法
理
を
読
明
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
、
ア
ラ
フ
ラ
海
眞
珠
貝
漁

業
に
關
蓮
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
眞
珠
貝
漁
業
な
ど
を
一
般
漁
業
か
ら

匠
別
す
る
論
理
的
か
つ
歴
史
的
根
振
が
な
い
と
結
論
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

立
法
措
置
の
違
法
性
を
論
鐙
し
て
い
る
。

　
次
に
大
陸
棚
の
法
的
地
位
に
お
い
て
、
著
者
は
、
一
九
四
五
年
の
ト
ル
ー
マ

ン
宣
言
以
來
、
多
敷
の
國
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
宣
言
を
検
討
し
た
う
え
で
、
諸

國
の
一
流
の
學
者
に
よ
つ
て
加
え
ら
れ
て
き
た
大
陸
棚
宣
言
の
意
義
に
つ
い
て

の
一
般
的
解
羅
に
鋭
い
批
到
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
批
到
は
、
ま
ず
大
陸
棚
あ

る
い
は
一
般
的
に
は
海
底
地
域
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
國
際
法
秩
序
の
な
か
に

存
在
す
る
か
と
い
う
前
提
問
題
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
大
陸
棚
は
、
あ
た

か
も
無
主
の
陸
地
の
よ
う
に
、
そ
の
領
有
は
以
前
か
ら
實
定
國
際
法
に
よ
つ
て

は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
潜
在
的
に
は
領
有
可
能
な
國
際
法
の
場
で
あ
る
－
．
」

考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
現
實
の
國
家
領
有
に
轄
化
し
う
べ
き
モ
メ
ン
ト
を
持
つ
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
當
然
覗
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
む
け
ら
れ
て
い
る
。
海
底

地
穀
一
般
の
法
構
造
と
い
う
節
に
お
い
て
、
著
者
は
、
大
陸
棚
が
、
少
く
と
も

國
家
の
掲
占
支
配
の
封
象
と
な
り
う
る
陸
地
の
類
推
に
よ
つ
て
語
ら
れ
る
こ
と

を
疑
い
、
資
源
開
護
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
海
底
地
穀
を
國

家
領
有
の
封
象
と
考
え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
も
の
で

な
い
。
利
用
可
能
性
か
ら
直
ち
に
國
家
支
配
の
封
象
と
し
て
の
國
際
法
秩
序
を

海
底
地
殻
に
想
定
し
て
い
た
こ
と
は
、
甚
だ
し
い
誤
解
も
し
く
は
輕
卒
さ
に
も

と
づ
い
て
い
た
と
い
う
。
著
者
に
よ
つ
て
示
さ
れ
る
大
陸
棚
の
法
的
地
位
は
、

國
家
の
濁
占
支
配
の
封
象
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
よ
つ
て
読
明
さ
れ
る
べ
き
必
然
性

は
な
く
、
實
定
國
際
法
の
枠
の
な
か
で
は
、
國
際
肚
會
共
通
の
場
と
考
え
ら
れ
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紹
介
と
批
詐

て
い
る
。
そ
し
て
海
底
地
域
の
室
聞
を
自
由
に
特
定
國
の
領
域
に
く
り
入
れ
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
し
、
個
々
の
資
源
開
襲
を
ひ
と
つ
の
権
利
と
考
え
、
そ
れ

を
取
得
す
る
と
い
う
よ
う
な
観
念
の
成
立
す
る
蝕
地
の
な
い
こ
と
も
意
昧
し
て

い
る
。
結
局
公
海
の
上
下
無
限
に
お
よ
ぶ
三
次
元
に
お
い
て
は
、
ひ
ろ
く
そ
の

生
産
手
段
と
し
て
の
利
用
の
保
謹
の
た
め
に
公
海
自
由
、
す
な
わ
ち
外
國
灌
力

の
不
干
渉
の
原
則
が
存
在
し
た
。
だ
か
ら
、
一
般
漁
業
で
あ
れ
、
定
着
漁
業
で

あ
れ
、
ま
た
海
底
地
下
資
源
の
開
獲
で
あ
れ
、
か
か
る
生
産
行
爲
は
、
公
海
の

範
園
で
は
同
じ
儂
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
外
國
管
轄
灌
の
行
使
か
ら
保
護
さ
れ

て
き
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
大
陸
棚
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
海
底
地
殻
が

海
洋
下
に
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
輩
純
に
ふ
た
つ
の
場
を
結
合
す
る
見
か
た
も
な

い
諜
で
は
な
い
、
し
か
し
か
よ
う
な
見
解
と
異
な
つ
た
著
者
の
思
考
過
程
に
わ

れ
わ
れ
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

　
公
海
に
お
け
る
水
爆
實
験
と
題
す
る
第
五
章
は
、
水
爆
實
験
と
公
海
制
度
と

題
す
る
論
文
と
ビ
キ
ニ
水
爆
實
験
を
め
ぐ
る
マ
ク
ド
ウ
ー
ガ
ル
氏
の
理
論
の
紹

介
と
か
ら
な
る
。
水
爆
實
験
と
公
海
制
度
の
論
考
に
お
い
て
、
著
者
は
、
水
爆

實
験
に
公
海
を
使
用
す
る
こ
と
は
自
由
で
あ
り
、
そ
の
與
え
る
危
害
に
つ
い
て

も
、
危
瞼
水
域
を
設
定
す
れ
ば
責
任
を
冤
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
同
感
し
え
な

い
と
い
い
、
公
海
自
由
の
原
則
そ
の
も
の
は
、
公
海
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
非
権

力
行
爲
に
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
だ
が
、
そ
の
原
則
は
、
歴
史
的

に
は
航
行
や
漁
業
な
ど
の
利
盆
を
保
護
す
る
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
交
通
も
し

く
は
生
産
の
手
段
と
し
て
の
海
洋
の
利
用
と
い
う
限
定
的
な
目
的
の
た
め
に
形

成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
公
海
に
お
い
て
は
何
を
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す
る
こ
と
も
自
由
で
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
く
、
航
海
や
漁
業
こ
そ
が
國
際
枇
會

に
お
い
て
保
護
さ
る
べ
き
利
盆
で
あ
り
、
そ
れ
を
侵
害
す
る
よ
う
な
行
爲
は
蓮

法
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
公
海
上
に
敷
果
を
お
よ
ぼ

す
水
爆
實
験
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
他
國
の
航
海
あ
る
い
は
漁
業
の
利
釜
を
害

う
限
り
に
お
い
て
、
不
法
行
爲
と
し
て
の
損
害
賠
償
の
責
任
を
生
ぜ
ず
に
は
お

か
な
い
、
と
い
う
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
。
從
つ
て
、
ビ
キ
ニ
・
エ
ニ
ウ
エ

ト
ク
の
水
爆
實
験
が
、
他
國
の
航
海
・
漁
業
の
利
盆
を
侵
害
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
不
法
行
爲
責
任
い
い
か
え
る
な
ら
ば
損
害

賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
も
、

今
日
ま
で
日
本
の
學
者
の
こ
の
問
題
に
封
す
る
若
干
の
論
交
の
批
判
の
う
え

に
、
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
最
後
の
水
爆
實
験
を

め
ぐ
る
マ
ク
ド
ウ
ー
ガ
ル
氏
の
理
論
の
紹
介
は
、
水
爆
實
瞼
の
合
法
性
を
読
く

マ
ー
ゴ
リ
ス
の
論
文
と
と
も
に
エ
ー
ル
法
律
難
誌
に
載
せ
ら
れ
、
主
と
し
て
後

者
が
日
本
に
い
ち
は
や
く
紹
介
さ
れ
た
の
に
封
し
て
、
そ
の
合
法
性
を
説
く
氏

の
論
考
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
著
者
は
、
序
文
で
明
ら
か
に
し
て

い
る
よ
う
に
、
エ
ー
ル
で
直
接
指
噂
を
う
け
た
の
が
、
他
な
ら
ず
マ
ク
ド
ウ
ー

ガ
ル
氏
で
あ
り
、
ま
た
氏
と
は
全
く
見
解
を
異
に
し
て
い
る
が
、
學
問
の
世
界

で
は
一
方
的
な
考
え
方
だ
け
に
拘
泥
す
る
こ
と
の
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
る
意
昧

で
、
紹
介
の
螢
を
と
ら
れ
た
著
者
の
努
力
は
多
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

山！、

　
以
上
で
本
書
の
紹
介
を
終
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
公

海
自
由
の
原
則
に
關
す
る
ア
プ
・
ー
チ
は
、
一
つ
の
新
し
い
問
題
観
を
含
ん
で

い
る
。
し
か
も
、
本
書
は
、
學
問
的
水
準
の
高
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
馬
す
る
螢
作



で
あ
る
だ
け
に
、
容
易
に
そ
の
内
容
を
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
ま
た
海
洋
の
資
源
を
め
ぐ
る
、
現
行
國
際
法
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
た

輕
濟
膿
制
そ
の
も
の
の
歴
史
的
分
析
、
あ
る
い
は
、
資
源
の
開
叢
利
用
が
、
國

際
法
に
お
け
る
地
理
的
な
管
轄
灌
の
分
配
と
本
質
的
に
相
懸
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
ど
う
か
の
分
析
、
な
ど
の
間
題
を
未
解
決
の
ま
ま
と
ど
め
て
い
る
こ
と

も
、
本
書
へ
の
理
解
を
一
暦
困
難
に
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
海
の

資
源
を
め
ぐ
る
國
際
法
の
問
題
は
、
今
後
ま
す
ま
す
日
本
と
し
て
眞
剣
に
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
に
あ
る
こ
と
と
相
侯
つ
て
、
廣
く
有
識
者
、
ま
た
學

生
に
も
精
讃
し
て
頂
き
た
い
著
作
で
あ
る
。
本
書
の
刊
行
と
同
時
に
本
書
を
恵

贈
さ
れ
た
小
田
助
教
授
に
感
謝
し
、
ま
た
紹
介
の
時
期
が
今
目
ま
で
逞
れ
て
し

ま
つ
た
こ
と
を
謝
し
、
さ
ら
に
著
者
の
眞
意
を
正
し
く
傳
え
た
か
ど
う
か
を
恐

れ
つ
つ
、
筆
を
欄
く
次
第
で
あ
る
。
（
有
信
堂
襲
行
・
二
六
八
頁
・
五
〇
〇
圓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
村
　
洗
）

紹
介
と
批
評

五
九

（
九
一
七
）


