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ジャン＝ボダンの主権理論の「国際法」文献における受容過程の素描

ジ
ャ
ン
＝
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
の
「
国
際
法
」
文
献
に
お
け
る

受
容
過
程
の
素
描

―
―
主
権
理
論
確
立
過
程
検
証
の
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
―
―明　

　

石　
　

欽　
　

司

序
論

第
一
章　

一
六
世
紀
後
半
以
降
一
七
世
紀
末
ま
で
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

　
　
　
　

第
一
節　

一
六
世
紀
後
半
：
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス

　
　
　
　

第
二
節　

一
七
世
紀
前
半
：
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

　
　
　
　

第
三
節　

一
七
世
紀
後
半
：
ズ
ー
チ
・
ラ
ッ
ヘ
ル
・
テ
ク
ス
ト
ル
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

第
二
章　

一
八
世
紀
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

　
　
　
　

第
一
節　

一
八
世
紀
前
半
：
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
・
グ
ン
ト
リ
ン
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ

　
　
　
　

第
二
節　

一
八
世
紀
後
半
：
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
・
モ
ー
ザ
ー
・
マ
ル
テ
ン
ス

第
三
章　

一
九
世
紀
及
び
二
○
世
紀
初
頭
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

　
　
　
　

第
一
節　

一
九
世
紀
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

　
　
　
　

第
二
節　

二
○
世
紀
初
頭
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

結
論
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序
論

　

本
稿
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ボ
ダ
ン
（Jean Bodin

）
の
『
国
家
論
六
篇
』（Les six livres de la R

épublique: D
e republica libri sex

）
1
（

）

（
以
下
、『
国
家
論
』
と
す
る
。）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
「
主
権
」
理
論
が
彼
の
時
代
以
降
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
継
受
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
近
代
国
際
法
学
に
お
け
る
主
権
理
論
の
確
立
過
程
を
考
察
す
る
た

め
の
一
視
座
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
を
設
定
す
る
こ
と
の
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
筆
者
（
明

石
）
の
問
題
意
識
が
存
在
し
て
い
る
。

　

国
際
法
研
究
者
に
と
っ
て
、
近
代
国
際
法
（
学
）
が
「
主
権
」（
及
び
そ
の
系
論
と
し
て
の
「
国
家
平
等
」）
を
基
盤
と
し
て
構
築
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
法
学
的
思
考
展
開
の
際
の
前
提
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。（
勿
論
、
現
代
国
際
社
会
に
お
い
て
生

起
し
て
い
る
法
的
現
象
に
つ
い
て
、
最
早
そ
の
よ
う
な
前
提
が
妥
当
し
な
い
と
す
る
論
者
は
多
数
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
論

者
の
議
論
も
「
否
定
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
の
主
権
」
と
い
う
思
考
が
支
配
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
主
権
観
念
が
基
礎
と
な
っ
て

い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。）
そ
し
て
、
現
在
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
主
権
（
及
び
そ
れ
を
基
盤
と
す
る
国
際
法
規
範
）
に
関
す
る

説
明
が
な
さ
れ
る
際
に
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い）2
（

。
こ
の
よ
う
な
記
述
方
法
は
、
ボ
ダ
ン

が
近
代
的
主
権
観
念
を
提
示
し
た
理
論
家
で
あ
る
と
す
る
一
般
的
理
解）（
（

に
基
づ
く
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
ボ

ダ
ン
の
主
権
理
論
と
近
代
国
際
法
学
に
お
け
る
主
権
観
念
を
直
接
的
に
結
び
付
け
て
記
述
す
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
妥
当
な
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
彼
の
主
権
理
論
は
そ
れ
が
提
示
さ
れ
た
当
初
か
ら
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
国
際
法
学
者
た
ち
に
よ
っ
て

受
容
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

筆
者
（
明
石
）
は
既
に
別
稿
に
お
い
て
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
を
近
代
国
家
の
属
性
と
し
て
の
主
権
に
直
結
さ
せ
る
よ
う
な
理
解
の

誤
謬
を
示
し
た）（
（

。
本
稿
は
、
当
該
拙
稿
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
が
、
彼
の
時
代
以
降
の
「
国
際
法
」
関
連
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文
献
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
紙
幅
の
制
約
に
よ
り
、
本
稿

で
検
討
の
対
象
と
さ
れ
る
著
作
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
の
論
述
は
「
素
描
」
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
も
の
の
、
彼
の
理
論
と

近
代
国
際
法
学
上
の
主
権
観
念
の
関
係
を
巡
る
前
述
の
よ
う
な
筆
者
の
問
題
意
識
に
対
す
る
解
答
へ
の
一
定
程
度
の
見
通
し
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
目
的
及
び
問
題
意
識
の
下
で
、
本
稿
で
は
、
先
ず
、
ボ
ダ
ン
の
名
が
一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
の
「
国
際
法
」
関
連

文
献
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
か
が
検
討
さ
れ
（
第
一
・
二
章
）、
次
に
、
一
九
世
紀
及
び
二
○
世
紀
初
頭
に
お
け
る
国

際
法
概
説
書）5
（

に
つ
い
て
同
様
の
検
討
が
行
わ
れ
（
第
三
章
）、
最
後
に
、
そ
れ
ら
の
検
討
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
柄
の
含
意
に

つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
（
結
論
）。

第
一
章　

一
六
世
紀
後
半
以
降
一
七
世
紀
末
ま
で
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

第
一
節
　
一
六
世
紀
後
半
：
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス

　

本
章
に
お
い
て
第
一
に
検
討
対
象
と
さ
れ
る
の
は
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
（A

lbericus Gentilis

）
の
著
作
で
あ
る
。
神
学
者
で
あ
っ
た

彼
は
、
ボ
ダ
ン
の
存
命
中
か
ら
大
学
教
授
と
し
て
も
活
躍
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
時
代
人
と
し
て
ボ
ダ
ン
の
著
作
を
知
る
立
場
に
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
一
五
八
五
年
に
そ
の
初
版
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
『
使
節
論
三
篇）（
（

』
に
お
い
て
、
ゲ
ン
テ
ィ
リ

ス
は
ボ
ダ
ン
の
名
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
ボ
ダ
ン
の
著
作
は
『
歴
史
の
簡
便
な
認
識
の
た

め
の
方
法）（
（

』（
以
下
、『
方
法
』
と
す
る
。）
で
あ
っ
て
、『
国
家
論
』
で
は
な
い
。
勿
論
、『
方
法
』
は
歴
史
哲
学
を
主
題
と
し
つ
つ
も
、

国
家
理
論
に
も
深
く
関
わ
る
著
作
で
あ
る
。（
特
に
、「
国
家
の
形
態
に
つ
い
て
」（D

e statu R
erum

 publicarum

）
と
題
さ
れ
た
第
六

章
は
、
一
〇
章
で
構
成
さ
れ
て
い
る
同
書
の
本
文
三
九
四
頁
中
、
一
五
〇
頁
余
（
一
五
四
―
三
一
〇
頁
）
を
占
め
て
い
る）

8
（

。）
し
か
し
、『
使
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節
論
三
篇
』
中
で
『
方
法
』
が
参
照
さ
れ
て
い
る
二
箇
所
の
何
れ
に
お
い
て
も
同
書
第
四
章
「
歴
史
家
の
選
択
に
つ
い
て
」（D

e 

H
istoricorum

 delectu

）
が
参
照
箇
所
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
に
直
接
的
に
関
わ
る
箇
所
で
は
な
い）（
（

。
ま

た
、
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
は
『
ス
ペ
イ
ン
弁
護
二
篇）（（
（

』
を
一
六
一
三
年
に
上
梓
し
て
い
る
が
、
同
書
で
は
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
見
出
さ
れ

得
な
い
。

　

ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
よ
り
頻
繁
に
ボ
ダ
ン
の
著
作
に
言
及
し
て
い
る
の
が
、
彼
の
「
国
際
法
」
関
連
の
主
著
と
考
え
ら
れ
る
『
戦
争

法
論
三
篇
』（
初
版
一
五
九
八
年）

（（
（

）
で
あ
る
。
同
書
に
お
け
る
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
少
な
く
と
も
三
五
箇
所
に
及
ん
で
お
り
、
そ
れ
ら

は
、
僅
か
な
例
外
を
除
き
、
何
れ
も
『
国
家
論
』
へ
の
言
及
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
言
及
箇
所
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
分
類

可
能
で
あ
る
。

　

先
ず
、
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
ボ
ダ
ン
の
見
解
に
否
定
的
評
価
を
下
す
か
た
ち
で
の
言
及
が
挙
げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、「
栄
誉
あ
る
防

衛
に
つ
い
て
」（D

e honesta defensione
）
の
章
の
中
で
「
ジ
ャ
ン
＝
ボ
ダ
ン
は
、
条
約
中
に
そ
の
旨
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、
同
盟

者
は
同
盟
相
手
に
援
助
を
与
え
る
義
務
を
負
わ
な
い
、
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る）（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
や
「
友
好
と

同
盟
に
つ
い
て
」（D

e am
icitia et societate

）
の
章
の
中
で
、「
ボ
ダ
ン
の
見
解
に
耳
を
傾
け
る
必
要
は
な
い）（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
箇

所
等
が
そ
れ
に
該
当
す
る）（（
（

。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ボ
ダ
ン
の
見
解
へ
の
否
定
的
評
価
が
示
さ
れ
る
箇
所
は
比
較
的
少
数
で
あ
り
、『
国
家
論
』
へ
の
言
及
箇

所
の
大
半
は
、
ボ
ダ
ン
へ
の
肯
定
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
次
の
四
つ
に
分
類
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、

「［
戦
争
の
た
め
に
］
古
い
事
由
を
援
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
い
て
」（D

e vetustis caussis non excitandis

）（［　

］
内
は
筆
者

（
明
石
）
に
よ
る
。
以
下
同
様
。）
の
章
の
冒
頭
の
段
落
内
で
、「
ジ
ャ
ン
＝
ボ
ダ
ン
は
［
次
の
よ
う
に
］
述
べ
て
い
る）（（
（

」
と
し
た
上
で
、

ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
ボ
ダ
ン
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
援
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
文
中
で
は
ボ
ダ
ン
の
名
を
明

示
し
な
い
も
の
の
、
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
ボ
ダ
ン
の
見
解
を
援
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る）（（
（

。
第
三
に
、「
ス
カ
エ
ヴ
ォ
ラ
、
ユ
デ
ィ
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ト
及
び
類
似
の
者
に
つ
い
て
」（D

e Scaevola, Juditha, sim
ilibus

）
と
題
さ
れ
た
暗
殺
者
を
扱
う
章
の
中
で
「
ボ
ダ
ン
の
見
解
と

同
様
に
、
私
の
見
解
は
［
次
の
通
り
で
あ
る
］」
と
し
た
上
で
自
己
の
見
解
を
提
示
す
る
場
合）（（
（

、
或
い
は
「
支
配
者
の
約
束
に
つ
い

て
」（D

e pactis ducum

）
の
章
の
中
で
「
ジ
ャ
ン
＝
ボ
ダ
ン
の
見
解
は
私
に
同
意
し
て
い
る）（（
（

」
と
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
ゲ
ン

テ
ィ
リ
ス
が
自
ら
の
見
解
と
ボ
ダ
ン
の
そ
れ
と
の
一
致
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
四
に
、
ボ
ダ
ン
が
記
述
し
て
い
る

事
例
を
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
援
用
す
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
戦
争
法
論
三
篇
』
に
お
け
る
『
国
家
論
』
へ
の
言
及
は
合
計
五
つ
に
分
類
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ゲ
ン

テ
ィ
リ
ス
は
そ
れ
ら
を
各
章
に
お
け
る
具
体
的
問
題
に
対
す
る
解
答
の
記
述
の
た
め
の
参
照
事
項
（
否
定
的
な
評
価
の
対
象
で
あ
る
場

合
を
含
む
。）
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
の
見
解
が
参
照
に
値
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ボ
ダ
ン
が
展
開
し
た
「
主
権
」
や
「
国
家
」
の
定
義
や
そ
の
属
性
と
い
う
よ
う
な

抽
象
的
乃
至
は
理
論
的
側
面
に
つ
い
て
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
直
接
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
一
七
世
紀
前
半
：
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス

　

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
（H

ugo Grotius

）
の
「
国
際
法
」
関
連
著
作
の
中
で
、
一
六
○
四
乃
至
五
年
に
執
筆
さ
れ
手
稿
と
し
て
残
さ
れ

た
『
捕
獲
法
論
』
や
そ
の
第
一
二
章
に
該
当
す
る
部
分
で
一
六
○
九
年
に
公
刊
さ
れ
た
『
自
由
海
論
』
に
お
い
て
は
、
ボ
ダ
ン
へ
の

言
及
は
殆
ど
見
出
さ
れ
な
い）（（
（

。
そ
れ
ら
二
著
と
異
な
る
の
が
、『
戦
争
と
平
和
の
法
三
篇）（（
（

』
で
あ
る
。
特
に
、
同
書
の
「
序
説
」

（Prolegom
ena

）
に
お
い
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
ボ
ダ
ン
の
方
法
論
的
側
面
に
着
目
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「
フ
ラ
ン
ス
人
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
法
律
の
研
究
に
歴
史
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
は
ボ
ダ
ン
と
オ
ト
マ
ン

（H
otm

an

）
が
名
声
を
獲
得
し
た
。
前
者
は
広
く
普
及
し
た
著
作
に
よ
り
（perpetuo opere

）、
後
者
は
個
別
の
問
題
に
よ
り
。
彼
ら
の

言
明
と
理
由
付
け
は
、
真
実
の
探
求
に
お
い
て
我
々
に
資
料
を
頻
繁
に
供
給
す
る
で
あ
ろ
う）

（（
（

。」

　

こ
の
評
価
は
、
同
書
の
本
論
の
記
述
に
或
る
程
度
反
映
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
引
用
箇
所
を
含
め
て
少
な
く
と
も
一
○
箇
所
で
『
国

家
論
』
へ
の
言
及
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
ボ
ダ
ン
が
提
示
し
た
歴
史
的
事
例
を
援
用
し）（（
（

、
或
い
は
論
拠
を

（
本
文
中
で
は
ボ
ダ
ン
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
な
く
）『
国
家
論
』
に
求
め
て
い
る）（（
（

。
し
か
し
、
特
徴
的
な
こ
と
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
ボ

ダ
ン
の
名
を
挙
げ
て
彼
の
見
解
を
紹
介
す
る
際
に
、
そ
れ
に
否
定
的
評
価
を
与
え
る
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
好
例

が
、「
最
高
支
配
権
を
有
す
る
者
の
約
束
、
契
約
及
び
誓
約
に
つ
い
て
」（D

e eorum
 qui sum

m
um

 im
perium

 habent prom
issis 

et contractibus et juram
entis

）
と
題
さ
れ
た
章
の
冒
頭
の
節
に
お
け
る
記
述
で
あ
る
。
同
節
に
お
い
て
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、「
国

王
は
、
自
ら
の
臣
民
の
権
利
を
回
復
さ
せ
得
る
よ
う
に
、
自
ら
の
権
利
を
完
全
に
回
復
し
得
る
の
か
、
ま
た
自
ら
の
契
約
を
無
効
と

し
得
る
の
か
、
更
に
、
誓
約
か
ら
自
ら
を
解
放
し
得
る
の
か
」
と
の
問
題
を
設
定
し
た
上
で
、
そ
れ
に
対
す
る
ボ
ダ
ン
の
次
の
よ
う

な
見
解
を
紹
介
し
て
い
る
。
即
ち
、「
他
者
の
詐
欺
や
欺
罔
行
為
に
か
か
っ
た
、
或
い
は
過
誤
や
恐
怖
に
よ
り
誘
導
さ
れ
た
国
王
は
、

臣
民
の
場
合
と
同
様
の
理
由
に
よ
り
、
君
主
の
諸
権
利
に
（ad jura m

ajestatis

）
属
す
る
事
柄
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
の
私
的
な
事

柄
に
つ
い
て
も
、
自
ら
の
元
来
の
権
利
を
回
復
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、「
法
律
（lex

）
が
撤
回
を
許
容
し
て
い
る
種
類
の
契
約

（pacta conventa

）
で
あ
る
な
ら
ば
［
…
中
略
…
］
国
王
は
誓
約
に
よ
っ
て
も
拘
束
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
実
際
に
、
彼
が
誓
約
し
た

か
ら
で
は
な
く
、
何
れ
の
者
も
正
し
い
契
約
に
よ
り
（justis conventionibus

）（
そ
し
て
、
他
方
が
そ
れ
に
利
害
を
有
す
る
限
り
に
お

い
て
）
拘
束
さ
れ
る）（（
（

」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
対
し
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
「
国
王
に
相
応
し
い
活
動
と
国
王
の
私
的

な
活
動
を
区
別
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
否
定
的
評
価
を
下
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
様
の
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
、
国
王
が
誓
約
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（juram
entum

）
に
よ
り
拘
束
さ
れ
る
場
合
と
拘
束
さ
れ
な
い
場
合
に
つ
い
て
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
自
説
を
展
開
し
た
後
に
「
ボ
ダ

ン
は
こ
れ
と
は
反
対
の
見
解
を
有
し
て
い
る）（（
（

」
と
す
る
箇
所
や
前
国
王
が
締
結
し
た
条
約
の
現
国
王
に
よ
る
非
承
継
と
い
う
ボ
ダ
ン

の
論
理
を
「
最
も
受
け
入
れ
難
い）（（
（

」
と
す
る
箇
所
等
で
見
ら
れ
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
総
論
と
し
て
は
ボ
ダ
ン
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
個
別
の
言
及
箇
所
に
お
い
て
は
論
駁
を
加

え
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
ボ
ダ
ン
を
高
く
評
価
す
る
か
ら
こ
そ
、
反
論
す
る
価
値
の
あ
る
人
物
で
あ
る
と
す
る
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
判

断
が
あ
っ
た
と
解
す
る
な
ら
ば
、
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ボ
ダ
ン
批
判
よ
り
も
重
要
な
点
は
、
前
掲
の

引
用
文
（「
君
主
の
諸
権
利
に
属
す
る
事
柄
」）
や
そ
の
他
の
箇
所）（（
（

に
お
け
る
よ
う
に
、
或
る
程
度
「
主
権
」
観
念
と
の
関
連
性
を
有
し

得
る
議
論
の
中
で
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
ボ
ダ
ン
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
勿
論
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
自
身
の
理
論
の
中
で
は
、
近

代
的
主
権
観
念
が
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
り）（（
（

、
彼
が
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
自
体
に
着
目
し
て
そ
の

よ
う
な
言
及
を
行
っ
て
い
る
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
で
も
そ
の
よ
う
な
言
及
は
、
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
の
場
合
と
は
異
な
る
特
色
と
言
い

得
る
の
で
あ
る）（（
（

。

第
三
節
　
一
七
世
紀
後
半
：
ズ
ー
チ
・
ラ
ッ
ヘ
ル
・
テ
ク
ス
ト
ル
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ

　

次
に
、
一
七
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
四
名
の
学
者
、
ズ
ー
チ
（Richard Zouche

）・
ラ
ッ
ヘ
ル
（Sam

uel Rachel

）・
テ
ク
ス
ト

ル
（Johann W

olfgang T
extor

）・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
（Sam

uel von Pufendorf

）
の
「
国
際
法
」
関
連
著
作
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

へ
の
言
及
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

先
ず
、
ズ
ー
チ
は
、
一
六
五
○
年
公
刊
の
『
フ
ェ
ー
キ
ア
ー
リ
ス
の
法
と
裁
判
、
即
ち
、
諸
国
民
間
の
法
及
び
同
法
に
関
す
る
諸

問
題
に
つ
い
て
の
解
説）（（
（

』（
以
下
で
は
『
フ
ェ
ー
キ
ア
ー
リ
ス
の
法
と
裁
判
』
と
す
る
。）
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
二
五
箇
所
に
お
い

て
ボ
ダ
ン
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
言
及
の
中
で
は
、（
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
及
び
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
）
ボ
ダ
ン
の
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見
解
を
否
定
す
る
よ
う
な
記
述
は
見
出
さ
れ
ず
、
何
れ
に
お
い
て
も
ボ
ダ
ン
の
見
解
が
肯
定
的
に
援
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
の
援

用
の
方
式
は
、
本
文
中
で
ボ
ダ
ン
の
名
を
挙
げ
て
彼
の
論
述
を
紹
介
す
る
も
の）（（
（

、
本
文
中
で
は
ボ
ダ
ン
の
名
が
明
示
さ
れ
な
い
が
、

彼
の
見
解
が
（
場
合
に
よ
り
他
の
著
者
と
共
に
）
援
用
さ
れ
る
も
の）（（
（

、
更
に
、
歴
史
的
事
例
が
『
国
家
論
』
か
ら
引
用
さ
れ
て
い
る
も

の
）
（（
（

の
三
つ
で
あ
る
。（
し
た
が
っ
て
、
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
自
ら
の
見
解
と
ボ
ダ
ン
の
そ
れ
と
の
一
致
を
明
示
す
る
と
し
た
形
式
で
の
ボ
ダ
ン
の

援
用
は
見
ら
れ
な
い
。）

　
『
フ
ェ
ー
キ
ア
ー
リ
ス
の
法
と
裁
判
』
に
お
け
る
論
述
は
、
個
別
の
問
題
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
解
答
が
提
示
さ
れ
る
と

い
う
形
式
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ズ
ー
チ
に
よ
る
『
国
家
論
』
の
援
用
は
、
ボ
ダ
ン
が
提
示
し
て
い
る
理
論
の
総
体
に

対
す
る
評
価
で
は
な
く
、
断
片
的
な
援
用
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
主
権
理
論
と
関
連
し
得
る
文
脈
に
お
い

て
援
用
さ
れ
て
い
る
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
、
ズ
ー
チ
は
「［
他
の
］
何
者
か
か
ら
の
法
律
（leges

）
を
容
認
す

る
こ
と
は
君
主
の
又
は
人
民
の
威
厳
（M

ajestas

）
か
ら
逸
脱
す
る
の
か）（（
（

」、「
岸
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
物
は
当
該
領
域
の
君
主
又
は

所
有
者
（dom

inus

）
に
帰
属
し
得
る
の
か）（（
（

」、
更
に
は
「
尊
厳
の
数
に
従
っ
て
か
、
そ
れ
と
も
尊
厳
の
偉
大
さ
に
よ
っ
て
よ
り
高
い

地
位
（locus

）
が
与
え
ら
れ
る
の
か）（（
（

」
と
い
っ
た
問
題
に
関
す
る
考
察
に
お
い
て
ボ
ダ
ン
（『
国
家
論
』）
を
註
の
中
に
挙
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

次
に
、
ラ
ッ
ヘ
ル
の
「
国
際
法
」
関
連
の
主
著
で
あ
る
『
自
然
法
及
び
国
際
法
論
』（
一
六
七
六
年）

（（
（

）
を
採
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た

い
。
同
書
は
、「
第
一
論
文
」（D

issertatio Prim
a

）
と
「
第
二
論
文
」（D

issertatio A
ltera

）
の
二
部
構
成
で
あ
り
、
前
者
は
三
つ

の
論
考
（D

e jure naturae: D
e virtute m

orali: D
e bona indole

）
か
ら
、
後
者
は
一
論
考
（D

e jure gentium

）
か
ら
成
っ
て
い

る
。
こ
の
著
書
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
の
名
は
少
な
く
と
も
二
箇
所
（
そ
の
内
、
国
際
法
（jus gentium

）
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
第
二
論

文
で
は
一
箇
所
）
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
何
れ
も
、
主
権
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
い）（（
（

。

　

テ
ク
ス
ト
ル
は
一
六
八
○
年
公
刊
の
『
国
際
法
要
論）（（
（

』
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
三
箇
所
で
ボ
ダ
ン
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
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は
、
例
え
ば
、「
王
国
の
起
源
と
国
際
法
上
王
国
が
獲
得
さ
れ
る
方
式
に
つ
い
て
」（D

e origine regnorum
 et quibus m

odis jure 

gentium
 acquirantur

）
と
題
さ
れ
た
章
に
お
け
る
、
王
国
の
起
源
に
関
す
る
論
述
の
中
で
、
帝
国
の
起
源
が
暴
力
に
あ
る
と
す
る

ボ
ダ
ン
の
指
摘
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
そ
の
他
も
国
王
権
力
に
関
わ
り
を
持
ち
得
る
事
柄
が
扱
わ
れ
て
い
る
箇
所
に
お

け
る
言
及
で
は
あ
る）（（
（

。

　

本
節
の
最
後
に
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
「
国
際
法
」
関
連
著
作
に
お
け
る
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
法
学
関
連
の
（
そ
れ
故
に
「
国
際
法
」
学
に
も
関
連
し
得
る
）
著
作
で
あ
る
『
一
般
法
学
綱
要
二
篇
』（
一

六
六
○
年）

（（
（

）
に
お
い
て
は
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
箇
所
は
見
出
さ
れ
得
な
い）（（
（

。
そ
れ
に
対
し
て
、
彼
の
「
国
際
法
」
関
連
の
主
著
と
し
て

評
価
さ
れ
る
一
六
七
二
年
の
『
自
然
法
及
び
国
際
法
論
八
篇）（（
（

』
で
は
少
な
く
と
も
二
五
箇
所
で
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
ら
が
登
場
す
る
の
は
同
書
第
四
篇
か
ら
第
八
篇
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
『
国
家
論
』
中
の
記

述
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
の
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
、
や
や
批
判
的
で
あ
る
箇
所）（（
（

も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
は
『
国
家
論
』
中
の

記
述
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
の
下
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
が
行
っ
た
よ
う
な
「
ボ
ダ
ン
の
見
解

と
一
致
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
見
出
さ
れ
ず
、
ボ
ダ
ン
の
名
と
共
に
彼
の
所
論
が
引
用
・
紹
介
さ
れ
る
か
、
或
い
は
一
つ
の

問
題
を
巡
る
議
論
の
最
終
部
分
で
「
ボ
ダ
ン
を
見
よ
」、「
ボ
ダ
ン
と
比
較
せ
よ
」、
或
い
は
「
ボ
ダ
ン
を
加
え
よ
」
と
い
っ
た
表
現

に
よ
っ
て
『
国
家
論
』
中
の
参
照
す
べ
き
箇
所
が
示
さ
れ
る
と
い
う
形
式
の
中
で
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
歴

史
的
先
例
が
列
挙
さ
れ
る
際
に
ボ
ダ
ン
の
著
作
へ
の
依
拠
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る）（（
（

。

　

ま
た
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
箇
所
に
お
け
る
議
論
の
主
題
は
幅
広
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、「
同
盟
に
つ
い
て
」

（D
e foederibus

）
（（
（

）
の
よ
う
な
対
外
関
係
を
扱
う
章
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
価
格）（（
（

、
婚
姻）（（
（

、
家
父
の
権
限）（（
（

、
主
人
の
権
限）（（
（

と
い
っ
た

経
済
や
家
族
に
関
す
る
問
題
を
扱
う
章
に
お
い
て
ま
で
、『
国
家
論
』
か
ら
の
引
用
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
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ま
で
に
瞥
見
し
て
き
た
諸
著
作
と
比
較
し
た
場
合
に
明
白
と
な
る
特
徴
は
、
次
の
よ
う
に
、
国
家
形
態
や
「
主
権）（（
（

」
に
直
接
的
に
関

わ
る
議
論
に
お
い
て
、『
国
家
論
』
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。

　

国
家
形
態
や
主
権
に
関
わ
る
議
論
は
『
自
然
法
及
び
国
際
法
論
八
篇
』
の
第
七
・
八
篇
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
、

第
七
篇
第
二
章
（「
国
家
の
内
部
構
造
に
つ
い
て
」（D

e interna civitatum
 structura

））
で
は
複
数
回
『
国
家
論
』
が
参
照
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
お
り）（（
（

、
ま
た
「
国
家
の
形
態
に
つ
い
て
」（D

e form
is rerum

publicarum

）
と
題
さ
れ
た
第
七
篇
第
五

章
の
中
で
の
政
府
の
形
態
の
比
較
を
巡
る
議
論）（（
（

に
お
い
て
も
歴
史
上
の
事
例
に
つ
い
て
の
典
拠
の
一
つ
と
し
て
『
国
家
論
』
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
「
最
高
支
配
権
」（sum

m
um

 im
perium

）
に
関
す
る
中
核
的
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
同
書

の
第
七
篇
第
六
章
以
下
で
は
、
先
ず
、
第
六
章
「
最
高
支
配
権
の
性
質
に
つ
い
て
」（D

e affectionibus sum
m

i im
perii

）
の
中
の

一
節
（「
諸
身
分
の
権
能
に
つ
い
て
」（D

e potestate ordinum

））
で
参
照
さ
れ
る
べ
き
文
献
と
し
て
『
国
家
論
』
が
挙
げ
ら
れ）（（
（

、
同

章
の
別
の
節
（「
一
時
的
な
最
高
支
配
権
は
存
在
す
る
か
」（A

n detur sum
m

um
 im

perium
 tem

porarium
?

））
の
中
で
も
ボ
ダ
ン
に

よ
る
記
述
が
引
用
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
続
く
同
篇
第
七
章
（「
特
に
王
政
の
最
高
支
配
権
の
取
得
の
方
式
に
つ
い
て
」（D

e m
odis adquirendi 

im
perium

 inprim
is m

onarchicum

））
で
は
、「
空
位
期
執
政
者
（interreges

）
と
は
何
か
」（Q

uid inter reges

）
の
節
に
お
い
て
、

王
位
の
継
承
の
際
の
人
民
か
ら
の
承
認
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
ボ
ダ
ン
を
参
照
す
べ
き
こ
と
が
記
さ
れ）（（
（

、
別
の
節
（「
父
祖
伝
来
の
王

国
に
お
け
る
継
承
に
つ
い
て
」（D

e successione in regno patrim
oniali

））
で
も
同
様
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
更
に
、「
犯
罪
を

理
由
と
す
る
市
民
の
生
命
及
び
財
産
に
対
す
る
最
高
支
配
権
の
権
能
に
つ
い
て
」（D

e potestate sum
m

i im
perii in vitam

 ac bona 

civium
 ex causa delicti

）
と
題
さ
れ
た
第
八
篇
第
三
章
に
お
い
て
も
、
複
数
の
箇
所
で
『
国
家
論
』
が
典
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る）（（
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
に
続
く
同
篇
第
四
章
（「
市
民
の
価
値
を
決
定
す
る
こ
と
を
巡
る
国
内
支
配
権
の
権
能
に
つ
い
て
」（D

e potestate 

im
perii civilis circa definiendum

 valorem
 civium

））
に
お
い
て
も
同
様
の
事
態
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
『
国
家
論
』
か
ら
幅
広
い
事
項
に
つ
い
て
引
用
・
参
照
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
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中
で
は
、
特
に
、
国
家
や
主
権
に
関
わ
る
議
論
に
お
け
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
同
書
を
国
家
論

や
主
権
論
の
文
脈
に
お
い
て
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
章　

一
八
世
紀
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

第
一
節
　
一
八
世
紀
前
半
：
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
・
グ
ン
ト
リ
ン
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ

　

一
八
世
紀
前
半
に
活
躍
し
た
バ
イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
（Cornelius van Bynkershoek

）
は
「
国
際
法
」
関
連
著
作
と
し
て
、
三

つ
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
何
れ
に
お
い
て
も
僅
か
で
は
あ
る
が
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
見
出
さ
れ
る
。
即
ち
、『
海

洋
領
有
論
』
で
は
、
領
有
可
能
な
海
域
の
範
囲
に
関
し
て
、
セ
ル
デ
ン
等
と
共
に
ボ
ダ
ン
の
名
が
挙
げ
ら
れ）（（
（

、『
使
節
裁
判
権
論
』

で
は
、
使
節
の
随
員
に
関
す
る
論
述
の
中
で
、
使
節
の
奴
隷
の
扱
い
に
関
し
て
『
国
家
論
』
に
お
け
る
先
例
へ
の
言
及
が
行
わ
れ）（（
（

、

『
公
法
の
諸
問
題
』
で
は
、
使
節
が
秘
密
訓
令
に
反
し
て
い
る
場
合
に
当
該
使
節
の
行
為
は
有
効
か
否
か
を
巡
る
論
述
の
中
で
、
ボ

ダ
ン
が
君
主
の
批
准
が
な
け
れ
ば
使
節
の
行
為
は
有
効
と
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
が
引
か
れ
て
い
る）（（
（

。

　

続
い
て
、
一
七
二
八
年
に
公
刊
さ
れ
た
グ
ン
ト
リ
ン
ク
（N

ikolaus H
ieronym

us Gundling

）
の
『
自
然
法
及
び
国
際
法
』（
第

二
版
）
を
採
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
著
作
に
お
け
る
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
少
な
く
と
も
三
箇
所
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
の
一
つ
は
第
二
四
章
「
物
の
価
格
と
自
由
身
分
の
変
更
に
つ
い
て
」（D

e rerum
 pretio et perm

utationibus in statu 

libertatis

）
の
論
述
の
中
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
王
国
の
承
継
を
巡
る
議
論
も
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
の
関
連
で
ボ
ダ

ン
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
他
の
二
箇
所
は
、
何
れ
も
第
三
五
章
（「
国
家
に
つ
い
て
」（D

e civitate

））
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
一
つ
に
お
い
て
は
、
国
家
の
定
義
を
巡
る
諸
説
の
中
に
ボ
ダ
ン
に
よ
る
定
義
が
示
さ
れ
て
お
り
、
他
の
一
つ
に
お
い
て
は
、
女

性
の
支
配
権
（ius im

perii

）
が
法
的
に
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
ボ
ダ
ン
が
批
評
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
こ
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れ
ら
に
対
し
て
、
同
書
に
お
い
て
主
権
に
最
も
密
接
に
関
わ
る
（
そ
し
て
、
か
な
り
長
い
）
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
第
三
六
章

（「
君
主
の
諸
権
利
に
つ
い
て
」（D

e iuribus m
aiestatis

）
（（
（

））
で
は
、
ボ
ダ
ン
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
（Christian W

olff

）
は
、『
科
学
的
方
法
に
よ
り
演
繹
さ
れ
た
国
際
法）（（
（

』
に
お
い
て
、「
支
配
権
」（im

perium

）

に
つ
い
て
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
論
じ
て
お
り
、
そ
の
議
論
は
主
権
観
念
に
関
わ
り
得
る
も
の
で
あ
る）（（
（

。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
中
で
、

ボ
ダ
ン
の
諸
著
作
か
ら
の
引
用
や
そ
れ
ら
へ
の
言
及
は
見
出
さ
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
八
世
紀
前
半
の
三
者
の
「
国
際
法
」
関
連
著
作
に
お
い
て
は
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で

あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
な
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
主
権
論
と
は
直
接
的
に
関
連
し
な
い
文
脈
に
お
け
る
も
の
な
の
で
あ

る
。

第
二
節
　
一
八
世
紀
後
半
：
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
・
モ
ー
ザ
ー
・
マ
ル
テ
ン
ス

　

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
（Em

er de V
attel

）
の
主
著
『
国
際
法）（（
（

』
は
四
篇
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
半
二
篇
中
で
ボ
ダ
ン
へ

の
言
及
が
少
な
く
と
も
七
箇
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
言
及
は
、
例
え
ば
、「
沿
岸
水
域
は
ど
れ
ほ
ど
遠
く
ま
で
所
有
さ
れ

得
る
か
」
と
い
う
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
節
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
の
説
が
第
一
に
紹
介
さ
れ）（（
（

、
外
国
人
遺
産
没
収
権
（droit 

dʼaubaine

）
に
つ
い
て
ボ
ダ
ン
の
所
論
に
依
拠
し
た
説
明
が
な
さ
れ
る）（（
（

な
ど
、
ボ
ダ
ン
へ
の
肯
定
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、（
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
等
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
）
歴
史
的
事
例
の
典
拠
と
し
て
ボ
ダ
ン
の
記
述
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
も

見
受
け
ら
れ
る）（（
（

。
し
か
し
、
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
ボ
ダ
ン
へ
の
明
示
的
言
及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
次
の
箇
所
に
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
「
小
さ
な
共
和
国
も
最
強
の
王
国
に
劣
る
こ
と
の
な
い
主
権
的
国
家
で
あ
る
」（U

ne petite 

république nʼest pas m
oins un Ètat souverain que le plus puissant royaum

e

）
（（
（

.

）
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ダ
ン
は
『
国
家

論
』
に
お
い
て
「
小
さ
な
［
王
国
の
］
国
王
も
ま
た
、
地
上
の
最
大
の
［
国
家
の
］
君
主
と
同
様
に
主
権
者
で
あ
る
」（[A

]ussi un 
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petit Roy est autant souverain, que le plus grand M
onarque de la terre

）
（（
（

.

）
と
し
て
い
る
。（
こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
現
在
の
「
国

家
平
等
原
則
」
を
定
式
化
し
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。）
こ
れ
ら
二
つ
の
表
現
が
極
め
て
類
似
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル

は
当
該
箇
所
で
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
を
一
切
行
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
ボ
ダ
ン
へ
の
明
示
的
言
及
の
欠
如
の
理
由
は
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
が
考
え
ら
れ
得
る
。
一
つ
は
、『
国
際
法
』
の
「
序
論
」

（Prélim
inaires

）
に
は
註
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
方
針
を
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
貫
徹
し
た
こ
と
で
あ
る
。
他
は
、
こ
の
定
式
化
と
ボ

ダ
ン
に
よ
る
定
式
化
の
関
連
が
明
白
で
あ
り
、
ボ
ダ
ン
の
名
を
明
示
す
る
こ
と
が
不
要
で
あ
る
と
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
見
な
し
た
こ
と
で

あ
る
。
何
れ
か
（
或
い
は
他
の
理
由
）
が
正
し
い
と
す
る
確
証
は
な
い
。
但
し
、「
序
論
」
に
註
を
付
さ
な
い
と
の
方
針
で
あ
っ
て
も
、

「
序
論
」
の
本
文
中
に
ボ
ダ
ン
の
名
を
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
後
者
の
理
由
の
方
が
（
他
の
理
由

が
な
い
限
り
）
説
得
的
で
あ
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
一
八
世
紀
後
半
に
公
刊
さ
れ
た
モ
ー
ザ
ー
（Johann Jacob M

oser

）
の
『
欧
州
国
際
法
試
論）（（
（

』
や
マ
ル
テ
ン

ス
（Georg Friedrich von M

artens

）
の
『
条
約
と
慣
習
に
基
づ
く
実
定
欧
州
国
際
法
入
門）（（
（

』
に
お
い
て
は
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は

見
出
さ
れ
な
い
。

第
三
章　

一
九
世
紀
及
び
二
○
世
紀
初
頭
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

第
一
節
　
一
九
世
紀
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

　

一
九
世
紀
初
期
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
に
は
主
権

そ
れ
自
体
の
定
義
や
主
権
を
中
心
に
論
ず
る
特
定
の
章
や
節
を
設
け
る
国
際
法
概
説
書
も
見
出
し
難
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も

の
の
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
得
る
著
作
が
、
一
八
一
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
シ
ュ
マ
ル
ツ
（T

heodor von Schm
alz

）
の
『
欧
州
国
際
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法
八
篇
』
で
あ
る
。
同
書
で
は
ボ
ダ
ン
の
名
は
見
出
さ
れ
得
な
い
し
、
ま
た
主
権
そ
れ
自
体
に
関
す
る
議
論
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。

主
権
理
論
に
最
も
近
接
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
同
書
第
五
篇
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
「
主
権
者

の
個
人
的
関
係
」（persönliche V

erhältnisse der Souveraine

）
で
し
か
な
い
の
で
あ
る）（（
（

。

　

同
様
の
傾
向
は
ザ
ー
ル
フ
ェ
ル
ト
（Friedrich Saalfeld

）
の
『
欧
州
国
際
法
体
系
要
綱）（（
（

』
に
お
い
て
も
看
取
さ
れ
る
。
即
ち
、

同
書
に
お
い
て
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
見
出
さ
れ
得
ず
、
ま
た
主
権
そ
れ
自
体
の
議
論
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。（
但
し
、
同

書
に
は
主
権
観
念
に
関
連
す
る
若
干
の
説
明
は
存
在
し
て
い
る）

（（
（

。）

　

国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
主
権
そ
れ
自
体
を
巡
る
議
論
が
展
開
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
変
化
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
の
は
、
一
八
三
六
年
に
そ
の
初
版
が
刊
行
さ
れ
る
ホ
ィ
ー
ト
ン
（H

enry W
heaton

）
の
『
国
際
法
要
論
』
に
お
い
て
の
こ
と
で

あ
る）（（
（

。
即
ち
、
同
書
に
お
い
て
ホ
ィ
ー
ト
ン
は
、
国
家
の
定
義
・
説
明
か
ら
始
め
て
、
主
権
及
び
主
権
国
家
の
定
義
、
更
に
、
主
権

国
家
の
平
等
へ
と
議
論
を
展
開
し
て
お
り
、
現
在
の
国
際
法
概
説
書
と
類
似
し
た
体
系
的
な
説
明
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。
と
こ

ろ
が
、
少
な
く
と
も
同
書
中
の
主
権
や
国
家
の
観
念
に
つ
い
て
の
説
明
で
は
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
書
全
体
を

通
じ
て
も
同
様
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（
ホ
ィ
ー
ト
ン
が
ボ
ダ
ン
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
一
八
四
一
年
に
そ
の

仏
語
初
版
が
上
梓
さ
れ
る
『
欧
州
国
際
法
発
展
史
』
に
お
い
て
は
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
但
し
、
当
該
箇
所
で
は
、

法
と
歴
史
の
結
び
付
き
が
強
調
さ
れ
つ
つ
、
国
際
法
そ
れ
自
体
の
観
念
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
主
権
論
に
は
直
接
に
は
関
わ
ら
な
い
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。）

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
主
権
や
国
家
に
関
す
る
体
系
的
な
記
述
が
な
さ
れ
つ
つ
も
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
見
出

さ
れ
な
い
と
い
う
傾
向
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
明
白
と
な
る
。
即
ち
、
一
八
六
一
年
公
刊
の
ト
ゥ
イ
ス
（T

ravers T
w

iss

）
に
よ

る
概
説
書）（（
（

や
一
八
六
八
年
公
刊
の
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
（Johann Caspar Bluntschli

）
に
よ
る
概
説
書）（（
（

、
そ
の
他
の
多
数
の
概
説
書
に

お
い
て
こ
の
よ
う
な
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。
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勿
論
、
こ
の
時
期
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
全
く
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ハ

レ
ッ
ク
（H

enry W
. H

alleck

）
の
概
説
書
に
お
い
て
は
二
箇
所
で
ボ
ダ
ン
の
名
が
登
場
し
、
そ
の
内
の
一
箇
所
で
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ

ス
に
先
行
し
、
国
際
法
に
関
連
す
る
事
項
を
扱
っ
た
注
目
さ
れ
る
べ
き
著
作
者
と
し
て
、
マ
キ
ャ
ヴ
ェ
ッ
リ
や
ヴ
ィ
ト
リ
ア
等
と
並

ん
で
、
ボ
ダ
ン
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
言
及
箇
所
は
他
の
も
う
一
箇
所
と
共
に
、
第
一
章
「
歴
史
的
素
描
」

（H
istorical Sketch

）
な
の
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、
概
説
書
で
は
な
い
が
、
国
家
の
基
本
権
を
論
じ
た
専
門
研
究
書
に
お
い
て
ピ
レ

（A
ntoine Pillet

）
は
、
主
権
に
関
す
る
諸
学
説
を
か
な
り
詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
ボ
ダ
ン
の
名
は
全
く
登
場
し
な

い
）
（（
（

。
彼
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
法
学
的
文
献
」（la littérature juridique

）
が
歴
史
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
節）（（
（

に
お
い

て
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
や
ヴ
ォ
ル
フ
等
と
並
ん
で
ボ
ダ
ン
が
紹
介
さ
れ
、
彼
が
「
主
権
の
多
様
な
属
性
」
を
正

確
に
列
挙
し
た
旨
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
著
作
に
お
い
て
ボ
ダ
ン
は
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
み
登
場
す

る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
二
〇
世
紀
初
頭
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
ボ
ダ
ン

　

一
九
世
紀
末
の
ピ
レ
の
著
作
に
見
ら
れ
た
ボ
ダ
ン
を
主
権
理
論
史
の
枠
組
の
中
で
の
み
紹
介
す
る
と
い
う
傾
向
は
、
二
○
世
紀
初

頭
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
顕
著
に
な
る
。
例
え
ば
、
一
九
○
五
年
公
刊
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（Lassa F. L. O

ppenheim

）
の

概
説
書
で
ボ
ダ
ン
の
名
が
登
場
す
る
箇
所
は
、
六
頁
に
わ
た
り
綴
ら
れ
て
い
る
主
権
観
念
史
の
部
分
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
そ
の

中
で
「
主
権
と
い
う
用
語
は
ボ
ダ
ン
に
よ
り
、
一
五
七
七
年
に
登
場
す
る
彼
の
高
名
な
著
作
『
国
家
論
』
に
お
い
て
、
政
治
学
へ
と

導
入
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
た
上
で
、
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
に
つ
い
て
の
や
や
詳
細
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
し
て
、
主
権
そ
れ

自
体
に
関
す
る
議
論
は
、
こ
の
主
権
観
念
史
に
関
す
る
記
述
を
含
む
「
国
際
人
格
と
し
て
の
主
権
国
家
」
と
題
さ
れ
た
節
の
中
で
展

開
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
箇
所
以
外
で
は
ボ
ダ
ン
の
名
は
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
一
九
一
二
年
公
刊
の
ハ
ー
シ
ー
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（A
m

os S. H
ershey

）
の
概
説
書
に
お
い
て
も
、
歴
史
に
関
す
る
章
（
第
四
章
「
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
以
降
の
国
際
法
史
」）
の
中

で
「
国
家
及
び
君
主
の
至
高
の
権
力
乃
至
は
主
権
の
ド
グ
マ
」
と
の
関
連
で
ボ
ダ
ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

　

ボ
ダ
ン
に
関
す
る
同
一
の
記
述
方
法
は
戦
間
期
に
も
継
続
す
る
。
例
え
ば
、
フ
ェ
ン
ウ
ィ
ッ
ク
（Charles G. Fenw

ick

）
は
、
一

九
二
四
年
の
彼
の
概
説
書
初
版
に
お
い
て
、
主
権
論
の
歴
史
を
ボ
ダ
ン
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
。（
但
し
、
そ
れ
は
註
の
中
で
行
わ

れ
て
い
る）

（（
（

。）
ま
た
、
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
（Jam

es Leslie Brierly

）
が
一
九
二
八
年
に
そ
の
初
版
を
上
梓
し
た
概
説
書
で
は
、
国
際
法

の
淵
源
を
論
ず
る
第
一
章
に
お
い
て
の
み
ボ
ダ
ン
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
三
頁
に
わ
た
り
ボ
ダ
ン
の
主
権
論
が
論
じ

ら
れ
て
い
る）（（
（

。
そ
し
て
、
国
際
法
上
の
「
主
権
」
に
関
す
る
議
論
は
、
第
二
章
「
国
家
」（States

）
及
び
第
三
章
「
国
家
領
域
」
で

展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
ボ
ダ
ン
へ
の
直
接
的
言
及
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る）（（
（

。

結
論

　

以
上
の
本
稿
各
章
で
確
認
さ
れ
た
事
柄
は
、
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
六
世
紀
後
半
か
ら
一
七
世
紀
末
ま
で
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
ボ
ダ
ン
や
『
国
家
論
』
へ
の
言
及
の
仕
方
は
多
様
で

あ
り
、
主
権
論
と
は
無
関
係
に
ボ
ダ
ン
に
頻
繁
に
言
及
す
る
も
の
（
ゲ
ン
テ
ィ
リ
ス
）、
主
権
論
と
の
関
連
を
有
し
得
る
議
論
と
無
関

係
な
議
論
の
何
れ
に
お
い
て
も
ボ
ダ
ン
に
言
及
す
る
も
の
（
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
・
ズ
ー
チ
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
）、
殆
ど
ボ
ダ
ン
へ
の
言

及
を
行
わ
な
い
も
の
（
ラ
ッ
ヘ
ル
・
テ
ク
ス
ト
ル
。
但
し
、
後
者
に
よ
る
引
用
は
主
権
と
の
関
連
性
を
有
し
得
る
点
で
、
前
者
に
よ
る
も
の

と
の
相
異
が
存
在
す
る
。）
が
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
い
て
は
、
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
僅
か
と
な
り
（
バ

イ
ン
ケ
ル
ス
フ
ー
ク
・
グ
ン
ト
リ
ン
ク
・
ヴ
ォ
ル
フ
）、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
『
国
際
法
』
に
お
い
て
行
っ
た
「
国
家
平
等
原
則
」
の
定
式
化

は
ボ
ダ
ン
の
そ
れ
に
極
め
て
類
似
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
ボ
ダ
ン
の
名
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
九
世
紀
の
国
際
法
概
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説
書
に
お
い
て
は
、
恐
ら
く
は
ホ
ィ
ー
ト
ン
が
主
権
に
関
す
る
体
系
的
説
明
を
行
っ
て
以
降
、
同
様
の
説
明
を
含
む
も
の
が
一
般
化

す
る
も
の
の
、
そ
の
中
で
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
更
に
、
二
○
世
紀
に
な
る
と
、（
恐
ら
く
は
オ
ッ
ペ

ン
ハ
イ
ム
の
概
説
書
を
嚆
矢
と
し
て
）
主
権
観
念
の
歴
史
に
つ
い
て
の
記
述
が
国
際
法
概
説
書
に
含
ま
れ
、
そ
こ
に
ボ
ダ
ン
の
名
が
登

場
す
る
こ
と
が
頻
繁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
主
権
そ
れ
自
体
の
法
的
内
容
の
説
明
の
中
に
は
彼
へ
の
言
及
が
行
わ
れ
な
く
な
る
。

こ
れ
に
よ
り
国
際
法
学
に
お
け
る
主
権
理
論
の
起
源
が
ボ
ダ
ン
に
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
つ
つ
、
彼
の
主
権
理
論
を
実
定
法
上
の
論

理
展
開
に
お
い
て
は
援
用
し
な
い
と
い
う
傾
向
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
の
事
実
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
七
世
紀
末
ま
で
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
比
較
的
頻
繁
な
、

そ
し
て
多
様
な
文
脈
に
お
け
る
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は
、
主
権
論
に
限
定
さ
れ
な
い
（『
国
家
論
』
が
有
す
る
史
料
提
供
と
い
う
価
値
を
含

む
）
彼
の
著
作
の
学
術
的
価
値
が
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
八
世
紀
以
降
彼
の
名
が
挙

げ
ら
れ
る
こ
と
が
稀
と
な
り
、
ま
た
、
一
九
世
紀
中
葉
以
降
に
国
際
法
概
説
書
中
で
主
権
に
関
す
る
一
定
の
体
系
的
叙
述
が
登
場
す

る
こ
と
が
一
般
化
す
る
中
で
も
彼
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ボ
ダ
ン
の
理
論
が
国
際
法
と
は
無
関
係

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
二
○
世
紀
初
頭
以
降
に
近
代
的
主
権
理
論

の
歴
史
の
中
で
そ
の
原
点
と
し
て
ボ
ダ
ン
を
位
置
付
け
る
と
い
う
傾
向
が
生
じ
た
こ
と
は
、
一
七
世
紀
ま
で
に
共
有
さ
れ
て
い
た
ボ

ダ
ン
の
著
作
の
多
様
な
価
値
を
捨
象
し
、
主
権
理
論
の
提
示
と
い
う
歴
史
的
価
値
の
み
を
抽
出
し
た
断
片
的
理
解
が
一
般
化
し
た
こ

と
に
起
因
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
国
家
の
永
遠
に
し
て
、
絶
対
の
権
力
」
と
す
る
ボ
ダ
ン
に
よ
る
主
権
の
定
義
に
の
み
着
目
す
る
一
般
的
理
解
に
依
拠
す
る
な
ら

ば
、「
国
家
（
主
権
者
）
間
の
関
係
を
規
律
す
る
法
規
範
」
と
し
て
の
国
際
法
の
存
在
可
能
性
は
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
一
八
世
紀
前
半
以
降
一
九
世
紀
末
ま
で
の
国
際
法
概
説
書
に
彼
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
が
稀
と
な
る
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こ
と
は
当
然
と
も
言
い
得
る
現
象
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。（
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
特
に
、
主
権
国
家
の
意
思
を
存
立
基
盤
と
す
る
実

証
主
義
的
な
国
際
法
学
の
理
論
構
築
に
際
し
て
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。）
そ
れ
に
対
し
て
、
二
○
世
紀
初
頭
以
降
の
国
際
法
概
説
書
に
登

場
す
る
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
は
、
恰
も
彼
の
理
論
か
ら
国
際
法
上
の
主
権
理
論
が
始
ま
る
か
の
如
き
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、

誤
解
を
招
き
易
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
に
関
す
る
通
説
的
理
解
は
実
証
主
義
的
国
際
法
学
上
の
主
権
理
論

と
は
直
接
的
に
接
合
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
二
○
世
紀
初
頭
に
至
る
ま
で
そ
の
こ
と
は
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
こ
の
こ
と
は
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
を
国
際
法
（
理
論
）
史
研
究
の
埒
外
に
置
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
。
ボ
ダ
ン
の
主
権
理
論
は
『
国
家
論
』（
更
に
は
、
彼
の
他
の
著
作
）
の
総
体
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理

解
の
中
で
彼
の
国
際
法
史
上
の
位
置
付
け
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）　

本
稿
執
筆
に
際
し
て
使
用
し
た
の
は
、
一
五
八
三
年
の
仏
語
（
パ
リ
）
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
（J. Bodin, Les six livres de la 

R
épublique (158（) (Scientia V

erlag, A
alen, 1（（1)

）
と
一
五
八
六
年
の
ラ
テ
ン
語
版
（I. Bodinus, D

e republica libri sex 
(158（)

）（
以
下
、
註
に
お
い
て
は
各
々
“De la R

épublique

”・
“De republica

”と
す
る
。
ま
た
、
引
用
・
参
照
箇
所
に
つ
い
て
は
、

篇
（Livre: Liber

）・
章
（Chapitre: Caput

）・
頁
を
示
す
た
め
に
、
例
え
ば
、
“De la R

épublique, I, i, 1.

”の
よ
う
に
表
記
す
る
。

本
稿
の
第
一
・
二
章
で
検
討
対
象
と
さ
れ
る
文
献
の
引
用
・
参
照
箇
所
に
つ
い
て
も
、
表
記
方
法
に
関
す
る
別
段
の
言
及
が
な
い
限
り
、

基
本
的
に
同
様
で
あ
る
。）
で
あ
る
。

（
2
）　

こ
の
よ
う
な
説
明
を
行
う
国
際
法
概
説
書
の
若
干
の
例
と
し
て
、
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
新
講
（
上
）』

（
東
信
堂
、
一
九
九
○
年
）
九
九
頁
：
島
田
征
夫
（
編
著
）『
国
際
法
学
入
門
』（
成
文
堂
、
二
○
一
一
年
）
八
一
頁
：
杉
原
高
嶺
他
『
現

代
国
際
法
講
義
（
第
五
版
）』（
有
斐
閣
、
二
○
一
二
年
）
二
・
六
八
頁
：J. l. Brierly (H

. W
aldock (ed.)), T

he Law
 of N

ations: 
A

n Introduction to the International Law
 of Peace, （th ed. (O

xford, 1（（（), pp.（-1（ et （5: J. D
elbrück/R. W

olfrum
, 
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V
ölkerrecht, 2. A

ufl. (Berlin/N
ew

 Y
ork, 1（8（), S.215: M

. N
. Shaw

, International Law
, （rd ed. (Cam

bridge, 1（（1), p.25.

次
の
概
説
書
で
は
主
権
観
念
の
歴
史
が
古
代
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
が
、
明
示
的
に
「
主
権
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
の
は
ボ

ダ
ン
の
『
国
家
論
六
篇
』
で
あ
る
と
さ
れ
、
彼
の
主
権
理
論
が
比
較
的
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。A

. V
erdross/B. Sim

m
a, 

U
niverselles V

ölkerrecht: T
heorie und Praxis, （. A

ufl. (Berlin, 1（8（), S.25-2（.

　

但
し
、
本
稿
は
「
現
在
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
説
明
が
一
般
的
で
あ
る
」
こ
と
を
必
ず
し
も
前
提
と
す
る
も
の
で

は
な
い
。

（
（
）　

例
え
ば
、「
主
権
の
本
質
に
関
す
る
最
初
の
体
系
的
論
述
は
ジ
ャ
ン
＝
ボ
ダ
ン
に
よ
り
な
さ
れ
た
」（C. E. M

erriam
, Jr., H

istory 
of the T

heory of Sovereignty since R
ousseau (U

nion, N
.J., 1（（（), p.1（.

）
と
さ
れ
、
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ボ
ダ
ン
が
主
権
観
念

に
つ
い
て
の
「
最
初
の
近
代
的
表
現
者
（m

odern articulators

）」（D
. Philpott, 

“Sovereignty

”; in G. K
losko (ed.), T

he O
xford 

H
andbook of the H

istory of Political Philosophy (O
xford, 2011), p.5（2.

）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

拙
稿
「
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
の
国
家
及
び
主
権
理
論
と
『
ユ
ー
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
』
観
念
―
―
国
際
法
学
に
お
け
る
『
主
権
国
家
』

観
念
成
立
史
研
究
序
説
―
―
（
一
）・（
二
・
完
）」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）
第
八
五
巻
一
一
号
一
―
三
○
頁
、
同
一
二
号
一
―

四
三
頁
（
以
下
「
ボ
ダ
ン
」
と
す
る
。）。

（
5
）　

国
際
法
概
説
書
を
主
た
る
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
一
八
世
紀
』
及
び
『
一
九
世
紀
』
に
お
け
る
国

際
法
観
念
―
―
『
勢
力
均
衡
』
を
題
材
と
し
て
―
―
（
一
）」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）
第
八
七
巻
六
号
二
一
頁
註
（
１
）
を
見

よ
。

（
（
）　A

. Gentilis, D
e legationibus libri tres (1585).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
六
九
四
年
版
を
参
照
し

た
。T

he Classics of International Law
 (hereafter referred to as 

“The Classics

”) (N
ew

 Y
ork, 1（2（).

（
（
）　I. Bodinus, M

ethodus ad facilem
 historiarum

 cognitionem
 (15（（).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
同
書
の
一
六
五
〇
年
（
ア
ム

ス
テ
ル
ダ
ム
）
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
版
（Scientia V

erlag, A
alen, 1（（（

）
を
参
照
し
た
。

（
8
）　
『
国
家
論
』
と
『
方
法
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ボ
ダ
ン
」（
一
）、
五
―
六
頁
を
見
よ
。

（
（
）　Gentilis, op.cit., II, ix, （0; III, x, 1（（.

（
10
）　A

. Gentilis, H
ispanicae advocationis libri duo (1（1（).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
六
六
一
年
版
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を
参
照
し
た
。T

he Classics (N
ew

 Y
ork, 1（21).

（
11
）　A

. Gentilis, D
e iure belli libri tres (15（8).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
六
一
二
年
版
を
参
照
し
た
。

T
he Classics (O

xford/London, 1（（（).
（
12
）　Ibid., I, xv, 11（.

（
1（
）　Ibid., III, xviii, （（（.

（
1（
）　

以
上
の
他
に
、「
奴
隷
に
つ
い
て
」（D

e servis

）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
「
奴
隷
に
反
対
し
て
書
か
れ
た
ジ
ャ
ン
＝
ボ
ダ
ン
の
詳
細
な

記
述
は
あ
ま
り
に
も
馬
鹿
げ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
箇
所
（Ibid., III, ix, 5（1.

）
や
「
土
地
及
び
帰
国
権
に
つ
い
て
」（D

e agris, et 
postlim

inio
）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
「
ボ
ダ
ン
を
愚
か
し
く
見
せ
て
い
る
彼
の
批
判
」
と
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
（Ibid., 

III, xvii, （28-（2（.
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
15
）　Ibid., I, xxii, 1（8.

（
1（
）　E

.g., ibid., I, xii, 8（; I, xix, 1（（.

（
1（
）　Ibid., II, viii, 2（2.

（
18
）　Ibid., II, x, 2（0-2（1.

（
1（
）　

例
え
ば
、「
戦
争
が
宣
言
さ
れ
な
い
場
合
」（Siquando bellum

 non indicitur

）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
の
ギ
リ
シ
ア
の
事
例
（Ibid., 

II, ii, 220-221.

）、「［
捕
虜
の
］
交
換
及
び
解
放
に
つ
い
て
」（D

e perm
utationibus, et liberationibus

）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
の

ギ
リ
シ
ア
の
事
例
（Ibid., II, xv, （（（.

）、「
契
約
法
に
つ
い
て
」（D

e iure conveniendi

）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
の
フ
ラ
ン
シ
ス
一

世
の
事
例
（Ibid., III, xiv, 5（（.

）
及
び
同
章
中
で
の
他
の
仏
王
の
事
例
（Ibid., III, xiv, 5（（.

）
が
該
当
す
る
。

（
20
）　

本
稿
執
筆
に
際
し
て
参
照
し
た
『
捕
獲
法
論
』
及
び
『
自
由
海
論
』
の
版
は
各
々
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。H

. 
Grotius, D

e jure praedae com
m

entarius (1（0（), T
he Classics (O

xford/London, 1（50): Idem
 (R. van D

em
an M

agoffi
n 

(trans.)), T
he Freedom

 of the Seas or the R
ight W

hich Belongs to the D
utch to T

ake Part in the E
ast Indian T

rade 
(N

ew
 Y

ork, 1（1（).

（
尚
、
後
者
に
は
一
六
三
三
年
の
ラ
テ
ン
語
版
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。）『
自
由
海
論
』
中
に
は
ボ
ダ
ン
へ
の
言
及
は

存
在
せ
ず
、
ま
た
『
捕
獲
法
論
』
で
は
第
八
章
に
お
い
て
一
箇
所
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
21
）　H

. Grotius, D
e jure belli ac pacis libri tres (1（25).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
六
四
六
年
（
ア
ム
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ス
テ
ル
ダ
ム
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (O
xford/London, 1（1（).

引
用
・
参
照
箇
所
に
つ
い
て
は
、
篇
（Liber

）・
章

（Caput

）・
節
（
�）
を
示
す
た
め
に
、
例
え
ば
、
“JBP, I, i, 1.

”の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
22
）　Ibid., Prolegom

ena.

尚
、
田
中
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
ロ
ー
マ
法
学
者
を
、
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ヌ
ス
法
典
等
に
現
れ
て
い
る
著
者
、

注
釈
学
派
・
注
解
学
派
の
人
々
、
人
文
主
義
と
法
研
究
を
結
び
付
け
た
人
々
に
三
分
し
、
第
三
の
人
々
を
「
一
顧
だ
に
し
な
い
」
も
の
の
、

「
コ
バ
ル
ビ
ア
ス
と
バ
ス
ケ
ス
（
ス
ペ
イ
ン
）、
ボ
ダ
ン
と
オ
ト
マ
ン
（
フ
ラ
ン
ス
）
に
は
一
応
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
」
と
し
て

い
る
。
田
中
忠
「
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
方
法
」
大
沼
保
昭
（
編
著
）『
戦
争
と
平
和
の
法
』（
東
信
堂
、
一
九
八
七
年
）
六
二
頁
。

（
2（
）　JBP, II, xiv, 12.

前
国
王
の
負
債
の
支
払
を
拒
絶
す
る
こ
と
の
訴
の
是
非
に
つ
い
て
、「
そ
の
よ
う
な
訴
の
事
例
を
ボ
ダ
ン
の
中
に

見
出
し
得
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2（
）　Ibid., II, xiv, （; II, xvii, 1（; III, vii, 8; III, ix, 1（.

こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
、
原
註
に
ボ
ダ
ン
の
名
と
『
国
家
論
』
の
該
当
箇
所
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
25
）　Ibid., II, xiv, 1.

（
2（
）　Ibid., II, xiv, （.

（
2（
）　Ibid., II, xvi, 1（.

（
28
）　

同
様
の
ボ
ダ
ン
の
見
解
に
対
す
る
否
定
的
評
価
は
次
の
箇
所
で
も
登
場
す
る
。Ibid., II, xx, （（.

こ
の
箇
所
で
は
、「
処
罰
に
お
け

る
調
和
的
割
合
の
観
念
の
拒
絶
」
に
関
す
る
議
論
の
中
で
ボ
ダ
ン
に
言
及
し
つ
つ
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
、
現
実
に
は
こ
の
よ
う
な
観
念
は

妥
当
し
な
い
と
し
て
い
る
。

（
2（
）　E

.g., ibid., II, xiv, （.

こ
の
箇
所
で
は
、
市
民
法
（
国
内
法
：civiles leges

）
が
国
王
を
拘
束
す
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

（
（0
）　

例
え
ば
、
田
中
忠
「
国
家
と
支
配
権
」（
大
沼
（
編
著
）、
前
掲
書
所
収
）
二
一
一
―
二
一
三
頁
を
見
よ
。

（
（1
）　

但
し
、
ボ
ダ
ン
と
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
各
々
の
議
論
か
ら
導
出
さ
れ
る
国
家
構
造
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
両
者
の
「
主
権
」

に
関
わ
る
観
念
は
相
互
に
親
和
性
が
あ
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
（2
）　R. Zouche, Iuris et Iudicii fecialis, sive Iuris inter G

entes, et Q
uaestionum

 de eodem
 explicatio (1（50), T

he Classics 
(W

ashington, D
.C., 1（11).

註
に
お
け
る
引
用
・
参
照
箇
所
の
表
示
は
、
部
（Pars
）・
節
（Sectio

）・
問
（Q

uaestio

）
を
意
味
し
て
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い
る
。
但
し
、
第
一
部
で
は
問
が
各
節
で
纏
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
箇
所
に
つ
い
て
は
部
・
節
の
み
を
示
す
こ
と
と

す
る
。

（
（（
）　E.g., ibid., II, ix, 52.

ま
た
、「
平
和
に
あ
る
者
の
地
位
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」（De quaestionibus status inter eos quibuscum

 
pax est

）
と
題
さ
れ
た
節
の
第
一
問
（「
ド
イ
ツ
皇
帝
は
ロ
ー
マ
の
［
皇
帝
］
と
も
称
さ
れ
得
る
の
か
」）
の
冒
頭
で
は
、「
ジ
ャ
ン
＝
ボ

ダ
ン
は
ド
イ
ツ
人
が
ロ
ー
マ
皇
帝
の
称
号
を
不
法
に
使
用
し
て
い
る
［
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
］」
こ
と
が
、
詳
細
な
典
拠
が
示
さ
れ

る
こ
と
な
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。Ibid., II, ii, 1.

（
（（
）　E

.g., ibid., I, ii; I, v; I, vii; I, x; II, i, （; II, ii, （; II, ii, （; II, ii, 1（; II, iii, （; II, iv, 2; II, iv, 28; II, iv, （2; II, iv, （（; II, v, 
12; II, ix, 50.

（
（5
）　

例
え
ば
、「
平
和
に
あ
る
者
の
間
の
義
務
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
」（D

e quaestionibus debiti inter eos quibuscum
 pax 

est

）
と
題
さ
れ
た
節
の
中
で
、「
ボ
ダ
ン
も
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
」
と
述
べ
ら
れ
た
上
で
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
英
女
王
に
関
す
る
記
録
が
挙

げ
ら
れ
て
い
る
。Ibid., I, iv, （.
更
に
、
次
の
箇
処
も
見
よ
。Ibid., I, x, 1; II, ix, 52.

（
（（
）　Ibid., II, ii, 5.

（
（（
）　Ibid., II, iii, （.

（
（8
）　Ibid., II, iv, 2.

（
（（
）　S. Rachel, D

e jure naturae et gentium
 dissertationes (1（（（), T

he Classics (W
ashington, D

.C., 1（1（).

（
（0
）　Ibid., pp.21（ et 2（8.

（
（1
）　J. W

. T
extor, Synopsis iuris gentium

 (1（80), T
he Classics (W

ashington, D
.C., 1（1（).

（
（2
）　Ibid., Cap.IX

, p.（1.

（
（（
）　

ボ
ダ
ン
へ
の
他
の
言
及
箇
所
と
し
て
は
、
外
国
人
の
遺
産
没
収
権
（droit dʼaubaine

）
に
つ
い
て
の
記
述
（Ibid., Cap.V

III, p.（8.

）

と
同
盟
（foedera

）
一
般
に
関
す
る
記
述
（Ibid., Cap.X

X
III, p.8（.

）
に
お
け
る
も
の
が
あ
る
。（
尚
、
本
稿
執
筆
の
際
に
参
照
し
た

版
で
は
、『
国
際
法
要
論
』
の
第
一
六
章
か
ら
丁
付
が
再
度
第
一
頁
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。）

（
（（
）　S. Pufendorf, E

lem
entorum

 jurisprudentiae universalis libri duo (1（（0).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら

れ
た
一
六
七
二
年
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (O
xford/London, 1（（1).
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（
（5
）　

同
様
の
こ
と
は
、『
自
然
法
に
基
づ
く
人
及
び
市
民
の
責
務
二
篇
』（D

e offi
cio hom

inis et civis, juxta legem
 naturalem

 libri 
duo (1（（（)

（
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
六
八
二
年
（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics 
(N

ew
 Y

ork, 1（2（).

））
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
尚
、
こ
の
著
作
中
に
は
『
自
然
法
及
び
万
民
法
論
八
篇
』
と
類
似
の
記
述
が
見
出
さ

れ
る
。

（
（（
）　S. Pufendorf, D

e jure naturae et gentium
 libri octo (1（（2).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
六
八
八

年
（
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (O
xford/London, 1（（（).

ま
た
、
註
に
お
け
る
引
用
・
参
照
箇
所
の
記
載

は
、
篇
（Liber
）・
章
（Caput

）・
節
（
�）
で
あ
る
。

（
（（
）　E

.g., ibid., V
I, i, 22.

「
婚
姻
に
つ
い
て
」（D
e m

atrim
onio

）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
離
婚
に
関
す
る
神
法
の
意
味
に
つ
い
て
の

諸
見
解
が
挙
げ
ら
れ
、
ボ
ダ
ン
の
論
証
が
不
十
分
で
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
（8
）　E

.g., ibid., V
I, iii, 10; V

II, ii, 15; V
II, ii, 2（; V

II, vii, 8; V
II, vii, 11; V

III, iii, 1（; V
III, iv, 2（; V

III, iv, （0; V
III, ix, （.

（
（（
）　

若
干
の
例
と
し
て
次
の
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
得
る
。Ibid., IV

, v, 8.

（「
所
有
権
の
対
象
に
つ
い
て
」（D

e objecto dom
inii

）
と
題

さ
れ
た
章
の
中
で
、
沿
岸
界
の
領
有
可
能
性
に
つ
い
て
、
ボ
ダ
ン
が
バ
ル
ド
ゥ
ス
（Baldus

）
に
言
及
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。）

Ibid., IV
, xi, 18.

（「
遺
言
の
な
い
相
続
に
つ
い
て
」（D

e successionibus ab intestato

）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
、
ボ
ダ
ン
が
ソ
ロ
ン

の
法
律
の
規
定
に
言
及
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。）Ibid., IV

, xiii, （.

（「
物
の
所
有
権
そ
れ
自
体
に
由
来
す
る
義
務
に
つ
い
て
」（D

e 
obligationibus, quae ex dom

inio rerum
 per se oriuntur

）
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
、
難
破
船
か
ら
の
財
産
を
王
室
財
産
と
す
る

慣
習
に
つ
い
て
の
複
数
の
典
拠
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
ボ
ダ
ン
に
よ
る
記
述
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。）

（
50
）　Ibid., V

III, ix, （.

（
51
）　Ibid., V

, i, 1（.

（
52
）　Ibid., V

I, i, 2（.

（
5（
）　Ibid., V

I, ii, 11.

（
5（
）　Ibid., V

I, iii, 10.

（
55
）　

後
述
の
よ
う
に
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
「
主
権
」
に
類
似
す
る
言
葉
と
し
て
「
最
高
支
配
権
」（sum

m
um

 im
perium

）
を
使

用
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
近
代
的
主
権
観
念
そ
の
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
別
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
彼
の
論
理
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を
追
う
際
に
こ
の
言
葉
を
原
語
に
即
し
て
「
最
高
支
配
権
」
と
訳
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
5（
）　E

.g., ibid., V
II, ii, 15; V

II, ii, 2（.
（
5（
）　Ibid., V

II, v, 22.
（
58
）　Ibid., V

II, vi, 12.
（
5（
）　Ibid., V

II, vi, 15.

（
（0
）　Ibid., V

II, vii, 8.

（
（1
）　Ibid., V

II, vii, 11.

（
（2
）　E

.g., ibid., V
III, iii, 1（; V

III, iii, 25; V
III, iii, 2（; V

III, iii, 28.

（
（（
）　E

.g., ibid., V
III, iv, 2（; V

III, iv, （0; V
III, iv, （0.

（
（（
）　C. van Bynkershoek, D

e dom
inio m

aris dissertatio (1（02), Caput II (p.（（（).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収

め
ら
れ
た
一
七
四
四
年
（
ラ
イ
デ
ン
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (N
ew

 Y
ork, 1（2（).

（
（5
）　C. van Bynkershoek, D

e foro legatorum
 tam

 in causa civili, quam
 crim

inali, liber singularis (1（21), Caput X
V

 
(p.50（).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一
七
四
四
年
（
ラ
イ
デ
ン
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (O
xford/

London, 1（（（).

（
（（
）　C. van Bynkershoek, Q

uaestionum
 juris publici libri duo, quorum

 prim
us est de rebus bellicis, secundus de rebus 

varii argum
enti (1（（（) (T

he Classics (O
xford/London, 1（（0)), Liber II, Caput V

II (p.2（2).

（
（（
）　N

. H
. Gundling, Ius naturae ac gentium

 connexa ratione novaque m
ethodo elaboratum

 et a praesum
tis opinioni bus 

aliisque ineptiis vacuum
, editio II (H

alae M
agdeburgicae, 1（28), pp.（（1-（（2.

（
（8
）　Ibid., pp.（28 et （（5.

（
（（
）　Ibid., pp.（（5-50（.

（
（0
）　Ch. W

olff, Ius gentium
 m

ethodo scientifica pertractatum
 (1（（（).

本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
、
次
の
文
献
に
収
め
ら
れ
た
一

七
六
四
年
（
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
／
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
）
版
を
参
照
し
た
。T

he Classics (O
xford/London, 1（（（).

（
（1
）　Inter alia, ibid., Caput I, 

�102 (D
e im

perio &
 dom

inio em
inente in rebus publicis).
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（
（2
）　E. de. V

attel, Le droit des gens; ou, principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations 
et des souverains (1（58) (T

he Classics (W
ashington, D

.C., 1（1（)).

註
に
お
け
る
引
用
・
参
照
箇
所
の
記
載
は
、
篇
（Livre

）・

章
（Chapitre

）・
節
（
§）
で
あ
る
。

（
（（
）　Ibid., I, xxiii, 28（.

（
（（
）　Ibid., II, viii, 112.

（
（5
）　E

.g., ibid., II, iii, （0; II, viii, 108.

前
者
は
「
諸
国
民
の
尊
厳
及
び
平
等
」
を
巡
る
章
の
中
の
「
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
慣
習
は

遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
題
さ
れ
た
節
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
遵
守
の
事
例
と
し
て
ボ
ダ
ン
が
挙
げ
て
い
る
も

の
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
「
国
家
は
外
国
人
に
属
す
る
人
物
に
対
す
る
権
利
を
何
ら
有
し
な
い
」
と
題
さ
れ
た
節
に
お
け
る
も
の

で
あ
り
、「
ボ
ダ
ン
は
彼
の
時
代
に
、
エ
チ
オ
ピ
ア
と
ロ
シ
ア
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
国
際
法
（le droit des gens

）
上
の
慣
習
が
あ
っ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）　Ibid., Prélim

inaires, 

§18.

（
（（
）　D

e la R
épublique, I, ii, 1（.

尚
、
ラ
テ
ン
語
版
で
は
次
の
箇
所
を
参
照
せ
よ
。D

e republica, I, ii, 10.

ま
た
、
ヴ
ォ
ル
フ
も
同
趣

旨
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。W

olff, op.cit., Prolegom
ena, 

§1（.

（
（8
）　

但
し
、
両
者
の
論
理
の
前
提
の
相
異
に
関
し
て
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ボ
ダ
ン
」（
二
）、
三
六
―

三
七
頁
（
註
（
1（（
））
を
見
よ
。

（
（（
）　J. J. M

oser, V
ersuch des neuesten europäischen V

ölkerrechts in Friedens- und K
riegs-zeiten, vornehm

lich aus 
denen Staatshandlungen derer europäischen M

ächten, auch anderen Begebenheiten, so sich seit dem
 T

ode K
aiser 

K
arls V

I im
 Jahre 1740 zugetragen haben, 10 Bd. (Frankfurt a. M

., 1（（（-1（8（).

（
80
）　G. F. von M

artens, E
inleitung in das positive europäische V

ölkerrecht auf V
erträge und H

erkom
m

en gegründet 
(Göttingen, 1（（（).

（
81
）　T

h. von Schm
alz, D

as europäischeV
ölker-recht in acht Büchern (Berlin, 181（), S.1（8-18（.

（
82
）　Fr. Saalfeld, G

rundriß eines System
s des europäischen V

ölkerrechts (Göttingen, 180（).

（
8（
）　

そ
れ
は
、「
完
全
な
主
権
」
と
「
不
完
全
な
主
権
」
に
関
す
る
記
述
（Ebenda, S.25.

）
と
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。「
一
国
家
の
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主
権
の
下
で
、
我
々
は
国
際
法
に
お
け
る
国
制
（V

erfassung

）
及
び
対
内
統
治
（innere Regierung

）
に
関
す
る
独
立
そ
れ
自
体
を

理
解
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
外
国
の
一
最
高
権
力
を
法
的
に
上
位
者
と
し
て
承
認
す
る
も
の
を
、
我
々
は
半
主
権
国
家
（halb 

souveräne Staaten 

… états m
i-souverains 

…
）
と
呼
ぶ
。」（Ebenda.

）

（
8（
）　H

. W
heaton, E

lem
ents of International Law

, in 2 vols. (London, 18（（).

但
し
、
本
稿
執
筆
に
際
し
て
参
照
し
た
の
は
第

三
版
（
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
、
一
八
四
六
年
）
で
あ
る
。

（
85
）　Ibid., pp.5（-101.

（
8（
）　H

. W
heaton, H

istoire des progrès du droit des gens en E
urope depuis la Paix de W

estphalie jusquʼau Congrès de 
V

ienne (Leipzig, 18（1): Idem
, H

istory of the Law
 of N

ations in E
urope and A

m
erica; from

 the E
arliest T

im
es to the 

T
reaty of W

ashington, 1842 (N
ew

 Y
ork, 18（5).

英
語
初
版
で
は
、
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
『
法
の
精
神
』
を
紹
介
す
る
中
で
、
彼

の
着
想
や
事
例
が
負
っ
て
い
る
彼
の
先
達
の
一
人
と
し
て
ボ
ダ
ン
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。（Ibid., pp.18（-1（0.

）
尚
、
こ
れ
以
外
の
箇
所

で
ボ
ダ
ン
は
登
場
し
な
い
。

（
8（
）　T

. T
w

iss, T
he Law

 of N
ations Considered as Independent Political Com

m
unities: O

n the R
ight and D

uties of 
N

ations in T
im

e of Peace (O
xford/London, 18（1).

（
88
）　J. C. Bluntschli, D

as m
oderne V

ölkerrecht der civilisierten Staten (N
ördlingen, 18（8).

（
8（
）　E

.g., T
h. Funck-Brentano/A

. Sorel, Précis du droit des gens (Paris, 18（（): W
. E. H

all, International Law
 (O

xford, 
1880): G. B. D

avis, O
utlines of International Law

 (N
ew

 Y
ork, 188（) (Elibron Classics, Boston, M

ass., 200（): J. Lorim
er, 

T
he Institutes of the Law

 of N
ations, in 2 vols. (Edinburgh/London, 188（) (Scientia V

erlag, A
alen, 1（80): L. Levi, 

International Law
 w

ith M
aterials for a Code of International Law

 (London, 188（) (Elibron Classics, Boston, M
ass., 

200（): T
h. A

. W
alker, T

he Science of International Law
 (London, 18（（) (Elibron Classics, Boston, M

ass., 200（): A
. 

Chrétien, Principes de droit international public (Paris, 18（（).

ま
た
、
次
の
概
説
書
に
お
い
て
は
、
主
権
の
定
義
も
ボ
ダ
ン
へ

の
言
及
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。A

. Polson, Principles of the Law
 of N

ations, w
ith Practical N

otes and Supplem
entary 

E
ssays on the Law

 of Blockade and on Contraband of W
ar (London, 18（8).

（
（0
）　H

. W
. H

alleck, International Law
, or, R

ules R
egulating the Intercourse of States in Peace and W

ar (San Francisco, 
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18（1), pp.11 et 12.
（
（1
）　A

. Pillet, R
echerches sur les droits fondam

entaux des É
tats (Paris, 18（（), pp.（（-（（ (

§IV
 Bases dʼune théorie differente).

（
（2
）　Ibid., pp.（（-（5 (

§VII Idées générales touchant la classification des fonctions de lʼétat).

（
（（
）　L. F. L. O

ppenheim
, International Law

: A
 T

reatise, vol. I (Peace) (London/N
ew

 Y
ork/Bom

bay, 1（05), pp.10（-
10（.

（
（（
）　A

. S. H
ershey, T

he E
ssentials of International Public Law

 (N
ew

 Y
ork, 1（12), p.58.

（
（5
）　C. G. Fenw

ick, International Law
 (N

ew
 Y

ork, 1（2（), pp.（（-（5, n.（.

（
（（
）　J. L. Brierly, T

he Law
 of N

ations: A
n Introduction to the International Law

 of Peace (O
xford, 1（28), pp.（-8.

（
（（
）　Ibid., pp.5（ et （1-（2.


