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国際法と国内法の効力関係
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│
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主
権
と
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主
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一　

問
題
の
所
在

　

１　

国
際
法
の
国
内
法
的
効
力
と
国
内
法
と
の
衝
突

　

国
際
法
は
、
国
際
法
秩
序
に
お
い
て
、
国
内
法
に
優
越
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
国
内
法
の
内
容
が
国
際
法
上
の
義
務
に
適
合

し
な
い
場
合
に
は
、
国
際
法
上
の
国
家
責
任
が
追
及
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
国
家
が
そ
の
免
責
事
由
と
し
て
国
内
法
を
援
用
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
、
国
内
法
の
規
範
内
容
と
国
際
法
の
そ
れ
と
が
矛
盾
・
衝
突
す
る
場
合
に
両
者
が
い
か
な
る
効
力

関
係
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
上
は
定
め
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
各
国
の
法
制
度
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
国
際
法
が
国
内
法
的
効
力
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
国
内
法
に
受
け
入

れ
ら
れ
る
方
法
、
つ
ま
り
、
国
際
法
が
国
内
法
的
効
力
を
有
す
る
方
法
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
学
説
は
一
般
的
に
、

条
約
や
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
の
誠
実
な
遵
守
を
定
め
る
憲
法
九
八
条
二
項
を
根
拠
と
し
て
、
国
際
法
が
個
々
の
立
法
に
よ
り
受
容

1
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さ
れ
る
こ
と
︵
変
型
︶
を
必
要
と
せ
ず
、
自
動
的
に
受
容
さ
れ
、
国
内
法
的
効
力
を
有
す
る
と
解
し
て
い
る
。

　

こ
の
九
八
条
二
項
に
お
け
る
﹁
条
約
﹂
と
は
、
国
会
の
承
認
を
要
す
る
条
約
の
ほ
か
︵
七
三
条
三
号
、
以
下
、
適
宜
、
国
会
承
認

条
約
と
い
う
が
、
単
に
条
約
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
通
常
、
こ
の
種
の
条
約
を
指
す
︶、
こ
れ
を
要
し
な
い
行
政
取
極
を
含
み
、
ま
た
、

﹁
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
﹂
と
は
、
国
際
慣
習
法
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
国
会
承
認
条
約
、
行
政
取
極
、
国
際

慣
習
法
を
合
わ
せ
て
国
際
法
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
会
承
認
条
約
、
行
政
取
極
、
国
際
慣
習
法
の
い
ず
れ
も
が
、
自
動
的
に
国
内
法
的
効
力
を
有
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
規
範
内
容
が
、
憲
法
や
法
律
の
規
範
内
容
と
衝
突
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
憲

法
は
明
確
な
定
め
を
用
意
し
て
い
な
い
た
め
、
学
説
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

　

も
っ
と
も
、
行
政
取
極
と
法
律
や
憲
法
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
争
い
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
国
会
承
認
条
約
の
授
権

に
基
づ
い
て
政
府
が
締
結
す
る
行
政
取
極
は
、
そ
の
条
約
と
同
一
の
も
の
と
理
解
で
き
る
た
め
、
そ
の
条
約
が
有
す
る
効
力
と
同
一

の
効
力
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
現
行
の
法
令
の
範
囲
内
で
政
府
が
締
結
す
る
行
政
取
極
や
予
算
の
範
囲
内
で
政
府

が
締
結
す
る
行
政
取
極
は
、
命
令
と
同
列
の
も
の
、
つ
ま
り
、
法
律
に
劣
る
地
位
に
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
国
会
承
認
条
約
に
あ

た
ら
な
い
こ
の
よ
う
な
行
政
取
極
は
、
内
閣
の
外
交
処
理
に
属
す
る
分
野
︵
七
三
条
二
号
︶
と
し
て
、
内
閣
の
み
の
判
断
で
締
結
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
国
際
法
の
う
ち
、
国
会
承
認
条
約
や
国
際
慣
習
法
に
つ
い
て
、
国
内
法
と
の
効
力
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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２　

国
際
法
と
法
律
の
効
力
関
係
に
関
す
る
学
説
状
況

　

⒜　

条
約
と
法
律
の
効
力
関
係

　

国
会
承
認
条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
両
者
の
内
容
が
衝
突
し
た
場
合
に
は
、
国
会
承
認
条
約
が
優
位
す
る

と
解
し
て
い
る
︵
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
説
︶。
学
説
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
点
に
争
い
が
な
い
と
指
摘
す
る
も
の
ま
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
説
が
自
明
視
さ
れ
て
き
た
結
果
、
こ
の
通
説
的
見
解
の
妥
当
性
を
吟
味
し
よ
う
と
す
る
議
論

は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

だ
が
、
日
本
で
も
、
条
約
と
法
律
を
同
位
と
解
す
べ
き
と
主
張
す
る
少
数
説
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
条
約
が
法
律
の
優
位
に
あ
る

と
い
う
日
本
で
は
通
説
的
な
立
場
が
、
比
較
法
的
に
み
て
、
必
ず
し
も
多
数
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
や
ス

イ
ス
な
ど
の
国
で
は
、
条
約
に
対
し
て
法
律
や
連
邦
法
と
同
等
の
効
力
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
ア
フ
リ
カ
の
一
部
の
国
々
で
は
、

法
律
に
反
し
な
い
限
り
国
法
の
一
部
と
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
条
約
優
位
の
国
と
し
て
一
般
に
紹
介

さ
れ
て
お
り
、
事
実
、
憲
法
上
そ
の
よ
う
な
地
位
が
条
約
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
条
約
に
そ
の
よ
う
な
地
位
が
認
め
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

⒝　

国
際
慣
習
法
と
法
律
の
効
力
関
係

　

国
際
慣
習
法
と
法
律
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
、
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
意
識
的
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
が
、
条
約
と
区
別
せ
ず
、

国
際
慣
習
法
が
法
律
に
優
位
す
る
と
解
し
て
い
る
学
説
が
多
い
。
国
際
法
上
、
国
際
慣
習
法
に
条
約
と
は
異
な
る
特
別
な
法
的
地
位

を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
国
際
慣
習
法
と
法
律
と
の
効
力
関
係
は
、
条
約
の
法
律
の
そ
れ
に
準
じ
て
考
察
す
れ
ば

良
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
た
と
え
ば
、
国
際
慣
習
法
は
条
約
と
異
な
り
、
変
型
を
要
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
国
際
慣
習
法

は
議
会
の
制
定
法
に
違
反
し
な
い
限
り
で
イ
ギ
リ
ス
法
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
、
国
際
慣
習
法
を
法
律

よ
り
優
位
に
お
か
な
い
国
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る
。

　

３　

国
際
法
と
憲
法
の
効
力
関
係
に
関
す
る
学
説
状
況

　

⒜　

条
約
と
憲
法
の
効
力
関
係

　

通
説
は
、
条
約
の
規
範
内
容
と
憲
法
の
そ
れ
と
が
衝
突
し
た
場
合
、
憲
法
が
優
位
す
る
と
解
し
て
い
る
︵
憲
法
に
対
す
る
条
約
劣

位
説
︶。
近
年
で
は
、
条
約
一
般

0

0

が
憲
法
に
優
位
す
る
法
形
式
で
あ
る
と
解
す
る
見
解
は
見
当
た
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
条
約
の
中
で
も
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
よ
う
な
国
家
形
成
的
な
条
約
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
優
位
す
る
と

主
張
す
る
有
力
説
も
あ
る
。
ま
た
、
国
際
人
権
法
の
発
展
に
伴
い
、
国
際
人
権
規
約
の
よ
う
な
国
際
人
権
条
約
は
憲
法
に
優
位
す
べ

き
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
も
で
て
き
た
︵
憲
法
に
対
す
る
一
部
国
際
法
優
位
説
︶。

　

だ
が
、
比
較
法
的
に
み
れ
ば
、
い
か
な
る
内
容
を
有
す
る
条
約
で
あ
っ
て
も
、
条
約
の
効
力
が
憲
法
と
同
等
又
は
憲
法
よ
り
も
優

位
に
あ
る
と
解
し
て
い
る
国
は
、
極
め
て
少
な
い
。
し
か
も
、
憲
法
と
条
約
が
同
等
の
国
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、

ま
た
、
憲
法
よ
り
も
優
位
に
あ
る
国
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
効
力
を
有
す
る
条
約
の
承
認
に
お
い

て
、
憲
法
改
正
と
同
等
の
国
会
承
認
要
件
を
求
め
て
い
る
。

　

⒝　

国
際
慣
習
法
と
憲
法
の
効
力
関
係

　

条
約
と
憲
法
の
優
劣
関
係
に
関
す
る
議
論
に
比
し
て
、
国
際
慣
習
法
と
憲
法
に
関
す
る
議
論
は
乏
し
い
。
た
だ
、
少
数
説
な
が
ら
、

7
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憲
法
は
条
約
に
優
位
す
る
と
解
し
つ
つ
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
、
す
な
わ
ち
、
国
際
慣
習
法
は
憲
法
に
優
位
す
る
と
主
張
す
る
見

解
が
存
在
す
る
。
だ
が
、
国
際
法
上
、
国
際
慣
習
法
と
条
約
の
効
力
関
係
に
優
劣
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
比
較
法
的
に

み
て
も
、
国
際
慣
習
法
に
対
し
て
、
条
約
よ
り
優
位
な
国
内
法
的
地
位
を
認
め
る
と
い
う
国
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
国
際
慣
習
法
と
国
内
法
の
優
劣
関
係
に
関
す
る
議
論
は
総
じ
て
少
な
く
、
外
国
の
法
制
度
や
議
論
を
中
心
に
考
察

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
対
す
る
国
際
慣
習
法
優
位
説
に
関
す
る
考
察
に
と
ど

め
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
条
約
と
法
律
又
は
憲
法
の
優
劣
関
係
に
つ
い
て
、
比
較
法
的
考
察
を
交
え
な
が
ら
中
心
的
に
論
じ
る
こ
と

に
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
は
、
条
約
が
法
律
に
優
位
す
る
と
い
う
通
説
的
見
解
、
お
よ
び
、
一
部
の
国
際
法
が
憲
法
に
優
位

す
る
と
い
う
有
力
説
の
見
解
の
妥
当
性
を
吟
味
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る
。

二　

条
約
と
法
律
の
効
力
関
係

　

１　

日
本
に
お
け
る
議
論

　

明
治
憲
法
下
で
は
、﹁
国
内
法
化
さ
れ
た
条
約
は
、
憲
法
や
法
律
と
ど
の
よ
う
な
効
力
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
定
説
は
な

か
っ
た
﹂
よ
う
で
あ
る
が
、
天
皇
の
み
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
た
条
約
が
法
律
よ
り
強
い
効
力
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
指
摘
も
あ 

る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
会
承
認
条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
に
関
す
る
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
お
い
て
、
現
在
の
通
説
は
、
条
約
優
位

9
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説
を
と
っ
て
お
り
、
両
者
を
同
位
と
解
す
る
見
解
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
日
本
政
府
も
、
条
約
優
位
説
の
見
解
に
依
拠
し
て
い
る
。

　

そ
の
根
拠
と
し
て
、
こ
の
通
説
は
、
内
閣
が
条
約
を
締
結
し
、
そ
の
成
立
に
は
国
会
の
承
認
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
︵
七
三
条

三
号
、
六
一
条
︶、
国
際
協
調
主
義
を
建
前
と
し
、
国
際
法
規
の
誠
実
な
遵
守
を
求
め
て
い
る
こ
と
︵
九
八
条
二
項
︶、
国
家
間
の
合

意
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
根
拠
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

⒜　

内
閣
の
関
与
と
国
会
の
承
認

　

ま
ず
、
条
約
が
内
閣
に
よ
る
条
約
締
結
行
為
を
求
め
て
い
る
と
い
う
点
が
、
条
約
優
位
説
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

条
約
の
締
結
主
体
が
内
閣
と
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
か
つ
て
、
外
交
関
係
は
君
主
の
専
権
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
伝
統
と
、
実
際
に

相
手
国
と
交
渉
を
行
う
こ
と
は
、
国
会
議
員
よ
り
も
政
府
の
方
が
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、
こ

う
し
た
理
由
が
条
約
優
位
説
の
根
拠
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
情
は
多
く
の
国
に
あ
て
は
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
優

位
説
が
世
界
で
一
般
的
な
立
場
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

ま
た
、
条
約
の
成
立
に
は
、
国
会
の
承
認
が
求
め
ら
れ
て
い
る
点
も
、
条
約
優
位
説
の
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

要
件
は
、
法
律
の
場
合
に
比
し
て
緩
や
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
五
九
条
一
項
で
は
、
法
律
が
成
立
す
る
一
般
的
形
態
と
し
て
、﹁
法

律
案
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
両
議
院
で
可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
﹂
と
定
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

法
律
の
成
立
に
は
、
出
席
議
員
の
過
半
数
が
必
要
で
あ
る
︵
五
六
条
二
項
︶。
他
方
、
条
約
の
成
立
に
必
要
な
国
会
の
承
認
に
つ
い

て
は
、
五
九
条
一
項
の
﹁
特
別
な
定
め
﹂
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
、
国
会
の
議
決
に
関
す
る
原
則
ど
お
り
、
法
律
の
場
合
と
同
様
、

出
席
議
員
の
過
半
数
で
決
せ
ら
れ
る
︵
五
六
条
二
項
︶。
と
す
れ
ば
、
法
律
と
条
約
が
成
立
す
る
一
般
的
形
態
と
し
て
は
、
内
閣
の

締
結
行
為
の
存
否
を
除
け
ば
、
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

11
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だ
が
、
こ
の
よ
う
な
条
約
と
法
律
の
成
立
の
厳
格
性
に
関
し
て
は
、
衆
議
院
の
優
越
に
関
す
る
定
め
に
お
い
て
差
異
が
生
じ
る
。

す
な
わ
ち
、
法
律
の
場
合
に
は
、﹁
衆
議
院
で
可
決
し
、
参
議
院
で
こ
れ
と
異
な
っ
た
議
決
を
し
た
法
律
案
は
、
衆
議
院
で
出
席
議

員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
再
び
可
決
し
た
と
き
﹂
に
限
っ
て
成
立
す
る
の
に
対
し
て
︵
五
九
条
二
項
︶、
条
約
の
場
合
に
は
、

両
院
協
議
会
の
開
催
は
必
要
的
で
あ
る
が
、
三
分
の
二
以
上
の
多
数
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
の
高
い
衆
議
院
の
再
議
決
は
不
要
で
あ
り
、

両
院
の
意
見
に
合
致
が
み
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
衆
議
院
の
議
決
が
そ
の
ま
ま
国
会
の
議
決
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
︵
六
一
条
、

六
〇
条
二
項
︶。

　

よ
っ
て
、
条
約
の
方
が
、
法
律
よ
り
も
国
会
の
同
意
を
容
易
に
確
保
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
法
律
の
方
が
条
約
よ
り
も

よ
り
民
意
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
、
つ
ま
り
、
国
民
主
権
に
よ
り
忠
実
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
多
く
の
学
説
が
、

法
律
の
内
容
が
条
約
の
そ
れ
と
衝
突
し
た
場
合
に
、
後
者
が
優
先
す
る
と
考
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、
後
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
憲
法
と
国
際
法
と
の
効
力
関
係
に
お
い
て
、
多
く
の
学
説
は
、
憲
法
改
正
手
続
の
厳
格
性
を
、

つ
ま
り
、
国
民
の
意
思
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
、
憲
法
の
優
位
性
を
主
張
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
法
律
と
条
約
と
の
効
力
関
係
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
こ
の
手
続
の
厳
格
性
を
考
慮
し
な
い
と
い
う
の
は
、
一
貫
性
に
欠
け
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
判
所
で
も
、
条
約
締
結
手
続
と
法
律
の
制
定
手
続
の
比
較
と
い

う
見
地
か
ら
、
両
者
を
同
位
の
も
の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

⒝　

国
際
法
規
の
誠
実
な
遵
守

　

憲
法
九
八
条
二
項
の
国
際
法
規
の
誠
実
な
遵
守
と
い
う
こ
と
か
ら
、
条
約
が
法
律
に
優
先
す
る
と
い
う
帰
結
を
導
く
と
い
う
こ
と

も
憲
法
解
釈
と
し
て
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
規
定
は
、
国
内
法
に
お
け
る
条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
、
さ
ら
に
は
、
条
約
と

15
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憲
法
の
そ
れ
を
示
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
同
規
定
は
、
国
際
法
規
の
誠
実
な
遵
守
を
諸
外
国
に
対
し
て
謳
う
も
の
、

つ
ま
り
、
国
際
法
上
負
っ
た
義
務
の
履
行
責
任
を
果
た
す
、
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
定
め
た
に
す
ぎ
ず
、
国
内
法
に
お
け
る
国
際
法

規
と
そ
の
他
の
法
形
式
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
通
説
は
、
条
約
と
憲
法
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
憲
法
効
力
説
、
条
約
と
法
律
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
条
約
優
位
説
を

採
る
が
、
前
者
の
場
合
に
は
、
同
規
定
を
根
拠
と
せ
ず
、
後
者
の
場
合
に
の
み
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
の
は
一
貫
性
を
欠
い
て
い
る
。

法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
説
を
主
張
す
る
場
合
に
の
み
、
九
八
条
二
項
を
国
内
法
的
効
力
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
根
拠

は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

⒞　

国
家
間
の
合
意

　

国
家
間
の
合
意
と
い
う
こ
と
か
ら
、
国
内
法
上
、
条
約
が
法
律
に
優
位
す
る
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
る
と
い
う
主
張
も
疑
問
で
あ

る
。
仮
に
、
こ
の
こ
と
が
条
約
優
位
説
の
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
条
約
が
国
家
間
の
合
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

万
国
共
通
の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
世
界
中
の
国
々
で
こ
の
説
が
支
持
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　

論
理
的
に
考
え
て
も
、
国
家
間
の
合
意
と
い
う
事
実
か
ら
、
そ
の
国
内
法
的
効
力
が
決
定
さ
れ
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

条
約
が
国
家
間
の
合
意
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
特
性
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
は
、
締
結
し
た
条
約
の
内
容
を

遵
守
す
る
相
手
国
に
義
務
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
国
際
法
学
者
は
、
条
約
が
国
家
間
の
合
意
で
あ
る

こ
と
を
承
知
し
つ
つ
も
、
そ
の
国
内
法
的
効
力
は
、
国
内
法
の
規
定
又
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
を
唱
え
る
通
説
の
提
示
す
る
論
拠
が
、
説
得
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ

16
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た
。
ま
た
、
比
較
法
的
に
み
て
も
、
条
約
優
位
説
が
多
数
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
条
約

と
法
律
を
同
位
と
解
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
条
約
と
法
律
の
規
範
的
衝
突
は
生
じ
な
い
も
の
の
、
実
質
的
に
は
条
約
と
法
律
を
同

位
と
扱
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
イ
ギ
リ
ス
、
そ
し
て
、
条
約
優
位
を
憲
法
上
謳
っ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に

す
る
。

　

２　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
議
論

　

⒜　

合
衆
国
憲
法
と
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
の
流
れ

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
連
邦
法
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
両
院
の
可
決
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
可
決
の
あ
と
、
大
統
領
が
署
名
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
︵
第
一
条
第
七
節
第
二
項
︶。
大
統
領
が
法
律
案
の
通
過
後
一
〇
日
間
以
内
に
拒
否
権
を
行
使
し
た
場
合
、
両

院
が
そ
れ
ぞ
れ
三
分
の
二
の
多
数
で
再
議
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
と
し
て
成
立
す
る
。
他
方
、
条
約
締
結
は
、
州
が
こ
れ
を
な

す
こ
と
は
で
き
ず
︵
第
一
条
第
一
〇
節
第
一
項
︶、
大
統
領
が
、
上
院
の
助
言
と
承
認
を
得
て
行
う
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
上
院

の
承
認
に
は
、
議
員
の
三
分
の
二
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
︵
第
二
条
第
二
節
第
二
項
︶。

　

こ
の
よ
う
な
手
続
を
経
て
締
結
さ
れ
た
条
約
と
連
邦
法
や
州
法
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
、
合
衆
国
憲
法
で
は
、﹁
憲
法
及
び
そ

れ
に
従
っ
て
制
定
さ
れ
た
合
衆
国
の
諸
法
律
、
合
衆
国
の
権
限
の
も
と
で
締
結
さ
れ
、
将
来
締
結
さ
れ
る
す
べ
て
の
条
約
は
、
国
の

最
高
法
規
で
あ
る
。
す
べ
て
の
州
の
裁
判
官
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
州
の
憲
法
又
は
法
律
中
に
こ
れ
に
反
す
る
定
め
が
あ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
﹂︵
第
六
条
第
二
項
︶
と
定
め
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
合
衆
国
憲
法
の
条
文
上
、
条
約
が
州
法

0

0

に
優
先
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
条
約
と
連
邦
法

0

0

0

と
の
効
力
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
連
邦
最
高
裁
判
所
で
は
、
こ
の
点
が
争
わ
れ
たT

he H
ead M

oney C
ases, 112 U

.S. 
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580, 599 (1884)

判
決
に
お
い
て
、
条
約
の
効
力
が
連
邦
法
と
同
位
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
立
場
は
、
そ
の
後
、W

hitney v. 

R
obertson, 124 U

.S. 190, 194 (1888)

やC
hae C

han Ping v. U
nited States, 130 U

.S. 581, 600-602 (1889)

判
決
で
も
維
持

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
判
決
で
は
、
条
約
の
内
容
に
反
す
る
連
邦
法
が
制
定
さ
れ
た
場
合
、﹁
後
法
は
前
法
に
優
先
す
る
﹂
と
い
う
原

則
が
適
用
さ
れ
、
連
邦
法
が
優
先
す
る
と
判
示
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
条
約
が
連
邦
法
に
優
先
せ
ず
、
両
者
が
等
位
の
関
係
に
あ
る
理
由
と
し
て
、The H

ead M
oney C

ases

判
決
で
は
、

条
約
は
大
統
領
と
上
院
に
よ
っ
て
締
結
、
制
定
さ
れ
る
も
の
の
、
連
邦
法
は
そ
れ
ら
二
つ
の
機
関
に
下
院
を
加
え
た
三
つ
の
機
関
に

よ
っ
て
制
定
さ
れ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
後
者
が
、
そ
の
破
棄
や
修
正
の
点
に
お
い
て
、
よ
り
尊
重
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
い
う
点
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
で
は
、
仮
に
、
こ
の
効
力
の
点
に
差
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
つ
の
機

関
が
関
与
す
る
連
邦
法
が
優
先
す
る
で
あ
ろ
う
と
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
例
と
し
て
、
議
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
宣
戦
布
告
の
際
に
、
既
存
の
条
約
の
停
止
や
破
棄
を
通
常
伴
う
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　

そ
の
後
のW

hitney

判
決
で
も
、
連
邦
法
と
条
約
が
両
立
し
な
い
場
合
、
条
約
の
規
定
が
自
動
執
行
力
︵self-executing

︶
を

有
す
る
限
り
、
後
法
が
前
法
に
優
先
す
る
こ
と
、
ま
た
、
条
約
を
締
結
し
た
国
が
相
手
国
の
立
法
府
の
行
為
に
不
服
で
あ
れ
ば
、
そ

の
国
は
、
相
手
国
の
政
府
の
行
政
上
層
部
に
不
服
を
申
立
て
、
そ
の
国
の
利
益
の
保
護
の
た
め
必
要
と
考
え
る
そ
の
他
の
措
置
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。

　

さ
ら
に
、C

hae C
han Ping

判
決
で
は
、
条
約
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
が
生
じ
か
ね
な
い
の
み
な
ら
ず
、
国
益
の
た

め
に
そ
う
す
べ
き
場
合
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
予
期
せ
ぬ
出
来
事
に
よ
っ
て
政
策
の
転
換
を
迫
ら
れ
る
場
合
の
あ
る

こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
判
決
で
は
、
相
手
国
に
よ
る
条
約
の
違
反
行
為
に
よ
っ
て
、
当
該
条
約
を
遵
守
し
な
い
な
ど
の

対
応
・
対
抗
措
置
を
と
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
、
一
七
九
八
年
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
政
府
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
対
す
る
条
約
違
反
や
損
害
賠

償
の
拒
絶
と
い
う
行
為
を
あ
げ
、
そ
の
際
に
、
議
会
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
条
約
に
も
は
や
拘
束
さ
れ
な
い
と
宣

言
し
た
︵1 Stat. 578, c. 67

︶
と
い
う
ケ
ー
ス
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
、
同
判
決
で
は
、
条
約
に
恒
久
的
な
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
連
邦
法
に
よ
っ
て
条
約
の
拘
束
を
免
れ
得
る
が
、
そ
の
効
果
は
、
将
来
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
法
律
制
定
前
に
条

約
を
根
拠
と
し
て
な
さ
れ
た
行
為
に
影
響
は
与
え
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

　

⒝　

連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
の
根
拠
に
対
す
る
検
討

　

連
邦
法
と
条
約
の
同
位
説
を
採
用
す
る
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
に
お
け
る
根
拠
は
、
主
に
次
の
二
点
で
あ
る
。

　

①　

連
邦
法
と
条
約
の
制
定
手
続
の
相
違

　

②　

国
益
の
た
め
に
条
約
を
無
視
す
る
状
況
の
存
在
と
相
手
国
へ
の
対
抗
措
置
の
必
要
性

　

①
に
つ
い
て
は
、
連
邦
法
の
制
定
に
は
、
上
院
、
下
院
、
大
統
領
の
三
つ
の
機
関
が
関
与
す
る
が
、
条
約
の
締
結
に
は
、
上
院
と

大
統
領
の
二
つ
の
機
関
が
関
与
す
る
に
す
ぎ
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
、
こ
の
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
条
約
よ
り
も

連
邦
法
の
方
が
優
位
に
あ
る
と
い
う
説
も
存
在
し
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
が
少
な
く
と
も
連
邦
法
と
同
位
の
効
力
を
有

す
る
た
め
に
は
、
よ
り
民
意
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
下
院
の
同
意
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
欠
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
条
約

が
連
邦
法
よ
り
も
優
位
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
同
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
条
約
の
場
合
、
上
院
の
み
の
同
意
と
は
い
え
、
そ
の
三
分
の
二
の
多
数
の
議
決
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
点
で
は
、
連
邦
法
の
場
合
よ
り
も
要
件
が
厳
し
い
と
も
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
法
と
条
約
の
効
力
関
係
を
決
す
る
に
あ
た
っ

て
、
両
者
の
手
続
的
要
件
に
お
け
る
厳
格
性
の
程
度
に
つ
い
て
、
決
定
的
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
②
に
つ
い
て
は
、
条
約
と
連
邦
法
の
効
力
関
係
を
検
討
す
る
際
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
重
大

な
国
益
保
護
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
後
に
制
定
す
る
連
邦
法
に
よ
っ
て
、
条
約
を
国
内
法
的
に
無
効
化
す
る
こ
と
な
ど
の

対
抗
措
置
を
と
る
こ
と
の
是
非
と
い
う
重
要
な
選
択
に
か
か
わ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

３　

イ
ギ
リ
ス
に
関
す
る
議
論

　

⒜　

条
約
締
結
手
続
と
実
体
的
効
力
関
係

　

理
論
上
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
国
家
の
長
で
あ
る
君
主
が
条
約
を
締
結
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
条
約
締
結
は
女
王
の
特

権
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
女
王
に
代
わ
っ
て
、
内
閣
又
は
外
務
・
英
連
邦
大
臣
に
よ
っ
て
条
約
が
締
結
さ
れ
る
。
ま
た
、

そ
の
条
約
内
容
の
決
定
は
、
女
王
の
特
権
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
裁
判
所
で
争
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
〇
年
の
憲
法
改
革
と
統
治
に
関
す
る
法
律
︵C

onstitutional R
eform

 and G
overnance A

ct 2010

︶
に
お

い
て
、
初
め
て
、
政
府
が
交
渉
す
る
条
約
の
批
准
を
妨
げ
る
権
限
を
議
会
に
与
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
手
続
は
、
交
渉
の
結

果
、
署
名
さ
れ
た
条
約
で
あ
る
も
の
の
、
未
批
准
で
あ
る
た
め
効
力
が
発
生
し
て
い
な
い
条
約
に
適
用
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

Ponsonby

ル
ー
ル
の
も
と
、
政
府
は
、
そ
の
条
約
に
つ
い
て
議
会
に
通
知
し
、
議
会
の
開
会
期
間
に
お
い
て
二
一
日
が
経
過
す
る

ま
で
、︵
緊
急
の
場
合
を
除
い
て
︶
そ
れ
を
批
准
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

通
常
の
場
合
、
い
ず
れ
か
の
議
院
が
反
対
し
た
場
合
、
批
准
は
行
わ
れ
な
い
が
、
例
外
的
な
場
合
に
は
、
行
政
の
判
断
が
そ
の
反
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対
の
議
決
に
優
先
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
例
外
的
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
貴
族
院
で
は
な
く
庶
民
院
の
再
議
決
が
、
そ
の
行
政

権
限
に
優
先
す
る
。

　

と
も
あ
れ
、
重
要
な
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
締
結
さ
れ
た
条
約
が
国
内
法
的
効
力
を
有
す
る
た
め
に
は
、

国
内
法
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
立
法
の
行
為
を
必
要
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
ま
た
、
条
約
が
立
法
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ

ス
の
法
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
ま
で
、
裁
判
所
は
、
政
府
や
個
人
の
要
請
を
受
け
て
、
そ
の
権
利
や
義
務
の
規
定
を
適
用
す
る
権
限
は

な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
条
約
が
国
内
法
的
効
力
を
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
原
則
と
し
て
、
個
々
の
立
法
に
よ
り
受
容

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
個
別
的
受
容
の
制
度
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
条
約
と
法
律
と
の
内
容
が
衝
突
し
、
そ
の
効
力
関
係

が
問
題
と
な
る
可
能
性
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
律
と
条
約
の
効
力
関
係
を
論
じ
る
必
要
性
が
な
い
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
立
法

化
さ
れ
た
条
約
と
法
律
と
の
規
範
内
容
が
衝
突
す
る
可
能
性
が
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
後
法
優
位
の
原
則

に
従
っ
て
そ
の
優
劣
が
決
定
さ
れ
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
制
度
下
で
は
、
確
か
に
条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
は
問
題
と
な
り
よ
う
が
な
い
が
、
実
質
的
に
は
、
条
約
と

法
律
と
を
同
位
に
お
い
て
い
る
制
度
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
条
約
は
他
の
法
律
と
同
様
に
、
議
会
に
よ
っ
て
そ
の
立
法
化
が
図

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
法
優
位
の
原
則
に
よ
っ
て
両
者
の
効
力
関
係
が
決
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
律
と
条
約
の
い

ず
れ
が
優
位
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
既
存
の
法
律
の
規
範
内
容
と
そ
の
後
に
立
法
化
さ
れ
た
条
約
の
そ
れ
と
が
衝
突
し
た
場

合
、
そ
の
立
法
化
さ
れ
た
条
約
が
優
位
す
る
が
、
立
法
化
さ
れ
て
い
た
条
約
の
規
範
内
容
と
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
法
律
の
そ
れ
と

が
衝
突
し
た
場
合
、
法
律
が
優
位
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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⒝　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
議
会
主
権
の
関
係

　

と
こ
ろ
で
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
同
様
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
影
響
に
よ
り
一
九
九
八
年
人
権
法

︵H
um

an R
ights A

ct 1998

︶
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
議
会
主
権
の
堅
持
、
司
法
権
の
謙
抑
的
態
度
と
い
う
関
係

に
新
た
な
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
動
き
が
議
会
主
権
を
超
え
る
も
の
と
ま
で
は
評
価
で

き
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
残
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
条
約
優
位
と
い
う
考
え
に
結
び
付
く
わ
け
で
は
な
い
。

　

確
か
に
、
一
九
九
八
年
の
人
権
法
の
制
定
に
よ
り
、
そ
の
内
容
に
反
す
る
法
律
の
制
定
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、

従
来
の
議
会
主
権
に
修
正
が
加
え
ら
れ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
修
正
は
、
議
会
自
ら
が
望
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
自
己
拘
束
的

な
も
の
で
あ
る
。
万
能
の
権
限
を
有
す
る
と
い
う
議
会
主
権
の
見
地
か
ら
は
、
主
権
の
一
部
移
譲
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
内
容
の
立
法
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
も
解
さ
れ
よ
う
。

　

ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
で
条
約
が
議
会
主
権
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
次
に
み
る
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
と
同
様
、

条
約
一
般
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
法
の
領
域
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
と
イ
ギ
リ
ス

の
間
の
二
国
間
条
約
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
異
な
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
条
約
を
積
極
的
に
法
律
に
受
容
し
て
い
く
イ
ギ
リ
ス
の
動
き
が
、
条
約
を
法
律
の
優
位
に
考
え
て
い
る
こ

と
の
証
に
は
な
ら
な
い
。
国
際
人
権
条
約
な
ど
条
約
の
影
響
を
受
け
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
の
国
内
法
を
制
定
す
る
こ
と
と
、
そ
う

し
た
条
約
が
国
内
法
に
受
容
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ
が
法
律
に
優
位
す
る
か
は
別
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
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４　

フ
ラ
ン
ス
に
関
す
る
議
論

　

⒜　

条
約
締
結
手
続
と
実
体
的
効
力
関
係

　

こ
こ
ま
で
、
条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
、
同
位
説
を
と
る
と
い
わ
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
判
所
の
立
場
、

お
よ
び
、
条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
を
論
じ
る
必
要
性
の
な
い
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
こ
う
し
た
国
々
の
制
度
は
、
少
な

く
と
も
、
国
際
的
な
動
向
と
し
て
条
約
優
位
説
が
一
般
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

　

だ
が
、
他
方
、
条
約
に
法
律
が
優
位
す
る
と
の
憲
法
上
の
定
め
を
お
い
て
い
る
国
も
存
在
す
る
。
そ
の
代
表
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
に
制
定
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
第
五
共
和
制
憲
法
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
条
約
の
締
結
権
限

︵
交
渉
と
批
准
の
権
限
︶
は
、
大
統
領
に
属
し
て
お
り
︵
五
二
条
︶、
平
和
条
約
や
通
商
条
約
な
ど
一
定
の
条
約
に
つ
い
て
は
、
法
律

に
よ
ら
な
け
れ
ば
批
准
・
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
批
准
法
律
に
従
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
︵
五
三
条
︶。
こ
の
よ
う
に
、

五
三
条
で
は
、
国
内
に
お
い
て
重
要
な
影
響
を
も
つ
条
約
に
対
す
る
国
会
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
条
約
が
国
内
法
的
効
力
を
有
す
た
め
に
は
、
①
適
法
に
批
准
さ
れ
、
承
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
公
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

③
相
手
国
に
よ
る
当
該
条
約
の
適
用
と
い
う
相
互
性
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
、
と
い
う
三
つ
の
手
続
的
要
件
と
、
国
内
に
お

い
て
自
動
執
行
力
を
有
す
る
と
い
う
内
容
的
要
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
定
め
、
さ
ら
に
、
そ
の
場
合
、
当
該
条
約
が
、
法
律
の

権
威
に
優
越
す
る
権
威
を
も
つ
と
定
め
て
い
る
︵
五
五
条
︶。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
行
の
フ
ラ
ン
ス
の
憲
法
に
お
い
て
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
説
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
条
約
優
位
説
は
、
上
記
①
か
ら
③
の
要
件
が
付
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
無
条
件
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
う
ち
、
③
の

相
互
性
の
原
則
は
重
要
な
要
件
で
あ
り
、
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
要
件
の
採
否
や
そ
の
意
味
の
明
確
性
を
巡
っ
て
、
憲
法
制
定
の
審
議
過
程
で
様
々
な
議
論
が
あ
っ

29
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た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、
モ
ロ
ッ
コ
及
び
チ
ュ
ニ
ジ
ア
が
法
律
に
対
す
る
条

約
優
位
の
原
則
の
適
用
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
条
約
は
、
同
条
約
加
盟
国
に
居
住
し
、
か
つ
既
に
兵
役
を
済
ま

せ
た
者
が
他
の
加
盟
国
へ
移
住
し
た
際
に
、
当
該
国
が
新
た
に
兵
役
を
科
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
が
同
国
内
に
居
住
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
に
徴
兵
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

同
様
の
事
情
が
、
日
本
で
は
生
じ
な
い
と
は
い
え
な
い
。
と
り
わ
け
、
条
約
の
相
手
国
が
、
条
約
優
位
の
原
則
を
採
用
し
て
い
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
日
本
が
条
約
優
位
説
を
採
用
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
考
え
て
お
く
べ
き
課
題
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

⒝　

条
約
適
合
性
審
査

　

さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
実
体
的
な
条
約
優
位
を
認
め
る
憲
法
五
五
条
を
実
効
的
に
保
障
す
る
た
め
、
裁
判
所
の
う
ち
、
憲
法

院
、
司
法
裁
判
所
、
行
政
裁
判
所
の
い
ず
れ
が
、
法
律
に
対
す
る
条
約
適
合
性
を
審
査
を
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
長
年
争
わ
れ
て
き

た
。
な
お
、
以
下
に
み
る
判
例
の
流
れ
に
関
す
る
整
理
は
、
日
本
の
研
究
者
に
よ
る
先
行
業
績
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
憲
法
院
が
一
九
七
五
年
一
月
一
五
日
に
初
め
て
、
条
約
違
反
を
理
由
と
す
る
法
律
の
無
効
に
つ
い
て
判
断
を
示

し
た
。
そ
こ
で
、
憲
法
院
は
、
人
工
妊
娠
中
絶
を
許
容
す
る
法
律
が
欧
州
人
権
条
約
に
違
反
す
る
と
の
主
張
に
対
し
て
、
法
律
が
条

約
に
適
合
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
憲
法
院
の
権
限
に
属
し
な
い
と
判
示
し
た
。
端
的
に
い
え
ば
、
憲
法
院
の
審
査
は
、
合0

憲
性

0

0

審
査
に
限
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
他
の
二
つ
の
裁
判
所
が
担
う
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
司
法
裁
判
所
で
あ
る
破

毀
院
は
、
前
述
の
憲
法
院
判
決
か
ら
数
ヵ
月
後
の
一
九
七
五
年
五
月
二
四
日
の
判
決
に
お
い
て
、
従
来
の
立
場
を
覆
し
、
ロ
ー
マ
条
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約
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
後
に
制
定
さ
れ
た
関
税
法
典
の
法
律
の
部
に
お
か
れ
て
い
る
規
定
を
適
用
し
な

か
っ
た
。
他
方
、
行
政
裁
判
所
は
、
当
初
、
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
拒
否
し
て
い
た
が
、
一
九
八
九
年
一
〇
月
二
〇
日
の
判
決

で
、
破
毀
院
と
同
一
の
立
場
を
と
っ
た
。

　

滝
沢
教
授
は
、
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
っ
た
原
因
と
し
て
、﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
権
力
分
立
の
原
理
が
採
用
さ

れ
て
以
来
、
立
法
権
が
執
行
権
お
よ
び
司
法
権
に
優
位
す
る
、
す
な
わ
ち
行
政
裁
判
所
も
司
法
裁
判
所
も
法
律
の
有
効
性
を
統
制
し

な
い
こ
と
を
旨
と
し
て
き
た
。
法
律
の
適
用
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
り
立
法
権
の
意
思
を
否
定
す
る
ほ
ど
の
地
位
を
、
両
裁
判
所
は

到
底
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
立
法
国
家
体
制
と
か
議
会
主
権
と
呼
ば
れ
る
統
治
形
態
で
あ
る
﹂
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
に

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
例
は
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
を
と
る
こ
と
が
、
議
会
主
権
と
の
関
係
で
軋
轢
を
生
じ
さ
せ
、
そ
の
実

体
的
な
効
力
の
確
保
に
裁
判
所
が
躊
躇
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
体
的
な
条
約
優
位
と
そ
の
実
現
を
裁
判
所
が
い

か
に
図
る
か
に
つ
い
て
は
別
問
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
例
は
、
条
約
優
位
説
を
と
る
以
上
、
裁
判
所
に
よ
る
そ

の
実
効
性
の
確
保
に
つ
い
て
ま
で
検
討
す
る
必
要
性
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

５　

小
括

　

法
律
の
規
範
内
容
と
条
約
の
そ
れ
と
が
衝
突
し
た
場
合
、
日
本
の
通
説
は
、
条
約
が
法
律
に
優
先
す
る
も
の
と
解
し
て
い
る
。
だ

が
、
こ
の
通
説
が
提
示
す
る
根
拠
は
、
説
得
力
に
乏
し
い
。
条
約
は
、
内
閣
が
そ
の
締
結
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
国
会
に
お
け
る

そ
の
承
認
要
件
の
厳
格
度
は
、
法
律
の
制
定
の
場
合
に
比
し
て
低
い
。
ま
た
、
国
際
法
規
の
誠
実
な
遵
守
を
定
め
る
規
定
は
、
対
外

的
な
日
本
の
責
任
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
規
の
国
内
法
に
お
け
る
他
の
法
形
式
と
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
で
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は
な
い
。
さ
ら
に
、
条
約
が
国
家
間
の
合
意
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
法
的
特
徴
を
示
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
、
法
律
に
対

す
る
優
位
と
い
う
帰
結
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。

　

比
較
法
的
に
み
て
も
、
条
約
優
位
説
が
一
般
的
と
ま
で
は
い
え
ず
、
各
国
は
複
雑
な
制
度
を
と
っ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で

は
、
法
律
と
条
約
は
同
位
の
関
係
に
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
し
、
イ
ギ
リ
ス
も
、
条
約
の
受
容
に
つ
い
て
法
律
の
制
定
を
要
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
条
約
の
法
律
に
対
す
る
優
位
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
と
等
し
い
。
確
か
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
な
ど
の
優
位
性
を
認
め
る
人
権
法
の
制
定
に
踏
み
切
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
法
律
と
条
約
の
一
般
的
な
効
力
関
係
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
法
と
い
う
特
殊
な
一
部
の
領
域
で
、
条
約
の
優
位
を
議
会
が
受
け
入
れ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
本
稿
の
主
た
る
テ
ー
マ
で
あ
る
条
約
と
国
内
法
の
効
力
関
係
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
旨
の
憲
法
上
の
明
文
を
お
い
て
い
る
。

　

と
す
れ
ば
、
日
本
の
よ
う
に
、
法
律
よ
り
も
条
約
の
方
が
そ
の
成
立
要
件
が
緩
や
か
で
あ
り
、
か
つ
、
条
約
優
位
の
明
文
を
欠
い

て
い
る
と
い
う
法
制
度
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
一
般
的
優
位
性
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
国
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と

の
推
測
が
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
条
約
の
成
立
手
続
の
厳
格
性
と
条
約
優
位
の
実
体
的
要
件
を
欠
い
た
日
本
国
憲

法
に
お
い
て
、
条
約
優
位
が
自
明
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
、
条
約
優
位
説
を
唱
え
る
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
よ

う
に
、
相
互
主
義
の
要
件
設
定
の
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
日
本
で
は
、
条
約
に
対
す
る
法
律
の
適
合
性
と
い
う
形
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
条
約
優
位
を
維
持
す
る
た

め
の
裁
判
的
障
壁
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
も
顧
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
通
説
は
、
憲
法⇒

条
約⇒

法
律
と
い
う
法
の
階
層
性
、

ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
維
持
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
当
然
の
ご
と
く
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

条
約
優
位
説
を
採
用
す
る
た
め
に
は
、
ま
す
ま
す
慎
重
な
検
討
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
国
民
主
権
を
原
則
と
す
る
日
本
国
憲
法
に
あ
っ
て
、
条
約
優
位
を
認
め
る
明
文
が
な
い
以
上
、
法
律
と
条
約
が
同

位
で
あ
る
と
考
え
る
解
釈
を
も
っ
て
妥
当
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
解
釈
は
、
法
律
に
対

す
る
︵
と
り
わ
け
一
部
の
︶
条
約
優
位
を
認
め
る
憲
法
改
正
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ま
た
、
条
約
の
影
響

を
受
け
て
、
憲
法
や
法
律
が
改
正
さ
れ
る
余
地
を
否
定
す
る
も
の
で
も
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
さ
ら
に
、
法
律
に
お
け
る
一
般
法
と
特

別
法
の
関
係
の
よ
う
に
、
法
律
に
よ
っ
て
一
部
の
条
約
に
対
し
て
あ
る
法
律
よ
り
も
優
位
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
現
実
に
は
、
法
律
の
内
容
と
条
約
の
そ
れ
と
が
衝
突
す
る
可
能
性
は
高
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法

律
が
成
立
後
、
そ
の
内
容
と
衝
突
す
る
条
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
条
約
の
締
結
に
あ
た
っ
て
は
、
法
律
と
の
整

合
性
を
事
前
に
確
認
し
、
こ
れ
に
反
す
る
条
約
の
締
結
を
避
け
る
か
、
若
し
く
は
、
そ
の
よ
う
な
条
約
の
締
結
の
必
要
性
が
上
回
る

場
合
に
は
、
当
該
法
律
の
改
正
を
行
っ
て
か
ら
そ
の
条
約
の
締
結
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
前
の
策
が
講
ぜ
ら
れ
ず

に
、
条
約
が
締
結
さ
れ
、
批
准
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
内
容
と
抵
触
す
る
法
律
と
の
効
力
関
係
が
問
題
と
な
る
。

　

ま
た
、
条
約
の
成
立
後
、
そ
の
内
容
と
衝
突
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
効
力
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
う
す

る
と
、
条
約
の
国
内
法
的
実
施
を
無
視
す
る
結
果
を
生
む
可
能
性
が
あ
り
、
国
際
法
上
の
責
任
を
追
及
さ
れ
る
虞
が
あ
る
た
め
、
積

極
的
に
こ
う
し
た
行
為
を
国
家
が
行
う
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。

　　

続
い
て
、
国
際
法
の
う
ち
、
条
約
や
国
際
慣
習
法
と
憲
法
の
国
内
法
的
効
力
関
係
に
つ
い
て
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
憲
法
優
位
説
が
通
説
的
な
見
解
で
あ
り
、
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、
条
約
一
般
の
優
位
性
を
訴
え
る
も
の

は
存
在
し
な
い
が
、
一
部
の
国
際
法
、
た
と
え
ば
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
、
国
家
形
成
的
条
約
、
国
際
人
権
条
約
は
、
憲
法
に
優
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位
す
る
と
主
張
す
る
有
力
な
説
も
存
在
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
妥
当
性
を
個
別
に
検
討
す
る
。

三　

国
際
法
と
憲
法
の
効
力
関
係

　

１　

条
約
と
憲
法
の
効
力
関
係

　

⒜　

条
約
優
位
説
の
根
拠
と
憲
法
優
位
説
の
反
論

　

条
約
と
憲
法
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
憲
法
が
条
約
に
優
先
す
る
と
い
う
見
解
が
現
在
の
通
説
で
あ
る
が
、
か
つ
て
は
、
条
約
の
効

力
が
憲
法
の
そ
れ
に
優
先
す
る
と
主
張
す
る
学
説
も
存
在
し
た
。
そ
こ
で
、
既
に
出
尽
く
し
て
い
る
感
も
あ
る
が
、
条
約
一
般
に
対

し
て
憲
法
に
優
位
す
る
効
力
を
認
め
る
見
解
の
論
拠
と
そ
れ
に
対
す
る
反
論
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

条
約
優
位
説
の
根
拠
と
し
て
は
、
①
九
八
条
二
項
で
は
、
条
約
の
誠
実
な
遵
守
を
求
め
て
お
り
、
憲
法
が
条
約
に
優
先
す
る
と
す

れ
ば
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
、
②
違
憲
審
査
権
に
関
す
る
八
一
条
、
お
よ
び
、
憲
法
の
最
高
法
規
性
に
関
す
る
九
八
条
一
項

で
は
、
条
約
が
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
条
約
優
位
説
が
前
文
第
三
段
で
定
め
る
国
際
協
調
主
義
に
合
致
す
る
こ
と
、
な
ど
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
憲
法
優
位
説
は
、
①
に
対
し
て
、
九
八
条
二
項
は
違
憲
の
条
約
ま
で
も
遵
守
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
規
定
は
、
国
内
法
の
効
力
関
係
を
定
め
た
規
定
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
、
②
に
対
し
て
、

八
一
条
及
び
九
八
条
一
項
は
、
例
示
的
列
挙
に
す
ぎ
ず
、
条
約
も
憲
法
の
最
高
法
規
性
の
例
外
で
は
な
く
、
違
憲
審
査
の
対
象
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
③
に
対
し
て
、
国
際
協
調
主
義
の
規
定
は
、
国
内
法
に
お
け
る
国
際
法
の
法
的
効
力
関
係
を
定
め
た
も
の

で
は
な
い
こ
と
な
ど
と
反
論
し
て
い
る
。
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こ
れ
ら
の
反
論
は
、
概
ね
的
を
射
て
い
る
が
、
若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
。
条
約
の
誠
実
な
遵
守
や
国
際
協
調
主
義
を
定
め
る
規

定
︵
九
八
条
二
項
、
前
文
第
三
段
︶
は
、
国
際
法
の
国
内
法
に
お
け
る
他
の
法
形
式
と
の
効
力
関
係
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
国
際
法
上
の
義
務
を
果
た
す
又
は
国
際
的
な
協
調
を
果
た
す
と
い
う
対
外
的
な
責

任
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
だ
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、
九
八
条
二
項
が
国
内
的
に
も
条
約
の
実
現
を
果
た
す
何
ら
か
の
義
務
を
負
う
と

考
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
条
約
が
憲
法
や
法
律
に
優
位
す
る
と
い
う
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
条
約
に
対
す
る
違
憲
審
査
権
の
行
使
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
見
解
の
当
否
は
措
く
と
し
て
、
そ
も

そ
も
、
条
約
の
国
内
法
的
効
力
に
関
す
る
議
論
と
そ
の
違
憲
審
査
の
対
象
性
に
関
す
る
議
論
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
り
、
違
憲
審

査
の
対
象
に
条
約
が
入
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
体
的
な
効
力
関
係
に
関
す
る
憲
法
優
位
説
も
条
約
優
位
説
も
語
り
う
る
た
め
、

違
憲
審
査
の
対
象
性
の
議
論
が
、
条
約
と
憲
法
の
効
力
関
係
を
決
す
る
論
拠
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
条
約
が
違
憲
審
査
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
条
約
は
、
憲
法
に
劣
位
し
て
い
る
こ
と
を
必
然
的
に
前
提

と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
対
象
性
の
有
無
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
論
理
的
に
は
、
条
約
と
憲
法
の
実
体
的
な
国
内
法
的
効
力
関
係
に
関
す
る
議
論
が
、
違
憲
審
査
の
対
象
性
の

そ
れ
に
先
行
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
憲
法
が
条
約
に
優
位
す
る
と
解
し
た
場
合
で
も
、
そ
の
違
憲
審
査
を
否
定
す
る

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
と
憲
法
の
実
体
的
な
効
力
関
係
か
ら
、
条
約
の
違
憲
審
査
対
象
性
の
有
無
が
必

然
的
に
決
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
の
議
論
は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

⒝　

憲
法
優
位
説
の
積
極
的
論
拠

　

こ
う
し
た
憲
法
優
位
説
の
反
論
は
、
反
論
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
、
自
説
の
積
極
的
論
拠
と
し
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て
語
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
憲
法
優
位
説
は
そ
の
積
極
的
論
拠
と
し
て
、
そ
の
他
に
、
条
約
締
結
権
限
は
憲
法
に
よ
っ
て
認

め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
憲
法
の
効
力
よ
り
も
効
力
が
上
位
に
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
論
理
的
で
な
い
こ
と
、
ま
た
、
憲

法
改
正
手
続
に
比
べ
て
、
条
約
締
結
手
続
は
極
め
て
簡
易
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
前
者
の
主
張
は
、
そ
も
そ
も
、
締
結
権
限
の
法
形
式
の
所
在
︵
妥
当
根
拠
︶
に
関
す
る
問
題
と
、
そ
の
結
果
成
立
し
た

法
形
式
と
の
効
力
関
係
の
問
題
と
を
混
同
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
仮
に
、
こ
う
し
た
主
張
が
正
当
で
あ
る
な
ら
ば
、
条
約
優

位
を
国
際
法
で
規
定
し
な
い
限
り
、
条
約
優
位
説
と
い
う
見
解
は
成
立
し
得
な
い
も
の
と
な
ろ
う
が
、
条
約
優
位
説
を
と
る
と
い
わ

れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
条
約
の
締
結
手
続
と
そ
の
優
位
性
が
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
条
約
制
定
の
妥
当
根

拠
が
憲
法
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
憲
法
が
自
ら
の
効
力
以
上
の
効
力
を
条
約
に
対
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
憲
法
優
位
説
の
積
極
的
論
拠
と
し
て
は
、
憲
法
改
正
手
続
と
条
約
締
結
手
続
の
厳
格
性
の
度
合
い
が
著
し
く
異
な
る

と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
緩
や
か
な
国
会
の
承
認
要
件
の
も
と
で
制
定
さ
れ
る
条
約
に
よ
っ
て
、
硬
性
憲
法
で
あ
る

日
本
国
憲
法
の
改
正
を
実
質
的
に
認
め
る
こ
と
は
、
国
民
の
意
思
、
国
民
主
権
を
軽
視
す
る
こ
と
と
な
り
妥
当
で
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
多
く
の
学
説
も
、
こ
の
点
を
主
た
る
理
由
と
し
て
、
憲
法
優
位
説
を
支
持
し
て
い
る
。

　

な
お
、
平
時
に
あ
っ
て
は
、
条
約
に
よ
る
実
質
的
改
憲
な
ど
は
起
こ
り
得
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
戦
時
な
ど
の
非
常
時
に

あ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
同
盟
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
虞
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。

仮
に
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
条
約
優
位
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
国
民
の
意
思
を
軽
視
・
無
視
し
た
形
で
の
実
質
的
改
憲
を
許
容
す

る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
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⒞　

比
較
法
的
考
察

　

こ
の
よ
う
に
、
条
約
よ
り
も
憲
法
が
優
位
す
る
と
考
え
る
べ
き
最
大
の
根
拠
は
、
憲
法
改
正
手
続
の
厳
格
性
で
あ
る
が
、
そ
の
厳

格
性
が
導
か
れ
る
根
拠
は
、
国
民
主
権
で
あ
る
。
条
約
の
場
合
よ
り
も
憲
法
改
正
の
場
合
の
方
が
、
国
民
の
権
利
や
義
務
へ
の
影
響

が
一
般
的
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
国
民
の
意
思
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

現
実
に
、
憲
法
に
対
す
る
条
約
同
位
説
又
は
優
位
説
を
採
用
し
て
い
る
国
は
若
干
存
在
す
る
が
、
こ
う
し
た
国
で
は
、
国
民
主
権

に
配
慮
し
た
制
度
設
計
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
制
度
を
採
用
す
る
代
表
的
な
国
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
オ
ラ
ン
ダ
が
あ
げ

ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
条
約
同
位
説
と
解
さ
れ
て
い
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
か
ら
み
て
み
る
。

　

①　

オ
ー
ス
ト
リ
ア

　

オ
ー
ス
ト
リ
ア
連
邦
憲
法
で
は
、
憲
法
を
改
正
又
は
補
充
す
る
内
容
を
有
す
る
条
約
の
承
認
に
は
、
憲
法
改
正
と
同
様
の
手
続
が

必
要
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
条
約
の
範
囲
は
、﹁
欧
州
連
合
の
条
約
上
の
基
礎
を
変
更
す
る
条
約
﹂
に
限
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
条
約
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
議
会
に
お
い
て
投
票
総
数
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
が
︵
五
〇
条
四
項
、

四
四
条
三
項
︶、
そ
の
他
の
条
約
の
制
定
手
続
に
対
し
て
は
、
連
邦
法
律
の
立
法
手
続
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
︵
五
〇
条
三
項
、

四
二
条
一
項
か
ら
四
項
︶。

　

そ
の
結
果
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
憲
法
で
は
、
憲
法
改
正
と
同
様
の
手
続
に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
、
成
立
し
た
条
約
の
み
が
憲
法
と
同
一

の
法
的
効
力
を
有
し
、
両
法
形
式
の
効
力
関
係
は
、
後
法
優
位
の
原
則
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
う
し
た
厳
格
な
条
約
制
定
手
続
を
有
し
な
い
日
本
の
憲
法
に
お
け
る
、
憲
法
と
条
約
の
効
力
関
係
に
関
す
る
議
論
で
は
、
こ
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
制
度
が
あ
ま
り
参
考
と
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
憲
法
改
正
と
同
様
の
手
続
を
も
っ
て
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定
め
ら
れ
た
法
規
範
が
、
そ
れ
と
同
一
の
法
的
効
力
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
の
学
説
も
反
対
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

　

②　

オ
ラ
ン
ダ

　

次
に
、
条
約
優
位
説
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
で
も
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
が
、
議
会
に
よ
る
事
前
の
承
認
が
必

要
な
条
約
の
場
合
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
条
約
に
拘
束
さ
れ
な
い
旨
が
定
め
ら
れ
︵
九
一
条
一
項
前
段
︶、
憲
法
と
抵
触
す
る
若
し

く
は
抵
触
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
条
約
の
承
認
に
関
し
て
は
、
両
院
の
投
票
総
数
の
三
分
の
二
の
賛
成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
︵
九
一

条
三
項
︶。
よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
、
条
約
一
般
に
つ
い
て
、
憲
法
に
優
位
す
る
効
力
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
留

意
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
の
例
を
み
て
み
る
と
、
九
一
条
三
項
の
手
続
が
と
ら
れ
た
条
約
は
、
こ
れ
ま
で
四
つ
に

す
ぎ
な
い
と
の
指
摘
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
法
制
度
お
い
て
、
条
約
が
憲
法
に
優
先
す
る
と
解
す
る
の
か
、
同
位
に
あ
る
と
解
す
る
の
か
に
つ
い
て

は
、
論
者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
一
般
的
に
は
、
条
約
が
憲
法
に
優
位
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
厳
格
な
手
続
で
定
め
ら
れ
た
条
約
は
後
の
憲
法
改
正
に
対
し
て
も
優
先
す
る
と
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
点
が

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
か
否
か
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
を
拘
束
す
る
条
約
又
は
国
際
機
構
の
決
議
に
反
す
る
制
定
法

の
規
制
は
適
用
で
き
な
い
と
の
定
め
︵
オ
ラ
ン
ダ
王
国
憲
法
94
条
︶
に
お
け
る
、﹁
制
定
法
﹂
の
解
釈
い
か
ん
に
よ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

仮
に
、
こ
の
﹁
制
定
法
﹂
に
憲
法
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
す
べ
き
こ
と
が
憲
法
上
の
規
範
的
要
請
で
あ
れ
ば
、
憲
法
と
条
約
と
の
関

係
に
お
い
て
、
後
法
優
位
の
原
則
が
働
か
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
確
か
に
オ
ラ
ン
ダ
は
条
約
優
位
説
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
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に
な
る
。
だ
が
、
条
約
と
憲
法
改
正
の
成
立
の
要
件
が
実
質
的
に
等
し
い
︵
一
三
七
条
、
一
三
八
条
︶
こ
と
に
鑑
み
て
、
成
立
し
た

条
約
を
そ
の
後
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
覆
す
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
い
と
解
し
、﹁
制
定
法
﹂
か
ら
憲
法
を
除
く
と
い
う
解
釈
が
で

き
る
と
す
れ
ば
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
も
、
憲
法
と
条
約
が
同
位
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
な
お
、
九
四
条
の
﹁
制
定
法
﹂

に
憲
法
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
九
一
条
三
項
の
承
認
手
続
き
を
と
っ
た
条
約
に
限
り
、
同
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
オ
ラ
ン
ダ
で
も
、
条
約
成
立
手
続
の
厳
格
性
と
無
関
係
に
、
そ
の
国
内
法
的
地
位
が
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
も
オ
ラ
ン
ダ
も
、
憲
法
に
抵
触
す
る
条
約
の
制
定
は
、
憲
法
改
正
と
同
様
の
手
続
を
と
っ
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
条
約
の
改
正
と
い
う
形
式
を
と
り
つ
つ
も
、
実
質
的
に
は
憲
法
改
正
を
行
っ
て
い
る
こ
と
と
等
し
い
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
条
約
の
制
定
は
、
十
分
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
意
思
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
民
主
権
や
国
家
主

権
を
軽
視
し
、
条
約
に
他
の
法
形
式
よ
り
も
優
位
な
地
位
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
手
続
の
厳
格
性
、
国
民
主
権

と
い
う
見
地
か
ら
は
、
憲
法
と
条
約
を
少
な
く
と
も
同
位
に
お
く
こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
オ
ラ
ン
ダ
の
法
制
度
を
憲
法
に
対
す
る
条
約
同
位
を
と
る
も
の
と
し
て
紹
介
す
る
こ
と
は
不
適
切

で
あ
り
、
憲
法
改
正
と
同
様
の
制
定
手
続
を
一
部
の
条
約
に
つ
い
て
認
め
、
そ
の
結
果
、
条
約
を
憲
法
と
同
位
又
は
そ
れ
よ
り
も
優

位
に
お
く
も
の
と
し
て
紹
介
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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③　

Ｅ
Ｕ

　

と
こ
ろ
で
、
条
約
優
位
を
実
現
し
、
国
家
主
権
の
一
部
を
移
譲
し
て
い
る
成
功
？
例
と
し
て
、
欧
州
連
合
法
︵
Ｅ
Ｕ
法
︶
が
し
ば

し
ば
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
、
Ｅ
Ｕ
法
で
は
、
憲
法
を
含
む
国
内
法
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
絶
対
的
優
位
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
は
、
特
殊
な
歴
史
的
、
文
化
的
背
景
の
も
と
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
加
盟
国
は
、
Ｅ
Ｕ
へ

の
加
盟
、
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
法
へ
従
う
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
意
思
、
国
民
の
意
思
│
│
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
求
め
ら
れ
る
国
民

の
意
思
の
程
度
に
は
、
も
ち
ろ
ん
差
異
が
あ
ろ
う
が
│
│
に
も
と
づ
き
決
定
し
て
い
る
。

　

な
お
、
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
欧
州
連
合
の
よ
う
な
機
関
、
ま
た
は
、
世
界
政
府
、
世
界
人
権
機
構
の
よ
う
な
機
関
を
構
築
し
、

そ
こ
で
形
成
さ
れ
た
条
約
に
日
本
が
従
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
機
関
の
構
築
は
、
欧
州
と
歴
史

的
・
文
化
的
背
景
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、
非
現
実
的
で
あ
る
。
仮
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
へ

国
家
主
権
を
移
譲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
思
は
必
要
で
あ
る
。
欧
州
連
合
へ
の
加
盟
は
、
そ
の
よ
う
な
意
思
を
加
盟
国
が

有
し
て
い
る
こ
と
の
顕
れ
で
あ
る
。

　

⒟　

実
践
と
し
て
の
条
約
優
位
説

　

以
上
み
た
よ
う
に
、
条
約
よ
り
も
は
る
か
に
厳
格
な
憲
法
改
正
手
続
を
求
め
て
い
る
日
本
国
憲
法
解
釈
と
し
て
は
、
条
約
に
対
す

る
憲
法
優
位
説
が
妥
当
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
理
論
的
側
面
よ
り
も
、
実
践
的
な
側
面
に
後
押
し
さ
れ
る
形
で
条
約
優
位
説
が
主
張

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

か
つ
て
、
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
国
際
法
優
位
の
一
元
論
を
主
張
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
国
際
法
と
国
内

法
は
一
つ
の
統
一
し
た
法
秩
序
を
な
し
、
両
者
の
優
劣
関
係
を
い
ず
れ
に
解
す
る
こ
と
も
、
認
識
論
上
の
仮
説
と
し
て
成
り
立
ち
う



48巻１号　（2013. ７）　（　　）60

論　　説

る
が
、
自
身
の
倫
理
的
・
政
治
的
価
値
判
断
と
し
て
は
、
国
際
法
を
国
内
法
の
上
位
に
位
置
づ
け
る
国
際
法
優
位
説
を
採
る
と
主
張

し
た
の
で
あ
る
。

　

現
在
で
は
、
歴
史
的
使
命
を
終
え
た
と
も
い
わ
れ
る
一
元
論
、
二
元
論
に
関
す
る
議
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
、

ケ
ル
ゼ
ン
の
主
張
は
、
法
理
論
的
な
主
張
の
衣
を
纏
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
政
治
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当

時
の
ド
イ
ツ
国
内
の
情
勢
を
考
え
る
と
、
国
内
法
秩
序
よ
り
も
国
際
法
秩
序
に
委
ね
る
方
が
、
ド
イ
ツ
の
将
来
、
も
っ
と
い
え
ば
、

ケ
ル
ゼ
ン
自
身
の
身
の
安
全
や
そ
の
将
来
に
と
っ
て
、
賢
明
な
判
断
が
な
さ
れ
得
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
、
日
本
で
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
後
、
日
本
で
も
、
む
し
ろ
条
約
優
位
説
が
多
数
を
占
め
て
い

た
が
、
そ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
与
し
て
い
っ
た
日
本
の
軍
国
主
義
に
対
す
る
反
省
か
ら
、
政
治
的
判
断
を
国
内
法
秩
序
に

の
み
委
ね
る
こ
と
に
対
し
て
懐
疑
心
を
抱
か
せ
、
ま
た
、
国
連
を
中
心
と
す
る
国
際
的
な
法
秩
序
の
形
成
へ
の
期
待
か
ら
、
国
際
法

秩
序
に
国
家
的
な
判
断
の
一
部
を
委
ね
る
方
が
、
妥
当
な
結
果
を
招
く
と
い
う
思
想
的
傾
向
が
生
ま
れ
た
た
め
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
が
暴
走
し
た
場
合
の
安
全
弁
を
国
際
法
秩
序
に
委
ね
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
日
本
で
は
、
条
約
優
位
説
が
、
日
米
安
保
条
約
の
日
本
国
憲
法
に
対
す
る
優
位
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
契

機
と
し
て
、
憲
法
優
位
説
が
平
和
主
義
を
擁
護
す
る
と
い
う
実
践
的
意
味
を
併
せ
て
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
多
数
説
を
占
め
る
よ
う

に
な
っ
た
。
だ
が
、
一
九
七
九
年
に
、
日
本
が
国
際
人
権
規
約
を
批
准
し
、
国
際
人
権
法
が
発
展
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
受
け
て
、
近

年
、
改
め
て
条
約
優
位
説
の
見
直
し
が
始
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
日
本
の
学
説
も
、
か
つ
て
の
ケ

ル
ゼ
ン
と
同
様
、
理
論
的
必
然
性
、
妥
当
性
と
い
う
よ
り
は
、
実
践
的
、
実
際
的
︵practical

︶
な
観
点
か
ら
、
憲
法
優
位
説
又
は

条
約
優
位
説
を
主
張
し
て
い
る
と
も
評
し
得
る
こ
と
に
な
る
。

　

国
家
の
判
断
に
誤
り
が
生
じ
て
い
る
、
ま
た
は
、
生
じ
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
反
省
の
契
機
が
強
い
状
況
下
で
は
、
国
内
法
秩
序
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よ
り
も
国
際
法
秩
序
に
国
家
の
選
択
、
進
路
を
委
ね
よ
う
と
す
る
こ
と
は
自
然
な
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
条
約
優
位
説
が
、
国

家
の
不
安
定
な
状
況
下
で
こ
そ
、
支
持
を
集
め
る
と
い
う
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
国
家
の
暴
走
を
経
験
し
た
日
本
だ
か
ら
こ

そ
、
国
家
の
存
在
や
そ
の
価
値
判
断
に
警
戒
心
を
抱
か
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
歯
止
め
を
か
け
る
装
置
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
こ

と
は
首
肯
で
き
る
。

　

だ
が
、
国
際
社
会
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
国
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
の
集
合
体
で
し
か
な
い
と
い
う
現
実
を
冷
静
に
受
け
止

め
れ
ば
、
国
家
暴
走
の
安
全
弁
が
国
際
法
規
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
国
際
秩
序
は
、
国
内
秩
序
よ
り
も
不
安
定
で

あ
る
こ
と
も
多
々
あ
り
、
条
約
の
内
容
は
、
そ
の
時
々
の
当
事
国
の
力
関
係
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
際
法
規
の
内
容
が
国
内
法
規
の
そ
れ
よ
り
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
保
障
は
な
い
。
さ
ら
に
、
条
約
は
、
経
済
問
題
に
関

す
る
二
国
間
条
約
か
ら
、
多
く
の
国
が
批
准
し
て
い
る
人
権
に
関
す
る
条
約
な
ど
そ
の
形
式
や
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
に
鑑
み

る
と
、
少
な
く
と
も
、
す
べ
て
の
条
約
に
つ
い
て
、
憲
法
に
対
す
る
条
約
優
位
説
を
と
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
極
め
て
問
題
が
あ
る
。

　

結
局
、
憲
法
と
条
約
の
制
定
手
続
の
厳
格
性
が
大
き
く
異
な
る
日
本
国
憲
法
の
解
釈
と
し
て
は
、
条
約
に
対
す
る
憲
法
優
位
説
が

妥
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
な
ど
の
一
部
の
条
約
は
、
憲
法
に
優
位
す
る
と
考
え
る
学
説
も
有
力
に
主
張
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
政
府
も
、
通
常
の
二
国
間
に
お
け
る
政
治
的
、
経
済
的
な
条
約
に
つ
い
て
は
憲
法
が
優
位
す
る
が
、
外
交

官
の
治
外
法
権
の
よ
う
な
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
や
降
伏
文
書
や
平
和
条
約
の
よ
う
な
一
国
の
安
危
に
か
か
わ
る
よ
う
な
問
題
に
関

す
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
条
約
が
優
位
す
る
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
う
し
た
学
説
や
政
府
見
解
の
妥
当

性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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２　

確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
と
憲
法
の
効
力
関
係

　

ま
ず
、
条
約
と
憲
法
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
、
憲
法
優
位
説
を
原
則
と
し
て
妥
当
と
し
つ
つ
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
、
つ
ま
り
、

国
際
慣
習
法
は
憲
法
に
優
位
す
る
と
い
う
説
を
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う
な
学
説
は
、
国
際
慣
習
法
と
そ
れ
を
成
文
化
し
た
条
約
の
い

ず
れ
に
も
そ
の
よ
う
な
効
力
を
認
め
る
見
解
と
、
後
者
に
限
る
見
解
と
に
分
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
主
張
の
根
拠
と
し
て
は
、
国
際
社
会
の
構
成
員
に
よ
っ
て
一
般
に
承
認
さ
れ
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
普
遍

性
を
も
つ
こ
と
、
同
様
に
、
全
世
界
の
大
多
数
の
国
家
に
よ
り
、
か
つ
支
配
的
な
諸
国
家
に
よ
り
拘
束
力
あ
る
も
の
と
し
て
承
認
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
国
際
法
上
、
国
際
慣
習
法
と
条
約
は
同
じ
力
を
も
ち
、
国
家
は
、
特
別
法
優
位
又
は
後
法
優
位
の
原
則
に
従
い
、
国
際

慣
習
法
に
反
す
る
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
に
お
い
て
は
国
際
慣
習
法
が
条
約
に
優
る
力

を
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
説
明
す
る
の
は
容
易
で
な
い
、
と
い
う
正
当
な
指
摘
が
あ
る
。
日
本
の
国
内
法
の
規
定
に
お
い
て
、
国
際
慣

習
法
を
優
位
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
解
釈
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
国
際
慣
習
法
の
内
容
の
妥
当
性
、
正
当
性
を
理
由
と
し
て
、
憲
法
に
対
す
る
優
位
を
主
張
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
法

形
式
間
の
効
力
関
係
は
、
国
民
主
権
を
反
映
し
た
手
続
の
厳
格
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
際

慣
習
法
は
、
国
会
承
認
条
約
と
異
な
り
、
国
会
で
の
承
認
さ
え
も
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
慣
習
法
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
の
効
力
は
憲
法
に
劣
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　　

３　

国
家
形
成
的
条
約
と
憲
法
の
効
力
関
係

　

条
約
に
対
し
て
は
憲
法
優
位
が
妥
当
で
あ
る
と
解
し
つ
つ
も
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
よ
う
な
国
家
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形
成
的
な
基
本
条
約
に
限
っ
て
は
、
憲
法
に
優
越
す
る
効
力
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
芦
部
教
授
は
、
憲
法
と
条
約
一
般
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
優
位
説
が
正
当
と
し
つ
つ
も
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
よ
う

な
降
伏
に
関
す
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に
条
約
優
位
説
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
主
張
の
要
諦
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
っ
て
日
本
国
憲
法
に
お
け
る
国
民
主
権
主
義
が
確
立
し
た
た
め
︵
八

月
革
命
説
︶、
前
者
を
優
位
と
考
え
な
け
れ
ば
、
こ
れ
と
矛
盾
し
た
明
治
憲
法
の
内
容
か
ら
の
国
体
の
変
革
を
説
明
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
改
正
限
界
論
を

前
提
と
し
て
、
現
行
憲
法
を
有
効
と
考
え
る
理
論
的
根
拠
を
八
月
革
命
説
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　

ま
た
、
憲
法
改
正
無
限
界
論
に
よ
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
が
国
民
主
権
主
義
を
採
用
す
る
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
主
権
主
義
を
採
用
し
て
い
る
明
治
憲
法
に
お
い
て
、
国
家
自
ら
が
そ
の
国
体
︵
明
治
憲
法
︶
の
放
棄
と
新

た
な
国
体
の
受
け
入
れ
を
認
め
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
条
約
優
位
説
に
依
拠
せ
ず
と
も
、
日
本
国
憲
法
の

有
効
性
が
説
明
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
問
題
は
、
明
治
憲
法
と
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
の
規
範
内
容
の
衝
突
を
い
か
に
説
明
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
明
治
憲
法

か
ら
日
本
国
憲
法
へ
の
移
行
と
後
者
の
有
効
性
に
つ
い
て
、
国
際
法
優
位
説
に
依
拠
せ
ず
に
説
明
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て
条

約
優
位
説
を
と
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
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４　

国
際
人
権
条
約
と
憲
法
の
効
力
関
係

　

⒜　

国
際
人
権
条
約
の
普
遍
性

　

さ
ら
に
、
近
年
に
お
け
る
国
際
人
権
規
約
の
よ
う
な
国
際
的
な
人
権
保
障
の
発
展
に
鑑
み
て
、
そ
う
し
た
国
際
人
権
条
約
は
憲
法

に
優
位
す
る
効
力
を
例
外
的
に
認
め
る
と
い
う
説
も
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
国
際
人
権
条
約
の
発
展
と
い
う
事

実
か
ら
、
そ
の
憲
法
に
対
す
る
優
位
を
直
ち
に
帰
結
さ
せ
る
見
解
は
少
な
い
。

　

こ
う
し
た
見
解
に
対
し
て
、
佐
藤
教
授
は
、
一
九
七
六
年
に
発
行
し
た
国
際
人
権
規
約
の
う
ち
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関

す
る
国
際
規
約
二
〇
条
︵
戦
争
宣
伝
及
び
差
別
等
の
扇
動
禁
止
︶
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
二
一
条
に
照
ら
し
て
極
め
て
問
題
と
思

わ
れ
る
規
定
も
あ
る
た
め
、
特
定
の
条
約
を
類
型
的
に
、
憲
法
と
同
等
又
は
そ
れ
以
上
の
効
力
を
も
つ
と
み
る
こ
と
に
は
、
抵
抗
感

の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
抵
抗
感
の
な
い
条
約
で
あ
れ
ば
、
条
約
優
位
説
も
妥
当
と
解
す
る
か
の
よ
う
な
反
論
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
、
憲
法
と
条
約
の
内
容
が
抵
触
し
な
い
の
で
あ
り
、
両
者
の
効
力
関
係
を
論
じ
る
実
益
が

な
い
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
佐
藤
教
授
の
見
解
は
、
人
権
条
約
よ
り
も
憲
法
優
位
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
を
差
し
置
い
た
と
し
て
も
、
条
約
と
他
の
国
内
法
と
の
効
力
関
係
を
論
じ
る
際
に
、
そ
の
内
容
の
実
体
的
妥
当
性
を
顧
慮

す
る
国
際
人
権
条
約
優
位
説
は
妥
当
で
な
い
。
こ
の
説
は
、
条
約
内
容
の
妥
当
性
、
普
遍
的
価
値
を
訴
え
、
そ
の
優
位
性
を
導
い
て

い
る
。
だ
が
、
国
内
法
的
効
力
関
係
は
、
基
本
的
に
、
そ
の
手
続
の
厳
格
性
の
程
度
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

憲
法
と
法
律
の
効
力
関
係
、
条
約
と
法
律
の
効
力
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
の
妥
当
性
を
検
討
す
る
こ
と
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
憲
法
と
国
際
法
の
効
力
関
係
を
論
じ
る
場
合
の
み
、
そ
の
内
容
の
妥
当
性
を
持
ち
出
す
の
は
、
一
貫
性
が
な
い
様
に
思
わ
れ
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る
。

　

ま
た
、
い
か
な
る
条
約
内
容
も
永
久
に
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
価
値
相
対
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
内
容
の

妥
当
性
を
主
張
す
る
見
解
は
直
ち
に
疑
問
と
な
る
。
普
遍
的
と
い
わ
れ
る
条
約
が
、
そ
の
後
の
い
か
な
る
時
代
を
も
超
え
て
普
遍
的

で
あ
る
か
は
、
そ
の
後
の
英
知
、
国
民
の
意
思
に
委
ね
る
し
か
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
仮
に
、
国
際
人
権
条
約
が
憲
法
に
優
位
す
る
と
解
し
た
場
合
、
そ
の
範
囲
は
不
明
確
で
あ
り
、
実
際
、
そ
の
範
囲
を
認

定
す
る
機
関
は
、
国
会
で
あ
る
の
か
、
内
閣
で
あ
る
の
か
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

⒝　

国
際
人
権
規
約
違
反
と
上
告
理
由
該
当
性

　

国
際
人
権
条
約
を
憲
法
よ
り
優
位
に
お
く
と
い
う
主
張
で
は
な
く
、
法
律
上
、
両
者
を
同
等
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が

一
部
の
学
説
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
刑
事
事
件
に
お
け
る
上
告
、
特
別
抗
告
の
事
由
が
、
憲
法
違
反
、
判
例
違

反
に
限
ら
れ
︵
刑
訴
法
四
〇
五
条
、
四
三
三
条
︶、
民
事
事
件
に
お
け
る
特
別
上
告
、
特
別
抗
告
の
事
由
も
、
憲
法
問
題
に
限
ら
れ

て
い
る
た
め
︵
民
訴
法
三
二
七
条
一
項
、
三
三
六
条
一
項
︶、
批
准
さ
れ
た
国
際
人
権
条
約
違
反
が
あ
っ
た
場
合
で
も
、
上
告
で
き

な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
高
裁
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
を
文
言
通
り
と
ら
え
、
国
際
人
権
規
約
違
反
の
主
張
は
﹁
単
な
る
法
令
違
背
﹂
に
す
ぎ
な
い
と
判
示

し
て
い
る
︵
た
と
え
ば
、
最
判
昭
和
五
六
・
一
一
・
五
裁
刑
二
二
九
号
一
八
一
頁
︶。
そ
こ
で
、
同
条
の
解
釈
に
つ
い
て
、
伊
藤
教

授
は
、﹁
少
な
く
と
も
国
際
人
権
規
約
の
よ
う
な
世
界
的
な
効
力
を
も
つ
条
約
は
確
立
し
た
国
際
法
規
で
も
あ
り
、
い
っ
そ
う
憲
法

に
近
似
し
た
効
力
が
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
の
論
理
が
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
﹂
と
主
張
し
て
い
る
。

　

こ
の
説
は
、
特
定
の
法
律
上
の
解
釈
に
お
い
て
、
同
規
約
を
憲
法
と
同
様
に
扱
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
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法
的
効
力
関
係
を
問
題
と
し
、
国
際
人
権
規
約
を
憲
法
よ
り
も
優
位
に
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
学
説

を
国
際
法
優
位
説
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
論
稿
も
散
見
さ
れ
る
が
、
妥
当
で
な
い
。

　

な
お
、
憲
法
解
釈
の
際
に
条
約
適
合
的
な
選
択
を
し
な
い
こ
と
が
九
八
条
二
項
違
反
と
な
る
と
考
え
る
学
説
に
よ
れ
ば
、
憲
法
違

反
を
理
由
と
し
て
上
告
理
由
に
該
当
す
る
│
│
よ
っ
て
、
前
述
の
見
解
と
異
な
り
、
国
際
人
権
規
約
に
限
り
、
訴
訟
法
の
上
告
理
由

と
し
て
憲
法
と
同
様
の
効
力
を
認
め
る
べ
き
と
い
う
主
張
を
す
る
必
要
が
な
い
│
│
と
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
、

九
八
条
二
項
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
対
外
的
な
国
際
法
の
遵
守
を
定
め
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
憲
法
の
解
釈
に
お
い

て
、
国
際
法
に
拘
束
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
国
家
に
求
め
て
い
る
規
定
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
解
釈
は
、
憲
法
優
位
説
を
と
る
通
説
的
な
理
解
に
混
乱
を
も
た
ら
す
虞
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
条

約
適
合
的
な
選
択
を
し
な
い
憲
法
解
釈
も
、
九
八
条
二
項
を
除
く
他
の
憲
法
規
定
に
反
す
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実

体
的
な
憲
法
規
範
に
は
適
合
的
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
九
八
条
二
項
違
反
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
、
憲
法
優
位
説
を
否

定
す
る
場
面
を
肯
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
仮
に
、
こ
の
学
説
に
依
拠
し
た
場
合
、
法
律
解
釈
の
際
に
条
約
適
合
的
な
選
択
を
し
な
い
こ
と
も
九
八
条
二
項
違
反
に

な
る
と
考
え
る
の
が
論
理
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
、
同
様
に
、
憲
法
の
最
高
規
範
性
の
趣
旨
に
悖
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
の
解
釈
が
実
体
的
な
憲
法
に
適
合
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
条
約
適
合
的

な
選
択
を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
憲
法
九
八
条
二
項
違
反
を
肯
定
す
る
こ
と
は
、
実
体
的
な
憲
法
よ
り
も
条
約
を
優
先
す
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
憲
法
の
条
約
適
合
的
解
釈
を
法
的
拘
束
的
な
も
の
と
考
え
な
い
見
解
が
妥
当
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
立
場
は
、
条
約
が

憲
法
の
規
範
的
内
容
を
豊
か
に
す
る
機
能
を
有
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
、
も
ち
ろ
ん
な
い
。
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５　

小
括

　

憲
法
の
規
範
内
容
と
国
際
法
の
そ
れ
と
が
衝
突
し
た
場
合
に
は
、
例
外
な
く
、
憲
法
が
優
位
す
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

そ
の
決
定
的
な
理
由
は
、
憲
法
改
正
手
続
の
厳
格
性
︵
九
六
条
︶、
つ
ま
り
、
国
民
の
意
思
の
重
視
と
い
う
点
に
あ
る
。
国
会
で
の

成
立
要
件
の
厳
格
度
が
高
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
国
民
の
意
思
を
重
く
み
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
部
の
条
約
は
憲

法
に
優
位
す
る
と
解
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。

　

国
家
形
成
的
条
約
が
憲
法
に
優
位
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
は
、
こ
の
条
約
を
優
位
と
解
さ
な
け
れ
ば
、
国
民
主
権
を
基
調

と
す
る
日
本
国
憲
法
へ
の
国
体
の
変
化
に
つ
い
て
説
明
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
説
が
前
提
と
す
る
憲
法
改

正
限
界
論
と
八
月
革
命
説
自
体
を
再
考
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
国
際
慣
習
法
が
憲
法
に
優
位
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
は
、
国
際
法
の
優
劣
関
係
に
お
い
て
条
約
と
国
際
慣
習
法
の

区
別
を
し
て
い
な
い
こ
と
、
国
内
法
に
お
い
て
も
両
者
の
効
力
を
区
別
す
る
根
拠
の
な
い
こ
と
、
国
会
承
認
条
約
と
異
な
り
国
会
の

承
認
す
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
妥
当
で
な
い
。

　

さ
ら
に
、
国
際
人
権
条
約
が
憲
法
に
優
位
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
は
、
そ
の
内
容
の
普
遍
性
を
理
由
と
し
て
い
る
た
め

妥
当
で
な
い
。
普
遍
性
を
認
め
る
こ
と
が
、
価
値
相
対
主
義
、
民
主
主
義
の
理
念
に
合
致
し
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
そ
の
内
容
の

恒
久
的
価
値
や
普
遍
性
を
根
拠
と
し
て
法
形
式
間
の
効
力
関
係
が
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
法
律
、
条
約
、
憲
法
な
ど
の
法
形
式
間
の
効
力
関
係
は
、
制
定
手
続
の
厳
格
性
な
ど
、
実
体
的
価
値
か
ら
は
離

れ
た
、
形
式
的
な
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
制
定
手
続
の
厳
格
性
は
、
主
権
者
の
意
思
の
尊
重
の
度

合
い
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
に
対
す
る
条
約
優
位
又
は
同
位
と
解
さ
れ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
や
オ
ー
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ス
ト
ラ
リ
ア
の
憲
法
で
も
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
意
思
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
、
条
約
に
そ
の
よ
う
な
効
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
憲
法
改
正
と
同
様
の
手
続
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

四　

結
語

　

１　

法
律
・
憲
法
に
対
す
る
条
約
優
位
説
の
不
当
性

　

法
律
の
規
範
内
容
と
条
約
の
そ
れ
と
が
衝
突
し
た
場
合
、
条
約
が
優
位
す
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解

に
は
説
得
的
な
論
拠
が
欠
け
て
い
る
。
国
際
協
調
主
義
な
ど
の
規
定
は
、
国
際
社
会
へ
の
協
調
や
対
外
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
を
理

念
的
に
唱
え
た
も
の
で
あ
り
、
国
内
法
の
法
形
式
間
の
優
劣
関
係
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
た
め
、
条
約
優
位
の
根
拠
と

は
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
日
本
国
憲
法
で
は
、
条
約
よ
り
も
法
律
の
方
が
そ
の
成
立
要
件
が
厳
格
で
あ
る
う
え
に
、
条
約
優
位
を
謳
っ
て
い
る
条
文

も
存
在
し
な
い
。
通
説
が
憲
法
に
対
す
る
条
約
優
位
を
認
め
な
い
根
拠
と
し
て
憲
法
改
正
手
続
の
厳
格
性
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
法
律

に
対
す
る
条
約
優
位
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
、
条
約
手
続
の
非
厳
格
性
に
つ
い
て
軽
視
し
て
い
る
こ
と
は
、
論
理
的
一
貫
性
を
欠
い

て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
条
約
は
、
国
際
的
動
向
や
相
手
国
と
の
力
関
係
で
そ
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
外
交
上
の
妥
協
的
産
物
で
あ
る
こ
と
も
多

い
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
安
易
に
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
を
唱
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

　

他
方
、
憲
法
の
規
範
内
容
と
条
約
の
そ
れ
と
が
衝
突
し
た
場
合
、
憲
法
が
優
位
す
る
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
両
法
形
式
の

成
立
要
件
の
厳
格
性
を
比
較
す
る
と
、
こ
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
。
だ
が
、
一
部
の
条
約
、
す
な
わ
ち
、
国
家
形
成
的
条
約
、
国
際
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慣
習
法
、
国
際
人
権
条
約
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
対
す
る
優
位
を
主
張
す
る
説
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

国
際
慣
習
法
を
憲
法
に
優
位
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
内
法
で
そ
の
よ
う
な
定
め
が
な
く
、
か
つ
、
条
約
と
国
際
慣
習
法
の
国
際
法
上

の
地
位
が
異
な
ら
な
い
こ
と
に
鑑
み
る
と
困
難
で
あ
る
。
比
較
法
的
に
み
て
も
、
国
際
慣
習
法
を
憲
法
よ
り
も
優
位
に
お
く
国
は
ほ

と
ん
ど
存
在
し
な
い
。

　

ま
た
、
国
家
形
成
的
条
約
が
憲
法
に
優
位
す
る
と
い
う
見
解
は
、
国
家
形
成
の
根
拠
が
条
約
に
あ
る
限
り
、
そ
れ
を
優
位
と
認
め

ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
憲
法
改
正
に
つ
い
て
無
限
界
説
を
と
れ
ば
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
限
界
説
を
前
提
と

し
て
も
、
八
月
革
命
説
を
と
ら
な
け
れ
ば
そ
の
必
要
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
国
際
人
権
条
約
も
、
そ
の
内
容
の
妥
当
性
を
考
慮
し
て
憲
法
に
優
位
す
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
法
形
式
間
の

一
般
的
な
優
劣
関
係
を
決
す
る
際
に
、
法
規
範
の
内
容
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
権
の
尊
重
が
普
遍
的
な
価
値
で
あ
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
人
権
の
内
容
に
国
際
的
な
一
致
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
が
普
遍
的

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
何
よ
り
も
、
条
約
に
比
し
て
、
憲
法
改
正
手
続
が
極
め
て
厳
格
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
憲
法
に
対
す
る
条
約
優
位

説
は
、
そ
の
条
約
の
範
囲
を
い
か
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
受
け
入
れ
難
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
制
定
手
続
は
、

国
民
の
意
思
の
尊
重
の
度
合
い
を
反
映
さ
せ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
相
対
的
に
成
立
要
件
の
緩
や
か
な
条
約
を
憲
法
よ
り
も
優
位

す
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
意
思
を
軽
視
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
法
形
式
間
の
効
力
関
係
は
、
そ
の
制
定
手
続
面
の
厳
格
性
を
基
本
と
し
て
決
定
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

条
約
と
法
律
の
規
範
内
容
が
衝
突
し
た
場
合
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
位
と
解
し
、
後
法
優
位
の
原
則
に
従
っ
て
処
理
す
る
の

が
妥
当
で
あ
る
。
ま
た
、
条
約
と
憲
法
の
規
範
内
容
が
衝
突
し
た
場
合
の
効
力
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
優
位
と
解
す
る
の
が
妥
当
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で
あ
る
。

　

２　

残
さ
れ
た
課
題

　

⒜　

優
位
・
劣
位
・
同
位
の
判
断
指
標

　

法
形
式
間
の
国
内
法
的
効
力
に
つ
い
て
は
、
優
位
に
あ
る
の
か
、
同
位
に
あ
る
の
か
、
劣
位
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
三
つ
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
法
形
式
が
他
の
法
形
式
よ
り
も
劣
位
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

上
位
規
範
に
反
す
る
規
定
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、
定
め
た
と
し
て
も
そ
の
効
力
は
な
い
。
二
つ
の
法
形
式
が
同

位
で
あ
れ
ば
、
後
法
は
前
法
に
優
位
す
る
と
い
う
原
則
が
妥
当
す
る
。
つ
ま
り
、
両
規
範
の
内
容
が
衝
突
し
た
場
合
、
後
法
が
優
位

す
る
。
最
後
に
、
あ
る
法
形
式
が
他
の
法
形
式
よ
り
も
優
位
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
下
位
規
範
を
無
視
し
て
、
当
該
法
規
定
を
制

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
従
来
、
劣
位
・
同
位
・
優
位
の
判
断
の
基
軸
と
な
る
指
標
が
あ
ま
り
明
確
で
は
な
く
、
安
易
に
、
法
律
に
対
す
る
条

約
優
位
説
を
導
い
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
条
約
に
対
す
る
憲
法
優
位
説
は
妥
当
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
と
法
律
に
対
す

る
条
約
優
位
説
の
そ
れ
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
、
十
分
に
意
が
払
わ
れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。

　

憶
測
の
域
を
出
な
い
が
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
日
本
に
お
い
て
、
条
約
優
位
説
が
圧
倒
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
の
は
、
敗

戦
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
よ
っ
て
国
家
と
国
民
の
判
断
の
誤
り
を
直
視
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
精
神
的
痛
み
と
、
島

国
で
あ
る
が
ゆ
え
に
抱
く
外
国
の
も
の
に
対
す
る
憧
憬
に
起
因
す
る
﹁
外
国
の
も
の
は
正
し
い
﹂
と
い
う
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
が
、
潜
在

的
に
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
説
が
正
当
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
、
両
法
形
式
の
優
劣
関
係
を
同
位
と
解
す
る
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こ
と
の
不
当
性
は
論
証
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
例
で
も
示
唆
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
法
形
式
間
の
優
劣
・
同
位
関
係
は
、
基
本
的
に
、
制
定
手
続
の
厳
格
性
の
度
合
い
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

法
律
と
条
約
を
同
位
と
解
し
、
憲
法
が
条
約
に
優
先
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
な
は
ず
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
制
定
手
続
の
厳
格
性
と
は
、
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
点
、
ま
た
、
こ
の
点
以
外
に
法
形
式

間
の
効
力
関
係
を
決
定
す
る
要
素
と
し
て
必
要
な
も
の
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

⒝　

優
位
性
の
要
件

　

仮
に
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
を
主
張
す
る
と
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
第
五
共
和
制
憲
法
五
五
条
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
要
件

を
付
す
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
を
定
め
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
五
五
条

で
は
、
そ
の
要
件
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
相
互
性
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
と

り
わ
け
、
相
手
当
事
国
が
条
約
優
位
説
の
国
内
法
制
を
と
っ
て
い
な
い
場
合
に
ま
で
、
条
約
優
位
説
に
固
執
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
、
多
国
籍
条
約
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
各
国
の
国
内
法
制
に
応
じ
て
条
約
優
位
説
を
相
対
的
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
な
ど

の
点
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
も
検
討
し
て
お
く
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
山
本
教
授
は
、
条
約
と
法
律
と
の
関
係
で
義
務
の
抵
触
が
今
後
ま
す
ま
す
日
常
的
に
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
状
況
で
、

条
約
の
定
め
る
義
務
の
性
質
を
分
類
し
、
そ
の
違
反
・
不
履
行
に
伴
い
国
家
責
任
が
追
及
さ
れ
る
可
能
性
の
有
無
を
具
体
的
に
点
検

す
る
こ
と
と
同
時
に
、
法
律
に
対
す
る
条
約
の
絶
対
的
優
位
の
原
則
を
点
検
し
て
、
条
約
の
内
容
に
よ
り
そ
の
国
内
法
的
効
力
を
分

類
す
る
こ
と
︵
法
律
と
の
同
等
又
は
優
劣
︶
な
ど
、
国
内
法
制
に
対
す
る
加
重
な
負
担
を
回
避
す
る
た
め
の
立
法
上
の
方
針
を
確
立

す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
条
約
の
内
容
に
よ
り
国
内
法
に
お
け
る
効
力
関
係
を
決
定
し
て
良
い
か
に
つ
い
て
は

74
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疑
問
も
残
る
が
、
法
律
に
対
す
る
条
約
の
優
位
を
疑
問
視
し
、
こ
れ
を
再
考
す
る
際
の
要
件
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
参
考
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
仮
に
、
憲
法
に
対
す
る
一
部
条
約
の
優
位
説
を
採
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
手
続
、
判
断
主
体
な
ど
に
つ
い
て
も
明
確

化
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
国
内
に
お
い
て
政
府
が
、
憲
法
と
条
約
の
い
ず
れ
の
法
形
式
を
優
先
的
に
適
用
・
執
行
す
る

の
か
判
断
で
き
な
く
な
り
、
実
務
的
な
混
乱
が
生
じ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

⒞　

制
度
的
担
保

　

さ
ら
に
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
効
力
関
係
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
効
力
関
係
を
裁
判
所
が
い
か
に
確
保
で
き
る
か

と
い
う
点
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
実
体
的
効
力
関
係
の
問
題
と
そ
れ
を
担
保
す
る
制
度
の
そ
れ
と
は
別
次
元
の
問
題
で
は
あ
る

が
、
後
者
の
存
在
が
な
け
れ
ば
前
者
は
画
餅
に
帰
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
の
明
文
を
憲
法
上
有
し
な
が
ら
も
、
し
ば
ら

く
の
間
、
行
政
裁
判
所
は
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
看
取
で
き
る
。
と
も
あ
れ
、
日
本
で
は
、
裁
判

所
に
よ
る
法
律
に
対
す
る
実
体
的
に
条
約
適
合
性
審
査
を
肯
定
す
る
の
が
通
説
な
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
条
約
優
位
説
を
と
る
こ
と
に

対
し
て
、
よ
り
慎
重
な
検
討
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
、
法
律
の
条
約
適
合
性
を
肯
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
国
内
の
裁
判
官
が
条
約
解
釈
を
行
う
こ
と
の
妥
当
性
や
そ
の
手

法
、
審
査
の
厳
格
性
、
条
約
違
反
と
さ
れ
た
法
律
の
効
力
な
ど
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

３　

根
本
的
な
選
択
│
│
国
民
主
権
・
国
家
主
権
と
国
際
主
義
の
相
克

　

条
約
と
他
の
法
形
式
と
の
効
力
関
係
の
選
択
は
、
根
本
的
に
は
、
国
民
主
権
・
国
家
主
権
と
国
際
主
義
の
い
ず
れ
を
優
先
す
べ
き
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か
に
つ
い
て
の
価
値
判
断
で
あ
る
と
い
う
側
面
を
有
し
て
い
る
。
様
々
な
側
面
に
お
け
る
国
際
化
が
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
る
コ
ス

マ
ポ
リ
タ
ン
的
な
思
考
の
論
者
は
、
国
民
主
権
・
国
家
主
権
よ
り
も
国
際
主
義
を
重
ん
じ
る
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、
両
者
は
必
ず
し

も
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
国
民
の
意
思
に
よ
っ
て
、
国
際
主
義
を
選
択
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
民
主
権
を
軽
視
し

て
、
国
際
主
義
を
優
先
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
日
本
の
憲
法
に
お
い
て
、
条
約
優
位
説
を
唱
え
る
こ
と
は
、
そ
の
制
定
手
続
の
相
対
的
非
厳
格
性
に
鑑
み
る
と
、
国
民
主

権
・
国
家
主
権
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
危
険
性
が
あ
る
。
法
形
式
の
制
定
手
続
の
厳
格
性
は
、
国
民
主
権
の
重
要
性
を
反
映
さ
せ
た

も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
国
内
法
的
地
位
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
で
は
、
条
約
の
成
立
は
、

法
律
の
そ
れ
に
比
し
て
厳
格
な
手
続
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
、
国
民
主
権
や

国
家
主
権
の
理
念
が
国
際
協
調
主
義
に
優
先
す
る
と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
い
。
さ
ら
に
、
国
民
の
意
思
が
誤
る
危
険
性
が
な
い
と
は

い
え
な
い
が
、
そ
の
危
険
性
よ
り
も
、
国
際
社
会
の
意
思
が
誤
る
危
険
性
の
方
が
低
い
と
も
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

確
か
に
、
国
際
的
動
向
や
そ
の
思
考
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
法
領
域
で
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
あ
る
国

際
的
動
向
が
、
憲
法
や
法
律
な
ど
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
現
実
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
際
人
権
法
の
発
展
は

め
ざ
ま
し
く
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
法
制
度
に
取
り
込
も
う
と
す
る
研
究
成
果
も
数
多
く
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
う
し
た
条
約

の
内
容
を
立
法
又
は
憲
法
に
取
り
込
む
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
、
現
行
の
日
本
国
憲
法
の
解
釈
論
と
し
て
、
条
約
一
般
に
法
律
に
対
す
る
優
位
又
は
一
部
条
約
に
憲
法
に

対
す
る
優
位
を
認
め
る
こ
と
と
は
別
問
題
で
あ
る
。
条
約
優
位
の
効
力
を
認
め
る
た
め
に
は
、
憲
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
際
に
は
、
す
べ
て
の
条
約
が
憲
法
又
は
法
律
に
優
位
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
か
、
優
位
を
認
め
る
場
合
の
要
件
を
い
か
に
設
定

す
る
の
か
、
な
ど
の
点
に
つ
い
て
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
法
形
式
間
の
実
体
的
優
劣
関
係
に
関
す
る
効
力
が
認

75
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め
ら
れ
る
た
め
の
要
件
、
制
定
手
続
に
つ
い
て
、
相
互
に
整
合
性
が
図
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
作
業
に
は
、
国
民
主
権
・
国
家
主
権
と
国
際
主
義
と
い
う
両
価
値
の
実
現
と
調
整
を
い
か
に
図
る
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
横
た

わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　注
︵
1
︶  

山
元
草
二
﹃
国
際
法
︵
新
版
︶﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
︶
八
六
～
八
七
頁
。

 
 

国
内
法
の
条
約
手
続
違
反
に
つ
い
て
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
四
六
条
は
、
条
約
締
結
権
限
に
関
す
る
国
内
法
違
反
が
明
白

か
つ
基
本
的
に
重
要
な
規
定
に
か
か
わ
る
も
の
で
な
い
限
り
、
条
約
の
無
効
を
申
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
定
め
て
い
る
。

︵
2
︶  

通
常
、
国
際
法
が
国
内
的
効
力
を
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
国
内
適
用
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
、
国
際
法
と
国
内
法
の
効
力
関
係

の
問
題
が
先
鋭
化
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
国
際
法
が
国
内
法
の
解
釈
基
準
と
な
る

か
否
か
と
い
う
点
を
決
す
る
た
め
に
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の
効
力
関
係
を
論
じ
る
必
要
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︵
内
野
正
幸
﹃
憲
法

解
釈
の
論
点
︹
第
四
版
︺﹄︵
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
︶
一
九
七
頁
を
参
照
︶。
そ
れ
ゆ
え
、
国
際
法
の
国
内
適
用
可
能
性
の
議
論
に

つ
い
て
は
あ
え
て
ふ
れ
な
い
こ
と
と
す
る
︵
国
際
法
の
国
内
法
的
効
力
に
関
す
る
議
論
と
国
内
適
用
可
能
性
に
関
す
る
そ
れ
と
は
、
次
元

が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
岩
沢
雄
司
﹃
講
義
国
際
法
︹
第
二
版
︺﹄︵
小
寺
彰
・
岩
沢
雄
司
・
森
田
章
夫
編
︶︵
有
斐
閣
、

二
〇
一
〇
年
︶
一
一
四
～
一
一
五
頁
を
参
照
︶。

︵
3
︶  

国
会
の
承
認
を
要
す
る
条
約
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
七
二
回
国
会
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
︵
昭
和
四
九
年
二
月

二
〇
日
︶
に
お
い
て
、
当
時
の
大
平
正
芳
外
務
大
臣
が
政
府
統
一
見
解
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、︵
イ
︶
法
律
事
項
を
含
む
国
際
約
束
、︵
ロ
︶

財
政
事
項
を
含
む
国
際
約
束
、︵
ハ
︶
わ
が
国
と
相
手
国
と
の
間
、
あ
る
い
は
国
家
間
一
般
の
基
本
的
な
関
係
を
法
的
に
規
定
す
る
と
い

う
意
味
に
お
い
て
政
治
的
に
重
要
な
国
際
約
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
発
効
の
た
め
に
批
准
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
に
つ
い
て
国

会
の
承
認
を
要
す
る
が
、︵
イ
︶
す
で
に
国
会
の
承
認
を
経
た
条
約
の
範
囲
内
で
実
施
し
う
る
国
際
約
束
、︵
ロ
︶
す
で
に
国
会
の
議
決
を

経
た
予
算
の
範
囲
内
で
実
施
し
う
る
国
際
約
束
、︵
ロ
︶
国
会
の
範
囲
内
で
実
施
し
う
る
国
際
約
束
、
に
つ
い
て
は
国
会
の
承
認
を
要
し

な
い
と
い
う
。︵
ハ
︶
で
批
准
要
件
を
加
え
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
、
や
や
細
か
な
批
判
も
あ
る
が
︵
佐
藤
功
﹃
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
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書
憲
法
︵
下
︶︹
新
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
︶
八
九
九
～
九
〇
一
頁
︶、
基
本
的
に
は
、
妥
当
な
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

︵
4
︶  
国
際
慣
習
法
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
大
石
教
授
に
よ
れ
ば
、﹁
公
海
自
由
の
原
則
、
外
国
又
は
外

国
政
府
は
他
国
の
国
家
管
轄
に
原
則
と
し
て
服
さ
な
い
こ
と
、
外
国
国
家
の
主
権
的
行
為
に
関
す
る
法
廷
地
国
の
民
事
裁
判
権
か
ら
の
免

除
な
ど
を
内
容
と
す
る
﹂
と
い
う
︵
大
石
眞
﹃
憲
法
講
義
Ⅰ
︹
第
二
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
︶
一
三
頁
︶。

︵
5
︶  

岩
沢
﹃
講
義
国
際
法
︹
第
二
版
︺﹄
一
二
五
頁
。

︵
6
︶  

岩
沢
﹃
講
義
国
際
法
︹
第
二
版
︺﹄
一
二
五
頁
、
藤
田
久
一
﹃
国
際
法
講
義
Ⅰ
第
二
版
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
︶
一
二
四

頁
。

︵
7
︶  J a

m
e

s C
r

aw
fo

r
d, P

u
b

lic I n
t

e
r

n
a

t
io

n
a

l L
aw

 67 (8th ed., O
xford U

niversity Press 2012).

 
 

イ
ギ
リ
ス
で
は
、
国
際
慣
習
法
は
判
例
法
︵
コ
モ
ン
・
ロ
ー
︶
と
同
位
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
規
範
内
容
が
衝
突
し
た
場
合
、
後
法
優
位

の
原
則
に
よ
っ
て
そ
の
優
劣
関
係
が
決
せ
ら
れ
る
が
、
両
者
と
も
議
会
の
制
定
す
る
立
法
に
は
劣
位
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

︵S
t

e
ph

e
n C

. N
e

ff, I n
t

e
r

n
a

t
io

n
a

l L
aw

 a
n

d D
o

m
e

st
ic L

e
g

a
l S

y
st

e
m

s 629 (D
inah Shelton ed., O

xford U
niversity Press 2011)

︶。

︵
8
︶  D

in
a

h S
h

e
lt

o
n (ed.), I n

t
e

r
n

a
t

io
n

a
l L

aw
 a

n
d D

o
m

e
st

ic L
e

g
a

l S
y

st
e

m
s 6-7.

 
 

同
著
で
は
、
憲
法
や
基
本
的
人
権
の
規
定
が
国
際
慣
習
法
に
優
先
す
る
も
の
の
、
国
際
慣
習
法
に
違
反
す
る
法
律
が
間
接
的
に
憲
法
違

反
と
な
る
制
度
と
し
て
イ
タ
リ
ア
を
、
ま
た
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
国
際
法
は
国
内
法
の
不
可
欠
な
一
部
で
あ
る
と
認
め
、
い
か
な
る

国
内
法
に
も
優
位
す
る
と
憲
法
上
認
め
て
い
る
制
度
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
々
は
少
数
で

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

︵
9
︶  

清
宮
四
郎
﹃
憲
法
Ⅰ
︹
第
三
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
︶
四
四
九
頁
。

︵
10
︶  

宮
澤
俊
義
﹃
全
訂
日
本
国
憲
法
第
二
版
﹄︵
芦
部
信
喜
補
訂
︶︵
日
本
評
論
社
、
一
九
七
八
年
︶
八
一
四
頁
。

︵
11
︶  

憲
法
学
者
に
よ
る
も
の
と
し
て
、
橋
本
公
亘
﹃
日
本
国
憲
法
︹
改
訂
版
︺﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
︶
六
八
〇
頁
、
中
村
睦
男
﹃
フ
ァ

ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
﹄︵
佐
藤
幸
治
・
野
中
俊
彦
と
共
著
︶︵
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
︶
三
二
四
頁
、
伊
藤
正
己
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄︵
弘

文
堂
、
一
九
九
五
年
︶
六
八
七
頁
、
樋
口
陽
一
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄︵
創
文
社
、
二
〇
〇
七
年
︶
一
〇
四
頁
、
内
野
正
幸
﹃
憲
法
解
釈
の

論
点
︹
第
四
版
︺﹄︵
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
︶
一
九
八
頁
、
藤
井
俊
夫
﹃
憲
法
と
国
際
社
会
︹
第
二
版
︺﹄︵
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
︶
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一
九
二
頁
、
芦
部
信
喜
﹃
憲
法
第
五
版
﹄︵
高
橋
和
之
補
訂
︶︵
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
︶
一
三
頁
、
野
中
俊
彦
﹃
憲
法
Ⅱ
︵
第
五
版
︶﹄

︵
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
と
の
共
著
︶︵
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
︶
四
二
九
頁
な
ど
を
参
照
。
ま
た
、
国
際
法
学
者
に
よ
る
も

の
と
し
て
、
藤
田
﹃
国
際
法
講
義
Ⅰ
第
二
版
﹄
一
二
四
頁
、
高
田
映
﹃
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
国
際
法
講
義
︿
第
二
版
﹀﹄︵
柳
原
正
治
・
森
川
幸

一
・
兼
原
敦
子
編
︶︵
信
山
社
、
二
〇
一
三
年
︶
六
一
頁
、
岩
沢
﹃
講
義
国
際
法
︹
第
二
版
︺﹄
一
二
三
頁
な
ど
を
参
照
。

 
 

も
っ
と
も
、
憲
法
学
者
も
国
際
法
学
者
も
、
法
律
と
条
約
の
効
力
関
係
に
お
い
て
、
条
約
が
法
律
の
上
位
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ほ
ぼ

争
い
が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
み
で
、
そ
れ
を
積
極
的
に
自
説
と
し
て
主
張
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
こ
と
も
多
い
。

︵
12
︶  

松
井
茂
記
﹃
日
本
国
憲
法
︿
第
三
版
﹀﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
︶
六
四
～
六
五
頁
。

︵
13
︶  

第
九
〇
回
帝
国
議
会
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
︵
昭
和
二
一
年
九
月
二
六
日
︶
に
お
け
る
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
、
お
よ

び
、
第
一
〇
回
国
会
参
議
院
外
務
委
員
会
︵
昭
和
二
六
年
六
月
一
日
︶
に
お
け
る
西
村
熊
雄
外
務
相
条
約
局
長
の
答
弁
を
参
照
。

︵
14
︶  

た
と
え
ば
、
伊
藤
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄
六
八
七
頁
を
参
照
。

︵
15
︶  

齊
藤
正
彰
﹃
憲
法
と
国
際
規
律
﹄︵
信
山
社
、
二
〇
一
二
年
︶
五
九
頁
。

︵
16
︶  

同
旨
、
齊
藤
﹃
憲
法
と
国
際
規
律
﹄
五
九
頁
。

 
 

齊
藤
教
授
は
、
憲
法
に
対
す
る
条
約
優
位
説
に
対
し
て
﹁
国
際
協
調
主
義
と
い
う
不
明
確
な
一
般
原
則
に
大
き
く
よ
り
か
か
っ
て
条
約

優
位
を
主
張
す
る
の
は
、
妥
当
で
な
い
﹂
と
い
う
批
判
が
、
そ
の
ま
ま
憲
法
九
八
条
二
項
に
依
拠
し
て
法
律
に
対
す
る
条
約
の
優
位
を
承

認
す
る
通
説
的
見
解
に
跳
ね
返
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
懸
念
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
齊
藤
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な

懸
念
を
示
し
つ
つ
も
、
憲
法
前
文
、
条
約
と
国
内
法
と
同
様
に
公
布
す
る
こ
と
を
定
め
る
七
条
、
平
和
主
義
に
つ
い
て
の
九
条
、
条
約
締

結
の
簡
易
・
迅
速
な
手
続
に
よ
る
国
会
承
認
を
規
定
す
る
六
一
条
、﹁
時
宜
に
よ
っ
て
は
事
後
に
﹂
条
約
締
結
の
国
会
承
認
を
得
る
こ
と

を
許
容
す
る
七
三
条
三
号
、
違
憲
審
査
の
対
象
に
条
約
を
明
示
し
な
い
八
一
条
、
最
高
法
規
の
憲
法
の
下
位
の
国
法
形
式
に
条
約
を
列
挙

し
て
い
な
い
九
八
条
一
項
、
九
八
条
二
項
の
国
際
主
義
を
基
調
と
し
て
、
他
の
憲
法
上
の
諸
原
理
と
の
調
和
を
求
め
た
結
果
と
説
明
す
る

の
が
整
合
性
の
と
れ
た
解
釈
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

 
 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
個
々
の
条
文
に
よ
っ
て
も
、
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
条
文
の
合

せ
技
を
も
っ
て
し
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
平
和
主
義
か
ら
条
約
優
位
が
導
か
れ
る
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
条
約
が
国

際
的
な
動
向
や
時
と
し
て
強
国
と
の
間
で
不
平
等
な
二
国
間
条
約
が
結
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
む
し
ろ
平
和
主
義
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と
矛
盾
す
る
条
約
締
結
の
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
六
一
条
も
七
三
条
三
号
も
、
条
約
の
国
会
承
認
要
件
、
手
続
に
つ

い
て
定
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
法
律
に
対
し
て
条
約
が
優
位
で
あ
る
こ
と
を
示
す
条
文
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

︵
17
︶  
上
院
の
承
認
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
大
統
領
が
行
政
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
が
多
く
、
実
際
に
は
条
約
よ
り
も
多
く
締
結
さ

れ
て
い
る
と
い
う
︵
阿
部
竹
松
﹃
ア
メ
リ
カ
憲
法
︹
第
二
版
︺﹄︵
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
︶
三
六
四
～
三
六
六
頁
を
参
照
︶。

︵
18
︶  
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
条
約
の
締
結
権
限
は
、
憲
法
が
付
与
し
て
い
な
い
権
限
、
つ
ま
り
、
州
の
権
限
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
事

項
に
つ
い
て
ま
で
及
ぶ
か
と
い
う
点
が
争
わ
れ
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁
判
所
に
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
も
の
が
あ
る
が
︵M

issouri v. 

H
olland, 252 U

.S. 416 (1920 )

︶、
そ
の
射
程
を
い
か
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。

︵
19
︶  

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
建
国
当
初
は
、
州
権
論
の
強
固
な
時
代
で
あ
っ
た
た
め
、
条
約
が
州
法
に
優
位
す
る
と
い
う
解
釈
に
反
対
論
も
唱

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
中
原
精
一
﹁
条
約
と
法
律
と
の
関
係
│
│
米
国
に
お
け
る
議
論
の
検
討
│
│
﹂
法
律
論
叢
三
九
巻
四
、

五
、
六
合
併
号
︵
一
九
六
六
年
︶
一
九
一
頁
を
参
照
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
早
く
か
ら
、
条
約
が
州
法
に
優
位
す
る
と
判
示
し

て
い
た
︵W

are v. H
ylton, 3 D

all. (3  U
.S.) 199 (1796); H

avenstein v. L
ynham

, 100 U
.S. 483 (1880)

︶。

︵
20
︶  

条
約
の
破
棄
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
承
認
な
く
大
統
領
の
権
限
の
み
で
こ
れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
争
わ
れ
て
い
る
。
連
邦
最
高
裁

判
所
の
多
数
意
見
は
、
こ
れ
を
政
治
問
題
で
あ
る
と
し
て
審
査
し
な
か
っ
た
︵G

oldw
ater v. C

arter, 444 U
.S. 996 (1979)

︶。

︵
21
︶  

こ
の
判
決
で
は
、
政
府
が
他
国
と
の
約
束
を
無
視
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
裁
判
所
が
決
す
る
事
柄
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な

内
容
の
法
律
は
、
司
法
審
査
に
服
し
な
い
と
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、W

hitney

判
決
で
確
認
さ
れ
て
い
た
と
い
う
︵C

hae C
han 

Ping, 130 U
.S. at 602-603

︶。

︵
22
︶  

憲
法
で
定
め
ら
れ
た
手
続
に
よ
る
条
約
の
ほ
か
、
大
統
領
が
締
結
す
る
行
政
協
定
や
、
大
統
領
と
交
渉
し
、
上
院
と
下
院
で
の
過
半
数

に
よ
っ
て
締
結
さ
れ
る
条
約
も
存
在
す
る
︵L

a
u

r
e

n
c

e H
. T

r
ib

e, A
m

e
r

ic
a

n C
o

n
st

it
u

t
io

n
a

l La
w

 648-656 (3rd ed., Foundation 

Press 1999)

︶。

︵
23
︶  

中
原
﹁
条
約
と
法
律
と
の
関
係
﹂
一
九
三
～
一
九
七
頁
。

︵
24
︶  A

 W
 B

r
a

d
le

y &
 K

 D
 E

w
in

g, C
o

n
st

it
u

t
io

n
a

l &
 A

d
m

in
ist

r
a

t
iv

e L
aw

 317 (15th ed., Pearson E
ducation Lim

ited 2011).

︵
25
︶  

個
別
的
受
容
を
要
し
な
い
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
関
係
す
る
Ｅ
Ｕ
法
の
も
と
Ｅ
Ｕ
の
機
関
が
有
す
る
権
限
に
よ
っ
て
、

そ
の
機
関
他
の
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
欧
州
共
同
体
法
︵E

U
ropean C

om
m

unity law

︶
と
し
て
、
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直
接
加
盟
国
に
執
行
で
き
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
条
約
を
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
が
適
用
し
た
判
例
は
存
在
し
な
い

よ
う
で
あ
る
。

︵
26
︶  N

e
ff, I n

t
e

r
n

a
t

io
n

a
l L

aw
 a

n
d D

o
m

e
st

ic L
e

g
a

l S
y

st
e

m
s 629.

︵
27
︶  
江
島
晶
子
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
イ
ギ
リ
ス
一
九
九
八
年
人
権
法
﹂
芦
田
健
太
郎
・
棟
居
快
行
・
薬
師
寺
公
夫
・
坂
元
茂
樹
編
集

代
表
﹃
国
際
人
権
法
と
憲
法
﹄︵
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
︶
二
〇
三
頁
。

︵
28
︶  

こ
の
点
に
関
す
る
争
い
に
つ
い
て
田
島
裕
﹃
イ
ギ
リ
ス
憲
法
典
│
一
九
九
八
年
人
権
法
│
﹄︵
信
山
社
、
二
〇
〇
一
年
︶
五
七
～
五
八

頁
を
参
照
。

︵
29
︶  

建
石
真
公
子
﹁﹁
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
原
則
﹂
の
裁
判
的
保
障
︵
一
︶
│
フ
ラ
ン
ス
一
九
五
八
年
憲
法
五
五
条
の
提
起
す
る
問
題
│
﹂

名
古
屋
大
学
法
政
論
集
一
五
一
号
︵
一
九
九
三
年
︶
二
四
九
頁
。

︵
30
︶  

江
藤
英
樹
﹁
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
判
決
と
﹁
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位
の
原
則
﹂﹂
法
律
論
叢
第
七
二
巻
第
二
・
三
号
︵
一
九
九
九
年
︶

一
五
六
頁
。

︵
31
︶  

R
. Pinto., La C

onstitution de la R
F., pp. 1065-1068.

︵
32
︶  

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
相
互
主
義
の
要
件
に
は
、
多
く
の
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
滝
沢
教
授
は
、﹁
ま
ず
相
互
主
義

が
適
用
さ
れ
る
領
域
と
し
て
、
す
べ
て
の
条
約
が
対
象
と
な
る
の
か
一
定
の
条
約
に
限
ら
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
条
約
の
種
別
の
う

ち
、
二
国
間
条
約
と
多
国
間
条
約
で
は
、
後
者
へ
の
適
用
は
実
際
上
不
適
当
と
な
ろ
う
。
憲
法
典
も
﹁
他
方
当
事
国
﹂
を
単
数
形
で
示
し

て
お
り
、
こ
う
し
た
意
向
を
う
か
が
わ
せ
る
。
契
約
型
条
約
︵traité-contrat

︶
と
法
律
型
契
約
︵traité-loi

︶
で
は
、
同
様
に
後
者
へ

の
適
用
は
妥
当
を
欠
く
。
さ
ら
に
、
一
般
の
条
約
に
対
し
て
共
同
体
条
約
は
特
別
に
考
え
ら
れ
、
相
互
主
義
は
無
関
係
と
な
ろ
う
。
条
約

違
反
の
場
合
に
固
有
の
制
裁
制
度
を
規
定
し
て
い
る
条
約
で
あ
る
か
否
か
も
、
密
接
な
係
わ
り
を
も
つ
。
共
同
体
条
約
は
こ
れ
を
有
す
る

範
疇
に
も
含
ま
れ
る
が
、
他
に
欧
州
人
権
条
約
も
独
自
の
制
裁
手
続
を
定
め
て
お
り
、
相
互
主
義
は
適
用
を
み
な
い
﹂
と
指
摘
し
て
い
る

︵
滝
沢
正
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
法
と
国
内
法
│
条
約
と
法
律
を
中
心
と
し
て
│
﹂
上
智
法
學
論
集
四
二
巻
一
号
︵
一
九
九
八
年
︶

三
九
、
五
〇
頁
を
参
照
︶。

︵
33
︶  

滝
沢
・
上
智
法
學
論
集
五
五
～
六
四
頁
、
建
石
・
法
政
論
集
二
五
四
～
二
六
九
頁
。

︵
34
︶  L. FAV

O
R

E
U

, op. cit., p.30 et s. (D
écision no. 74-54 D

C
 du 15 janvier 1975).
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︵
35
︶  

二
〇
〇
五
年
三
月
一
日
の
憲
法
的
法
律
が
、
八
八
条
ノ
一
に
﹁
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
二
九
日
に
署
名
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
た
め
の
憲

法
を
創
設
す
る
条
約
が
定
め
る
条
件
の
下
で
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
は
、
一
定
の
権
限
を
共
同
し
て
行
使
す
る
こ
と
を
自
由
に
選
択
し
た
諸

国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
加
盟
す
る
﹂
と
の
条
文
を
付
加
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
従
来
の
憲
法
院
の
態
度
に
変
化
の

兆
し
が
み
ら
れ
る
と
指
摘
す
る
論
稿
と
し
て
、
江
藤
英
樹
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
違
憲
審
査
制
と
法
律
の
条
約
へ
の
適
合
性
審
査
の
可
能

性
﹂
法
律
論
集
第
七
九
巻
第
二
・
三
号
︵
二
〇
〇
七
年
︶
六
七
頁
を
参
照
。

︵
36
︶  C

ass. m
ixte 24 m

ai 1975, A
dm

inistration des douanes c. Société C
afés Jacques Vabre, J. C

. P. 1975. II. 18180 bis, concl. 

Touffait.

︵
37
︶  C

. E
. A

ssem
. 22 oct. 1979, U

nion dém
ocratique du travail, R

ec. 384; C
. E

. A
ssem

. 31 oct. 1980, L. ..., R
ec. 403.

︵
当
事
者

匿
名
の
ケ
ー
ス
︶

︵
38
︶  C

. E
. A

ssem
. 20 oct. 1989, N

icole, R
ec. 190.

︵
39
︶  

滝
沢
・
上
智
法
學
論
集
五
六
頁
。

︵
40
︶  

最
高
法
規
と
し
て
の
憲
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査
小
委
員
会
﹁﹁
憲
法
と
国
際
法
︵
特
に
、
人
権
の
国
際
的
保
障
︶﹂
に
関
す
る
基
礎

的
資
料
﹂︵
衆
議
院
憲
法
調
査
会
事
務
局
、
平
成
一
六
年
四
月
︶
一
九
～
二
〇
頁
。

︵
41
︶  

同
旨
、
斎
藤
﹃
憲
法
と
国
際
規
律
﹄
六
一
～
六
三
頁
。

 
 

法
律
の
条
約
適
合
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
数
少
な
い
論
者
と
し
て
、
斎
藤
教
授
は
、
仮
に
九
八
条
二
項
が
法
律
に
対
す
る
条
約
優
位

を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
し
て
も
、
国
際
協
調
主
義
と
い
う
方
向
だ
け
か
ら
、
国
内
裁
判
所
に
よ
る
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
正
当
化

で
き
る
か
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
り
、
仮
に
こ
れ
を
肯
定
し
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
行
う
際
の
厳
格
性
や

そ
の
解
釈
方
法
な
ど
の
点
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
、
と
正
当
に
指
摘
し
て
い
る
。

︵
42
︶  

た
と
え
ば
、
内
野
﹃
憲
法
解
釈
の
論
点
︹
第
四
版
︺﹄
一
九
八
頁
を
参
照
。

︵
43
︶  

松
井
﹃
日
本
国
憲
法
︿
第
三
版
﹀﹄
六
四
頁
。

︵
44
︶  

宮
澤
﹃
全
訂
日
本
国
憲
法
第
二
版
﹄
八
一
六
～
八
一
八
頁
。

︵
45
︶  

伊
藤
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄
六
八
七
～
六
八
八
頁
。

︵
46
︶  

佐
藤
幸
治
﹃
日
本
国
憲
法
論
﹄︵
成
文
堂
、
二
〇
一
一
年
︶
八
九
頁
。
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︵
47
︶  

芦
部
教
授
は
、
憲
法
優
位
説
を
国
際
協
調
主
義
よ
り
も
国
民
主
権
主
義
を
重
く
み
る
説
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
︵
芦
部
﹃
憲
法
学
Ⅰ

憲
法
総
論
﹄︵
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
︶
九
二
～
九
三
頁
︶。

︵
48
︶  
工
藤
達
朗
﹁
条
約
と
外
交
﹂﹃
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
憲
法
﹄︵
赤
坂
正
浩
・
井
上
典
之
・
大
沢
秀
介
と
共
著
︶︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
︶

三
一
六
頁
、
藤
井
﹃
憲
法
と
国
際
社
会
︹
第
二
版
︺﹄
一
九
四
頁
、
岩
沢
﹃
講
義
国
際
法
︹
第
二
版
︺﹄
一
二
四
頁
、
齊
藤
﹃
憲
法
と
国
際

規
律
﹄
五
八
～
五
九
頁
。

︵
49
︶  

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
憲
法
は
、
単
一
の
憲
法
典
を
も
た
ず
、
多
様
な
存
在
形
式
を
有
す
る
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
存
在
形
式

が
、
①
連
邦
憲
法
、
②
憲
法
︵
法
︶
律
、
③
憲
法
規
定
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
岡
規
雄
﹁
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
憲
法
事

情
﹂﹃
諸
外
国
の
憲
法
事
情
2
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
二
〇
〇
二
年
︶
を
参
照
。

︵
50
︶  

こ
う
し
た
条
約
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
欧
州
人
権
条
約
で
あ
る
と
い
う
︵﹃
各
国
憲
法
集
︵
三
︶
オ
ー
ス
ト
リ
ア

憲
法
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
二
〇
一
二
年
三
月
︶
二
頁
︶。

︵
51
︶  

﹃
各
国
憲
法
集
︵
七
︶
オ
ラ
ン
ダ
憲
法
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
二
〇
一
三
年
︶
四
頁
。

︵
52
︶  

多
く
の
学
説
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
制
度
を
条
約
と
憲
法
を
同
位
と
す
る
制
度
と
解
し
、
オ
ラ
ン
ダ
の
制
度
を
条
約
優
位
の
制
度
と
解

し
て
い
る
︵
石
本
泰
雄
﹃
国
際
法
研
究
余
滴
﹄︵
東
信
堂
、
二
〇
〇
五
年
︶
五
四
頁
、
高
田
﹃
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
国
際
法
講
義
﹄
五
九
頁
、

芦
部
﹃
憲
法
学
Ⅰ
憲
法
総
論
﹄
九
八
～
九
九
頁
︶。

︵
53
︶  

岩
沢
﹃
講
義
国
際
法
︹
第
二
版
︺﹄
一
一
九
頁
。

︵
54
︶  

杉
原
高
嶺
﹃
国
際
法
学
講
義
﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
︶
一
一
六
頁
を
参
照
。

︵
55
︶  

審
議
手
続
に
つ
い
て
は
、
条
約
は
法
律
で
定
め
が
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
が
︵
九
一
条
二
項
︶、
憲
法
改
正
で
は
、
憲
法
そ
の

も
の
に
定
め
が
お
か
れ
て
い
る
︵
一
三
七
条
、
一
三
八
条
一
項
︶。

︵
56
︶  

同
様
に
、
条
約
は
そ
の
後
に
採
択
さ
れ
た
憲
法
規
定
に
優
先
す
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
と
い
う
指
摘
と
し
て
、
藤
田
﹃
国
際
法
講
義
Ⅰ

第
二
版
﹄
一
二
三
～
一
二
四
頁
を
参
照
。

︵
57
︶  

中
村
﹃
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
﹄
三
二
五
頁
を
参
照
。

︵
58
︶  

中
村
﹃
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
ル
憲
法
﹄
三
二
五
頁
。

︵
59
︶  

議
論
は
複
雑
に
な
る
も
の
の
、
条
約
の
個
々
の
条
文
ご
と
に
憲
法
と
比
較
し
て
効
力
関
係
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
学
説
と
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し
て
、
工
藤
﹃
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
テ
ッ
プ
憲
法
﹄
三
一
六
頁
を
参
照
。

︵
60
︶  

第
九
〇
回
帝
国
議
会
貴
族
院
帝
国
憲
法
改
正
案
特
別
委
員
会
︵
昭
和
二
一
年
九
月
二
六
日
︶
に
お
け
る
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
、
お
よ

び
、
第
三
三
回
国
会
参
議
院
予
算
委
員
会
︵
昭
和
三
四
年
一
一
月
一
七
日
︶
に
お
け
る
林
修
三
内
閣
法
制
局
長
官
の
答
弁
を
参
照
。

︵
61
︶  
樋
口
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄
一
〇
四
～
一
〇
五
頁
、
佐
藤
幸
治
﹃
日
本
国
憲
法
論
﹄
八
九
頁
。

︵
62
︶  
大
石
﹃
憲
法
講
義
Ⅰ
︹
第
二
版
︺﹄
一
三
頁
。

︵
63
︶  

樋
口
﹃
憲
法
︹
第
三
版
︺﹄
一
〇
五
頁
。

︵
64
︶  

橋
本
公
亘
﹃
日
本
国
憲
法
﹄
六
八
二
～
六
八
三
頁
。

︵
65
︶  

岩
沢
﹃
講
義
国
際
法
︹
第
二
版
︺﹄
一
二
五
頁
。

 
 

も
っ
と
も
、
岩
沢
教
授
は
、
す
べ
て
の
国
際
慣
習
法
に
憲
法
に
優
先
す
る
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
一
部
の
国
際
慣
習
法
に
そ
の
よ
う
な
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

︵
66
︶  

小
嶋
和
司
﹃
憲
法
概
説
﹄︵
良
書
普
及
会
、
一
九
八
七
年
︶
一
四
四
頁
、
江
橋
崇
﹁
主
権
理
論
の
変
容
﹂
公
法
研
究
五
五
号
︵
一
九
九

三
年
︶
二
～
四
頁
、
内
野
﹃
憲
法
解
釈
の
論
点
︹
第
四
版
︺﹄
一
九
八
頁
、
渋
谷
秀
樹
﹃
憲
法
︵
第
二
版
︶﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
︶

三
二
頁
、
佐
藤
幸
治
﹃
日
本
国
憲
法
論
﹄
八
九
頁
。

 
 

な
お
、
江
橋
教
授
は
、
①
か
つ
て
、
領
土
、
領
海
、
領
空
と
い
う
概
念
で
国
域
を
理
解
し
て
き
た
が
、
技
術
進
歩
、
経
済
進
歩
に
対
応

し
て
、
領
海
範
囲
の
拡
張
、
宇
宙
空
間
の
利
用
、
衛
星
に
よ
る
軍
事
的
な
監
視
な
ど
従
来
の
領
域
概
念
で
は
説
明
し
に
く
い
事
柄
が
生
じ

て
い
る
。
②
地
球
規
模
、
地
域
規
模
で
の
公
益
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
国
境
を
越
え
て
居
住
し
て
い
る
少
数
民
族
や
先
住
民
族
の
保
護
、

環
境
保
護
、
人
身
売
買
対
策
な
ど
、
各
国
の
協
力
で
解
決
す
べ
き
課
題
が
出
て
き
た
。
③
国
家
主
権
に
よ
る
国
境
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の

低
下
が
著
し
い
。
も
と
も
と
主
権
国
家
と
い
う
概
念
は
、
人
・
も
の
・
金
・
情
報
の
出
入
り
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
事
情
を
前

提
と
し
て
い
た
が
、
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
国
際
的
な
交
通
・
通
信
が
急
速
に
発
達
し
、
浸
透
性
の
増
加
が
顕
著
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ

と
を
理
由
と
し
て
、
国
家
形
成
的
な
条
約
の
憲
法
に
対
す
る
優
位
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
い
か
に
し
て

一
部
の
条
約
の
優
位
に
結
び
つ
く
の
か
、
そ
の
論
旨
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

︵
67
︶  

芦
部
﹃
憲
法
学
Ⅰ
憲
法
総
論
﹄
九
六
～
九
七
頁
。

 
 

な
お
、
芦
部
教
授
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
は
一
種
の
休
戦
条
約
と
解
さ
れ
る
の
で
、
国
際
法
優
位
の
一
元
論
を
前
提
に
し
な
い
と
、
受
諾
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論　　説

に
よ
る
国
民
主
権
主
義
の
確
立
︵﹁
国
体
﹂
の
変
革
︶
と
い
う
論
理
を
構
成
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
通
常
の
論
理
は
、
実
質

的
に
は
無
条
件
に
近
い
全
面
的
降
伏
と
い
う
形
で
休
戦
の
約
定
が
な
さ
れ
た
場
合
に
ま
で
適
用
さ
れ
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
と
指
摘
し

て
い
る
︵
芦
部
﹃
憲
法
制
定
権
力
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
︶
三
四
二
～
三
四
三
頁
︶。
つ
ま
り
、
芦
部
教
授
は
、
国
際
法
優

位
の
一
元
論
を
一
般
論
と
し
て
と
る
必
要
は
な
く
、
降
伏
条
約
の
よ
う
な
場
合
に
の
み
条
約
優
位
説
を
と
れ
ば
良
い
と
解
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

︵
68
︶  

大
石
﹃
憲
法
講
義
Ⅰ
︹
第
二
版
︺﹄
五
四
～
五
六
頁
、
長
尾
一
紘
﹃
日
本
国
憲
法
︹
全
訂
第
四
版
︺﹄︵
世
界
思
想
社
、
二
〇
一
一
年
︶

一
三
～
一
五
頁
を
参
照
。

︵
69
︶  

江
橋
崇
﹁
日
本
の
裁
判
所
と
人
権
条
約
﹂
国
際
人
権
二
号
︵
一
九
九
一
年
︶
一
八
頁
、
二
二
頁
、
同
﹃
基
礎
演
習
憲
法
﹄︵
戸
松
秀
典

と
共
著
︶︵
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
︶
三
一
～
三
二
頁
。

︵
70
︶  

佐
藤
幸
治
﹃
日
本
国
憲
法
論
﹄
一
一
八
～
一
一
九
頁
。

︵
71
︶  

伊
藤
正
己
﹁
国
際
人
権
法
と
裁
判
所
﹂
国
際
人
権
一
号
︵
一
九
九
〇
年
︶
一
一
頁
。

 
 

ま
た
、
同
旨
の
も
の
と
し
て
、
樋
口
﹃
国
法
学
［
補
訂
］﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
年
︶
二
四
六
頁
を
参
照
。

︵
72
︶  

齊
藤
﹃
憲
法
と
国
際
規
律
﹄
七
九
～
八
三
頁
。

︵
73
︶  

内
野
正
幸
﹁
条
約･

法
律･

行
政
立
法
﹂
高
見
勝
利
・
岡
田
信
弘
・
常
本
照
樹
編
﹃
日
本
国
憲
法
解
釈
の
再
検
討
﹄︵
有
斐
閣
、
二
〇

〇
四
年
︶
四
二
七
～
四
二
九
頁
。

︵
74
︶  

山
本
草
二
﹁
条
約
と
法
律
の
関
係
﹂
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
〇
五
号
︵
一
九
八
四
年
︶
一
八
二
、
一
八
七
頁
。

︵
75
︶  

た
と
え
ば
、
小
林
武
﹃
憲
法
と
国
際
人
権
を
学
ぶ
﹄︵
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
三
年
︶、
畑
博
行
・
水
上
千
之
編
﹃
国
際
人
権
法
概
論
︹
第

四
版
︺﹄︵
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
〇
六
年
︶
を
参
照
。
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