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結
び
に
代
え
て

一　

は
じ
め
に

（
1
）　

い
わ
ゆ
る
特
別
連
結
は
、
渉
外
的
契
約
債
務
関
係
に
関
す
る
外
国
の
強
行
法
規
の
適
用
に
つ
い
て
、
契
約
債
務
関
係
の
準
拠
法
と

は
異
な
る
第
三
国
の
法
規
で
あ
っ
て
も
、
当
該
契
約
準
拠
法
の
選
定
と
は
別
に
、
法
廷
地
に
お
け
る
適
用
の
可
能
性
を
模
索
す
る
た
め
の

国
際
私
法
上
の
技
法
で
あ
る
。
特
別
連
結
の
要
件
と
し
て
は
、
第
一
に
、
強
行
法
規
が
そ
の
渉
外
的
契
約
債
務
関
係
に
対
し
て
適
用
さ
れ
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る
妥
当
意
思
を
持
つ
こ
と
、
第
二
に
、
強
行
法
の
発
令
国
が
当
該
法
律
関
係
に
対
し
て
真
に
緊
密
な
関
係
を
持
つ
こ
と
、
さ
ら
に
第
三
に
、

法
廷
地
法
公
序
に
反
し
な
い
こ
と
、
と
い
う
三
条
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。

特
別
連
結
論
は
、ド
イ
ツ
のW

engler

に
よ
っ
て
一
九
四
一
年
の
論
文）1
（

に
よ
り
創
唱
さ
れ
、わ
が
国
で
は
最
初
に
桑
田
三
郎
教
授
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
た）（
（

。
そ
の
後
、
折
茂
豊
教
授
に
よ
り
当
事
者
自
治
の
制
限
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ）（
（

、
こ
の
間
に
多
彩
な
分
析
に
付
さ
れ

て
い
る）（
（

。
し
か
し
、
右
に
あ
げ
た
第
二
の
条
件
の
な
か
でW

engler

が
「
国
際
的
管
轄
権
」
に
触
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
で
は
こ

れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
意
を
向
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
桑
田
教
授
の
紹
介
に
お
い
て
は
、「
他
国
の
立
法
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0

0

0
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0

0

0

0
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権

0
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（
（

（
傍
点
マ
マ
）
は
、
国
際
裁
判
管
轄
権
の
判
断
と
同
じ
く

「
各
国
自
身
が
決
定
す
る
」
も
の
と
さ
れ
、裁
判
所
に
よ
る
「
国
際
的
な
法
の
援
助
（internationale Rechtshilfe

）」）
（
（

（
桑
田
教
授
の
訳
で
は
「
国

際
的
司
法
共
助
」）
の
理
念
か
ら
導
か
れ
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る）（
（

。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
、
国
際
的
管
轄
権
と
は
「
第
三
国
に
よ
っ

て
自
国
の
強
行
法
が
適
用
せ
ら
れ
る
た
め
に
充
分
な
る
関
係
で
あ
る
」
と
第
二
の
条
件
と
の
反
復
が
示
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
管
轄

権
の
概
念
内
容
に
つ
い
て
の
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
折
茂
教
授
に
よ
るW

engler

理
論
の
説
明
に
は
管
轄
権

と
い
う
言
葉
は
一
切
使
わ
れ
て
い
な
い
。

ド
イ
ツ
で
は
、
特
別
連
結
論
は
、W

engler

が
創
唱
し
た
説
をZw

eigert

が
一
九
四
二
年
の
論
文）（
（

で
発
展
さ
せ
た
理
論
と
し
て
理
解

さ
れ
て
お
り
、
両
名
が
提
唱
者
と
し
て
並
列
的
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
る
に
、Zw

eigert

は
、
一
九
四
二
年
の
論
文
で
は
、

W
engler

の
「
国
際
的
管
轄
権
」
の
用
語
を
避
け
て
お
り
、「
法
の
援
助
」
の
理
念
も
「
裁
判
の
調
和
（Entscheidungsharm

onie

）」
の

原
則
に
言
い
換
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、Zw

eigert

は
、W

engler

の
説
に
は
「
指
針
と
な
る
思
想
（
ラ
イ
ト
・
イ
デ
ー Leitidee

）」
が
欠

け
て
い
る
と
批
判
し
、「
裁
判
の
調
和
」
を
強
調
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
限
界
付
け
る
た
め
の
考
え
と
し
て
、
当
該
の
強
行
法
規
が
自
国
を
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含
め
た
関
係
諸
国
に
と
っ
て
「
親
和
的
（sym

patisch

）」
か
そ
れ
と
も
「
異
質
的
（artfrem

d

）」
か
に
よ
り）（
（

、
適
用
の
可
否
を
決
し
よ
う

と
す
る
。
こ
う
し
た
基
準
は
後
にM

ann

）
（（
（

に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
（
）　

特
別
連
結
論
は
、
発
表
後
す
ぐ
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
九
五
八
年
にN

eum
ayer

）
（（
（

が
取
り
上
げ
、
一
九
六
五

年
にZw

eigert

）
（（
（

が
再
説
す
る
ま
で
、
学
界
か
ら
は
放
置
さ
れ
て
い
た）（（
（

。
こ
れ
に
は
当
時
の
経
済
社
会
的
背
景
と
さ
ら
に
理
論
的
理
由
が

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、W

engler

が
特
別
連
結
論
を
提
唱
し
た
の
は
戦
間
期
の
状
況
を
背
景
と
し
て
い
る
。
当
時
の
ド
イ
ツ
は
第
一
次
世
界
大
戦
の
多

額
の
賠
償
金
の
返
済
に
苦
し
み
、
ド
イ
ツ
国
内
企
業
も
外
国
か
ら
の
対
内
投
資
す
な
わ
ち
借
入
金
の
返
済
に
立
た
さ
れ
て
い
た
。
変
動
す

る
貨
幣
価
値
を
担
保
す
る
た
め
、
当
時
の
国
際
契
約
の
中
に
は
債
務
額
を
金
価
値
で
約
定
し
た
金
約
款）（（
（

（gold clause

）
を
入
れ
る
の
が

商
慣
習
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
国
通
貨
の
為
替
の
下
落
を
抑
え
る
た
め
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
ド
イ
ツ
は
じ
め
各
国
で
外
国
為
替
管
理

法
が
制
定
さ
れ
、
外
貨
に
よ
る
支
払
や
金
本
位
が
停
止
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
ド
ル
貨
発
行
国
の
ア
メ
リ
カ
が
一
九
三
三
年
に
国
際
契
約
中

の
金
約
款
を
無
効
と
す
る
決
定）（（
（

を
な
し
た
。W

engler
が
強
行
法
規
の
例
と
し
て
挙
げ
る
の
は
と
り
わ
け
金
約
款
の
禁
止
や
制
限
を
命
じ

る
禁
止
法
令
で
あ
る
。
当
時
は
ド
イ
ツ
企
業
が
契
約
中
の
金
約
款
に
従
っ
た
支
払
債
務
の
履
行
を
ド
イ
ツ
以
外
の
国
で
訴
え
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
内
外
の
法
廷
地
を
問
わ
ず
強
行
法
の
統
一
的
な
適
用
を
確
保
す
る
た
め
の
法
的
ス
キ
ー
ム
へ
の
実
務
的
要
請

が
特
別
連
結
論
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
、M

ann

が
指
摘
し
て
い
る）（（
（

。
特
別
連
結
論
が
実
務
的
要
請
に
よ
り
提
唱
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
、
戦
後
、
外
国
法
と
く
に
経
済
法
の
強
行
的
法
規
の
適
用
に
関
す
る
訴
訟
が
生
じ
る
ま
で
、
か
か
る
理
論
の
再

登
場
す
る
幕
が
無
か
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
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さ
ら
に
、
理
論
的
問
題
と
し
て
、
現
代
型
の
国
際
私
法
と
接
合
す
る
際
の
難
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。W

engler

の
国
際
私
法
は
、

法
の
場
所
的
妥
当
領
域
の
確
定
を
国
際
私
法
の
任
務
と
す
る
学
説
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り）（（
（

、
人
が
な
す
法
律
関
係
に
つ
い
て
そ
れ

と
最
も
密
接
な
関
係
を
持
つ
法
を
選
定
す
る
と
い
うSavigny

に
よ
る
転
回
後
の
「
人
間
中
心
的
」
な
国
際
私
法）（（
（

で
は
な
い
。W

engler

の
い
う
「
連
結
（A

nknüpfung

）」
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
た
だ
ち
に
準
拠
法
に
送
致
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
暗
闇
へ
の
跳
躍
」

と
し
て
機
能
す
る
「
連
結
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
法
の
支
配
領
域
の
場
所
的
限
界
を
確
定
す
る
た
め
の
「
連
関
」
で
あ
る
。W

engler

の
い
う
「
特
別
な
連
結
」
と
は
、
契
約
債
務
関
係
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
契
約
の
私
的
自
治
か
ら
自
然
的
に
当
事
者
自
治
を
認
め
る
が
、

特
定
の
債
務
履
行
を
禁
ず
る
よ
う
な
強
行
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
債
務
関
係
の
準
拠
法
と
は
別
に
、
そ
の
妥
当
の
根
拠
と
な
る
「
連
関
」

を
探
る
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。「
特
別
連
結
（Sonderanknüpfung

）」
は
、Zw

eigert

）
（（
（

に
よ
り
付
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
。

現
代
型
の
国
際
私
法
と
の
接
合
の
困
難
は
、
そ
の
後
の
学
説
に
よ
る
理
論
的
発
展
に
お
い
て
も
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
在
に
至

る
ま
で
、
特
別
連
結
は
国
際
私
法
上
の
通
常
の
連
結
と
は
別
の
規
律
体
系
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
付
い
て
回
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。

（
（
）　N

eum
ayer

は
、
一
九
五
七
年
の
講
演
（
刊
行
は
一
九
五
八
年
））

（（
（

で
、
私
法
の
強
行
法
規
に
は
国
際
的
に
妥
当
す
る
い
わ
ゆ
る
絶
対

的
強
行
法
規
と
そ
う
で
は
な
い
国
内
的
強
行
法
規
と
の
二
種
が
あ
る
と
し）（（
（

、
前
者
の
法
規
が
他
国
の
法
廷
地
に
よ
り
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
に
は
、
特
別
連
結
が
有
用
で
あ
る
と
説
い
た
。N

eum
ayer

は
、
特
別
連
結
が
認
め
ら
れ
る
た
め
の
第
二
の
要
件
を
「
立
法
管

轄
権
」（「
介
入
権
」）
と
し
て
表
現
し
て
い
る）（（
（

。
こ
れ
に
よ
り
、W

engler
の
「
国
際
的
管
轄
権
」
に
は
、
戦
後
の
国
際
法
の
下
で
の
国
家

管
轄
権
の
名
称
が
与
え
ら
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
通
貨
と
為
替
の
安
定
が
Ｉ
Ｍ
Ｆ
な
ど
国
際
組
織
の
下
で
は
か
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
、
国
家
の
「
規
制
権
」
概
念
が
国
家
主
権
概
念
か
ら
発
達
し
て
、Erler

）
（（
（

の
よ
う
に
、
国
際
的
な
組
織
的
取
決
め
と
国
家
の
規
制
権
の
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緊
張
関
係
を
捉
え
る
学
説
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
経
済
法
の
よ
う
な
私
法
関
係
を
統
制
す
る
国
家
法
が
、
他
国
の
法
廷

地
で
そ
の
効
力
を
争
わ
れ
る
と
い
う
場
面
で
は
、
私
法
関
係
か
ら
切
り
離
し
て
、
経
済
法
の
介
入
法
規
の
適
用
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が

生
じ
て
い
た
。
一
九
六
四
年
に
はZw

eigert

も
特
別
連
結
論
を
再
説
し
た）（（
（

。

し
か
し
他
方
で
、「
国
際
的
管
轄
権
」
を
国
家
機
関
の
手
続
法
上
の
管
轄
権
と
し
て
指
向
す
る
議
論
も
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と

え
ば
、H

eldrich
は
一
九
六
八
年
の
著
作）（（
（

の
中
で
、「
国
際
的
管
轄
権
」
を
、
裁
判
管
轄
権
（Gerichtszuständigkeit

）
と
法
の
管
轄
権

（Rechtszuständigkeit
）
と
が
未
分
化
で
あ
っ
た
頃
に
一
六
・
一
七
世
紀
の
ス
タ
テ
ュ
ー
ト
（
法
規
分
類
）
学
派
が
準
拠
法
の
問
題
を
裁
判

管
轄
権
の
問
題
と
混
同
し
て
扱
っ
て
い
た
こ
と
に
根
源
を
持
つ
、い
わ
ゆ
る
裁
判
（forum

）
と
法
（ius

）
の
管
轄
権
の
「
並
行
（Gleichlauf

）」

に
由
来
す
る
概
念
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
国
際
的
管
轄
権
」
を
む
し
ろ
裁
判
所
の
手
続
法
上
の
管
轄
権
に
収
斂
さ
せ
て
い
こ

う
と
し
た
。

（
（
）　

以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
見
る
に
、W

engler
の
「
国
際
的
管
轄
権
」
の
概
念
は
、
そ
の
理
解
に
つ
い
て
二
つ
の
方
向
性
を
孕
ん
で

い
た
と
い
え
る
。
一
方
で
は
、
国
際
法
上
の
国
家
管
轄
権
（
立
法
管
轄
権
な
い
し
規
制
権
）
と
し
て
、
国
際
社
会
の
利
益
状
況
を
加
味
し
て

法
廷
地
に
お
け
る
外
国
法
の
妥
当
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
の
理
解
で
あ
り
、
他
方
は
、
訴
訟
手
続
法
上
の
裁
判
所
の
管
轄
権
と

し
て
、
法
廷
地
裁
判
所
の
手
掛
け
る
法
的
問
題
の
範
囲
を
確
定
す
る
基
準
と
し
て
の
理
解
で
あ
る
。
債
務
準
拠
法
と
は
異
な
る
外
国
強
行

法
の
適
用
に
関
し
て
、
前
者
は
双
方
的
な
抵
触
法
規
律
を
、
後
者
は
一
方
的
な
抵
触
法
規
律
を
後
押
し
す
る
こ
と
と
な
る
。

現
在
ド
イ
ツ
や
Ｅ
Ｕ
法
で
普
及
し
て
い
る
「
特
別
連
結
」
は
、W

engler
の
理
論
か
ら
離
れ
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
三
条
件
を
前
提
と
す

る
外
国
強
行
法
を
適
用
す
る
た
め
の
国
際
私
法
上
の
法
的
技
術
と
し
て
独
り
歩
き
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル
の
立
法
で
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も
、
契
約
債
務
準
拠
法
に
関
す
る
一
九
八
〇
年
の
ロ
ー
マ
条
約
七
条）（（
（

、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
九
条）（（
（

、
国
内
法
で
は
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
典
一
九

条
）
（（
（

な
ど
に
法
文
化
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、W

engler

の
特
別
連
結
論
の
理
論
構
成
を
─
と
く
に
「
国
際
的
管
轄
権
」
の
概
念
に
つ
い
て
─
再
検
証
し
、Zw

eigert

に
よ
り
受
け
た
理
論
的
変
容
も
合
わ
せ
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二　

W
engler

の
特
別
連
結
論
の
構
成

1　

起
点
と
な
る
問
題
意
識

特
別
連
結
の
考
え
方
は
、Zw

eigert
）
（（
（

に
よ
れ
ば
、
古
く
か
ら
既
にN

ußbaum

）
（（
（

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。
同
所
で
引
用

さ
れ
て
い
るN

ußbaum

の
文
献
で
は
、
し
か
し
、
特
別
連
結
と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
そ
の
領
域
の
な
か
で
特
定
の
行
為
を
禁
止
す
る
の
は
国
家
主
権
の
範
囲
内
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
行
為

地
法
（lex loci actus

）
が
定
め
る
禁
止
の
効
果
（
不
法
の
効
果
）
と
し
て
の
契
約
無
効
を
国
際
私
法
上
も
認
め
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
当

事
者
自
治
も
そ
の
か
ぎ
り
で
制
限
さ
れ
る
と
す
る）（（
（

。

W
engler

も
ま
た
、強
行
法
の
適
用
に
よ
る
当
事
者
自
治
の
制
限
を
前
提
と
す
る
が
、議
論
の
出
発
点
と
し
て
は
、諸
国
の
裁
判
例
か
ら
、

法
廷
地
法
の
強
行
法
の
適
用
と
外
国
の
強
行
法
の
適
用
と
で
は
明
ら
か
に
異
な
る
原
則
が
と
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
れ
を
問
題
視
す
る

と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
る
。
法
廷
地
の
強
行
法
は
債
務
準
拠
法
で
な
く
と
も
適
用
さ
れ
る
の
に
、
外
国
の
強
行
法
は
債
務
準
拠
法
で
な
い

か
ぎ
り
適
用
さ
れ
な
い
。W

engler

は
、
こ
う
し
た
対
応
の
違
い
が
「
裁
判
所
の
判
断
の
国
際
的
相
違
（internationale D

ivergence der 
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

gerichtlichen Entscheidungen

）」
を
も
た
ら
す
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る）（（
（

。W
engler

は
、
司
法
の
態
度
を
変
革
す
る
に
は
、
二
つ
の

方
向
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
強
行
法
は
債
務
準
拠
法
か
ら
取
り
出
す
」
と
い
う
原
則
を
外
国
の
強
行
法
の
み
な
ら
ず
法
廷

地
の
強
行
法
に
つ
い
て
も
徹
底
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
、
法
廷
地
法
だ
け
で
は
な
く
外
国
法
の
適
用
範
囲
を
も
「
別
個
に
か
つ
債
務
準
拠

法
を
考
慮
せ
ず
に
（gesondert und ohne Rücksicht auf das Schuldstatut

）」
決
定
さ
せ
る
か
で
あ
る
と
す
る
。

（　

債
務
準
拠
法
か
ら
の
分
離

強
行
法
の
適
用
は
債
務
関
係
の
準
拠
法
と
は
別
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、W

engler

は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。

「
そ
も
そ
も
何
が
『
債
務
準
拠
法
』
な
の
か
と
い
う
自
生
的
問
題
に
対
し
て
、
人
は
た
い
て
い
次
の
よ
う
な
答
え
を
持
っ
て
い
る
。
債
務
関
係
に

適
用
さ
れ
得
る
法
秩
序
、
す
な
わ
ち
、
債
務
の
成
立
、
内
容
、
消
滅
を
決
定
す
る
法
秩
序
で
あ
る
と
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
が
持
っ
て
い
る
積
極

的
な
国
際
私
法
（das positive internationale Privatrecht

）
に
少
し
目
を
や
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
債
務
準
拠
法
は
ど
こ
に
も
な

い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
方
式
（Form

）、
行
為
能
力
（Geschäftsfähigkeit

）、
そ
し
て
錯
誤
（Irrtum

）
や
脅
迫
（D

rohung

）
等
に
よ
っ

て
影
響
さ
れ
て
い
な
い
意
思
（W

ille

）
は
、
債
務
が
完
全
に
有
効
に
成
立
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
に
お
い
て
も
、
こ

れ
ら
の
要
件
は
別
個
に
連
結
さ
れ
て
お
り
（gesondert angeknüpft

）、
債
務
準
拠
法
か
ら
は
取
り
出
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
な
い
法
秩
序
に

お
い
て
債
務
の
履
行
（Erfüllung

）
の
問
題
は
別
個
に
連
結
さ
れ
て
お
り
、『
契
約
準
拠
法
（proper law

 of the contract

）』
が
決
定
す
る
の
は
、

当
事
者
が
義
務
を
負
う
か
、
何
に
つ
い
て
か
と
い
う
点
に
す
ぎ
な
い
。
債
務
準
拠
法
は
、『
そ
の
債
務
関
係
を
支
配
す
る
』
法
秩
序
で
は
な
く
、
む

し
ろ
い
ず
れ
か
特
別
な
連
結
（eine spezielle A

nknüpfung

）
に
基
づ
い
て
す
で
に
他
の
特
定
の
法
秩
序
に
服
し
て
い
る
問
題
を
除
外
し
た
後
で
、

債
務
関
係
の
規
律
に
関
す
る
す
べ
て
の
諸
問
題
を
扱
う
法
秩
序
で
あ
る
。」）

（（
（
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（　

強
行
法
に
つ
い
て
の
特
別
な
連
結
の
要
件

（
1
）　

法
の
場
所
的
妥
当
領
域
に
関
す
る
そ
の
法
自
身
の
意
思

強
行
法
の
適
用
に
つ
い
て
債
務
準
拠
法
か
ら
分
け
て
特
別
に
決
定
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
法
の
場
所
的
妥
当
領
域
に
つ
い
て
の
当
該

法
自
身
の
妥
当
意
思
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
立
法
者
を
補
助
す
る
役
割
を
果
た
し
、
法
の
妥
当
意
思
を
解
釈
す

る
任
務
を
持
つ
と
い
う
。

「
強
行
的
法
規
の
も
つ
独
自
の
場
所
的
な
妥
当
意
思
を
そ
の
法
規
の
目
的
か
ら
見
定
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
時
折
、
そ

う
し
た
強
行
法
が
自
ら
、
望
ま
れ
る
妥
当
範
囲
を
明
白
に
区
切
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
為
替
管
理
法
は
た
い
て
い
非
常
に
詳
細
に
規
定
し
て
い
る

［
…
］。
一
般
的
な
民
法
に
含
ま
れ
て
い
る
強
行
規
定
に
お
い
て
は
、
し
か
し
、
そ
の
場
所
的
な
妥
当
意
思
は
た
い
て
い
当
該
の
法
か
ら
は
取
り
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
立
法
を
補
完
す
る
『
解
釈
』
に
よ
り
、
そ
の
趣
旨
や
目
的
に
合
っ
た
場
所
的
な
妥
当
領
域
を
検
証
す
る
こ
と
が
、
裁

判
官
の
任
務
で
あ
る
。」）

（（
（

法
廷
地
の
強
行
法
規
は
、
そ
の
政
策
的
目
的
に
沿
っ
た
妥
当
領
域
の
内
部
で
の
み
（nur innerhalb ihres zw

eckgem
äßen 

Geltungsbereiches

）、
逸
脱
す
る
当
事
者
の
取
決
め
や
他
の
法
の
法
規
を
許
容
し
な
い
「
公
序
法
（loi d’ ordre public

）」
と
な
る
と
す

る
）
（（
（

。
外
国
の
強
行
法
規
に
つ
い
て
も
、
法
廷
地
法
の
強
行
法
規
と
同
じ
く
、
債
務
準
拠
法
に
か
か
わ
ら
ず
に
法
廷
地
裁
判
所
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
た
め
の
ス
キ
ー
ム
を
設
け
る
べ
き
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
持
ち
だ
さ
れ
る
理
念
が
、「
法
の
調
和
（Gesetzesharm

onie

）」）
（（
（

で
あ

り
、「
国
際
的
な
法
の
援
助
（internationle Rechtshile

）」
で
あ
る）（（
（

。
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
自
国
の
強
行
法
の
通
用
領
域
に
つ
い
て
一
般
的
に
は
債
務
準
拠
法
に
顧
慮
を
払
わ
ず
に
決
定
し
て
い
る
と
確
認
さ
れ
る
こ
と

か
ら
、
ま
た
、
国
際
私
法
の
諸
々
の
一
般
原
則
か
ら
、
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
外
国
の
強
行
法
に
対
峙
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
解
決
策

は
お
の
ず
と
現
れ
る
。
法
の
調
和
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
で
き
る
か
ぎ
り
一
致
し
た
判
断
が
な
さ
れ
る
と
す
る
原
則
か
ら
は
、
外
国
の

強
行
法
も
そ
の
国
の
法
秩
序
が
『
債
務
準
拠
法
』
で
あ
れ
ば
単
純
に
適
用
さ
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
、
そ
の
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
れ
ば

よ
い
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
外
国
の
強
行
法
が
そ
の
自
ら
の
妥
当
意
思
（Geltungsw

ille

）
に
従
っ
て
、
そ
の
他
の
点
で
は

そ
の
国
の
法
に
服
し
て
い
な
い
法
律
関
係
に
対
し
て
適
用
さ
れ
得
る
と
す
る
な
ら
ば
、
内
国
［
法
廷
地
］
で
も
、
よ
り
詳
細
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
一

定
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
当
該
外
国
の
強
行
法
の
妥
当
意
思
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
内
国
［
法
廷
地
］
の
判
断
は
、
そ
の
強
行

規
定
を
下
し
た
国
の
裁
判
所
の
判
断
か
ら
、
で
き
る
だ
け
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
な
る
。
国
際
的
な
法
援
助

0

0

0

0

0

0

0

の
思
想
か
ら
も
ま
た
同
じ
結
果
が
導
か
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
強
行
的
法
規
を
自
ら
発
布
し
た
国
は
、
同
国
で
裁
判
さ
れ
る
可
能
性
が
常
に
十
分
に
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
、
す
べ

て
の
事
案
に
お
い
て
こ
の
強
行
法
を
妥
当
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
国
は
む
し
ろ
、
外
国
の
裁
判
所
も
ま
た
こ
の
強
行
規
定
を
場
合
に
よ
っ
て
適
用
す

る
こ
と
を
、
期
待
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。」）

（（
（

（
（
）　 「
十
分
に
密
接
な
関
係
」
の
存
在

さ
ら
に
、
そ
の
強
行
法
規
を
発
令
し
た
外
国
に
つ
い
て
、
そ
の
債
務
関
係
に
関
し
て
十
分
な
関
連
性
（
真
に
密
接
な
関
係
）
を
も
つ
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
る
。

「
い
か
な
る
外
国
の
国
家
が
そ
の
よ
う
な
強
行
法
規
を
立
て
て
よ
い
の
か
［
…
］。
つ
ま
り
必
要
な
の
は
第
一
に
、
外
国
が
、
そ
の
国
の
強
行
法
が

い
ず
れ
か
の
債
務
関
係
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
い
ず
れ
か
の
真
に
密
接
な
関
係
を
そ
の
法
律
関
係
に
対
し
て
示
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
他
の
国
々
が
こ
の
強
行
法
を
貫
徹
す
る
際
の
『
法
の
援
助
』
を
正
当
化
す
る
。」）

（（
（

W
engler

は
、
十
分
な
関
連
性
が
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
法
廷
地
裁
判
所
が
外
国
判
決
の
承
認
に
お
い
て
当
該
外
国
裁
判
所
に
裁
判

管
轄
権
（
間
接
管
轄
）
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
行
え
ば
よ
い
と
す
る
。
こ
こ
で
初
め
て
、
強
行
的
法
規
を
発
令
し
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て
当
該
の
法
律
関
係
を
律
す
る
た
め
の
「
国
際
的
管
轄
権
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
の
強
行
法
の
場
所
的
妥
当
領
域
を
決
定
す
る
際
に
は
、
外
国
判
決
の
承
認
の
際
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
（ganz ähnlich w

ie bei der 
A

nerkennung ausländicher U
rteile

）、
為
さ
れ
る
。
各
国
が
自
ら
決
定
す
る
の
は
、
い
つ
自
国
の
裁
判
所
が
用
い
ら
れ
る
か
で
あ
り
、
ま
た
、

い
つ
自
国
の
強
行
法
を
適
用
さ
せ
よ
う
と
す
る
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
各
国
は
、
外
国
の
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
た
め
の
『
国
際
的
』
管
轄
権

（“internationale” Zuständigkeit

）
を
持
つ
か
を
自
ら
定
め
、そ
れ
に
該
当
す
る
場
合
に
の
み
、そ
の
外
国
判
決
が
内
国
に
お
い
て
『
承
認
さ
れ
る
』

か
定
め
る
。
相
応
の
や
り
方
で
、
各
国
は
、
他
国
の
立
法
者
が
強
行
的
法
規
に
よ
り
法
律
関
係
を
律
す
る
た
め
の
『
国
際
的
』
管
轄
権
を
有
す
る
か

を
定
め
、
そ
れ
に
該
当
す
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
強
行
規
定
が
内
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
か
を
定
め
る
。」）

（（
（

し
た
が
っ
て
、
強
行
法
を
発
布
す
る
た
め
の
「
国
際
的
管
轄
権
」
は
複
数
の
外
国
に
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
管
轄
を
持
つ
複
数

の
外
国
の
強
行
法
が
累
積
的
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
さ
れ
る）（（
（

。
そ
の
際
、
複
数
の
強
行
法
規
が
と
も
に
約
款
の
禁
止
や
無
効
を

定
め
る
場
合
、
も
し
く
は
一
方
の
法
規
が
約
款
の
無
効
を
定
め
他
方
の
法
規
が
契
約
全
体
の
無
効
を
定
め
る
場
合
に
は
、
前
者
の
場
合
は

約
款
の
み
を
無
効
と
し
、
後
者
の
場
合
は
よ
り
厳
し
い
制
裁
を
基
準
と
し
て
契
約
全
体
を
無
効
と
す
れ
ば
よ
い
と
す
る）（（
（

。

問
題
は
、十
分
な
関
連
性
の
判
断
基
準
で
あ
る
。こ
の
点
に
つ
い
て
、Wengler

は
、「
常
に
一
致
し
た
原
則
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
」

と
述
べ
な
が
ら
、
し
か
し
「
国
際
的
に
統
一
的
な
解
決
策
に
到
達
す
る
こ
と
は
見
込
み
が
あ
る
」
と
す
る）（（
（

。
ま
た
、
外
国
法
の
制
定
国
が

考
え
る
妥
当
領
域
を
画
す
る
基
準
と
、
法
廷
地
裁
判
所
が
考
え
る
関
連
性
の
基
準
と
は
、
一
致
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
相
違
す
る
と
き
も

あ
る
と
い
う
。

「
い
ず
れ
か
の
法
律
関
係
に
関
す
る
強
行
的
規
定
を
発
布
す
る
た
め
の
外
国
の
『
権
限
（Berechtigung

）』
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
法
廷
地
法

が
基
準
と
し
て
み
な
す
標
準
（K

riterium

）
は
、
む
ろ
ん
、
外
国
自
身
が
こ
れ
ら
の
諸
規
定
の
妥
当
領
域
を
画
す
る
（begrenzen

）
た
め
の
標
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準
と
同
一
で
あ
り
得
る
（identisch sein kann

）。
た
と
え
ば
、
そ
の
国
が
そ
の
金
約
款
［
禁
止
］
立
法
を
、
そ
の
国
の
通
貨
に
お
け
る
す
べ
て
の

債
務
関
係
に
対
し
て
適
用
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
（angew

endet w
issen w

ill

）、
そ
の
国
に
は
同
時
に
債
務
者
の
居
住
地
が
あ
る
と
す
る
。
い

ず
れ
か
他
の
国
は
、
通
貨
と
債
務
者
住
所
地
（W

ärhrung und Schuldnerw
ohnsitz

）
が
、
存
在
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
密
接
な
関
係
─
─

か
か
る
関
係
に
基
づ
き
そ
の
国
の
裁
判
所
が
外
国
の
金
約
款
法
を
適
用
す
る
─
─
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
見
解
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

別
の
国
は
、
例
え
ば
通
貨
と
履
行
地
（W

ährung und Erfüllungsort

）
を
、
外
国
の
金
約
款
法
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
決
定
的
な
基
準
と
し

て
み
な
す
こ
と
は
よ
く
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
基
準
と
、
外
国
の
強
行
法
自
身
に
よ
り
打
ち
立
て
ら
れ
た
そ
の
妥
当
領
域
の
限
界
と
の
累
積

（K
um

ulierung
）
は
、
む
ろ
ん
、
強
行
的
法
規
の
妥
当
（Geltung

）
を
二
重
に
限
定
す
る
こ
と
（zw

eifache Einengung

）
に
な
る
。」）

（（
（

も
っ
と
も
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
強
行
法
の
制
定
国
に
十
分
な
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
例
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。
た
と
え
ば
、
ま
ず
、
⒤ 

履
行
地
の
法
が
一
定
形
態
の
債
務
履
行
を
禁
止
す
る
場
合
な
ど
、
強
行
法
の
制
定

国
が
そ
の
強
行
法
を
実
行
で
き
る
状
態
に
あ
る
場
合
で
あ
る）（（
（

。
ま
た
、ⅱ 

債
務
の
支
払
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
外
で
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

通
貨
発
行
国
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
債
務
者
か
債
権
者
の
業
務
上
の
本
拠
が
合
衆
国
内
に
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
る）（（
（

。

さ
ら
に
、ⅲ 

当
該
法
律
関
係
と
「
最
も
密
接
な
関
係
」
に
あ
る
国
（
例
え
ば
ポ
ー
ラ
ン
ド
）
の
国
際
私
法
が
、外
国
（
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
）

の
強
行
法
（
金
約
款
禁
止
法
）
を
通
貨
準
拠
法
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
で
、同
国
の
法
秩
序
に
当
該
外
国
の
強
行
法
を
「
取
り
込
ん
で
い
る
」

場
合
に
は
、
強
行
法
の
制
定
国
が
当
該
法
律
関
係
と
は
弱
い
関
連
し
か
持
っ
て
い
な
く
と
も
、
十
分
な
関
連
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う）（（
（

。

（
（
）　

法
廷
地
法
の
公
序
の
考
慮

W
engler

は
、
法
廷
地
法
の
公
序
と
の
両
立
が
検
討
さ
れ
る
際
に
は
、
国
際
的
管
轄
権
を
持
つ
外
国
と
の
密
接
関
連
性
と
、
法
廷
地
に

お
け
る
内
的
牽
連
性
と
の
い
ず
れ
か
が
選
択
的
に
認
め
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。



六
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「
外
国
法
の
妥
当
領
域
は
、
先
の
章
に
お
い
て
扱
っ
て
き
た
諸
事
案
に
お
け
る
よ
う
に
当
該
外
国
法
と
法
律
関
係
と
の
間
の
多
少
な
り
と
も
密
接

な
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
限
界
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
た
び
は
む
し
ろ
法
律
関
係
と
法
廷
地
法
と
の
間
の
多
少
な
り
と
も
密
接
な
関
係
を

考
慮
に
入
れ
て
確
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
強
行
的
な
外
国
法
規
の
内
容
が
法
廷
地
法
の
公
序
と
対
立
す
る
場
合
に
は
、
外
国
の
『
国
際
的
管
轄
権
』

の
ほ
か
に
、
法
廷
地
法
へ
の
妨
害
的
な
（störend

）
内
的
牽
連
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
外
国
の
『
国

際
的
管
轄
権
』
と
、
法
廷
地
法
へ
の
『
内
的
牽
連
』
と
の
間
に
、
内
的
な
連
関
（innere V

erknüpfung

）
が
次
の
よ
う
な
範
囲
に
お
い
て
存
在
す

る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
外
国
強
行
法
の
適
用
が
内
国
裁
判
所
に
お
い
て
拒
否
さ
れ
た
と
し
て
も
当
該
規
定
の
事
実
上
の
貫
徹
が
予
想
さ
れ
得
る
ほ
ど
、

国
際
的
に
管
轄
の
あ
る
外
国
と
そ
の
法
律
関
係
と
の
結
び
付
き
が
密
接
で
あ
る
場
合
に
は
、
判
例
で
は
、
外
国
の
強
行
法
を
排
除
す
る
た
め
の
十
分

な
内
的
牽
連
の
存
在
を
否
定
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。」）

（（
（

ま
た
、
法
廷
地
法
の
公
序
と
の
両
立
を
考
慮
す
る
際
に
、
場
合
に
よ
っ
て
検
討
す
べ
き
と
さ
れ
る
の
は
、
ほ
か
の
関
係
諸
国
に
よ
る
、

当
該
外
国
の
強
行
法
規
（
ま
た
は
そ
れ
と
類
似
し
た
強
行
法
規
）
の
適
用
状
況
で
あ
る
。

「
あ
る
外
国
法
が
公
序
に
反
す
る
か
は
、
原
則
的
に
は
、
特
定
の
法
廷
地
法
の
観
点
か
ら
の
み
評
価
さ
れ
る
。［
…
］
し
か
し
な
が
ら
一
連
の
諸
規

定
の
場
合
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
が
お
そ
ら
く
は
他
の
国
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
法
的
規
範
と
し
て
こ
こ
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
好
戦
的
措
置
（die ausgesprochene K

am
pfm

aßnam
en

）、
と
り
わ
け
経
済
的
な
好
戦
的
措
置
で
、
外

国
に
対
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
る
措
置
、
ま
た
は
外
国
人
の
地
位
を
不
利
に
す
る
措
置
で
あ
る
。
あ
る
国
が
例
え
ば
、
内
国
の
債
務
者
に
対
す
る
外
国

の
債
権
者
の
債
権
を
強
制
的
に
縮
小
す
る
（herabsetzt

）
と
き
、
他
の
国
で
は
こ
の
法
を
妥
当
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
し
か
し
国
内
経
済
の
保
護

の
た
め
に
定
め
ら
れ
、
外
国
と
の
通
商
を
困
難
に
す
る
措
置
は
、
時
の
た
つ
う
ち
に
、
よ
り
多
数
の
諸
国
の
共
有
財
（Gem

eingut

）
と
な
り
得
る
。

こ
れ
ら
の
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、そ
の
よ
う
な
諸
規
範
は
お
そ
ら
く
は
最
初
の
制
定
国
（U

rsprungsland

）
以
外
で
も
適
用
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

他
国
の
外
国
為
替
管
理
法
の
適
用
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
理
由
で
は
じ
め
て
排
斥
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
該
外
国

の
外
国
為
替
管
理
法
が
と
く
に
そ
の
施
行
直
後
に
、
既
に
存
在
し
て
い
る
債
務
の
遂
行
を
困
難
に
し
、
実
務
的
に
何
よ
り
も
ま
ず
外
国
の
債
権
者
に

該
当
す
る
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
多
数
の
国
が
そ
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
か
ぎ
り
、
特
に
自
ら
外
国
為
替
管
理
法
を
持
つ
諸
国
は
─
─
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少
な
く
と
も
外
国
為
替
管
理
法
が
既
存
の
義
務
の
履
行
で
は
な
く
新
た
な
義
務
の
引
受
け
に
該
当
す
る
か
ぎ
り
─
─
他
の
国
の
外
国
為
替
管
理
法
を

も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。」）

（（
（

法
廷
地
法
の
公
序
と
の
兼
ね
合
い
で
は
、
裁
判
所
は
、
外
国
強
行
法
の
消
極
的
な
妥
当
意
思
を
考
慮
せ
ず
に
、
当
該
外
国
法
の
妥
当
領

域
を
拡
大
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
す
る）（（
（

。

（　

債
務
準
拠
法
の
公
序
の
考
慮

さ
ら
に
、W

engler

は
、
法
廷
地
法
の
公
序
の
み
な
ら
ず
、
契
約
債
務
関
係
の
準
拠
法
（「
債
務
準
拠
法
」）
の
公
序
と
の
両
立
に
も
考

慮
を
払
う
べ
き
か
と
い
う
点
を
問
い
、
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る）（（
（

。

た
と
え
ば
、
債
務
準
拠
法
が
、
当
該
契
約
ま
た
は
契
約
条
項
が
外
国
強
行
法
に
反
し
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
国
の
法
の
公
序
に
照

ら
し
て
「
反
良
俗
（unsittlich

）」
で
あ
る
と
か
、
ま
た
は
当
該
外
国
の
強
行
法
が
履
行
地
の
法
で
あ
る
た
め
債
務
の
履
行
が
「
不
能

（unm
öglich

）」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
評
価
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
法
廷
地
裁
判
所
が
、
債
務
準
拠
法
に
よ
る
評
価

を
考
慮
し
て
、
当
該
の
契
約
を
無
効
と
判
断
し
た
例
が
あ
る
と
さ
れ
る
。W

engler

に
よ
れ
ば
、
し
か
し
、
判
例
に
お
い
て
そ
の
よ
う

な
考
慮
が
な
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
外
国
強
行
法
に
つ
い
て
、
法
の
妥
当
意
思
、
法
律
行
為
と
の
密
接
な
関
係
、
法
廷
地
公
序
と
の
両
立
と

い
っ
た
条
件
を
満
た
す
（
つ
ま
り
特
別
連
結
が
可
能
な
）
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
と
い
う）（（
（

。
ま
た
、
法
廷
地
法
の
強
行
法
を
適
用
す
る
際

に
は
、
強
行
法
に
反
す
る
契
約
は
た
ん
に
違
法
（rechtsw

idrig

）
と
判
断
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
強
行
法
に
反
す
る
債
務
の
履
行
が
債
務

準
拠
法
に
よ
り
「
反
良
俗
」
な
い
し
「
不
能
」
と
評
価
さ
れ
る
か
は
と
く
に
考
慮
さ
れ
な
い
。
そ
う
し
た
考
慮
が
な
さ
れ
る
の
は
、
外
国

強
行
法
規
の
適
用
を
検
討
す
る
際
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
ま
た
、
か
か
る
考
慮
に
お
い
て
は
、
強
行
法
の
う
ち
特
定
の
法
律
行
為
の
締
結
や
内



六
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容
を
禁
ず
る
禁
止
法
規
の
み
が
対
象
と
さ
れ
、
違
反
の
効
果
と
し
て
契
約
全
体
の
無
効
が
導
か
れ
る
。
そ
の
た
め
、
契
約
の
一
部
（
例
え

ば
金
約
款
）
の
み
を
無
効
と
し
て
債
務
を
縮
小
さ
せ
る
と
い
っ
た
処
理
は
得
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、W

engler

は
、
外
国
強
行

法
の
適
用
に
あ
た
り
、
債
務
準
拠
法
の
公
序
と
の
両
立
に
つ
い
て
ま
で
法
廷
地
裁
判
所
が
考
慮
す
る
こ
と
に
対
し
て
疑
問
視
し
て
お
り
、

考
慮
の
必
要
性
を
否
定
し
て
い
る）（（
（

。

（　

当
事
者
自
治
に
よ
る
強
行
法
の
排
除
な
い
し
選
択

最
後
に
、W

engler

は
、
当
事
者
自
治
に
よ
る
強
行
法
の
選
択
や
排
除
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

「
当
事
者
は
、彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
望
む
の
で
あ
れ
ば
、別
の
強
行
規
定
を
適
用
可
能
な
も
の
と
し
て（
法
廷
地
法
の
公
序
の
枠
内
で
）宣
言
で
き
る
。

つ
ま
り
当
事
者
は
例
え
ば
金
約
款
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
法
の
す
べ
て
の
将
来
的
な
規
律
を
契
約
に
適
用
す
る
こ
と
を
合
意
で
き
る
。
た

と
え
、
こ
れ
ら
の
規
律
自
身
が
当
該
契
約
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
し
な
く
て
も
、
ま
た
は
、
ア
メ
リ
カ
法
が
全
く
密
接
な
関
係
を
当

該
契
約
に
示
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。［
…
］
当
事
者
が
『
債
務
準
拠
法
』
と
し
て
合
意
し
た
当
該
の
法
秩
序
の
な
か
の
、
い
ず
れ
か
特

定
の
強
行
法
規
の
適
用
を
当
事
者
が
明
示
的
に
排
除
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
と
矛
盾
し
な
い
。
こ
う
し
た
排
除
に
よ
り
、
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
よ
り

後
か
ら
、
あ
た
か
も
当
事
者
ら
は
債
務
準
拠
法
の
す
べ
て
の
法
規
を
彼
ら
の
契
約
の
内
容
と
し
た
と
い
う
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
。
当
事

者
は
し
か
し
、
次
の
場
合
に
は
当
該
法
規
の
適
用
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
上
述
さ
れ
た
諸
原
則
に
よ
れ
ば
、
法
自
身
が
適
用
を

欲
し
、
か
つ
、
そ
の
法
を
発
布
し
た
国
と
法
律
行
為
と
の
間
に
（
他
の
諸
国
の
観
点
か
ら
見
る
と
）
十
分
に
密
接
と
み
な
さ
れ
る
関
係
が
存
在
し
て

い
る
た
め
に
、
そ
の
法
規
が
準
拠
規
定
で
あ
る
場
合
で
あ
る
。」）

（（
（

（　

小
括

以
上
を
小
括
す
る
と
、W

engler

に
よ
れ
ば
、
法
廷
地
裁
判
所
が
外
国
強
行
法
の
場
所
的
妥
当
領
域
を
決
定
す
る
に
は
、
ま
ず
、
①
外
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国
立
法
者
に
よ
る
法
の
妥
当
意
思
（
強
行
法
規
の
主
観
的
妥
当
領
域
）
の
承
認
、
さ
ら
に
そ
の
上
で
、
②
法
廷
地
裁
判
所
か
ら
見
た
間
接
的

な
「
国
際
的
」
管
轄
権
（
法
廷
地
裁
判
所
に
お
い
て
貫
徹
さ
れ
る
強
行
法
規
を
発
布
す
る
管
轄
権
）
の
判
断
、
と
い
う
二
つ
の
段
階
を
経
る
こ
と

を
述
べ
て
い
る
。
②
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
か
十
分
に
密
接
な
関
係
が
当
該
法
律
関
係
と
の
間
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
複
数
の
国
に
重
複

し
て
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
③
法
廷
地
法
の
公
序
と
の
両
立
が
検
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
に
は
、
法
廷
地
法
た
る
内
国
法
の
公
序
を
こ
え
て
、
他
の
諸
国
の
国
際
私
法
に
お
け
る
同
種
の
強
行
法
規
の
受

容
状
況
が
考
慮
さ
れ
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
、
②
お
よ
び
③
の
判
断
に
お
い
て
は
、
関
係
諸
国
の
国
際
私
法
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
国
の
裁
判
所
に
よ
る
外
国
強
行
法
の
適

用
を
考
慮
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

三　

Zw
eigert

に
よ
る
理
論
的
変
容

Zw
eigert

は
、W

engler

が
特
別
連
結
論
を
発
表
し
た
後
た
だ
ち
に
、
一
九
四
二
年
の
論
文）（（
（

で
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。

Zw
eigert

は
、
当
初
は
そ
れ
ほ
どW

engler

の
説
を
支
持
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い）（（
（

。
む
し
ろ
、
諸
国
の
裁
判
例
か
ら
経
験
的
に
判
断

基
準
を
導
き
出
そ
う
と
す
るW

engler

の
方
法
論
に
批
判
の
矛
先
を
向
け
て
い
る
。

「
外
国
の
禁
止
規
定
の
独
自
の
妥
当
意
思
が
ど
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
、
利
用
可
能
な
抵
触
規
定
を
獲
得
す
る
た

め
の
問
題
は
、
国
際
的
な
裁
判
例
を
た
ん
に
調
べ
る
と
い
っ
た
─
─
英
米
の
方
法
に
依
拠
す
る
抵
触
法
の
調
査
に
お
い
て
今
日
あ
ま
り
に
一
方
的
な

や
り
方
で
み
ら
れ
る
─
─
経
験
的
（em

pirisch

）
方
法
だ
け
で
回
答
を
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
古
い
学
派
が
ほ
と
ん
ど
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
て
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い
る
演
繹
的
方
法
と
、
選
び
抜
か
れ
た
裁
判
例
に
つ
い
て
そ
う
し
た
方
法
を
試
み
る
こ
と
と
の
健
全
な
折
衷
が
、
正
し
い
道
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
む

ろ
ん
多
種
多
様
な
試
み
は
こ
れ
ま
で
成
功
し
た
と
は
み
な
さ
れ
得
な
い
。
す
な
わ
ち
、
造
形
の
あ
ふ
れ
る
可
能
性
の
な
か
か
ら
、
一
面
で
は
、
あ

る
国
が
そ
の
規
律
に
つ
い
て
一
般
に
国
際
法
上

0

0

0

0

（völkerrechtlich

）『
管
轄
権
を
も
つ
（zuständig

）』
と
さ
れ
る
要
件
事
実
を
、
そ
し
て
他
面

で
は
、
そ
の
規
律
に
つ
い
て
そ
の
国
は
管
轄
を
も
た
な
い
と
さ
れ
る
要
件
事
実
を
、
作
り
出
そ
う
と
す
る
試
み
の
こ
と
で
あ
る
。
国
際
的
な
共
通

の
見
解
（com

m
unis opinio

）
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
達
成
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
試
み
に
お
い
て
い
っ
た
ん
─
─
マ
ス
タ
ー
・
キ
ー

（Passepartout
）
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
把
握
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
─
─
あ
る
定
式
（Form

el

）
が
見
つ
け
ら
れ
た
と
し
て
も
、
さ
ら

な
る
考
察
を
な
す
と
、
そ
の
定
式
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
可
能
な
価
値
概
念
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
が
実
際
に
は
そ
の

定
式
が
発
見
さ
れ
る
前
に
そ
こ
に
あ
っ
た
場
所
と
同
じ
場
所
に
学
説
全
体
を
と
ど
め
て
し
ま
う
、
と
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。」）

（（
（

Zw
eigert

は
、W

engler

の
い
う
「
国
際
的
管
轄
権
」
を
国
際
法
上
の
管
轄
権
概
念
と
し
て
捉
え
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
国
際
法
上

の
概
念
に
基
づ
く
基
準
の
形
成
に
は
成
功
例
は
な
い
と
し
て
、
こ
の
概
念
を
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、W

engler

の
述
べ
る
「
法

の
援
助
」
の
思
想
も
、Zw

eigert

に
お
い
て
は
、「
裁
判
の
調
和
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た）（（
（

。
そ
し
て
、「
十
分
に
密
接
な
関
係
」

の
判
断
に
つ
い
て
は
、
指
針
と
な
る
思
想
（
ラ
イ
ト
・
イ
デ
ー
）
の
追
加
を
要
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

「『
十
分
に
密
接
な
関
係
』
と
い
う
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
は
、
実
際
の
法
適
用
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
原
則
と
し
て
も
、
あ
ま
り
に
わ
ず
か
し
か

述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
指
針
と
な
る
思
想
（
ラ
イ
ト
・
イ
デ
ー
）
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
ト
・
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
事
実
関
係

の
詳
細
が
十
分
か
不
十
分
か
の
必
要
な
基
準
を
測
る
こ
と
が
で
き
る
。」

「
抵
触
規
範
と
い
う
も
の
を
求
め
る
あ
ら
ゆ
る
探
究
は
、
二
つ
の
思
考
の
流
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
方
で
は
、
国
際
的
な
裁

判
の
調
和
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
素
描
さ
れ
る
思
考
の
流
れ
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
裁
判
の
調
和
が
法
廷
地
国
の
利
益
を
害
し
て
行
わ
れ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
う
し
た
『
法
廷
地
国
の
利
益
確
保
（Interessenw

ahrung des Forum
staates

）』
に
よ
っ
て
ラ
イ
ト
・
イ
デ
ー

が
ひ
と
ま
ず
与
え
ら
れ
て
お
り
、
裁
判
調
和
の
原
則
に
つ
い
て
の
制
限
が
ど
の
よ
う
な
性
質
で
ま
た
ど
の
程
度
ま
で
な
さ
れ
る
か
は
、
こ
の
ラ
イ
ト
・
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

イ
デ
ー
を
基
準
と
し
て
考
量
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
廷
地
国
の
利
益
確
保
は
、
二
重
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
得
る
。」）

（（
（

Zw
eigert

に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ト
・
イ
デ
ー
と
は
、
国
際
的
な
裁
判
調
和
の
原
則
に
対
す
る
法
廷
地
国
の
利
益
確
保
の
バ
ラ
ン
ス
で
あ

る
と
い
う
。
そ
し
て
、
つ
ね
に
法
廷
地
国
の
利
益
確
保
を
優
先
す
る
の
は
国
家
主
義
的
と
批
判
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
法
廷
地
国
が
特
定

の
強
行
法
規
に
対
し
て
国
際
社
会
で
普
及
し
て
い
る
典
型
的
な
利
益
を
他
の
諸
国
と
共
有
す
る
場
合
に
は
、
法
廷
地
国
の
利
益
を
保
護
し

て
よ
い
と
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
国
際
的
な
裁
判
調
和
の
原
則
も
制
限
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
配
慮
は
、
国
際
的
な
礼
譲
（com

itas

）

に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
さ
れ
る）（（
（

。

「
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
特
定
の
タ
イ
プ
の
外
国
の
禁
止
法
に
対
し
国
際
的
に
広
ま
っ
て
い
る
拒
絶
反
応
（der international verbreiteten 

ablehnenden Reaktion

）
は
、
あ
き
ら
か
に
強
固
な
国
家
的
利
益
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
外
国
の
禁
止
法
令
の
適
用

に
つ
い
て
国
内
で
問
わ
れ
る
す
べ
て
の
国
に
通
じ
る
、
国
際
的
に
典
型
的
な
利
益

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（international-typische Interessen

）
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
的
に
典
型
的
な
利
益
の
状
況
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
力
を
か
り
て
、
い
ず
れ
の
国
も
、
そ
う
し
た
外
国

の
禁
止
法
の
い
ず
れ
か
を
評
価
す
る
際
に
、
判
断
の
調
和
と
い
う
原
則
を
元
に
戻
し
、
外
国
の
禁
止
法
を
法
文
と
し
て
顧
慮
す
る
こ
と
は
し
な
い
で

あ
ろ
う
。」）

（（
（

具
体
的
に
、「
裁
判
の
調
和
」
の
原
則
を
、
法
廷
地
国
の
「
国
際
的
に
典
型
的
な
利
益
」
を
考
慮
す
る
と
い
う
原
則
に
対
し
て
衡
量
す

る
際
に
は
、
次
の
よ
う
な
抵
触
規
範
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
債
務
履
行
を
成
す
財
貨
移
転
の
全
部
な
い
し
一
部
が
、
当

該
債
務
履
行
を
禁
止
す
る
国
の
領
域
内
で
生
じ
る
場
合
に
は
、そ
の
禁
止
法
規
が
（
債
務
準
拠
法
に
か
か
わ
ら
ず
）
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

実
務
的
に
は
、
こ
の
こ
と
は
、
た
い
て
い
債
務
者
の
住
所
地
の
法
の
適
用
可
能
性
に
行
き
着
く
と
い
う）（（
（

。

「
履
行
を
禁
止
す
る
外
国
の
法
規
が
適
用
さ
れ
得
る
の
は
、
そ
の
法
規
が
自
ら
の
妥
当
領
域
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
、
か
つ
、
履
行

と
い
う
事
象
（Leistungsvorgang

）
を
成
立
さ
せ
る
財
貨
の
移
動
（W

ertbew
egung

）
が
完
全
に
ま
た
は
部
分
的
に
（ganz oder zum

 T
eil

）
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禁
止
国
の
領
域
内
で
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
」）

（（
（

以
上
か
ら
、Zw

eigert

は
、
外
国
強
行
法
の
適
用
に
関
す
る
抵
触
規
範
を
次
の
よ
う
に
構
成
で
き
る
と
す
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
原
則
と

し
て
は
、
第
一
に
、
外
国
の
強
行
法
規
が
適
用
を
求
め
る
と
き
は
、
法
廷
地
国
で
も
そ
の
法
の
要
求
を
い
れ
て
法
規
と
し
て
適
用
さ
れ
る
。

し
か
し
第
二
に
、
例
外
的
に
、
法
廷
地
国
が
当
該
強
行
法
を
拒
絶
す
る
国
際
的
に
典
型
的
な
利
益
を
他
の
諸
国
と
と
も
に
有
す
る
と
き
は
、

法
廷
地
国
の
利
益
（
こ
の
場
合
に
は
国
際
的
な
利
益
と
一
致
す
る
）
を
優
先
し
、
当
該
外
国
法
規
は
適
用
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
第
三
に
、
外

国
強
行
法
の
適
用
に
よ
っ
て
具
体
的
な
法
廷
地
国
の
公
序
が
害
さ
れ
る
と
き
は
、
当
該
外
国
法
規
は
適
用
さ
れ
な
い
。

四　

国
際
的
管
轄
権
に
つ
い
て
の
理
解

（
1
）　

国
家
の
「
立
法
管
轄
権
」

国
際
的
管
轄
権
を
国
際
法
上
の
「
立
法
管
轄
権
」
と
表
現
し
たN

eum
ayer

）
（（
（

に
お
い
て
は
、
特
別
連
結
は
、
二
つ
の
次
元
か
ら
成
る

構
造
に
お
い
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、契
約
当
事
者
ら
が
そ
の
法
律
関
係
を
主
観
的
に
張
り
渡
し
て
い
る
空
域（
空
間
的
平
面
）が
、

幾
つ
か
の
諸
々
の
国
家
の
支
配
領
域
（
主
権
領
域
）
の
上
に
重
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
二
元
的
構
造
で
あ
る
。

「
残
さ
れ
た
問
題
は
、
絶
対
的
強
行
的
な
私
法
規
範
の
管
轄
権
（die Zustandigkeit konfliktfester Privatsätze

）
を
ど
の
よ
う
に
画
定
す
る

か
で
あ
る
。
答
え
は
、
ま
ず
（
凸
面
と
し
て
（konkav

））
そ
の
法
の
妥
当
意
思
か
ら
、
次
に
（
凹
面
と
し
て
（konvex

））
当
該
法
を
制
定
し
た

国
家
の
立
法
管
轄
権
（com

petence legislative 

（legislative jurisdiction
＝
介
入
権
（Eingriffshoheit

）））
か
ら
導
か
れ
る
。
立
法
管
轄
権

の
境
界
は
、
国
際
法
上
の
諸
々
の
観
点
に
し
た
が
っ
て
（nach völkerrechtlichen Gesichtspunkten

）
定
め
ら
れ
る
。」）

（（
（
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

「
国
際
的
絶
対
的
強
行
（international unnachgiebig

）
諸
規
範
の
特
別
連
結
（Sonderanknüpfung

）
は
、
私
法
上
の
契
約
関
係
を
二
元

的
に
（zw

eidim
ensional

）
観
念
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
よ
く
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
法
律
関
係
は
、
境
界
の
な
い
、
さ
し
あ
た
り
法
的
に
中
立

的
な
空
域
（Raum

）
を
、
そ
の
主
観
的
な
実
体
に
よ
っ
て
（m

it ihrer geistigen Substanz

）
カ
バ
ー
し
て
お
り
、
か
つ
、
幾
つ
か
の
部
分

（Segm
ent

）
に
つ
い
て
は
諸
国
家
の
支
配
領
域
（M

achtbereich

）
に
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
国
家
は
、
絶
対
的
強
行
的
な
債
務
法
の
適
用
の

た
め
に
空
間
的
に
固
定
し
た
法
圏
（K

reis

）
を
張
り
わ
た
し
て
い
る
。
法
律
関
係
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
た
平
面
（Fläche

）
が
こ
れ
ら
の
法
圏
に

重
な
っ
て
い
る
と
き
は
、
強
行
法
規
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
想
起
さ
れ
る
の
は
、
国
際
的
な
不
法
行
為
規
範
（D

eliktsnorm

）
と
の

対
比
（Parallele
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
も
、
法
的
に
中
立
的
な
行
為
の
、
い
ず
れ
か
の
行
為
要
素
（ein V

erhaltenselem
ent

）
が
い

ず
れ
か
の
空
域
に
お
い
て
実
現
し
、
そ
の
空
域
で
は
地
域
的
に
管
轄
権
を
も
つ
（lokal zuständig

）
不
法
行
為
規
範
の
要
件
事
実
（T

atbestand

）

の
も
と
に
［
当
該
行
為
要
素
が
］
包
摂
さ
れ
得
る
（subsm

iert w
erden kann

）
と
き
、
行
為
全
体
が
た
だ
ち
に
、
特
殊
な
法
律
効
果
を
伴
っ
た

不
法
行
為
（unerlaubte H

andlung
）
と
な
る
の
で
あ
る
。」）

（（
（

ま
た
、
国
際
法
に
基
づ
く
国
家
管
轄
権
の
限
界
付
け
に
つ
い
て
、Zw

eigert

の
定
式
を
発
展
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
国
際
的
絶
対
的
強
行
法
規
の
規
範
目
的
の
対
象
を
成
す
要
件
事
実
の
全
部
な
い
し
主
要
部
分
が
当
該
法
規
の
制
定
国
の
社
会

勢
力
圏
内
で
生
じ
る
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
立
法
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

「K
onrad Zw

eigert

が
標
準
的
な
履
行
禁
止
の
分
野
に
つ
い
て
決
定
的
と
し
て
打
ち
立
て
た
の
は
、
履
行
事
象
を
成
立
さ
せ
る
財
貨
の
移
動
が

完
全
に
ま
た
は
部
分
的
に
禁
止
国
の
領
域
内
で
行
わ
れ
て
い
る
か
［
と
い
う
基
準
］
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
彼
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
適
用
領

域
の
た
め
に
非
常
に
有
用
な
定
式
（Form

el

）
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
的
絶
対

的
強
行
法
規
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
規
範
目
的
（N

orm
zw

eck

）
か
ら
見
て
取
れ
る
要
件
事
実
（T

atbestand

）
が
、
こ
れ
ら
の
法
規
の
立

法
者
に
よ
り
律
さ
れ
る
社
会
勢
力
圏
（Sozialsphäre

）
内
で
完
全
に
ま
た
は
主
要
部
分
に
つ
い
て
（ganz oder zum

 w
esentlichen T

eil

）
絶

え
ず
生
じ
て
い
る
場
合
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。」）

（（
（
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こ
れ
ら
の
説
明
に
鑑
み
れ
ば
、W

engler

が
特
別
連
結
論
に
お
い
て
な
ぜ
「
国
際
的
管
轄
権
」
に
言
及
し
た
か
と
い
う
点
も
、
不
法
行

為
法
に
関
す
る
古
典
的
な
国
際
私
法
学
説）（（
（

に
由
来
す
る
着
想
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。

す
な
わ
ち
、W

engler

は
、
そ
の
『
国
際
法
』）

（（
（

の
著
作
の
な
か
で
、「
法
秩
序
」
は
、
規
範
強
制
（N

orm
erzw

ingung

）
の
た
め
の
鎖

状
に
つ
な
が
っ
た
法
規
範
群
と
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
と
し
、
同
じ
法
秩
序
に
あ
る
法
規
群
は
、
他
の
法
規
に
違
反
す
る
結
果
と
し
て
自
ら

の
定
め
る
法
律
効
果
が
実
現
し
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
了
承
し
て
い
る
関
係
に
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
強
行
的
な
禁
止
法
規
と
そ
の

禁
止
効
果
（「
不
法
の
効
果
（U

nrechtsfolge

）」）
を
甘
受
す
る
他
の
法
規
と
の
連
関
か
ら
成
る
の
が
規
範
強
制
の
た
め
の
「
法
秩
序
」
で
あ

る
と
さ
れ
る）（（
（

。
国
際
法
も
そ
の
よ
う
な
「
法
秩
序
」
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
。

外
国
の
強
行
法
規
（
禁
止
法
）
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
当
該
法
規
が
定
め
る
「
不
法
の
効
果
」（
禁
止
効
果
）
を
、
法
廷
地
国
の
国
際
私

法
上
で
認
め
、
受
け
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
法
の
強
制
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
当
該
外
国
強
行
法
規
は
、
法
廷
地
法
と
同
じ
法

秩
序
に
な
っ
た
（
法
廷
地
法
の
法
秩
序
に
「
組
み
込
ま
れ
た
」）
と
み
な
さ
れ
得
る）（（
（

。

そ
の
よ
う
に
不
法
行
為
法
に
関
す
る
国
際
私
法
学
説
と
の
類
推
に
お
い
て
考
え
る
と
、W

engler

の
い
う
（
他
国
の
法
廷
地
で
貫
徹
さ
れ

る
強
行
法
を
発
令
す
る
た
め
の
）「
国
際
的
管
轄
権
」
は
、
不
法
と
評
価
さ
れ
る
原
因
行
為
（
の
全
部
ま
た
は
一
部
）
が
行
わ
れ
る
国
に
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、W

engler

は
、
債
務
の
履
行
地
、
ま
た
は
債
務
者
の
事
業
上
の
本
拠
が
あ
る
国
が
履
行
の
禁
止
を
定
め

る
場
合
を
、「
十
分
に
密
接
な
関
係
」
ま
た
は
「
国
際
的
管
轄
権
」
が
認
め
ら
れ
る
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、W

engler

の
挙
げ

て
い
る
例
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
国
の
国
際
私
法
が
外
国
強
行
法
規
の
適
用
を
認
め
て
い
る
と
き
は
、（
そ
う
し
た
強
行
法
規
は
そ
の
国
の
法

秩
序
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、）
当
該
法
規
の
制
定
国
に
も
─
法
律
行
為
と
の
関
係
性
が
希
薄
で
も
─
「
国
際
的
管
轄
権
」
が
認

め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、W

engler

の
い
う
「
国
際
的
管
轄
権
」
は
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
を
定
め
る
国
際
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

私
法
の
連
結
と
同
じ
機
能
を
果
た
し
、
か
つ
、
か
か
る
連
結
の
決
定
基
準
と
同
じ
基
準
で
も
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、W

engler

に
お
い
て
は
、
強
行
法
を
発
令
し
た
国
の
「
国
際
的
管
轄
権
」
が
、
い
ず
れ
か
の
法
律
行
為
に
対
す
る
法
の
適
用
を

め
ぐ
っ
て
「
抵
触
」
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、『
国
際
法
』
の
著
書
で
は
、
法
規
範
が
相
互
に
そ
の
効
果
を
貫
徹
す
る

と
矛
盾
を
き
た
す
状
態
に
お
い
て
初
め
て
「
衝
突
」
が
生
じ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
複
数
の
国
の
強
行
法
規
を
累
積
適
用
す
る
場
合）（（
（

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
も
、
国
際
的
管
轄
権
を
も
つ
こ
れ
ら
の
国
の
法
規
が
抵
触
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
（
）　

手
続
法
上
の
国
家
機
関
の
管
轄
権

他
方
で
、「
国
際
的
管
轄
権
」
を
、
い
ず
れ
か
特
定
の
国
の
国
家
機
関
が
も
つ
手
続
法
上
の
権
限
と
し
て
、
と
く
に
法
廷
地
の
裁
判
所

が
内
外
国
の
裁
判
所
な
ど
の
国
家
機
関
の
権
限
に
つ
い
て
判
断
す
る
基
準
と
し
て
理
解
す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、Heldrich

）
（（
（

は
、「
国

際
的
管
轄
権
」
を
、
一
六
・
一
七
世
紀
の
ス
タ
チ
ュ
ー
ト
理
論
が
準
拠
法
の
問
題
を
裁
判
管
轄
権
の
問
題
と
混
同
し
て
扱
っ
て
い
た
等
、

裁
判
管
轄
権
と
法
の
管
轄
権
と
が
未
分
化
で
あ
っ
た
頃
に
由
来
す
る
概
念
で
あ
り
、
双
方
の
管
轄
権
の
「
並
行
」
に
根
源
を
持
つ
と
し
て

い
る
。W

engler

の
「
国
際
的
管
轄
権
」
も
、
裁
判
所
の
管
轄
権
の
局
面
に
か
ぎ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

と
く
に
国
家
機
関
の
管
轄
権
に
関
す
る
外
国
の
公
法
や
手
続
法
を
、
法
廷
地
の
裁
判
所
が
顧
慮
で
き
る
か）（（
（

、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、

H
eldrich

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
は
独
立
的
に
そ
の
国
の
裁
判
所
の
国
際
的
管
轄
権
（internationale Zustandigkeit seiner Gerichten

）
に
つ
い
て
判
断

す
る
た
め
、
外
国
の
法
秩
序
を
顧
慮
す
る
こ
と
（Berücksichtigung ausländicher Rechtsordnungen

）
は
、
こ
う
し
た
顧
慮
が
自
国
法
秩
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序
の
明
白
な
意
思
（dem

 erklärten W
illen der eigenen Rechtsordnung

）
に
相
応
す
る
（entspricht

）
か
ぎ
り
で
の
み
、
考
慮
に
入
れ

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
外
国
の
国
際
私
法
を
顧
慮
す
る
と
き
と
同
様
に
、
と
く
に
裁
判
所
の
管
轄
権
（Gerichtszuständigkeit

）
に
関
す
る
外
国
の

諸
規
範
を
適
用
す
る
と
き
に
も
、
内
国
の
法
廷
地
法
（inländiche lex fori

）
の
相
応
し
た
命
令
（entsprechende A

nw
eisung

）
を
必
要
と

す
る
。
そ
の
よ
う
な
命
令
は
、
基
本
的
に
は
、
い
ず
れ
か
の
外
国
の
法
秩
序
へ
の
抵
触
法
上
の
送
致

0

0

0

0

0

0

0

（kollisionsrechtliche V
erw

eisung

）
か

ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
国
際
私
法
が
判
断
す
る
の
は
、
ド
イ
ツ
法
学
に
お
け
る
そ
の
従
来
の
理
解
に
よ
れ
ば
（nach seinem

 herköm
m

lichen 
V

erständnis
）
に
よ
れ
ば
、
ど
の
実
質
私
法
が
特
定
の
事
実
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
点
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
内
国
の
裁
判
所
が
外
国
の

公
法（ausländisches öffentliches Recht

）、と
く
に
外
国
の
手
続
法
を
ど
の
範
囲
ま
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、

国
際
的
な
公
法
（internationales öffentliches Recht

）、
と
く
に
国
際
手
続
法
の
諸
々
の
特
別
規
則
が
判
断
す
る
。」）

（（
（

現
在
の
ド
イ
ツ
の
国
際
私
法
学
で
は
、「
国
際
的
管
轄
権
」
は
、
手
続
法
上
の
裁
判
所
な
ど
の
国
家
機
関
の
管
轄
権
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る）（（
（

。W
engler

自
身
、
そ
の
後
の
『
国
際
法
』
お
よ
び
『
国
際
私
法
』
の
著
作
の
中
で
は
、「
国
際
的
管
轄
権
」

に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
手
続
法
上
の
内
外
国
の
裁
判
所
の
権
限
と
し
て
言
及
し
て
い
る）（（
（

。

五　

結
び
に
代
え
て

Jaym
e

に
よ
れ
ば
、W

engler

は
現
実
主
義
者
（Realist

）
で
あ
っ
た
と
い
う）（（
（

。
決
し
て
「
国
際
的
な
判
決
調
和
」
と
い
っ
た
抽
象
的

原
則
の
希
求
で
は
な
く
、
各
国
の
国
際
私
法
の
違
い
に
よ
り
法
廷
地
に
よ
り
異
な
る
法
適
用
結
果
が
導
か
れ
、
そ
れ
に
よ
り
私
人
の
義
務

が
食
い
違
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
べ
き
と
考
え
て
い
た
と
さ
れ
る
（「
衝
突
の
最
小
化
（K

onfliktsm
inim

um

）」））
（（
（

。

W
engler

が
「
国
際
的
管
轄
権
」
に
言
及
し
た
の
は
、
法
廷
地
裁
判
所
が
外
国
の
強
行
法
規
の
妥
当
を
支
援
す
る
た
め
の
基
準
と
し
て
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
国
家
を
超
え
た
国
際
法
の
見
地
か
ら
の
管
轄
権
の
限
界
付
け
を
、
法
廷
地
裁
判
所
が
考
慮
し
て
判
断
す
る
、
と

い
う
構
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
、
裁
判
官
は
、
法
の
強
行
に
あ
た
り
、
内
外
の
立
法
者
を
補
助
す
る
役
割
を
担
う
と

さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
他
国
の
法
廷
地
に
お
け
る
当
該
法
の
適
用
を
期
待
し
て
い
る
場
合
は
、
立
法
者
の
考
え
る
当
該
法
規
の

妥
当
領
域
と
可
能
な
か
ぎ
り
近
く
な
る
よ
う
に）（（
（

、
法
廷
地
裁
判
所
が
協
力
す
る
の
が
、「
法
の
援
助
」
で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
際
に
は
、

国
際
社
会
か
ら
格
別
の
反
発
や
是
認
を
受
け
て
い
る
強
行
法
規
に
対
し
て
は
援
助
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
国
際
的
管
轄
権
あ
る

い
は
「
十
分
に
密
接
な
関
連
」
の
条
件
、
さ
ら
に
は
法
廷
地
法
公
序
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

Zw
eigert

は
、W

engler
の
考
え
る
国
際
法
の
見
地
か
ら
の
管
轄
権
の
限
界
付
け
を
抹
消
し
、「
国
際
的
な
裁
判
の
調
和
」
の
原
則
に

言
い
換
え
た
。
代
わ
り
に
追
加
し
た
の
が
、「
国
際
的
に
典
型
的
な
利
益
」
へ
の
配
慮
で
あ
る
。
法
廷
地
国
の
利
益
が
国
際
社
会
の
利
益

と
合
致
す
る
際
に
は
、そ
の
利
益
確
保
が
「
国
際
的
な
裁
判
の
調
和
」
に
優
先
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
配
慮
は
、国
際
的
な
「
礼
譲
（com

itas

）」

と
も
評
価
さ
れ
る）（（
（

。
し
か
し
、
他
方
で
、
外
国
の
強
行
法
規
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
当
該
外
国
と
法
廷
地
国
と
の

政
治
的
関
係
か
ら
、
差
別
的
な
取
扱
い
を
生
む
と
も
批
判
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

Zw
eiert

に
よ
っ
て
特
別
連
結
の
要
件
か
ら
消
さ
れ
た
「
国
際
的
管
轄
権
」
は
、N

eum
ayer

に
よ
っ
て
「
立
法
管
轄
権
」
と
の
名
称

を
付
さ
れ
、再
び
特
別
連
結
の
要
件
の
中
に
据
え
ら
れ
た
。し
か
し
、Neum

ayer

の
い
う
国
際
法
の
見
地
か
ら
の
管
轄
権
の
限
界
付
け
は
、

Zw
eigert

と
同
様
に
、
一
定
の
行
為
を
不
法
と
し
て
規
制
す
る
強
行
法
規
の
制
定
国
が
規
律
を
及
ぼ
す
領
域
内
で
、
当
該
不
法
行
為
を

成
す
要
件
事
実
の
全
部
な
い
し
主
要
部
分
が
生
じ
る
場
合
に
、
そ
の
国
に
国
際
的
絶
対
的
強
行
法
規
の
立
法
管
轄
権
（
特
定
の
態
様
の
履
行

を
禁
ず
る
法
令
に
よ
る
規
制
権
）
を
認
定
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
基
準
が
、
不
法
行
為
に
関
す
る
国
際
私
法
上
の
行
為
地
法
主

義
ま
た
は
国
家
管
轄
権
の
行
使
に
関
す
る
属
地
主
義
に
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
別
途
検
討
を
要
し
よ
う
。
他



六
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二

方
、
国
際
的
管
轄
権
を
手
続
法
上
の
国
家
機
関
の
管
轄
権
と
捉
え
る
立
場
に
お
い
て
は
、
国
際
的
管
轄
権
が
国
際
法
の
定
め
る
枠
内
で
の

み
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
国
際
法
に
よ
る
限
界
付
け
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
かW

engler

自
身
も
詳
細
に
規
律
で
き
て
い
な
い
と

指
摘
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

国
家
主
権
な
い
し
国
家
管
轄
権
の
概
念
の
位
置
づ
け
は
、
こ
れ
ま
で
も
今
も
国
際
私
法
学
の
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る）（（
（

。
国
際
私
法
が

「
各
国
家
の
主
権
（
立
法
権
）
の
及
ぶ
範
囲
を
確
定
す
る
」
と
す
る
見
方
は
既
に
支
持
を
失
っ
た）（（
（

と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
失
わ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
今
後
、
特
別
連
結
の
果
た
す
現
代
的
意
義
を
模
索
す
る
の
で
あ
れ
ば
、W

engler

に
な
ら
っ
て
、
現
実
に
い
か
な
る
利

益
の
衝
突
が
救
済
さ
れ
る
べ
き
か
を
根
本
に
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
国
際
社
会
に
お
け
る
利
益
衝
突
の
回
避
や
調
整
の
た
め
に
国

際
私
法
の
果
た
し
得
る
役
割
に
つ
い
て
の
山
内
惟
介
教
授）（（
（

の
提
言
に
、
本
稿
が
幾
ば
く
か
の
寄
与
と
な
る
こ
と
を
願
う
。

（
1
）W

ilhelm
 W

engler, D
ie A

nknüpfung des zw
ingenden Schuldrechts im

 internationalen Privatrecht. Eine rechtsgleichende 
Studie, Zeitschrift für vergleichende Rechtsw

issenschaft （Z. f. vergl. Rw
iss.

）, Bd. （（, 1（（1, S. 1（（.

（
（
）
桑
田
三
郎
「
国
際
私
法
に
お
け
る
強
行
的
債
務
法
の
連
結
問
題
」
法
学
新
報
五
九
巻
一
一
号
（
一
九
五
二
年
）
五
〇
頁
（
同
『
国
際
私
法
研
究
』

（
文
久
書
林 

一
九
六
六
年
）
二
三
五
頁
以
下
所
収
）。

（
（
）
折
茂
豊
「
強
行
的
法
規
の
特
別
連
結
論
に
つ
い
て
（
一
）（
二
完
）」
国
際
法
外
交
雑
誌
六
四
巻
三
号
一
頁
（
五
頁
）、
同
六
五
巻
五
号
四
三
頁

（
同
『
当
事
者
自
治
の
原
則
』
創
文
社
一
九
七
〇
年
一
八
六
頁
以
下
所
収
）。

（
（
）W

engler

の
特
別
連
結
論
を
取
り
上
げ
た
文
献
は
多
い
が
、
と
く
に
理
論
的
検
討
と
し
て
、
佐
藤
や
よ
ひ
「
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
『
強
行
法
規
の

特
別
連
結
論
』
に
つ
い
て
」
甲
南
法
学
三
七
巻
四
号
（
一
九
九
七
年
）
一
三
九
頁
、
同
「
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
『
強
行
法
規
の
特
別
連
結
論
』
の
理

論
的
構
造
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
七
巻
三
号
（
一
九
九
八
年
）
四
三
頁
（
五
一
頁
）、西
谷
祐
子
「
ド
イ
ツ
国
際
消
費
者
契
約
法
上
の
諸
問
題
─
『
強

行
法
規
の
特
別
連
結
』
に
関
す
る
一
考
察
─
」
法
学
六
三
巻
五
号
（
一
九
九
九
年
）
六
一
七
頁
（
六
四
一
頁
）、
嶋
拓
哉
「
法
体
系
に
お
け
る
介
入

規
範
の
適
用
問
題
に
つ
い
て
─
実
質
法
と
抵
触
法
の
協
働
と
い
う
視
点
か
ら
」
国
際
私
法
年
報
一
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
二
頁
、
外
国
裁
判



六
九
三

W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

例
の
検
討
を
通
じ
た
特
別
連
結
論
の
検
証
と
し
て
、
横
山
潤
「
国
際
契
約
と
官
庁
の
許
可
」『
現
代
契
約
大
系 

第
八
巻
』（
有
斐
閣 

一
九
八
三
年
）

一
四
五
頁
、
同
「
外
国
公
法
の
適
用
と
“
考
慮
”
─
い
わ
ゆ
る
特
別
連
結
論
の
検
討
を
中
心
と
し
て
─
」
国
際
法
外
交
雑
誌
八
二
巻
六
号
（
一
九

八
四
年
）
四
一
頁
（
六
二
頁
）、同
「
外
国
の
輸
出
管
理
と
国
際
私
法
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
一
巻
五
号
（
一
九
九
二
年
）
五
五
一
頁
（
五
五
二
頁
）、

佐
野
寛
「
国
際
取
引
の
公
法
的
規
制
と
国
際
私
法
─
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
を
中
心
と
し
て
─
」（
松
井
芳
郎
・
木
棚
照
一
・
加
藤
雅
信
編
『
国

際
取
引
と
法
』
名
古
屋
大
学
出
版
会 

一
九
八
八
年
）
一
六
七
頁
。
個
別
法
分
野
に
お
け
る
特
別
連
結
の
検
討
と
し
て
、
沢
木
敬
郎
「
労
働
契
約
に

お
け
る
当
事
者
自
治
の
原
則
と
強
行
法
規
の
連
結
問
題
」
立
教
法
学
九
号
（
一
九
六
七
年
）
一
四
五
頁
（
一
五
五
頁
）、
西
谷
祐
子
「
欧
州
に
お
け

る
国
際
消
費
者
契
約
法
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
四
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
四
三
頁
、
同
「
消
費
者
契
約
及
び
労
働
契
約
の
準
拠
法
と
絶
対
的
強
行
法
規
の
適

用
問
題
」
国
際
私
法
年
報
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
九
頁
、
村
上
愛
「
国
際
私
法
上
に
お
け
る
消
費
者
契
約
・
労
働
契
約
の
連
結
方
法
」
一
橋
法

学
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
八
九
九
頁
、
嶋
拓
哉
「
国
際
的
な
不
正
競
争
行
為
を
巡
る
法
の
適
用
関
係
に
つ
い
て
─
抵
触
法
上
の
通
常
連
結
と

特
別
連
結
を
巡
っ
て
─
」
知
的
財
産
法
政
策
学
研
究
三
七
巻
（
二
〇
一
二
年
）
二
五
三
頁
。
な
お
、
井
之
上
宜
信
「
国
際
私
法
に
お
け
る
特
別
連

結
論
に
つ
い
て
」
高
岡
法
学
一
巻
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
二
六
七
頁
。

（
（
）
桑
田
・
法
学
新
報
五
九
巻
一
一
号
五
七
頁
。

（
（
）
「Rechthilfe

（
法
の
援
助
）」
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
「
司
法
共
助
」
と
い
う
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
久
し
い
。
し
か
し
、
と
く
に
「
国
際
的

司
法
共
助
」
は
裁
判
事
務
等
に
つ
い
て
の
各
国
司
法
機
関
の
間
で
の
国
際
協
力
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
連
結
論
に
は
あ
ま
り
相
応
し
く

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。W

engler

は
、
外
国
強
行
法
の
定
め
る
法
律
効
果
（
禁
止
効
果
）
を
法
廷
地
に
お
い
て
貫
徹
さ
せ
る
の
を
援
助
す
る
と

い
う
意
に
お
い
て
用
い
て
い
る
。W

engler, IPR, T
eilband. 1, 1（（1, S. （0f.

（
（
）
桑
田
・
法
学
新
報
五
九
巻
一
一
号
五
四
頁
、
五
六
頁
。

（
（
）K

onrad Zw
eigert, N

ichterfüllung auf Grund ausländischer Leistungsverbote, RabelsZ 1（ （1（（（

）, （（（. 

（
（
）
「『
親
和
的
』
法
と
『
異
質
的
』
法
と
の
間
（zw

ischen ” sym
patischen“ und ” artfrem

den“ Gesetze

）」
と
い
う
表
現
は
、Mann

に
よ
れ
ば
、

N
eum

eyer, Internationales V
erw

altungsrecht IV
, 1（（（, S. （（（ ff.

に
由
来
す
る
（Frederick A

lexander M
ann, Eingriffsgesetze 

und Internationales Privatrecht, Festschrift für W
ahl, 1（（（, S. 1（（, Fn. （（

）。Bernhard Großfeld, M
ultinationale K

orporationen 
im

 Internationalen Steuerrecht, in: Internationalrechtliche Problem
e m

ultinationaler K
orporationen, Berichte der D

eutscher 
Gesellschaft für V

ölkerrecht, H
eft 1（, 1（（（, S. （（, 1（（

も
ま
た
同
様
の
表
現
に
よ
りZw

eigert

の
主
張
を
説
明
し
て
い
る
。
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（
10
）M

ann, FS W
ahl, 1（（（, S. 1（（, 1（（. 

批
判
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
後
注（
（0
）参
照
。

（
11
）K

arl N
eum

ayer, D
ie N

otgesetzgebung des W
irtschaftsrechts im

 internationalen Privatrecht, in: V
erhandlungen der T

agung 
der Gesellschaft in H

eidelberg am
 （. und （. A

pril 1（（（, Berichte der D
eutschen Gesellschaft für V

ölkerrecht, H
eft （, 1（（（, S. 

（（. 
折
茂
教
授
は
、
同
じ
講
演
の
仏
語
版
（N

eum
ayer, A

utonom
ie de la volonté et dispositions im

pératives en droit international 
privé des obligations, Rev. crit. d. i. p., t. （（, 1（（（, （（（

─（0（

）に
依
拠
さ
れ
て
い
る（
折
茂
・
国
際
法
外
交
雑
誌
六
五
巻
五
号
四
三
頁
以
下
）。  

（
1（
）Zw

eigert, Internationales Privatrecht und Ö
ffentliches Recht, in: （0 Jahre Institut für Internationales Recht, 1（（（, S. 1（（.

（
1（
）Ulrich Drobnig, Die Beachtung von ausländischen Eingriffsnorm

en – eine Interessenanalyse, Festschrift für Karl Neum
ayer, 1（（（, 

S. 1（（

（「W
engler

とZw
eigert

の
理
論
を
た
ん
に
復
活
さ
せ
た
に
と
ど
ま
ら
な
い
（w

eit m
ehr als eine bloße W

iederbelebung

）」）; 
M

ann, FS W
ahl, S. 1（（

（「W
engler

に
よ
り
一
九
四
一
年
に
提
唱
さ
れ
、Zw

eigert

に
よ
り
一
九
四
二
年
に
発
展
さ
れ
、
か
つ
一
九
六
五
年

に
復
活
さ
れ
た
理
論
」）.  

（
1（
）
實
方
正
雄
『
金
約
款
論
』（
有
斐
閣
一
九
三
九
年
）
に
は
、
金
約
款
を
め
ぐ
る
当
時
の
法
事
情
に
つ
き
、
欧
州
各
国
の
裁
判
例
を
含
め
た
詳
細
な

説
明
が
あ
る
。
金
約
款
と
は
、「
金
銭
債
務
の
債
務
者
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
金
貨
を
或
は
特
定
金
量
の
価
値
に
相
当
す
る
金
額
を
弁
済
す
べ
き
義

務
を
負
担
す
る
契
約
上
の
合
意
」
で
あ
り
、「
貨
幣
価
値
担
保
約
款
（V

alutaschutzklausel

）」
の
一
つ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。「
国
際
的
統
一
貨
幣

な
き
実
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、
金
約
款
は
国
際
的
信
用
制
度
を
保
持
し
信
用
獲
得
に
成
功
す
る
為
に
は
甚
だ
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
と
り
わ
け
世

界
大
戦
前
に
あ
っ
て
は
、
外
債
の
募
集
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
甚
大
で
あ
っ
た
。」（
七
三
頁
）

（
1（
）
一
九
三
三
年
六
月
五
日
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
両
院
共
同
決
議
（
金
貨
約
款
お
よ
び
金
価
値
約
款
の
無
効
を
宣
言
し
た
決
議
）。
實
方
『
金
約
款
論
』

五
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
1（
）M

ann

に
よ
れ
ば
、W

engler

に
よ
る
外
国
強
行
法
規
に
関
す
る
「
特
別
な
準
拠
法
（Sonderstatut

）」
の
議
論
は
、「
ド
イ
ツ
の
産
業
界
が

直
接
に
第
二
次
世
界
大
戦
の
勃
発
前
に
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
帰
せ
ら
れ
る
と
推
測
し
て
よ
か
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、「
ド
イ
ツ
企
業

が
そ
の
債
務
履
行
の
義
務
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
法
に
服
し
て
お
り
、
し
か
し
、
そ
う
し
た
履
行
は
ド
イ
ツ
の
外
国
為
替
管
理
法
に
よ
っ
て
阻
ま
れ

て
い
た
こ
と
、ま
た
、確
固
た
る
国
際
実
務
［
＝
契
約
中
の
金
約
款
］
に
従
い
外
国
で
訴
追
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」

（M
ann, F. A

., Eingriffsgesetze und Internationales Privatrecht, FS für W
ahl, 1（（（, S. 1（（, 1（（.

）。 

（
1（
）W

engler

の
国
際
私
法
（IPR, Band 1. und （., 1（（1

）
お
よ
び
国
際
法
（V

ölkerecht, Band I und II, 1（（（

）
の
著
作
で
は
、
国
際
法
が
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

「
国
家
の
立
法
権
（Gesetzgebungsbefugnis der Staaten

）
に
対
し
て
限
界
を
画
す
る
」
役
割
を
果
た
し
、「
国
際
私
法
の
前
提
（Präm

isse

）」

を
な
す
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
たW

engler

の
視
点
に
つ
い
て
は
、Leible/Ruffert, V

ölkerrecht und IPR, （00（, S. 1（; Jaym
e, IPR und 

V
ölkerrecht, （00（, S. （（ ff.; ders., JZ 1（（（, N

achruf: W
ilhelm

 W
engler, S. 10（（

を
参
照
。
な
お
、Zw

eigert, D
ie D

ritte Schule 
im

 Internationalen Privatrecht, Festschrift für Leo Raape, 1（（（, Fn. （（.

（
1（
）Savigny

の
理
論
の
「
人
間
中
心
主
義
」
に
つ
い
て
は
、
桑
田
三
郎
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
国
際
私
法
理
論
に
関
す
る
一
研
究
」（
同
『
国
際
私
法
研

究
』
文
久
書
林 

一
九
六
六
年
）
一
頁
以
下
所
収
）
と
く
に
一
〇
頁
。
ま
た
、Savigny

の
理
論
の
背
景
に
あ
る
民
族
共
同
体
の
考
え
に
つ
き
、
櫻

田
嘉
章
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
国
際
私
法
理
論
─
殊
に
そ
の
国
際
法
的
共
同
体
の
観
念
に
つ
い
て
─
（
一
）〜（
四
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
三
三
巻
三
号
、

同
三
三
巻
四
号
、
同
三
三
巻
六
号
、
同
三
五
巻
三
・
四
号
三
一
九
頁
以
下
。

（
1（
）Zw

eigert, RabelsZ 1（（（, S. （（（, （（（. 

（
（0
）
例
え
ば
、Schurig

は
、
特
別
連
結
を
、「
別
の
標
準
に
よ
り
構
成
さ
れ
か
つ
基
礎
付
け
ら
れ
た
第
二
の
抵
触
法
上
の
シ
ス
テ
ム
（das norm

ativ 
anderes struktuierte und begründete zw

eite kollisionrechtliche System

）」
と
捉
え
て
い
る
。K

laus Schurig, Zw
ingendes 

Recht, “Eingriffsnorm
en” und neues IPR, RabelsZ （（ （1（（0

）, S. （1（, （（（ f.

（
（1
）
前
注（
11
）参
照
。

（
（（
）N

eum
ayer

の
主
張
の
紹
介
と
し
て
、前
注（
11
）に
掲
げ
た
文
献
の
ほ
か
、山
本
敬
三
「
国
際
契
約
と
強
行
法
規
」『
現
代
契
約
法
大
系 

第
八
巻
』

（
有
斐
閣
一
九
八
三
年
）
一
一
二
頁
（
一
一
六
頁
）。

（
（（
）N

eum
ayer, a.a.O

.

（
前
注（
11
））, S. （0 f.

（
（（
）Georg Erler, Grundproblem

e des internationalen W
irtschaftsrechts, 1（（（. 

同
書
の
翻
訳
書
と
し
て
、
ゲ
オ
ル
グ
・
エ
ル
ラ
ー
／
佐

藤
和
男
訳
『
国
際
経
済
法
の
基
本
問
題
』（
嵯
峨
野
書
院 

一
九
八
九
年
）。N

eum
ayer

は
経
済
法
規
に
つ
い
て
のErler

の
学
説
を
引
用
し
て
い

る
（N
eum

ayer, a.a.O
.

（
前
注（
11
））, S. （（

）。

（
（（
）Zw

eigert, Internaionales Privatrecht und Ö
ffentliches Recht, 1（（（, S. 1（（.  Zw

eigert

は
こ
こ
で
は
外
国
の
「
公
法
（öffentliches 

Recht

）」
な
い
し
「
公
法
的
規
定
（öffentlich-rechtliche N

orm
en

）」
の
適
用
の
た
め
の
理
論
と
し
て
、
特
別
連
結
を
説
い
て
い
る
（S. 1（（, 
1（1

）。
特
別
連
結
は
、「
伝
承
さ
れ
て
き
た
国
際
私
法
を
侵
食
し
、
こ
れ
ま
で
通
常
の
抵
触
法
の
扱
い
が
な
さ
れ
、
か
つ
公
序
が
頻
繁
に
発
動
さ
れ

て
い
た
領
域
に
、
そ
の
方
法
論
を
及
ぼ
し
て
い
る
」（S. 1（1

）。
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（
（（
）A

ndreas H
eldrich, Internationale Zuständigkeit und A

nw
endbares Recht, 1（（（, S.（.

（
（（
）
一
九
八
〇
年
六
月
一
九
日
の
契
約
債
務
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る
欧
州
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
）
条
約
七
条
一
項
「
本
条
約
の
下
で
い
ず
れ
か
の
国
の

法
を
適
用
す
る
際
に
は
、
当
該
状
況
と
密
接
な
関
連
を
有
し
て
い
る
別
の
国
の
法
の
強
行
法
規
が
当
該
国
の
法
の
下
で
契
約
準
拠
法
に
か
か
わ
ら

ず
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
法
規
の
効
果
を
認
め
得
る
。
こ
れ
ら
の
法
規
の
効
果
を
認
め
る
か

否
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
の
法
規
の
性
質
、
目
的
お
よ
び
そ
の
適
用
不
適
用
の
結
果
に
つ
い
て
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
（（
）
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
契
約
的
債
務
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
規
則（（（/（00（

（
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
）
第
九
条
一
項
「
い
ず
れ
か
の
国

に
よ
り
、
当
該
法
規
を
尊
重
す
る
こ
と
が
そ
の
国
の
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
秩
序
と
い
っ
た
公
共
の
利
益
を
安
全
に
保
つ
た
め
に
重
大
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
な
優
先
的
強
行
法
規
は
、
そ
の
適
用
範
囲
に
該
当
す
る
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
対
し
て
、
本
規
則
の
下
で
そ
の
他
の
点
で
適
用

さ
れ
る
契
約
準
拠
法
に
か
か
わ
ら
ず
、
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。」
第
九
条
三
項
「
契
約
債
務
の
履
行
地
国
の
法
の
優
先
的
強
行
法
規
は
、
こ
れ

ら
の
法
規
が
当
該
契
約
の
履
行
を
違
法
と
み
な
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
効
果
を
認
め
得
る
。
こ
れ
ら
の
法
規
の
効
果
を
認
め
る
か
否

か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
そ
れ
ら
の
法
規
の
性
質
、
目
的
お
よ
び
そ
の
適
用
不
適
用
の
結
果
に
つ
い
て
考
慮
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
（（
）
一
九
八
七
年
一
二
月
一
八
日
の
ス
イ
ス
国
際
私
法
典
第
一
九
条
一
項
「
ス
イ
ス
法
の
見
地
か
ら
明
ら
か
に
支
配
的
で
あ
る
立
法
利
益
が
、
本
法

に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
法
と
は
異
な
る
法
の
強
行
法
規
の
適
用
を
要
求
し
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
事
案
が
そ
の
法
と
強
い
関
係
を
有
す
る
と
き

は
、
そ
の
法
の
強
行
規
定
を
適
用
で
き
る
。」

（
（0
）Zw

eigert, RabelsZ 1（（（, S. （（（, Fn. （.

（
（1
）N

ußbaum
, D

eutsches internationales Privatrecht, 1（（（, S. （（（ f.

（
（（
）N

ußbaum
, D

eutsches internationales Privatrecht, S. （（（. 

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（1.

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（. 

（
（（
）W
engler, Z.f.vergl.Rw

iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

（
（（
）
こ
の
「
法
の
調
和
」
と
い
う
表
現
は
、
後
に
、W

engler

自
身
が
「
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
概
念
」
と
し
て
使
用
を
避
け
て
い
る
（W

engler, 
D

ie allgem
ein Rechtsgrundsätze des internationalen Privatrechts und ihre K

ollisonen, Zeitschrift für öffentliches Recht （（ 
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

（1（（（

）, （（（, （01

）。
代
わ
り
に
「
裁
判
の
同
等
（Entscheidungsgleichheit

）」
原
則
と
表
現
し
て
い
る
。

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（1.
（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（1.

（
（0
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

（
（1
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（ f.

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（0 f.  「
国
家
間
取
引
の
法
律
関
係
の
際
に
は
ま
さ
し
く
密
接
な
関
係
が
一
つ
の
法
秩
序
の
み
な
ら

ず
複
数
の
法
秩
序
に
対
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
そ
の
た
め
契
約
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は
、
契
約
内
容
が
こ
れ
ら
す
べ
て
の
法

に
従
っ
て
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（S. 1（1

）

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

「
よ
り
難
し
い
の
は
、
一
つ
の
法
律
行
為
が
複
数
の
国
と
連
関
（A

nknüpfungen

）
を
持
つ

場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
国
の
い
ず
れ
も
が
契
約
中
で
定
め
ら
れ
た
金
銭
債
務
を
自
国
通
貨
建
て
で
表
示
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

と
す
る
。
当
事
者
は
Ａ
国
の
禁
止
に
反
し
、
他
の
国
の
通
貨
を
選
ん
で
い
た
。
Ａ
国
法
に
よ
れ
ば
契
約
締
結
日
の
レ
ー
ト
に
従
っ
て
計
算
さ
れ
る

Ａ
国
通
貨
で
の
金
額
が
合
意
さ
れ
て
い
る
と
『
さ
れ
る
』。
し
か
し
他
方
で
、
Ｂ
国
通
貨
へ
の
相
応
し
た
『
転
換
』（U

m
deutung

）
を
、
Ｂ
国
の

法
は
定
め
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
双
方
の
法
が
累
積
さ
れ
る
と
、
有
効
な
契
約
と
い
う
も
の
が
成
り
立
ち
得
な
い
。」

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

「
決
定
的
で
は
な
い
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
は
、外
国
が
こ
う
し
た
密
接
な
関
係
に
基
づ
き
、

自
身
の
発
布
し
た
法
を
貫
徹
で
き
る
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。」

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

「
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
案
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
か
ド
ル
建
て
の
支
払
債
務
が
ア
メ
リ

カ
域
外
で
履
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
か
つ
合
衆
国
と
全
く
関
係
を
も
た
な
い
場
合
に
は
、［
…
］
ア
メ
リ
カ
の
金
約
款
法
を
外
国
の
裁
判

所
が
適
用
す
る
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
債
権
者
な
り
債
務
者
な
り
が
そ
の
業
務
上
の
本
拠
を
ア
メ
リ
カ
に
持
っ

て
い
る
場
合
に
は
十
分
と
な
ろ
う
。
外
国
が
そ
の
法
律
関
係
に
対
し
て
弱
い
関
係
し
か
示
し
得
な
い
と
き
は
、
そ
の
国
の
強
行
法
が
適
用
を
求
め

て
い
て
も
考
慮
さ
れ
な
い
。
そ
の
外
国
の
立
法
者
は
、
法
廷
地
法
の
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
見
る
と
『
権
限
踰
越
（ultra vires

）』
で
あ
る
。」

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（ f. 

「
例
え
ば
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
締
結
・
履
行
さ
れ
る
契
約
に
関
し
て
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
在
住
の
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ポ
ー
ラ
ン
ド
国
籍
者
で
あ
る
契
約
当
事
者
が
ド
ル
建
て
で
契
約
を
締
結
し
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
国
際
私
法
に
よ
れ
ば
金
約
款
の
有
効
性
は
ア
メ
リ
カ
法

に
よ
り
評
価
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
契
約
に
関
し
て
ド
イ
ツ
で
判
断
が
な
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
官

は
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
見
解
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
該
法
律
行
為
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
対
す
る
関
係
が
密
接
で
あ
る
（
そ
の
た
め

ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
金
約
款
の
禁
止
が
本
来
な
ら
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
場
合
に
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
立
法
者
が
金
約
款
法
を
い
わ
ば

ポ
ー
ラ
ン
ド
法
に
取
り
込
ん
だ
（inkorporiert

）
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
金
約
款
禁
止
も
ま
た
適
用
さ
れ
得
る
。」

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（.

（
（0
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. 1（（ f.

（
（1
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. （00 f.

「
例
え
ば
、
あ
る
国
が
内
国
の
通
商
で
は
金
約
款
を
事
後
的
に
無
効
と
宣
言
し
、
し
か
し
国

際
的
な
支
払
に
関
し
て
は
金
約
款
を
存
続
さ
せ
る
と
き
、
当
該
の
国
が
ま
ぎ
れ
も
な
い
債
権
国
で
あ
る
な
ら
ば
、
た
い
て
い
外
国
の
債
務
者
を
わ

ざ
と
不
利
な
地
位
に
お
く
こ
と
に
な
ろ
う
。［
…
］
債
務
国
が
こ
の
こ
と
を
望
ま
な
い
と
き
は
、
次
の
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
。
金
約
款
の
破

棄
は
、
公
序
に
反
し
な
い
が
、
内
国
関
係
に
制
限
さ
れ
た
外
国
の
金
約
款
廃
止
法
の
場
所
的
妥
当
意
思
は
、
債
務
国
の
公
序
に
反
し
て
い
る
、
と

い
う
立
場
で
あ
る
。」

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. （0（ ff. 

な
お
、
準
拠
外
国
法
の
国
際
私
法
の
公
序
を
法
廷
地
で
も
適
用
す
る
と
い
う
構
成
は
、
ド

イ
ツ
で
は
、
以
前
か
ら
肯
定
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
山
内
惟
介
「
外
国
公
序
条
項
の
適
用
─
準
拠
法
決
定
過
程
の
間
隙
─
」
同
『
国

際
私
法
の
深
化
と
発
展
』
信
山
社
二
〇
一
六
年
二
四
九
頁
以
下
。

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. （0（.

（
（（
）W

engler, Z.f.vergl.Rw
iss. （（ （1（（1

）, S. （0（ f.

「
な
ぜ
法
廷
地
法
の
積
極
的
規
定
に
反
す
る
法
律
行
為
の
み
が
違
法
の
た
め
に
無
効
と
な
り
、

他
方
で
、
外
国
の
規
定
に
反
す
る
法
律
行
為
は
た
か
だ
か
反
良
俗
と
い
う
理
由
の
た
め
に
無
効
と
な
る
の
か
は
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
わ
か
り
か
ね

る
。」（S. （0（

）

（
（（
）W
engler, Z.f.vergl.Rw

iss. （（ （1（（1

）, S. （0（.

（
（（
）Zw

eigert, RabelsZ 1（ （1（（（

）, S. （（（, （（（f.

（
（（
）Zw

eigert

は
一
九
四
八
年
の
論
文
（ders., D

ie D
ritte Schule im

 IPR, FS Raape

）
で
は
、W

engler

を
称
賛
し
て
い
る
。

（
（（
）Zw

eigert, RabelsZ 1（ （1（（（

）, S. （（（.
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

（
（（
）Zw

eigert, RabelsZ 1（ （1（（（

）, S. （（0, （（（. W
engler

が
「
法
の
援
助
（Rechtshilfe

）」
と
し
て
述
べ
て
い
る
箇
所
（ders., Z. f. vergl. 

Rw
iss, S. 1（（

）
を
、Zw

eigert

は
す
べ
て
「
裁
判
の
調
和
（Entscheidungsharm

onie

）」
と
し
て
い
る
。

（
（0
）Zw

eigert, RabelsZ 1（ （1（（（

）, S. （（0.

（
（1
）M

ann, FS W
ahl, 1（（（, S. 1（（; Grossfeld, a.a.O

. 

（
前
注（
（
））, 1（（（, S. 1（（; A

nton H
eini, A

usländische Staatsinteressen und 
internationales Privatrecht, Zeitschrift für Schw

eizerisches Recht 100 I （1（（1

）, S. （（, （（. 

（
（（
）Zw

eigert, RabelsZ 1（ （1（（（

）, S. （（1.

（
（（
）M

ann, FS W
ahl, 1（（（, S. 1（（.

（
（（
）Zw

eigert, RabelsZ 1（ （1（（（

）, S. （（（.

（
（（
）Zw

eigert, RabelsZ 1（ （1（（（

）, S. （（1.

「
そ
の
よ
う
な
利
益
状
況
が
証
明
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
に
よ
り
、
求
め
ら
れ
て
い
た
外
国
の
禁
止
法

の
適
用
に
関
す
る
抵
触
規
範
が
見
つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
抵
触
規
範
は
、
二
つ
の
要
件
事
実
メ
ル
ク
マ
ー
ル
か
ら
成
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
第
一
に
、
外
国
の
禁
止
法
が
、
そ
の
法
自
身
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
て
い
る
空
間
的
領
域
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、

外
国
の
禁
止
法
が
自
身
で
定
め
た
そ
の
適
用
領
域
が
、
い
ず
れ
か
任
意
の
（beliebig

）
法
廷
地
の
国
の
も
つ
国
際
的
に
典
型
的
な
利
益
が
そ
う
し

た
適
用
に
よ
り
損
害
を
受
け
る
範
囲
に
お
い
て
は
、
制
限
を
受
け
る
こ
と
。
国
際
的
に
典
型
的
な
利
益
─
─
こ
れ
に
は
な
お
証
明
を
要
す
る
─
─

に
抵
触
し
な
い
な
ら
ば
、
外
国
の
禁
止
法
は
つ
ま
り
法
規
と
し
て
適
用
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
備
わ
っ
た
と
し
て
も
、
具
体
的

な
法
廷
地
国
の
公
序
が
そ
う
し
た
適
用
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
る
と
き
は
、
や
は
り
適
用
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
公
序
は
、
事
案
に
応
じ
て
、
国

際
的
に
典
型
的
な
利
益
を
上
回
る
か
ら
で
あ
る
。」

（
（（
）N

eum
ayer, a.a.O

.（
前
注（
11
））, S. （0f.

（
（（
）N

eum
ayer, a.a.O

.（
前
注（
11
））, S. （0.

（
（（
）N

eum
ayer, a.a.O

.（
前
注（
11
））, S. （1.

（
（（
）N
eum

ayer, a.a.O
.（

前
注（
11
））, S. （（.

（
（0
）N

eum
ayer, a.a.O

.（
前
注（
11
））, S. （1, Fn. （（. 

同
所
で
は
、
不
法
行
為
法
に
つ
い
て
の
国
際
私
法
学
説
と
し
て
、N

ußbaum
, D

eutsches 
IPR, 1（（（ S.（（（

を
挙
げ
て
い
る
。Zw

eigert

も
同
様
（
前
注
（
（0
））。

（
（1
）Zw

eigert

も
ま
た
、
行
為
地
の
法
が
定
め
る
「
不
法
の
効
果
」
に
よ
る
当
事
者
自
治
の
制
限
が
、
特
別
連
結
の
考
え
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
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本
文
二
1
お
よ
び
前
注
（（0

）
参
照
。

（
（（
）W

engler, V
ölkerrecht, Band I, 1（（（, S. （（ ff.

（
（（
）W

engler, V
ölkerrecht, Band I, S. （（ f.

（
（（
）W

engler, V
ölkerrecht, Band I, S. （（.

「
い
ず
れ
か
の
法
秩
序
の
諸
規
定
は
ま
た
、
自
ら
に
よ
り
規
律
さ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
他
の
法
秩
序

が
な
し
た
評
価
を
『
顧
慮
す
る
（berücksichtigen

）』
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
た
と
え
ば
、
そ
の
法
は
、
自
ら
の
法
秩
序
の
視
点
か

ら
は
不
法
と
さ
れ
る
行
為
が
他
の
法
秩
序
の
視
点
か
ら
は
許
さ
れ
る
と
き
な
ど
、
自
ら
の
不
法
の
効
果
（U

nrechtsfolge

）
を
緩
和
す
る
。
し
か

し
、
あ
る
法
秩
序
が
、
本
来
そ
の
秩
序
に
よ
り
創
出
さ
れ
る
法
状
況
に
対
立
す
る
い
ず
れ
か
の
行
為
を
原
則
的
に
承
認
し
、
か
つ
妨
げ
よ
う
と
し

な
い
、
と
い
う
よ
う
に
ま
で
広
く
受
け
入
れ
る
と
き
、
そ
し
て
、
そ
の
行
為
は
他
の
法
秩
序
の
規
定
に
よ
っ
て
生
じ
た
効
果
で
あ
る
と
き
、
こ
の

こ
と
は
次
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、当
該
の
他
の
法
秩
序
の
諸
規
定
は
、こ
の
よ
う
な
方
法
で
同
時
に
、先
の
法
秩
序
の
構
成
部
分（Bestandteil

）

と
な
る
、
つ
ま
り
、
先
の
法
秩
序
は
、
そ
の
法
に
お
け
る
命
令
な
い
し
禁
止
の
例
外
的
な
諸
規
定
と
し
て
他
の
法
秩
序
の
諸
規
定
を
組
み
入
れ
る

（eingliedert

）
こ
と
に
な
る
。」

（
（（
）W

engler, V
ölkerrecht, Band I, S. （（.  

（
（（
）N

eum
ayer

も
ま
た
、
複
数
の
法
秩
序
に
由
来
す
る
複
数
の
強
行
法
規
が
、
重
複
し
て
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る

（N
eum

ayer, a.a.O
.（

前
注（
11
））, S. （（

）。

（
（（
）H

eldrich, a.a.O
.（

前
注（
（（
））, S. （f., （（ ff.

（
（（
）H

eldrich, a.a.O
.（
前
注（
（（
））, S. 1（（.

（
（（
）H

eldrich, a.a.O
.（

前
注（
（（
））, S. 1（（.

（
（0
）H

eldrich, a.a.O
.（

前
注（
（（
））, S. 1（（ f.

（
（1
）
現
在
の
国
際
私
法
で
は
、「
国
際
的
管
轄
権
」
は
、
訴
訟
手
続
法
上
の
一
般
的
な
管
轄
権
と
し
て
扱
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
最
近
の
文
献
で

は
、M

ünchK
om

m
/M

artiny, Band 10, IPRⅠ
, （. A

ufl., （01（, V
or A

rt. 1 Rom
-I-V

O
, Rdnr. （（ 

（” Internationale Zuständigkeit“

）.   

出
口
耕
自
『
論
点
講
義 

国
際
私
法
』（
法
学
書
院
二
〇
一
五
年
）
一
二
頁
（「
一
般
管
轄
権
（
国
際
的
管
轄
権
）」）。

（
（（
）W

engler, V
ölkerrecht, BandⅡ

, S. （（（, （（（ N
. （; ders., IPR, 1. T

eilband, S. （（0, （（（ f. 

（
（（
）Jaym

e, JZ 1（（（, S. 10（（; ders., IPR und V
ölkerrecht, （00（, S. （（.
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W
engler

特
別
連
結
論
に
お
け
る
「
国
際
的
管
轄
権
」（
楢
﨑
）

（
（（
）
「
衝
突
の
最
小
化
（K

onfliktsm
inim

um

）」
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、W

engler, D
ie allgem

eine Rechtsgrundsätze des internationalen 
Privatrechts und ihre K

ollisionen, Zeitschrift für öffentliches Recht （（ （1（（（

）, （（（, （（（, （（（. Zw
eigert

は
、W

engler

の
功
績
と

し
て
「
衝
突
を
最
小
限
に
す
る
」
と
い
う
考
え
方
を
挙
げ
、こ
の
論
文
に
お
け
るW

engler

の
見
解
を
称
賛
し
て
い
る
。
ま
た
、「
衝
突
の
最
小
化
」

を
「
国
際
的
な
判
決
の
調
和
」
と
言
い
換
え
て
同
列
に
扱
っ
て
い
る
。Zw
eigert, D

ie D
ritte Schule im

 IPR, FS Laape, 1（（（, Fn. （（. 

（
（（
）W

engler

の
国
際
私
法
の
著
作
（W

engler, IPR, 1.T
eilband, S. （（

）
で
は
、
法
廷
地
国
で
適
用
さ
れ
る
外
国
の
法
に
つ
い
て
、
そ
の
国
の

法
に
本
来
備
わ
る「
中
核
的
適
用
範
囲（K

ernanw
endungsbereich

）」と
、法
廷
地
国
が
渉
外
的
事
案
の
範
囲
で
そ
の
外
国
法
に
割
り
当
て
る「
追0

加
的
な

0

0

0

適
用
範
囲
（zusätzlicher A

nw
endungsbereich

）」
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
外
国
自
身
が
渉
外
事
案
に
つ
い
て
自
ら
の
法
に

求
め
る
「
周
縁
的
適
用
範
囲
（Randanw

endungsbereich

）」
が
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
内
国
法
廷
地
の
裁
判
官
が
外
国
裁
判
官
と
同
様
に
裁

判
す
べ
き
と
す
る
考
え
が
、
法
廷
地
国
の
立
場
に
よ
っ
て
は
妥
当
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、
桑
田
三
郎
「
準
拠
抵
触
法
の
問
題
─
エ
ッ

ク
シ
ュ
タ
イ
ン
の
所
説
─
」
同
『
国
際
私
法
と
国
際
法
の
交
錯
』（
中
央
大
学
出
版
部 

昭
和
四
一
年
）
九
七
頁
、
一
一
一
頁
。

（
（（
）
前
注（
（（
）参
照
。

（
（（
）M

ann, FS W
ahl, S. 1（（.

「
国
際
的
な
判
決
の
調
和
は
、
判
断
基
準
と
し
て
寄
与
し
得
る
た
め
に
は
、
あ
ま
り
に
一
般
的
す
ぎ
る
観
点
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
は
、
国
際
私
法
を
解
体
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
必
ず
や
、
禁
止
法
（Prohibitivgesetze

）
に
限
定
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

法
廷
地
法
や
契
約
準
拠
法
が
そ
れ
ら
自
身
の
法
や
自
ら
の
利
益
を
、
他
の
諸
国
の
法
や
利
益
に
対
し
て
下
位
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
が
明
ら

か
で
は
な
い
─
─
そ
れ
ら
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
『
共
感
的
（sym

patisch

）』
で
あ
る
か
、
ま
た
は
保
護
の
価
値
が
あ
る
（schutzw

ürdig

）
と
し

て
も
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
法
が
契
約
準
拠
法
で
あ
る
と
き
に
も
、
英
国
の
為
替
法
規
は
十
分
な
関
係
が
あ
れ
ば
適
用
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
『
た
ん
に
、
我
々
［
ド
イ
ツ
と
英
国
］
が
西
側
の
世
界
に
お
い
て
経
済
的
に
（
さ
ら
に
は
政
治
的
に
も
）
一
つ
の
船
に
乗
り
合
わ

せ
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
』
と
い
う
。
し
か
し
、
債
権
者
の
利
益
が
債
務
者
の
利
益
よ
り
保
護
の
価
値
に
劣
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
、Zw

eigert

に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
査
定
は
、裁
判
官
の
精
神
的
な
姿
勢
（Geisthaltung

）
や
任
務
（A

ufgabe

）
に
反
す
る
。

こ
れ
ら
は
、Zw

eigert

の
い
う
政
治
的
干
渉
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。」

（
（（
）H

eldrich, a.a.O
.（

前
注（
（（
））, S. 1（（, Fn. （（. 

（
（（
）
多
喜
寛
「
国
際
私
法
と
国
家
主
権
」
同
『
国
際
私
法
の
基
本
的
課
題
』（
中
央
大
学
出
版
部 

平
成
一
一
年
）
四
〇
頁
以
下
、
同
所
で
検
討
さ
れ

て
い
る
国
家
主
権
を
扱
っ
た
学
説
と
し
て
、
跡
部
教
授
『
国
際
私
法
論
上
巻
』
四
八
─
四
九
頁
、
跡
部
見
解
へ
の
批
判
と
し
て
、
折
茂
豊
「
国
際
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私
法
の
機
能
に
つ
い
て
（
二
・
巻
）」
国
際
法
外
交
雑
誌
四
八
巻
二
号
三
五
頁
。
国
家
管
轄
権
（
立
法
管
轄
権
）
に
着
目
し
た
抵
触
法
理
論
の
構

築
を
提
案
す
る
の
が
、
道
垣
内
正
人
「
法
適
用
関
係
理
論
に
お
け
る
域
外
適
用
の
位
置
づ
け
─
法
適
用
関
係
理
論
序
説
」
松
井
／
木
棚
／
加
藤
編

『
国
際
取
引
と
法
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会 

一
九
八
八
年
）
二
一
三
頁
、
最
近
の
検
討
と
し
て
、
横
溝
大
「
抵
触
法
と
国
際
法
と
の
関
係
に
関
す
る

新
た
な
動
向
─
─
抵
触
法
と
国
際
法
と
の
合
流
に
つ
い
て
」
法
律
時
報
八
五
巻
一
一
号
二
六
頁
。

（
（0
）
川
上
太
郎
「
国
際
私
法
の
法
源
」『
国
際
私
法
講
座 

第
一
巻
』（
昭
和
二
八
年
）
四
九
頁
、
五
一
頁
（「
た
と
え
ば
、
チ
ー
テ
ル
マ
ン
は
、
国
際

私
法
が
各
国
私
法
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
国
際
法
上
の
管
轄
権
の

原
則
か
ら
、
論
理
的
に
国
際
私
法
の
規
範
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
。
し
か
る
に
…
今
日
で
は
、
国
際
私
法
の
全
部
に
亘
っ
て
各
国

私
法
の
管
轄
範
囲
を
確
定
的
に
限
定
す
る
が
如
き
国
際
慣
習
法
の
実
在
は
認
め
得
な
い
」）。
ま
た
、
多
喜
・
前
掲
『
国
際
私
法
の
基
本
的
課
題
』

四
一
頁
。

（
（1
）
山
内
惟
介
『
国
際
私
法
の
深
化
と
発
展
』
中
央
大
学
出
版
部
二
〇
一
六
年
（
と
り
わ
け
国
際
的
利
益
の
考
慮
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
同
「
憲
法

と
の
対
話
─
外
国
法
の
位
置
付
け
─
」
同
書
第
五
章
所
収
）。 

（
本
学
法
学
部
教
授
）


