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▪
特
集
　
近
世
近
代
移
行
期
の
海
域
世
界
と
国
家
▪

　
複
数
の
世
界
が
存
在
し
た
前
近
代
か
ら
一
つ
の
世
界
が
観
念
さ
れ

だ
す
近
代
へ
の
移
行
は
、
国
際
関
係
を
は
じ
め
海
域
秩
序
や
人
間
関

係
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
本
特
集
「
近
世
近
代
移
行
期
の

海
域
世
界
と
国
家
」
は
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
国
家
間
や
異
文
化
間

を
仲
介
し
、
近
代
の
創
出
に
関
与
し
た
存
在
に
光
を
当
て
る
。
国
民

国
家
を
基
盤
と
す
る
近
代
国
際
秩
序
が
様
々
な
確
執
を
生
ん
で
い
る

今
日
、
か
つ
て
異
な
る
集
団
間
の
交
流
を
担
っ
た
存
在
が
注
目
を
浴

び
て
い
る
。
海
域
と
陸
域
を
往
来
し
た
移
動
民
、
奴
隷
と
総
称
さ
れ

た
隷
属
者
、
内
と
外
の
境
界
的
存
在
な
ど
は
そ
の
代
表
で
あ
っ
た
。

本
特
集
は
そ
う
し
た
存
在
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
前
近
代
と
近
代
を

媒
介
的
に
捉
え
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
。

　
本
特
集
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、二
〇
一
六
年
六
月
二
五
日
（
土
）

に
開
催
さ
れ
た
立
教
大
学
史
学
会
大
会
で
の
同
タ
イ
ト
ル
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
あ
る
。
多
く
の
参
加
者
で
盛
会
と
な
っ
た
当
日
の
報
告
を

も
と
に
、
三
本
の
論
文
と
コ
メ
ン
タ
リ
ー
一
本
を
得
た
。

　
近
代
の
国
家
や
国
際
関
係
を
構
築
す
る
上
で
、「
海
賊
」
と
よ
ば

れ
た
集
団
は
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
。
越
村
勲
「
ア
ド
リ
ア
海
の
海

賊
ウ
ス
コ
ク
か
ら
見
た
近
世
の
国
家
形
成
」
は
、
海
賊
を
「
最
初
の

グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
「
近
世
帝
国
」
に
対
す
る
民
衆
の
反
抗
形
態
と

捉
え
る
。
一
六
世
紀
の
ア
ド
リ
ア
海
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
、
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
帝
国
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
三
勢
力
が
せ
め
ぎ
合
っ
た
。
こ
う

し
た
な
か
で
オ
ス
マ
ン
軍
に
襲
撃
さ
れ
た
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
の

人
々
や
オ
ス
マ
ン
帝
国
の
支
配
を
逃
れ
て
き
た
避
難
民
の
多
く
が
、

国
境
の
守
備
兵
と
な
っ
た
。
た
だ
し
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
も
オ
ス
マ

ン
帝
国
も
、
彼
ら
に
十
分
な
報
酬
を
支
給
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し

た
な
か
で
彼
ら
は
海
賊
と
な
り
、
内
陸
部
で
も
し
ば
し
ば
略
奪
行
為

を
働
き
、
ウ
ス
コ
ク
と
呼
ば
れ
た
。
彼
ら
の
行
為
を
両
帝
国
も
、
あ

る
程
度
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
や
が
て
一
七
世
紀
に
両
帝
国

の
拡
張
政
策
が
限
界
を
迎
え
、
両
国
間
の
関
係
が
安
定
す
る
と
、
ウ

ス
コ
フ
は
そ
の
役
割
を
終
え
る
。
な
お
同
じ
頃
、
東
ア
ジ
ア
で
も
倭
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寇
と
呼
ば
れ
た
集
団
が
活
動
し
た
。
近
世
近
代
移
行
期
の
国
際
秩
序

の
形
成
と
海
賊
の
関
係
が
提
示
さ
れ
た
。

　
奴
隷
は
近
代
移
行
期
に
お
い
て
重
要
な
労
働
力
で
あ
り
、
社
会
統

合
に
欠
か
せ
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
。
鈴
木
英
明
「
イ
ン
ド
洋
西
海
域
周

辺
諸
社
会
に
お
け
る
近
世
・
近
代
移
行
期
と
そ
の
矛
盾
―
奴
隷
制
・

奴
隷
交
易
の
展
開
に
着
目
し
て
―
」
は
、
奴
隷
を
集
団
的
階
層
と
し

て
一
義
的
に
捉
え
る
の
で
な
く
、
彼
ら
と
主
人
と
の
関
係
や
ホ
ス
ト

社
会
の
な
か
で
の
位
置
づ
け
を
重
視
す
る
。
近
代
移
行
期
に
こ
の
海

域
世
界
で
、
奴
隷
を
め
ぐ
る
矛
盾
を
抱
え
た
ま
ま
近
代
が
展
開
し
た

こ
と
が
明
ら
か
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
農
園
企
業
で
多
数
の
奴
隷
が

労
働
力
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
政
策
に
よ
り
、
奴

隷
貿
易
は
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
代
わ
り
に
契
約
労
働
者
が
導

入
さ
れ
た
が
、
彼
ら
は
厳
し
い
労
働
環
境
に
置
か
れ
た
。
ま
た
奴
隷

解
放
後
に
は
元
奴
隷
が
、
そ
う
し
た
労
働
を
担
う
こ
と
も
少
な
く
な

か
っ
た
。
こ
う
し
た
契
約
労
働
者
や
元
奴
隷
た
ち
は
、
当
該
社
会
を

構
成
す
る
多
数
派
と
な
っ
た
。
元
奴
隷
た
ち
は
解
放
後
も
ほ
と
ん
ど

が
出
身
地
に
帰
り
た
が
ら
ず
、
以
前
の
主
人
の
も
と
に
留
ま
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。

　
近
代
国
際
関
係
の
成
立
と
と
も
に
、
そ
れ
ま
で
隣
接
勢
力
と
の
仲

介
役
で
あ
っ
た
境
界
的
存
在
は
、そ
の
役
割
を
大
き
く
変
容
さ
せ
た
。

木
村
直
也
「
日
朝
関
係
の
近
代
的
変
容
と
境
界
領
域
―
明
治
維
新
期

の
対
馬
を
中
心
に
―
」は
、近
世
に
朝
鮮
と
交
流
し
た
対
馬
が
、幕
末
・

明
治
初
期
に
朝
鮮
と
日
本
の
間
で
活
発
に
活
動
す
る
こ
と
で
、
結
果

的
に
そ
の
役
割
を
後
退
さ
せ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
幕
末
期
に

対
馬
は
、
イ
ギ
リ
ス
や
ロ
シ
ア
船
の
来
航
に
対
処
し
つ
つ
、
朝
鮮
王

朝
と
の
仲
介
役
の
重
要
性
を
江
戸
幕
府
に
訴
え
、
経
済
的
支
援
を
得

た
。
明
治
へ
の
移
行
期
に
も
、
日
本
の
意
向
に
従
わ
な
い
朝
鮮
に
対

し
、
自
ら
の
役
割
の
重
要
性
を
保
持
し
つ
つ
、
対
馬
は
新
政
府
か
ら

支
援
を
得
よ
う
と
し
た
。
新
政
府
も
そ
の
訴
え
を
受
け
い
れ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
に
よ
り
新
政
府
の
介
入
が
強
ま
り
、
廃
藩
置
県
の
の
ち

対
馬
藩
は
な
く
な
っ
た
。
朝
鮮
問
題
の
重
要
性
を
訴
え
る
こ
と
に
は

成
功
し
た
が
、
対
馬
は
そ
の
役
割
を
終
え
た
。
近
代
国
際
秩
序
の
構

築
に
関
与
し
な
が
ら
、
境
界
的
存
在
が
後
退
し
て
い
く
典
型
的
な
事

例
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
の
論
考
も
、近
代
を
導
い
た
原
動
力
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

こ
れ
ら
の
存
在
が
矛
盾
を
抱
え
な
が
ら
、近
世
近
代
移
行
期
を
迎
え
、

そ
の
あ
と
に
問
題
を
持
ち
越
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
な
お
こ

の
時
期
の
東
ア
ジ
ア
の
動
向
と
比
較
検
討
す
る
た
め
に
、
荒
野
泰
典

に
コ
メ
ン
ト
を
お
願
い
し
、
倭
寇
的
状
況
を
め
ぐ
る
議
論
や
日
朝
関

係
、
さ
ら
に
近
世
の
隷
属
的
存
在
に
つ
い
て
示
唆
に
富
ん
だ
意
見
を

い
た
だ
い
た
。
本
特
集
が
、
他
地
域
の
事
例
と
も
比
較
検
討
で
き
る

材
料
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
本
学
文
学
部
教
授
）


