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第
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要
約
的
検
討



二

序　
　
　

論

　

近
時
、
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
と
い
う
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
従
来
の
一
元
論
・
二
元
論
の
ほ
か
に
、
調
整
理

論
が
語
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
最
近
に
お
い
て
も
、
調
整
理
論
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
い
、
従
来
の
一
元
論
・
二
元
論
と
の
対

比
に
お
い
て
調
整
理
論
の
意
義
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
論
稿
が
現
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
寺
谷
広
司
教
授
の
「『
調
整
理
論
』
再
考
」）
1
（

で

あ
り
、
そ
れ
は
調
整
理
論
の
唱
道
者
達
の
議
論
を
詳
し
く
分
析
・
検
討
し
た
上
で
、
独
自
な
調
整
理
論
を
展
開
し
て
お
り
、
教
え
ら
れ
る

と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
学
問
的
な
刺
激
の
下
に
、
本
稿
は
、
調
整
理
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る）2
（

。

第
一
節　

問
題
の
提
起

　

寺
谷
教
授
に
よ
れ
ば
、「
調
整
理
論
は
諸
国
に
よ
る
国
際
法
の
国
内
的
実
現
に
関
し
て
調
整
義
務
を
問
題
に
す
る
」）
3
（

も
の
で
あ
り
、
し

か
も
法
的
義
務
と
し
て
の
調
整
義
務
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
同
教
授
は
、
法
的
義
務
と
し
て
の
調
整
義
務
を
二
元
論
か
ら
は

導
き
出
せ
な
い
も
の
と
み
な
す
。
同
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。

　
「『
調
整
義
務
』
こ
そ
が
二
元
論
と
区
別
さ
れ
る
新
た
な
要
素
で
あ
り
、
こ
の
議
論
が
理
論
た
り
得
る
た
め
の
焦
点
だ
と
考
え
る
理

解
は
正
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
二
元
論
も
『
衝
突
』
を
調
整
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
山
本
や
村
瀬
教
授
が
指
摘
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三

す
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
は
調
整
義
務
を
事
実
上
の
も
の
と
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
、
そ
れ
が
法
的
義
務
な
ら
二

つ
の
独
立
な
法
体
系
が
あ
る
と
は
言
い
難
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
理
念
的
に
構
成
さ
れ
る
二
元
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
衝
突
す

る
義
務
は
放
置
し
た
ま
ま
で
構
わ
な
い
」）
4
（

。

　

そ
こ
で
は
、
二
元
論
の
下
で
は
、「
調
整
義
務
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
そ
れ
は
「
法
的
義
務
」
で
は
な
く
、「
事
実
上
の

も
の
」
に
す
ぎ
な
い
、
そ
の
結
果
、「
衝
突
す
る
義
務
は
放
置
し
た
ま
ま
で
構
わ
な
い
」
こ
と
に
な
る
、
と
さ
れ
て
い
る）5
（

。
そ
の
よ
う
な

結
論
を
導
き
出
す
際
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
二
元
論
は
国
際
法
と
国
内
法
を
「
二
つ
の
独
立
な
法
体
系
」
と
み
な
す
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
調
整
義
務
が
「
法
的
義
務
な
ら
二
つ
の
独
立
な
法
体
系
が
あ
る
と
は
言
い
難

い
」
こ
と
に
な
る
の
で
、
二
元
論
の
下
で
は
調
整
義
務
が
法
的
義
務
で
は
あ
り
え
な
い
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

国
際
法
と
国
内
法
を
「
二
つ
の
独
立
な
法
体
系
」
と
み
な
す
、
と
い
う
見
解
は
、
調
整
理
論
も
認
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
点
は
、
寺
谷
教
授
の
論
述
か
ら
も
引
き
出
せ
る
。
例
え
ば
、
山
本
草
二
教
授
が
自
己
の
見
解
を
「
等
位
理
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い

て
、
寺
谷
教
授
は
「
こ
れ
は
適
切
な
呼
称
・
性
格
付
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
評
す
る
が
、
そ
の
際
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。

　
「
そ
も
そ
も
、
二
つ
の
体
系
が
独
立
・
無
関
係
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
等
位
で
あ
る
と
な
ぜ
言
え
る
の
か
疑
問
が
残

る
。
異
な
る
対
象
に
つ
い
て
言
え
る
の
は
た
だ
異
な
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
」）
6
（

る
。

　

そ
こ
で
は
、
山
本
教
授
の
見
解
│
│
寺
谷
教
授
に
よ
れ
ば
山
本
教
授
は
調
整
理
論
の
日
本
で
の
「
代
表
的
唱
道
者
」
で
あ
る）7
（

│
│
に
よ



四

る
と
国
際
法
と
国
内
法
は
「
独
立
・
無
関
係
」
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、「
二
つ

の
体
系
が
独
立
・
無
関
係
で
あ
る
こ
と
」
か
ら
直
接
に
そ
れ
ら
が
「
等
位
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
、
と
い
う
批
判
が
寺
谷

教
授
に
よ
っ
て
山
本
教
授
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
と
す
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
提
出
さ
れ
よ
う
。
つ
ま

り
、
国
際
法
と
国
内
法
が
「
独
立
・
無
関
係
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
両
者
が
「
二
つ
の
独
立
な
法
体
系
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
同

義
と
思
わ
れ
る
の
で
、
寺
谷
教
授
の
理
解
す
る
山
本
教
授
の
見
解
は
二
元
論
の
立
場
と
異
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
、
と
。

　

さ
ら
に
、
寺
谷
教
授
は
、「
特
定
内
容
の
義
務
が
国
際
法
と
国
内
法
の
両
方
で
同
時
に
妥
当
し
う
る
」
と
考
え
る
こ
と
が
、
調
整
理
論

の
基
礎
を
な
す
「
国
際
的
場
と
国
内
的
場
が
共
通
す
る
部
分
を
も
た
な
い
と
い
う
命
題
」
と
矛
盾
し
な
い
、
と
み
な
す
際
に
、
そ
の
理
由

を
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。

　
「
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
両
法
体
系
が
独
立
に
存
立
し
区
別
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
に
最
高
で
あ
る
と
い

う
説
明
内
で
の
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
」）
8
（

。

　

そ
こ
で
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の
「
両
法
体
系
が
独
立
に
存
立
し
区
別
さ
れ
」
る
、
と
い
う
考
え
が
調
整
理
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
考
え
は
二
元
論
と
異
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
寺
谷
教
授
は
、
二
元
論
の
下
で
は
、「
調
整
義
務
」
は
「
事
実
上
の
も
の
」
に
す
ぎ
ず
、

「
衝
突
す
る
義
務
は
放
置
し
た
ま
ま
で
構
わ
な
い
」
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
明
確
な
根
拠
を
示
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
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五

に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
調
整
理
論
と
二
元
論
の
異
同
の
再
検
討
を
う
な
が
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

二
元
論
か
ら
法
的
義
務
と
し
て
の
調
整
義
務
が
引
き
出
せ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
二
元
論
と
は
い
か
な
る
見
解
な
の
か
、
ま
た
、

調
整
義
務
又
は
調
整
理
論
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
と
関
連
す
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
検
討

し
て
み
よ
う
。

第
二
節　

二　

元　

論

　

二
元
論
と
の
対
比
に
お
い
て
調
整
理
論
の
意
義
を
論
ず
る
際
に
、
寺
谷
教
授
は
、
調
整
理
論
の
唱
道
者
と
目
さ
れ
る
人
々
の
見
解
を
詳

細
に
分
析
す
る
の
で
あ
る
が
、
二
元
論
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
が
多
く
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
両
者
の
異
同
を
論
ず
る
に
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
由
か
ら
し
て
、
ま
ず
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
古
く
か

ら
独
自
の
存
在
意
義
を
保
持
し
て
き
た
二
元
論
を
み
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

二
元
論
の
代
表
的
論
者
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
、
ト
リ
ー
ペ
ル
と
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
名
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た）9
（

。
そ
こ
で
、
以
下

に
は
、
両
者
の
見
解
を
少
し
詳
し
く
立
ち
入
っ
て
み
て
み
よ
う
。
な
お
、
わ
が
国
で
は
、
基
本
的
に
は
二
元
論
を
支
持
し
つ
つ
も
、
ト
リ

ー
ペ
ル
と
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
見
解
の
一
部
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
田
畑
茂
二
郎
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
田
畑

教
授
の
二
元
論
に
も
言
及
す
る
。



六

1　

ト
リ
ー
ペ
ル
の
見
解

　

ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
国
際
法
の
支
配
す
る
「
社
会
関
係
」
と
国
内
法
の
支
配
す
る
「
社
会
関
係
」
が
異
な
る
の
で
、
両
者
は
異
な
る
法
の

分
野
又
は
部
門
で
あ
る
と
み
な
す
。
そ
の
際
に
彼
は
、
国
際
法
は
国
際
法
主
体
た
る
国
家
と
国
家
の
関
係
を
規
律
す
る
が
国
内
法
は
私
人

間
の
関
係
又
は
私
人
と
国
家
の
関
係
を
規
律
す
る
、
と
い
う
趣
旨
を
説
く
。
そ
の
点
の
関
連
で
注
意
さ
れ
る
べ
き
は
、
彼
は
国
際
法
と
国

内
法
が
受
命
者
（
名
宛
人
）
を
異
に
し
て
い
る
旨
を
指
摘
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
法
が
同
一
事
態
（
例
え
ば
海
上
捕

獲
の
審
検
）
を
規
律
す
る
可
能
性
は
排
除
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）10
（

。
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
さ
ら
に
、
国
際
法
の
淵
源
（「
複
数
又

は
多
数
の
国
の
共
同
意
思
」）
と
国
内
法
の
淵
源
（「
国
家
自
身
の
意
思
」）
が
ま
っ
た
く
異
な
る
の
で
、
国
際
法
と
国
内
法
は
異
な
る
法
体
系

で
あ
る
、
と
主
張
す
る）11
（

。

　

ま
た
、
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
国
内
法
と
国
際
法
は
同
じ
関
係
を
支
配
し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
二
つ
の
法
体
系
の
間
に
「
抵
触
（confl it

）」

の
可
能
性
を
否
定
す
る）12
（

が
、
同
一
の
事
態
の
規
律
の
際
に
そ
れ
ら
の
法
の
間
に
「
矛
盾
（contradiction

）」
が
起
こ
り
う
る
こ
と
を
認
め
、

そ
の
場
合
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
や
臣
民
は
、
た
と
え
「
国
際
法
に
反
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
」

で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
結
果
生
じ
う
る
「
国
際
的
な
困
難
」
は
政
府
に
よ
っ
て
対
処
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る）13
（

、
と
。
そ
こ
で
は
、
国
際
法
に
反
す
る
国
内
法
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
こ
と
に
制
裁
と
し
て
の
国
家
責
任

（「
国
際
的
な
困
難
」）
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
換
言
す
れ
ば
、
国
家
は
そ
の
よ
う
な
国
内
法
を
改
正
す
る
国
際
法
上
の
義
務
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
国
際
法
が
そ
の
も
の
の
形
で
国
内
的
に
妥
当
す
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
の
点
に
関
す
る
と
思
わ
れ
る
彼
の
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七

論
述
の
一
つ
は
こ
う
で
あ
る
。

　
「
確
か
に
、
国
内
法
は
し
ば
し
ば
国
際
法
規
範
に
依
存
す
る
が
、
そ
の
場
合
に
国
内
法
は
そ
の
内
容
が
国
際
法
と
同
一
で
な
い
と

こ
ろ
の
法
規
範
を
世
に
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
『
取
得
（appropriation

）』
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、『
受
容
』（réception

）

で
は
な
く
『
修
正
さ
れ
た
形
の
下
で
の
再
生
産
』
で
あ
る
。
我
々
の
説
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
更
に
、
国
際
法
の
形
成
は

国
内
法
の
形
成
に
代
わ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
国
内
法
の
淵
源
は
国
際
法
の
淵
源
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
法
を
い
わ
ば
自
分
の
も
の

に
す
る
た
め
に
自
分
で
行
動
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
国
際
条
約
は
そ
れ
自
体
国
内
法
の
創
設
の
手
段
で
は
な
い
。
そ
れ
は
国

内
法
創
設
の
勧
告
を
構
成
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
法
の
形
成
は
常
に
、
国
家
に
お
い
て
は
、
そ
の
国
際
的
法
的
発
展
へ
の
参
加
と

は
別
個
な
、
国
家
の
意
思
の
個
別
の
行
為
に
基
づ
く
。
国
家
の
政
府
に
よ
る
国
際
条
約
の
公
布
は
、
条
約
に
『
国
内
的
妥
当
性
』
を

付
与
す
る
と
い
う
効
果
を
も
た
な
い
。
と
い
う
の
は
、
国
際
条
約
は
官
報
な
ど
に
お
い
て
公
布
さ
れ
て
も
国
際
条
約
そ
の
も
の
で
あ

り
続
け
る
の
で
あ
り
、
条
約
の
国
際
的
妥
当
性
に
つ
い
て
の
み
語
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
条
約
は
国
家
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
て

も
、
そ
れ
は
国
家
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
み
拘
束
的
で
あ
る
の
で
あ
り
、
条
約
の
公
布
は
条
約
を
国
家
の
臣
民
に
対
し
て
拘
束
的

『
な
ら
し
め
る
』
と
の
べ
る
こ
と
は
不
正
確
で
あ
る
。
国
家
の
臣
民
に
と
っ
て
拘
束
的
で
あ
る
の
は
、
条
約
で
は
な
く
、
条
約
の
公

布
と
い
う
簡
単
な
手
段
に
よ
っ
て
お
そ
ら
く
創
設
さ
れ
る
国
家
的
規
範
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
国
内
法
の
淵
源
が
自
分
で
国
際
法
を
創
設
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
国
際
法
の
淵
源
は
自
分
で
国
内
法
の
規
範
を

創
設
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
」）
14
（

。



八

　

そ
こ
に
お
い
て
は
、
条
約
は
国
家
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
て
も
国
内
で
は
条
約
そ
の
も
の
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
趣
旨

が
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
公
布
さ
れ
て
国
内
に
お
い
て
『
条
約
』
と
い
う
名
の
下
で
妥
当
す
る
規
範
の
妥
当
根
拠
（
効

力
根
拠
）
が
、
条
約
規
範
そ
の
も
の
の
妥
当
根
拠
は
異
な
る
こ
と
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
『
条
約
』
規
範
の
名
宛
人
が
条
約
規
範
そ
の
も

の
の
名
宛
人
と
は
異
な
る
こ
と
、
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
国
内
に
お
い
て
国
際
法
規
範
と
い
う
名
の
下
に

適
用
さ
れ
る
も
の
は
、
実
は
国
際
法
規
範
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
妥
当
根
拠
を
国
際
法
と
は
異
に
し
、
且
つ
内
容
的
に
も
国
際
法
と
は
受

命
者
を
異
に
す
る
国
内
法
規
範
│
│
「
修
正
さ
れ
た
形
の
下
で
の
再
生
産
」
│
│
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
、
条
約
は
そ
の
名
宛
人
と
し
て
の
国
家
の
み
を
拘
束
す
る
の
で
あ
り
、
国
家
に
よ
っ
て
公
布
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国

内
法
主
体
（
裁
判
所
や
個
人
な
ど
）
を
名
宛
人
と
す
る
国
内
法
規
範
が
簡
約
的
に
創
設
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
条
約
そ
の
も
の
の
内
容
は

何
ら
変
わ
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
自
己
の
見
解
を
国
際
法
と
国
内
法
の
間
の
関
係
に
関
す
る
「
二
元
論
」
と
よ
び
、
そ
れ
を
支
持
す
る
学
者
の
一
人
と

し
て
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
を
あ
げ
て
い
る）15
（

。
そ
こ
で
、
つ
ぎ
に
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
見
解
を
み
て
み
よ
う
。

2　

ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
見
解

　

ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、
法
秩
序
の
淵
源
と
み
な
す
根
本
規
範
に
つ
き
、
国
際
法
の
場
合
に
は
、「
国
家
は
国
家
間
で
さ
れ
た
合
意
を
尊
重

す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
、
即
ちpacta sunt servanda

の
原
則
」）
16
（

、
国
内
法
の
場
合
に
は
、「
立
法
者
の
命
令
に
従
う
よ
う
強
制
す

る
規
範
」）
17
（

を
見
出
す
。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
法
と
国
内
法
は
淵
源
を
異
に
す
る
「
別
個
の
秩
序
」）
18
（

で
あ
る
│
│
一
方
が
他
方
の
創
設
を
規

律
す
る
（
一
方
が
他
方
の
妥
当
根
拠
を
な
す
）
と
い
う
関
係
に
な
い
│
│
と
み
な
し
た
上
で
、
彼
は
そ
こ
か
ら
演
繹
的
に
い
く
つ
か
の
命
題
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を
導
き
出
し
、
そ
れ
を
敷
衍
し
て
い
る
。
以
下
に
は
、
当
面
の
論
議
と
の
関
連
で
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
の
み
を
取
り
出
し
、
検
討
し
て

み
よ
う
。

　

ま
ず
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
が
導
出
し
た
、「
国
際
法
と
国
内
法
と
の
間
に
は
、
本
来
の
意
味
で
の
『
抵
触
』（confl it

）
は
あ
り
え
な
い
」、

と
い
う
命
題
で
あ
る）19
（

。
こ
の
命
題
は
、
と
き
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。
そ
れ
に
関
し
て
重
要
と
思
わ

れ
る
論
述
を
つ
ぎ
に
紹
介
す
る
。

　
「
異
な
る
法
秩
序
に
属
す
る
規
範
（règles

）
の
間
に
は
、
そ
れ
故
に
特
に
国
際
法
と
国
内
法
の
間
に
は
、
抵
触
は
あ
り
え
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
上
記
の
同
じ
原
則
か
ら
出
て
く
る
。
国
際
法
と
国
内
法
の
間
に
お
け
る
抵
触
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
異
な
る
国
の

法
律
の
間
に
お
け
る
抵
触
に
つ
い
て
話
す
の
と
同
様
に
、
不
正
確
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
異
な
る
法
秩
序
に
属
す
る
規
範
（norm

es

）

の
間
に
お
け
る
抵
触
は
、
同
時
に
そ
の
双
方
に
無
関
係
な
観
点
、
即
ち
規
範
科
学
と
し
て
の
法
学
の
観
点
で
な
い
そ
れ
か
ら
の
み
肯

定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
」）
20
（

。

　
「
も
し
国
際
法
と
国
内
法
が
同
一
事
実
を
考
察
し
、
そ
れ
に
法
的
効
果
を
結
び
つ
け
る
場
合
に
は
、
国
内
規
範
が
そ
れ
に
結
び
つ

け
る
効
果
が
国
家
の
国
際
的
義
務
に
反
す
る
と
い
う
事
情
（
そ
れ
は
国
際
法
に
反
す
る
国
内
法
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
は
、
当
該
事

実
そ
の
も
の
の
評
価
に
は
な
ん
ら
の
影
響
も
与
え
な
い
の
で
あ
る
。
条
約
が
犯
罪
人
の
引
渡
し
の
義
務
を
明
確
に
課
し
て
い
る
と
き

に
、
所
与
の
場
合
に
お
い
て
犯
罪
人
を
逮
捕
し
て
外
国
の
当
局
に
引
き
渡
す
こ
と
を
禁
ず
る
国
内
規
範
に
基
づ
い
て
、
犯
罪
人
の
引

渡
し
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
国
内
秩
序
に
お
い
て
は
合
法
な
行
為
で
あ
る
が
、
国
際
秩
序
に
お
い
て
は
不
法
な
行
為
で
あ
る
。
そ
れ

は
あ
る
同
一
の
契
約
が
イ
タ
リ
ア
法
秩
序
の
観
点
か
ら
は
有
効
で
あ
り
う
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
秩
序
の
観
点
か
ら
は
無
効
で
あ
り
う



一
〇

る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
規
範
の
抵
触
は
な
く
、
た
だ
単
に
異
な
る
法
秩
序
に
お
け
る
同
一
の
事
実
の
評
価
の
相

違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」）
21
（

。

　

こ
の
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
論
述
の
趣
旨
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
別
個
独
立
の
規
範
秩
序
が

あ
る
場
合
に
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
方
を
選
択
し
て
、
そ
の
規
範
秩
序
に
内
在
す
る
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
た
と
え
他
方
が
そ
れ
と
矛

盾
す
る
こ
と
を
当
為
と
し
て
定
め
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
を
当
為
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い）22
（

。
そ
の
意
味
で
、
問
題
の
二
つ
の
規

範
秩
序
の
間
に
は
抵
触
は
な
い
、
そ
れ
故
に
「
国
際
法
と
国
内
法
と
の
間
に
は
、
本
来
の
意
味
で
の
抵
触
は
あ
り
え
な
い
」
│
│
国
際
法

内
在
的
な
観
点
か
ら
み
る
者
に
と
っ
て
は
国
際
法
規
範
の
み
が
妥
当
し
、
国
内
法
内
在
的
な
観
点
か
ら
み
る
者
に
と
っ
て
は
国
内
法
規
範

の
み
が
妥
当
す
る
│
│
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
。
こ
こ
で
は
、「
経
験
的
な
事
実
の
世
界
に
属
す
る
」）
23
（

、「
規
範
受
命
者
た
る
個
人
の
心

理
と
か
意
識
と
い
っ
た
も
の
」）
24
（

が
完
全
に
度
外
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
規
範
論
理
的
な
思
考
で
あ
り
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
い
う
「
規
範

科
学
と
し
て
の
法
学
の
観
点
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
規
範
秩
序
に
外
在
す
る
立
場
、
社
会
学
的
・
心
理
学
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、

国
家
（
人
）
は
、
事
実
問
題
と
し
て
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
内
心
に
お
い
て
同
時
に
二
つ
の
異
な
る
規
範
秩
序
に
よ
っ
て
二
つ
の
逆
方
向

の
行
為
へ
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
。
国
家
が
関
係
国
内
法
令
の
た
め
に
そ
の
ま
ま
で
は
国
際
法
上
の
義
務
を

履
行
で
き
な
い
場
合
に
つ
き
、
一
般
に
、
国
際
法
と
国
内
法
の
間
に
お
け
る
規
範
の
抵
触
又
は
義
務
の
抵
触
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
観
点
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
異
な
る
法
秩
序
に
属
す
る
規
範
の
間
に
お
け
る
抵
触
は
、
同
時
に

そ
の
双
方
に
無
関
係
な
観
点
、
即
ち
規
範
科
学
と
し
て
の
法
学
の
観
点
で
な
い
そ
れ
か
ら
の
み
肯
定
さ
れ
う
る
」
│
│
両
者
の
間
に
は

「
本
来
の
意
味
で
の
抵
触
」
は
あ
り
え
な
い
│
│
と
の
べ
る
と
き
に
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、
規
範
論
理
的
な
思
考
の
下
に
二
つ
の
異
な
る
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一

規
範
秩
序
を
考
察
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
国
家
が
関
係
国
内
法
令
の
た
め
に
そ
の
ま
ま
で
は
国
際
法
上
の
義

務
を
履
行
で
き
な
い
場
合
│
│
一
般
に
は
義
務
の
抵
触
又
は
規
範
の
抵
触
の
場
合
と
称
さ
れ
る
場
合
│
│
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
彼
が
の
べ
る
。

　
「
も
し
国
際
法
と
国
内
法
が
同
一
事
実
を
考
察
し
、
そ
れ
に
法
的
効
果
を
結
び
つ
け
る
場
合
に
は
、
国
内
規
範
が
そ
れ
に
結
び
つ

け
る
効
果
が
国
家
の
国
際
的
義
務
と
は
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
事
情
（
そ
れ
は
国
際
法
に
反
す
る
国
内
法
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
は
、

当
該
事
実
そ
の
も
の
の
評
価
に
は
な
ん
ら
の
影
響
も
与
え
な
い
の
で
あ
る
。
条
約
が
犯
罪
人
の
引
渡
し
の
義
務
を
明
確
に
課
し
て
い

る
と
き
に
、
所
与
の
場
合
に
お
い
て
犯
罪
人
を
逮
捕
し
て
外
国
の
当
局
に
引
き
渡
す
こ
と
を
禁
ず
る
国
内
規
範
に
基
づ
い
て
、
犯
罪

人
の
引
渡
し
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
国
内
秩
序
に
お
い
て
は
合
法
な
行
為
で
あ
る
が
、
国
際
秩
序
に
お
い
て
は
不
法
な
行
為
で
あ

る
。
そ
れ
は
あ
る
同
一
の
契
約
が
イ
タ
リ
ア
法
秩
序
の
観
点
か
ら
は
有
効
で
あ
り
う
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
法
秩
序
の
観
点
か
ら
は
無
効

で
あ
り
う
る
の
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
規
範
の
抵
触
は
な
く
、
た
だ
単
に
異
な
る
法
秩
序
に
お
け
る
同
一
の
事
実
の

評
価
の
相
違
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」）
25
（

。

　

そ
こ
に
お
い
て
は
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、「
国
際
法
に
反
す
る
国
内
法
と
称
さ
れ
る
も
の
」
に
よ
り
国
際
法
規
範
の
国
内
的
実
施
が
阻

害
さ
れ
る
場
合
に
、
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
国
際
法
に
反
す
る
国
内
法
と
称
さ
れ

る
も
の
」
を
改
正
す
る
法
的
義
務
が
国
際
法
上
国
家
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
の
関
連
で
は
、



一
二

つ
ぎ
の
よ
う
な
論
述
も
引
用
に
値
し
よ
う
。

　
「
国
際
規
範
は
国
際
秩
序
の
主
体
の
間
の
関
係
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
し
、
国
内
規
範
は
そ
れ
が
属
す
る
国
家
秩
序
に
お
い
て

の
み
効
力
を
有
す
る
。
あ
る
国
内
規
範
が
国
家
の
国
際
的
義
務
に
反
す
る
事
柄
を
定
め
る
│
│
例
え
ば
国
家
が
国
際
的
に
は
裁
判
権

を
行
使
し
な
い
義
務
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
そ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
を
命
ず
る
│
│
と
し
て
も
、
こ
の
事
情
は
国
内
法
に
お
け
る
当

該
法
律
の
拘
束
的
価
値
に
は
少
し
も
影
響
を
与
え
な
い
。
他
方
に
お
い
て
、
国
際
的
義
務
の
履
行
を
免
れ
る
た
め
に
、
又
は
そ
の
義

務
の
不
履
行
か
ら
生
ず
る
責
任
を
回
避
す
る
た
め
に
、
国
家
は
国
内
法
の
規
定
又
は
そ
の
欠
缺
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

い
う
の
が
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
た
原
則
で
あ
る
」）
26
（

。

　

そ
こ
で
は
、
国
家
は
そ
の
国
際
法
違
反
を
正
当
化
す
る
た
め
に
そ
の
国
内
法
を
援
用
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
国
際
法
と
国
内
法
は

別
個
の
秩
序
で
あ
る
と
い
う
命
題
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
い
う
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
た
原
則
と
は
、
実
定
国
際
法
上
の
原

則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

つ
ぎ
に
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、
普
遍
的
な
慣
習
国
際
法
規
範
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
諸
国
の
国
内
法
規
範
の
存
在
な
く
し
て
は
国
内
で

は
遵
守
さ
れ
え
な
い
│
│
例
え
ば
、
外
交
官
の
裁
判
権
免
除
の
義
務
を
国
家
に
課
す
国
際
法
規
範
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
裁
判
官
に
裁
判

権
の
不
行
使
を
命
じ
又
は
許
可
す
る
と
い
う
国
内
規
範
を
前
提
と
す
る）27
（

│
│
と
し
て
、
そ
こ
に
、「
国
内
法
に
お
け
る
国
際
規
範
の
受
容
」

と
い
う
現
象
を
見
出
す
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
初
に
彼
は
、
二
つ
の
異
な
る
法
秩
序
の
間
に
お
け
る
受
容
の
一
般
論
と
し
て
、
つ
ぎ
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の
よ
う
に
の
べ
る
。

　
「
法
秩
序
の
分
離
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
す
べ
て
の
受
容
は
『
規
範
定
立
』
行
為
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
の
受
容
は
、
純
然

た
る
形
式
的
価
値
を
越
え
る
と
こ
ろ
の
、
被
受
容
規
範
の
変
形
（transform

ation

）
を
必
然
的
に
含
む
。
ま
ず
、
す
べ
て
の
規
範
は
、

そ
れ
が
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
法
秩
序
の
主
体
を
名
宛
人
と
す
る
。
そ
し
て
、
法
的
主
体
の
性
質
は
、
あ
る
実
体
と
、
所
与
の
法
秩
序

を
構
成
す
る
規
範
と
の
間
の
相
関
関
係
で
あ
る
の
で
、
あ
る
規
範
が
あ
る
法
秩
序
に
受
容
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
れ
だ
け
で
も

っ
て
、
こ
の
規
範
は
そ
れ
が
前
の
秩
序
に
お
い
て
関
係
し
て
い
た
主
体
と
は
異
な
る
主
体
に
関
係
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
に
加
え
て
、
す
べ
て
の
法
規
範
は
そ
れ
が
属
す
る
法
体
系
に
の
み
適
応
し
う
る
の
で
あ
り
、
当
該
法
体
系
は
当
該
規
範
の
内
容
に

様
々
な
仕
方
で
作
用
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
拡
張
し
あ
る
い
は
そ
れ
を
限
定
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
同
一
の
規
範
が
異
な
る

二
つ
の
法
秩
序
に
存
在
す
る
と
き
に
は
異
な
る
意
義
を
有
す
る
又
は
有
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
受
容
の
観
念
そ
の
も
の
の

な
か
に
、
形
式
的
変
形
の
み
な
ら
ず
実
質
的
な
変
形
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
受
容
の
対
象
を
な
す
規
範
に
お

い
て
不
可
欠
と
な
る
変
形
の
程
度
か
ら
、
受
容
の
不
可
能
性
を
結
論
す
る
こ
と
は
、
正
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」）
28
（

。

　

そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、
国
内
法
に
お
け
る
国
際
法
規
範
の
受
容
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
る
。

　
「
⒜
受
容
は
規
範
の
『
形
式
的
価
値
』
を
変
え
る
。
当
該
規
範
は
そ
れ
を
受
容
し
た
秩
序
に
お
い
て
法
的
な
も
の
に
な
り
、
し
た

が
っ
て
こ
の
法
秩
序
を
構
成
す
る
他
の
規
範
と
の
関
係
は
、
こ
の
法
秩
序
の
固
有
の
原
則
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
⒝
受
容
は
規
範



一
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の
『
名
宛
人
』
を
変
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
名
宛
人
は
以
後
当
該
規
範
が
そ
の
一
部
を
な
す
と
こ
ろ
の
法
秩
序
の
主
体
と
な
る
。
⒞

受
容
は
、
そ
の
目
的
、
規
範
が
関
係
す
る
主
体
及
び
規
範
が
一
要
素
と
な
っ
た
体
系
を
考
慮
す
る
と
、
規
範
の
『
内
容
』
を
│
│
当

該
規
範
が
国
際
秩
序
に
お
い
て
有
し
て
い
た
そ
れ
と
比
べ
て
│
│
多
少
と
も
変
え
る
」）
29
（

。

　

そ
こ
に
お
い
て
は
、
国
際
法
規
範
の
国
内
的
実
施
の
際
に
は
、
当
該
国
際
法
規
範
を
そ
の
ま
ま
国
内
で
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
当
該
国
際
法
規
範
に
対
応
す
る
内
容
を
有
し
、
且
つ
、
国
内
法
主
体
を
名
宛
人
と
す
る
と
こ
ろ
の
国
内
法
規
範
を
定
立
す
る
こ
と
が

不
可
欠
と
な
る
、
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
国
家
が
国
際
法
規
範
を
国
内
で
実
施
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
応

す
る
特
別
な
国
内
法
規
範
の
創
設
│
│
受
容
さ
れ
る
規
範
た
る
国
際
法
規
範
の
「
変
形
（transform

ation

）」
│
│
を
想
定
せ
ざ
る
を
え

な
い
旨
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る）30
（

。

　

ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
ま
た
、
条
約
の
受
容
に
つ
い
て
も
、「
そ
の
各
々
が
自
分
自
身
の
分
野
で
最
高
で
あ
る
と
こ
ろ
の
法
秩
序
の
区
別
に

鑑
み
る
と
、
す
べ
て
の
受
容
は
規
範
定
立
行
為
で
あ
り
、
受
容
さ
れ
る
べ
き
他
の
規
範
の
多
少
と
も
根
源
的
な
変
形
を
含
む
こ
と
に
な

る
」
と
い
う
考
え
が
あ
て
は
ま
る
、
と
み
な
す）31
（

。

　

彼
に
よ
る
と
、「
国
際
条
約
は
同
時
に
国
家
の
法
律
で
あ
る
又
は
そ
れ
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
可
能
で
は
な
い
」。
形
式
的
な
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
根
本
規
範
を
異
に
す
る
。
実
質
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
条
約
は
国
際
法
主
体
た
る
国
家
に
関
係
づ
け
ら

れ
う
る
行
動
の
仕
方
に
関
係
す
る
が
、
法
律
は
立
法
者
の
権
威
に
服
す
る
実
体
│
│
そ
れ
に
は
特
定
の
国
内
法
秩
序
の
主
体
た
る
国
家
、

そ
れ
故
に
国
際
法
主
体
た
る
国
家
と
は
別
の
主
体
、
も
含
む
│
│
の
行
動
の
仕
方
を
念
頭
に
お
く）32
（

。

　

条
約
に
よ
っ
て
負
っ
た
義
務
の
履
行
又
は
条
約
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
利
の
行
使
の
た
め
に
必
要
又
は
有
用
と
み
な
さ
れ
る
国
内
規
範
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に
つ
き
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、
そ
れ
が
法
律
や
命
令
と
い
う
通
常
の
形
式
で
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
多
く
の
国
で
は
別
の
手
続
が

採
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
実
施
の
た
め
の
適
切
な
規
範
を
定
め
る
代
わ
り
に
、
条
約
の

正
文
自
体
を
採
用
し
、
そ
れ
を
公
文
書
に
お
い
て
公
表
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
遵
守
し
実
施
す
る
意
思
を
明
示
的
又
は
黙
示
的
に
表
明
す

る
）
33
（

、
と
。
こ
れ
は
ト
リ
ー
ペ
ル
が
言
及
す
る
条
約
の
公
布
に
つ
い
て
の
説
明
と
類
似
す
る
と
い
え
よ
う
。

3　

田
畑
教
授
の
見
解

　

わ
が
国
に
お
け
る
二
元
論
の
代
表
的
論
者
た
る
田
畑
教
授
は
、
ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
て
二
元
論
の
基
本
的
命
題
を
支
持
す
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
、
国
際
法
の
基
礎
理
論
に
お
け
る
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
関
係
が
論
議
さ
れ
て
き
た
の
は
、

主
と
し
て
こ
の
両
者
の
妥
当
性
の
連
関
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
」）
34
（

。「
二
元
論
」
は
「
国
際
法
と
国
内
法
と
が
そ
れ
ぞ
れ
妥
当
根
拠
を
異

に
し
た
別
個
・
独
立
の
法
秩
序
を
構
成
し
て
い
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
」）
35
（

。「
法
の
妥
当
根
拠
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
み
る
か
は
困

難
な
問
題
で
あ
る
」。「
法
を
…
…
強
制
秩
序
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
法
の
妥
当
を
支
え
る
重
要
な
契
機
と
し
て
権
力
的
な
要
素
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
現
在
の
段
階
に
お
い
て
は
、
国
内
法
は

国
内
法
独
自
の
妥
当
根
拠
に
も
と
づ
い
て
妥
当
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
国
内
法
が
妥
当
す
る
の
は
国
際
法
を
前
提
し
て

お
り
、
国
内
法
は
国
際
法
の
委
任
に
も
と
づ
い
て
妥
当
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
国
際
法
違
反
の
国
内
法
も

国
内
関
係
に
お
い
て
は
合
法
性
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
国
際
法
の
立
場
か
ら
直
接
そ
れ
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
事
実
は
、
こ
の
点
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」）
36
（

。「
国
際
法
と
国
内
法
の
妥
当
性
の
連
関
に
つ
い



一
六

て
は
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
妥
当
根
拠
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
う
二
元
論
の
主
張
を
、
や
は
り
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
」）
37
（

。

　

こ
の
よ
う
に
田
畑
教
授
は
、
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
と
同
様
に
、
国
際
法
と
国
内
法
は
一
方
が
他
方
の
妥
当
根
拠
（
効
力
根
拠
）

を
な
す
│
│
一
方
が
他
方
の
創
設
を
規
律
す
る
│
│
と
い
う
関
係
に
は
な
い
、
と
い
う
二
元
論
の
主
張
を
是
と
す
る
。
し
か
し
他
方
で

は
、
同
教
授
は
、
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
見
解
に
つ
い
て
主
と
し
て
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
同
教
授
の
指
摘
す
る
第
一

の
問
題
点
は
こ
う
で
あ
る
。

　
「
こ
れ
ま
で
二
元
論
を
主
張
し
て
き
た
人
び
と
は
、
国
際
法
と
国
内
法
と
が
単
に
妥
当
根
拠
を
異
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
規

律
す
る
社
会
関
係
も
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
の
規
律
す
る
社
会
関
係
が
ま
っ
た
く
異
な

る
な
ら
ば
、
両
者
の
規
定
内
容
が
矛
盾
・
衝
突
す
る
可
能
性
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
実
際
に
は
、
国
際
法
が
国
内
関
係
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
場
合
は
少
な
く
な
い
し
、
逆
に
、
国
内
法
の
中
で
国
際
関
係
に

ふ
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
と
国
内
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
内
容
が
矛
盾
す
る
場
合
が
当
然
予
想
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
」）
38
（

。

　

し
か
し
、
そ
の
論
述
は
、
二
元
論
が
説
く
国
際
法
と
国
内
法
と
が
そ
の
規
律
す
る
社
会
関
係
を
異
に
す
る
と
い
う
命
題
を
、
正
確
に
は

理
解
し
て
い
な
い
。
当
該
命
題
は
、
妥
当
根
拠
を
異
に
す
る
別
個
の
法
体
系
で
あ
る
国
際
法
と
国
内
法
は
そ
れ
ぞ
れ
ま
っ
た
く
異
な
る
名
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宛
人
の
関
係
を
規
律
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
田
畑
教
授
の
よ
う
に
名
宛
人
の
問
題
を
抜
き
に
し
た
事
項
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
名
宛
人
の
問
題
を
抜
き
に
し
た
事
項
そ
の
も
の
（
例
え
ば
犯
罪
人
の
引
渡
し
）
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
と
国
内
法
と
が

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
同
時
に
規
律
す
る
こ
と
は
、
二
元
論
者
も
否
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
元
論
は
、
田
畑
教
授

の
い
う
意
味
で
の
「
国
際
法
と
国
内
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
内
容
が
矛
盾
す
る
場
合
」
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ト
リ
ー
ペ
ル
も
、

「
国
際
法
が
法
律
又
は
判
決
の
効
果
に
よ
っ
て
の
み
国
内
法
に
な
る
な
ら
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
際
法
と
国
内
法
の
矛
盾

（contradiction

）
が
可
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
よ
く
起
こ
る
こ
と
に
な
る
」）
39
（

と
の
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
に
つ
い
て
は

少
し
注
意
を
要
す
る
。
彼
は
、「
国
際
法
と
国
内
法
と
の
間
に
は
、
本
来
の
意
味
で
の
『
抵
触
』（confl it

）
は
あ
り
え
な
い
」）
40
（

・「
異
な
る

法
秩
序
に
属
す
る
規
範
（règles
）
の
間
に
は
、
そ
れ
故
に
特
に
国
際
法
と
国
内
法
の
間
に
は
、
抵
触
が
あ
り
え
な
い
」）
41
（

と
の
べ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
論
述
は
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
い
う
「
規
範
科
学
と
し
て
の
法
学
の
視
点
」
即
ち
規
範
論
理
的
な
視
点
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
内
在
的
な
観
点
か
ら
み
る
者
に
と
っ
て
は
国
際
法
規
範
の
み
が
妥
当
し
、
国
内
法
内
在
的
な
観
点
か
ら
み
る
者

に
と
っ
て
は
国
内
法
規
範
の
み
が
妥
当
す
る
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、
規
範
秩
序
に
外
在
す
る
立
場
、
社
会

学
的
・
心
理
学
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
国
家
（
人
）
は
、
事
実
問
題
と
し
て
、
あ
る
事
項
に
つ
い
て
内
心
に
お
い
て
同
時
に
二
つ
の
異
な

る
規
範
秩
序
に
よ
っ
て
二
つ
の
逆
方
向
の
行
為
へ
動
機
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
も
の

で
は
な
い）42
（

。
実
際
に
も
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
「
異
な
る
法
秩
序
に
属
す
る
規
範
（norm

es

）
の
間
に
お
け
る
抵
触
は
、
同
時
に
そ
の
双
方
に

無
関
係
な
観
点
、
即
ち
規
範
科
学
と
し
て
の
法
学
の
観
点
で
な
い
そ
れ
か
ら
の
み
肯
定
さ
れ
う
る
」）
43
（

と
の
べ
る
の
み
な
ら
ず
、「
も
し
国

際
法
と
国
内
法
が
同
一
事
実
を
考
察
し
、
そ
れ
に
法
的
効
果
を
結
び
つ
け
る
場
合
に
は
、
国
内
規
範
が
そ
れ
に
結
び
つ
け
る
効
果
が
国
家

の
国
際
的
義
務
と
は
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
事
情
（
そ
れ
は
国
際
法
に
反
す
る
国
内
法
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
）
は
、
当
該
事
実
そ
の
も
の



一
八

の
評
価
に
は
な
ん
ら
の
影
響
も
与
え
な
い
の
で
あ
る
」）
44
（

と
の
べ
る
。

　

ち
な
み
に
、
田
畑
教
授
は
、「
国
際
法
と
国
内
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定
内
容
が
矛
盾
す
る
場
合
」
の
法
的
処
理
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う

に
の
べ
る
。

　
「
ま
ず
、
国
際
関
係
に
お
い
て
国
際
法
と
国
内
法
の
規
定
の
内
容
が
矛
盾
す
る
場
合
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
も
ち

ろ
ん
、
国
際
法
の
規
定
が
優
先
す
る
。
国
家
が
、
国
内
法
の
規
定
を
理
由
と
し
て
国
際
法
上
の
義
務
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」）
45
（

。「
そ
れ
で
は
、
国
内
関
係
に
お
い
て
、
国
際
法
と
国
内
法
の
規
定
内
容
が
矛
盾
し
た
場
合
、
い
ず
れ
が
優
先
す
る
か
」）
46
（

。「
国
内

的
に
妥
当
す
る
国
際
法
と
国
内
法
と
の
効
力
関
係
を
決
定
す
る
も
の
は
、
結
局
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
家
の
国
内
憲
法
で
あ
る
」）
47
（

。「
国
際

法
違
反
の
国
内
法
が
制
定
さ
れ
て
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
効
力
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
国
家
は
対
外
的
に
国
際

法
違
反
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
国
内
的
に
は
、
と
く
に
そ
れ
を
無
効
と
す
る
憲
法
規
定
が
な
い
か
ぎ

り
、
国
際
法
違
反
の
国
内
法
も
そ
の
ま
ま
有
効
な
国
内
法
と
し
て
妥
当
性
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」）
48
（

。

　

こ
の
田
畑
教
授
の
法
的
処
理
の
仕
方
は
、
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
説
く
と
こ
ろ
と
変
わ
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。
ト
リ
ー
ペ
ル

に
よ
る
と
、「
裁
判
官
や
臣
民
（sujets

）
は
国
際
法
に
反
す
る
イ
ギ
リ
ス
法
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
適
用
し
遵
守
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
こ

か
ら
生
ず
る
国
際
的
な
困
難
を
案
ず
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
問
題
で
は
な
く
、
政
府
の
問
題
で
あ
る
」）
49
（

。
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、「
国
際
法
に
反

す
る
国
内
法
と
称
さ
れ
る
も
の
」
は
国
内
に
お
い
て
効
力
を
維
持
す
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
際
法
規
範
の
国
内
的
実
施
が
阻
害
さ
れ
る

場
合
に
、
国
際
法
秩
序
に
お
け
る
不
法
行
為
の
成
立
を
認
め
て
い
る）50
（

。
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一
九

　

田
畑
教
授
が
指
摘
す
る
第
二
の
問
題
点
は
、
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
が
国
際
法
の
国
内
的
実
施
の
た
め
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る

国
内
法
の
創
設
（
変
形
）
が
不
可
欠
で
あ
る
と
説
い
て
い
た
こ
と
に
関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
同
教
授
は
、「
こ
れ
ま
で
二
元
論
を
と
る
人

び
と
が
一
般
に
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
国
際
法
は
国
際
法
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
は
国
内
的
に
妥
当
し
え
な
い
と
い
う
考
え
方
は
果
た

し
て
正
し
い
か
ど
う
か
」）
51
（

と
い
う
問
題
を
提
起
し
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
ず
る
。

　
「
た
と
え
ば
、
外
交
使
節
の
特
権
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
規
な
ど
、
や
は
り
そ
の
ま
ま
国
内
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
予
定
し
て

い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
…
…
。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
法
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
国
際
法
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
国
内
法

に
変
型
さ
れ
た
上
で
な
け
れ
ば
、
国
内
的
に
適
用
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
」）
52
（

。「
憲
法
や
憲
法
上
の
慣
行
に
よ
っ
て
、

慣
習
国
際
法
や
条
約
が
包
括
的
に
国
内
法
の
一
部
と
し
て
認
め
ら
れ
、
国
内
的
効
力
を
認
め
ら
れ
て
い
る
例
は
か
な
り
多
い
」。「
こ

の
よ
う
な
一
般
的
受
容
」
は
「
国
際
法
を
一
般
的
に
国
内
法
と
し
て
、
つ
ま
り
、
国
内
法
に
変
型
し
た
上
で
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め

た
と
い
う
こ
と
」
で
は
な
く
、「
国
家
が
、
国
際
法
を
、
国
際
法
そ
の
も
の
と
し
て
国
内
的
に
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ

る
と
み
る
の
が
、
す
な
お
な
見
方
で
あ
り
」、「
こ
の
場
合
に
は
、
国
際
法
は
、
国
際
法
そ
の
も
の
の
か
た
ち
で
、
同
時
に
、
国
内
法

と
し
て
の
効
力
を
認
め
ら
れ
る
と
い
う
二
重
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、

む
し
ろ
、
国
家
が
国
際
法
を
も
っ
て
国
際
法
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
国
内
的
に
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
ろ

う
」）
53
（

。「
い
わ
ゆ
るnon-self-executing treaty

の
場
合
に
は
、
国
際
法
を
国
内
的
に
適
用
す
る
た
め
に
は
、
国
際
法
の
要
請
に
合

致
し
た
国
内
法
を
と
く
に
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
、
国
際
法
の
規
定
内
容
が
そ
の
ま
ま
国
内
的
に
適
用
可
能
な
も

の
で
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
るself-executing treaty

の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
手
続
を
経
ず
、『
公
布
』
だ
け
に
よ
っ



二
〇

て
条
約
が
国
内
的
に
実
施
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
」）
54
（

。

　

そ
こ
で
は
、
田
畑
教
授
は
、
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
と
は
異
な
り
、「
国
際
法
の
規
定
内
容
が
そ
の
ま
ま
国
内
的
に
適
用
可
能

な
も
の
で
あ
る
場
合
」
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
例
え
ば
外
交
使
節
の
特
権
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
規
や
い
わ
ゆ
るself-

executing treaty
な
ど
つ
い
て
変
形
の
必
要
性
を
認
め
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
に
は
、
変
形
が
不
要
で
あ
る
と
考
え
る
た
め

の
論
拠
が
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
変
形
が
不
可
欠
で
あ
る
と
み
な
す
に
あ
た
り
、
妥
当
根
拠
や
規
範
の

名
宛
人
の
観
点
か
ら
精
緻
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
田
畑
教
授
は
そ
の
議
論
に
対
し
て
詳
細
な
批
判
を
展
開
す
る

わ
け
で
も
な
く
、
た
だ
、「
国
際
法
の
規
定
内
容
が
そ
の
ま
ま
国
内
的
に
適
用
可
能
な
も
の
で
あ
る
場
合
」
が
あ
る
と
い
う
結
論
を
の
べ

る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
点
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
、
調
整
理
論
を
唱
え
る
論
者
た
ち
に
そ
の
ま
ま
引
き
継

が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

第
三
節　

調
整
理
論

　

寺
谷
教
授
が
調
整
理
論
の
主
た
る
唱
道
者
の
一
人
と
し
て
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
を
あ
げ
る
。
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
関
す
る
フ
ィ

ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
見
解
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
調
整
理
論
の
「
代
表
的
唱
道
者
」
で
あ
る
山
本
教
授
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
見
解
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
な
お
、
彼
の
見
解
│
│
彼
に
よ
る
と
そ
れ
は
「
二
元

論
で
も
一
元
論
で
も
な
い
」）
55
（

│
│
を
分
析
す
る
際
に
は
、
必
要
な
限
り
に
お
い
て
山
本
教
授
の
見
解
に
も
言
及
す
る
。
つ
い
で
、
山
本
教
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二
一

授
の
見
解
に
お
け
る
調
整
義
務
の
観
念
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
寺
谷
教
授
の
見
解
を
吟
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

1　

フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
見
解

　

彼
の
見
解
の
要
旨
は
こ
う
で
あ
る
。

　
（
1
）　
「
国
際
的
分
野
」
は
国
家
間
の
関
係
と
か
か
わ
り
あ
い
の
分
野
で
あ
る
。「
国
内
的
分
野
」
は
、
所
与
の
国
家
の
内
部
に
お
け

る
、
私
人
や
国
家
を
構
成
す
る
諸
実
体
の
間
の
関
係
、
又
は
そ
れ
ら
と
国
家
自
身
又
は
そ
の
政
府
と
の
関
係
の
分
野
で
あ
る）56
（

。
こ
れ
ら
二

種
類
の
分
野
は
「
否
定
さ
れ
え
な
い
客
観
的
事
実
」
と
し
て
存
在
す
る
。
二
つ
の
異
な
る
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
、
国
際
法
と
国
内
法

に
は
「
共
通
の
分
野
」
は
な
い
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
国
際
法
と
国
内
法
が
同
じ
事
柄
に
適
用
さ
れ
、
そ
れ
故
に
「
共
通
の
分
野
」
を
も

つ
か
の
よ
う
に
見
え
る
外
国
人
の
待
遇
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
も
、
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
共
通
の
分
野
を
も
た
な
い
の
は
、
問
題

と
な
る
関
係
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
国
内
的
平
面
で
は
、
外
国
人
の
待
遇
は
特
定
の
国
家
の
、
外
国
人
個
人
と
の
関

係
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
国
内
法
が
適
用
さ
れ
る
の
は
こ
の
関
係
で
あ
る
。
国
際
的
平
面
で
は
、
外
国
人
の
待
遇
は
ま
っ
た
く
異
な
る

問
題
を
提
起
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
は
、
国
家
の
、
外
国
人
個
人
と
で
は
な
く
彼
の
政
府
と
の
関
係
を
含
む
。
そ
し
て
国
際
法
が
適

用
さ
れ
る
の
は
こ
の
関
係
で
あ
る）57
（

。

　
（
2
）　

一
元
論
者
と
二
元
論
者
の
論
争
の
す
べ
て
は
非
現
実
的
で
、
不
自
然
で
、
ま
っ
た
く
的
外
れ
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
そ

も
そ
も
論
争
が
あ
る
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
│
│
そ
し
て
そ
れ
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
が
│
│
即
ち
問

題
の
二
つ
の
法
秩
序
双
方
が
そ
こ
に
同
時
に
活
動
範
囲
を
も
つ
と
こ
ろ
の
共
通
の
分
野
、
を
想
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
秩
序

の
関
係
が
独
立
し
た
秩
序
の
間
の
対
等
（co-ordination

）
の
関
係
で
あ
る
か
、
又
は
一
方
の
他
方
へ
の
服
従
（subordination

）
の
関
係



二
二

で
あ
る
か
ど
う
か
│
│
さ
ら
に
ま
た
、
そ
れ
ら
は
同
一
秩
序
の
一
部
で
あ
る
が
上
位
の
秩
序
に
従
属
す
る
の
か
ど
う
か
│
│
、
に
つ
い
て

論
争
が
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
同
一
分
野
、
即
ち
同
一
の
関
係
や
か
か
わ
り
あ
い
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
称
し
て
い

る
こ
と
、
そ
し
て
実
際
に
そ
う
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
同
様
に
、
イ
ギ
リ
ス
法
体
系
は
フ
ラ
ン
ス
法
体
系
よ
り
も
優
位
に
あ
る
か

ど
う
か
、
又
は
そ
の
逆
だ
と
か
、
に
関
す
る
論
争
を
始
め
る
こ
と
は
、
む
だ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
こ
れ
ら
の
体
系
は
あ
え
て
同
一
の

適
用
分
野
を
も
と
う
と
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る）58
（

。

　
（
3
）　

国
際
的
分
野
に
お
け
る
国
際
法
の
優
位
は
、
一
つ
の
範
疇
と
し
て
の
国
際
法
の
一
つ
の
範
疇
と
し
て
の
国
内
法
に
対
す
る
本
来

固
有
の
優
位
さ
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
他
の
理
由
に
よ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
優
位
、
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
イ
ギ
リ
ス
法
の
優
位
と
同
じ
種
類
の
優
位
│
│
即
ち
内
容
か
ら
生
ず
る
優
位
で
は
な
く
作
用
分
野
か
ら
生
ず
る
優
位
│
│
で
あ

る
。
当
該
法
が
フ
ラ
ン
ス
の
法
だ
か
ら
で
は
な
く
当
該
場
所
、
分
野
が
フ
ラ
ン
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
提
案
さ
れ
た
見
解
は
二
元
論

で
も
一
元
論
で
も
な
い）59
（

。

　
（
4
）　

国
際
法
と
国
内
法
は
共
通
の
分
野
を
も
た
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
対
等
（co-ordination

）
の
そ
れ
か
、
又
は
一
方
の
他

方
へ
の
従
属
（subordination

）
の
関
係
か
、
又
は
共
通
の
上
位
の
秩
序
へ
の
相
互
の
従
属
の
そ
れ
で
あ
る
の
か
を
議
論
す
る
必
要
は
な

い
し
、
そ
れ
を
し
て
も
む
だ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
二
つ
の
法
秩
序
に
関
し
て
優
位
性
と
い
う
抽
象
的
な
問
題
を
議
論
し
て
も
、
す
で
に
み

た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
法
又
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
関
し
て
抽
象
的
な
優
越
性
を
議
論
す
る
の
と
同
様
に
、
む
だ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
質
問
は

必
然
的
に
意
味
が
な
い
。「
各
々
は
そ
れ
自
身
の
分
野
で
最
高
で
あ
る
」、
そ
し
て
こ
の
目
的
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
す
べ
て
、
国
際
法

は
そ
の
国
際
的
分
野
に
お
い
て
最
高
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
内
法
秩
序
と
国
際
法
秩
序
の
間
に
お
い
て
は
優
越
性
の
問
題
は
無

関
係
で
あ
り
、
優
越
性
を
与
え
る
上
位
の
規
範
又
は
秩
序
の
存
在
如
何
と
い
う
問
題
も
同
様
で
あ
る
。
国
内
法
は
国
際
的
分
野
で
は
国
際
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二
三

法
の
ラ
イ
バ
ル
で
は
な
く
、
ラ
イ
バ
ル
た
り
え
な
い
、
そ
う
で
な
い
と
そ
れ
は
国
内
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
国
際
的
な
も
の

に
な
ろ
う
。
国
内
法
は
、
定
義
上
、
他
の
諸
国
の
行
為
又
は
他
の
諸
国
と
の
関
係
を
支
配
し
え
な
い
。
国
内
法
は
そ
れ
自
身
の
国
家
の
行

為
を
、
当
該
国
家
は
そ
の
国
際
的
義
務
を
履
行
し
え
な
い
と
い
う
仕
方
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ

は
、
定
義
上
、
国
内
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
た
法
的
効
果
や
作
用
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
、
正
式

に
は
、
国
際
法
と
国
内
法
は
『
体
系
』
と
し
て
は
決
し
て
抵
触
し
な
い
（
こ
れ
は
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
暗
示
で
あ
る
）。
起
こ
り

う
る
の
は
、
厳
密
に
は
異
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
『
義
務
』
の
抵
触
、
つ
ま
り
国
家
は
国
際
法
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
仕
方
で
行
為

す
る
こ
と
が
『
国
内
的
平
面
で
は
』
で
き
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。
国
際
的
分
野
で
の
国
際
法
の
優
位
は
、
こ
う
い
う
状
況
で
は
、
当
該
国

家
の
国
内
裁
判
所
の
裁
判
官
は
国
内
法
を
破
棄
し
て
国
際
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
。

当
該
裁
判
官
が
こ
の
こ
と
を
行
う
又
は
行
い
う
る
か
ど
う
か
は
当
該
国
内
法
自
身
に
、
そ
し
て
そ
の
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う

な
立
法
的
又
は
行
政
的
措
置
が
講
じ
ら
れ
う
る
の
か
又
は
な
さ
れ
る
の
か
に
、
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
国
際
的
分
野
に
お
け
る
国
際

法
の
優
越
は
、
単
に
、
何
事
も
な
さ
れ
え
な
い
又
は
な
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
国
家
は
国
際
的
平
面
で
は
そ
の
国
際
法
上
の
義
務
の
違
反

│
│
そ
れ
に
つ
い
て
国
家
が
国
際
的
に
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
責
任
免
除
の
目
的
で
そ
の
国
内
法
の
条
件
を
援
用
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
│
│
を
犯
す
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い）60
（

。

　

以
上
の
よ
う
な
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
議
論
の
な
か
に
、
山
本
教
授
は
、「
国
際
法
と
国
内
法
を
等
位
の
関
係
に
お
き
、
相
互
間
に
生

ず
る
『
義
務
の
抵
触
』
に
つ
い
て
は
、
調
整
に
よ
る
解
決
に
委
ね
よ
う
と
す
る
立
場
」
を
見
出
し
、
そ
れ
を
従
来
の
一
元
論
や
二
元
論
と

は
異
な
る
も
の
と
み
な
し
、「
等
位
理
論
」
と
呼
ぶ）61
（

。
同
教
授
は
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
。
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「
国
際
法
と
国
内
法
が
同
時
に
作
動
す
る
共
通
分
野
は
実
在
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
は
別
個
の
固
有
の
分
野
で
最
高
で
あ
っ
て
、
法
規

範
体
系
そ
の
も
の
と
し
て
の
抵
触
も
優
劣
関
係
も
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
国
家
が
国
内
で
国
際
法
上
の
義
務
に
適
合
す
る
行
動
を
と

れ
な
い
な
ど
、『
義
務
の
抵
触
』
は
生
じ
う
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
少
な
く
と
も
国
際
面
で
は
、
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
家

責
任
の
追
及
と
い
う
形
で
国
際
法
上
の
調
整
（coordination

）
が
行
わ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
国
際
法
上
の
義
務
と
抵
触
す
る
国
内
法

令
を
当
然
に
無
効
に
し
た
り
廃
棄
し
う
る
も
の
で
は
な
い
」）
62
（

。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
、
国
際
法
と
国
内
法
は
一
方
が
他
方
の
妥
当
根
拠
（
効
力
根
拠
）
を
な
す
│
│
一
方
が
他
方
の
創
設
を
規
律
す
る

│
│
と
い
う
関
係
に
は
な
い
、
且
つ
、
両
者
は
規
範
の
名
宛
人
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
、
と
考
え
る
点
で
二
元
論
と
は
異
な
ら
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
は
彼
の
見
解
を
「
二
元
論
で
も
一
元
論
で
も
な
い
」）
63
（

と
の
べ
て
は
い
る
。
そ
し
て
彼

は
、
自
己
の
見
解
が
ま
さ
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
論
述
の
な
か
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
そ
の
同
じ
原
則
か
ら
判
断
す
る
と
、
異
な
る
法
秩
序
に
属
す
る
ル
ー
ル
の
間
に
は
、
特
に
国
際
法
と
国
内
法
の
間
に
は
抵
触
は

あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
国
際
法
と
国
内
法
と
の
間
に
お
け
る
抵
触
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
異
な
る
国
の
法
の
間
に

お
け
る
抵
触
に
つ
い
て
話
す
こ
と
と
同
様
に
、
不
正
確
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
異
な
る
法
秩
序
に
属
す
る
規
範
の
間
の
抵
触
の
存
在

は
、
双
方
の
外
の
観
点
か
ら
み
る
場
合
を
除
い
て
、
容
認
さ
れ
え
な
い
」）
64
（

。

　

し
か
し
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
代
表
的
な
二
元
論
者
で
あ
り
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
ト
リ
ー
ペ
ル
も
彼
を
二
元
論
者
と
み
な
し
て
い
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る
。
そ
し
て
、
引
用
さ
れ
た
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
論
述
も
、
ま
さ
し
く
二
元
論
の
基
本
的
命
題
│
│
彼
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
国
際
法
と
国

内
法
は
自
主
独
立
の
根
本
規
範
か
ら
生
ず
る
の
で
、
別
個
の
秩
序
で
あ
る
」）
65
（

と
い
う
命
題
│
│
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
帰
結
の
一
つ
と
し
て

彼
が
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
は
、「
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
し
ば
し
ば
二
元
論
者
と
誤
っ
て

呼
ば
れ
て
い
る
」）
66
（

と
の
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
は
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
見
解
が
い
か
な
る
点
に
お
い
て
二
元
論
と
異

な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
が
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
が
二
元
論
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
い
。
二
元
論
の
内
容
に
関
す
る
彼
の
論
述
の

主
な
も
の
は
こ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
元
論
と
は
、
国
際
法
と
国
内
法
は
二
つ
の
別
個
の
法
秩
序
で
あ
り
、
相
互
に
独
立
し
て
存
在
す

る
と
考
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
考
え
で
は
、
い
ず
れ
か
一
方
が
他
方
に
優
位
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
い
え
な
い）67
（

、
と
。
こ
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
二
元
論
は
、
は
た
し
て
彼
の
見
解
と
い
か
な
る
点
に
お
い
て
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
フ
ィ
ッ
ツ

モ
ー
リ
ス
は
、
一
元
論
者
と
二
元
論
者
の
論
争
は
国
際
法
と
国
内
法
が
同
時
に
作
動
す
る
共
通
分
野
を
想
定
し
て
い
る
の
で
、
非
現
実
的

で
、
不
自
然
で
、
ま
っ
た
く
的
外
れ
で
あ
る
、
と
の
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
元
論
は
と
も
か
く
と
し
て
、
二
元
論
は
そ
の
よ
う
な
共
通

分
野
の
存
在
を
想
定
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
彼
自
身
も
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の

は
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
元
論
者
は
必
要
な
共
通
分
野
を
創
作
す
る
よ
う
に
努
め
る
が
、
二
元
論
者

は
、
二
つ
の
秩
序
が
別
個
独
立
の
分
野
で
作
用
す
る
と
い
う
条
件
で
、
二
つ
の
法
秩
序
の
存
在
で
満
足
し
う
る）68
（

、
と
。
そ
こ
で
言
及
さ
れ

て
い
る
二
元
論
の
考
え
は
、
彼
の
見
解
と
実
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

要
す
る
に
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
は
、
自
己
の
見
解
と
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
見
解
が
二
元
論
と
異
な
る
旨
を
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
と

い
え
よ
う
。



二
六

　

そ
れ
で
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
見
解
を
「
等
位
理
論
」
と
呼
び
、
積
極
的
に
評
価
す
る
山
本
教
授
は
、
そ
れ
が
二
元
論
と
は
い
か

な
る
点
に
お
い
て
異
な
る
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
同
教
授
が
二
元
論
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
て
み
よ
う
。

　

山
本
教
授
は
、
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
文
献
を
援
用
し
つ
つ
、
二
元
論
を
、「
国
内
法
と
国
際
法
は
、
そ
の
法
主
体
（
私
人

│
国
家
・
国
家
組
織
）…
…
の
点
で
全
く
異
な
り
、
相
互
に
平
等
・
独
立
・
無
関
係
の
法
体
系
を
な
す
、
と
い
う
立
場
」）
69
（

と
み
な
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
立
場
は
、「
国
際
法
と
国
内
法
が
同
時
に
作
動
す
る
共
通
分
野
は
実
在
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
は
別
個
の

固
有
の
分
野
で
最
高
で
あ
っ
て
、
法
規
範
体
系
そ
の
も
の
と
し
て
の
抵
触
も
優
劣
関
係
も
生
じ
な
い
」
と
考
え
る
立
場
│
│
同
教
授
に
よ

れ
ば
「
等
位
理
論
」
│
│
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
と
山
本
教
授
が
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
採
用
し
て
い
る
基
本
的
立
場
は
二
元
論

の
そ
れ
と
異
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
山
本
教
授
は
二
元
論
に
つ
い
て
若
干
の
問
題
点
を
見
出
し
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。
例
え
ば
、
二
元
論
に
関
す
る
山
本
教
授
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
そ
の
こ
と
を
示
す
。

　
「
国
際
法
と
国
内
法
は
、
相
互
に
相
手
の
法
秩
序
を
直
接
に
適
用
す
べ
き
義
務
を
負
わ
な
い
。
た
と
え
ば
国
家
は
、
国
内
法
の
制

定
に
さ
い
し
て
そ
の
内
容
が
国
際
約
束
に
適
合
す
る
よ
う
は
か
る
が
、
た
と
え
そ
れ
に
違
反
す
る
国
内
法
で
あ
っ
て
も
、
国
内
的
に

は
有
効
に
適
用
さ
れ
、
こ
れ
を
当
然
に
無
効
と
し
排
除
す
べ
し
と
す
る
国
際
法
規
範
は
な
く
…
…
、
国
際
義
務
の
違
反
・
不
履
行
に

つ
い
て
国
家
責
任
を
問
わ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
相
互
間
で
実
際
に
生
ず
る
こ
の
よ
う
な
抵
触
に
つ
い
て
は
、
単
に
事
実
上
の
調
整
が

行
わ
れ
、
自
然
法
ま
た
は
国
際
礼
譲
に
基
づ
い
て
、
国
際
法
の
優
位
が
確
保
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
国
際
法
が
国
内
法
上
有

効
な
も
の
と
し
て
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
形
式
的
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
国
内
法
秩
序
へ
の
編
入
・
変
型
手
続
が
と
ら
れ
国
内
法
に
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な
っ
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
（
国
内
裁
判
所
も
、
す
で
に
国
内
法
と
し
て
変
型
さ
れ
て
い
る
国
際
法
規
に
限
り
、
こ
れ
を
援
用
す
る
）。

し
た
が
っ
て
、
国
際
法
と
国
内
法
と
の
間
で
は
、
法
規
範
と
し
て
の
抵
触
関
係
は
生
じ
え
な
い
（
補
完
の
た
め
相
互
間
の
送
致renvoi

が
行
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
当
然
に
相
手
の
法
で
有
効
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
）、
と
い
う
」）
70
（

。

　

そ
の
論
述
に
お
い
て
は
、
二
元
論
の
下
で
は
国
際
約
束
に
違
反
す
る
よ
う
な
内
容
の
国
内
法
│
│
「
抵
触
」
│
│
に
よ
り
国
際
義
務
が

履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
当
該
国
家
の
「
国
家
責
任
」
が
発
生
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
国
内
法
を
国
際
約
束
に
適

合
す
る
よ
う
な
も
の
に
す
る
と
い
う
行
為
が
国
際
法
上
国
家
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ

ば
、
二
元
論
の
下
で
は
「
こ
の
よ
う
な
抵
触
に
つ
い
て
は
、
単
に
事
実
上
の
調
整
が
行
わ
れ
、
自
然
法
ま
た
は
国
際
礼
譲
に
基
づ
い
て
、

国
際
法
の
優
位
が
確
保
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
」、
と
い
う
結
論
は
出
て
こ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
、
山
本
教
授
は
「
等
位

理
論
」
の
下
で
は
「
各
国
は
、『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』
を
負
い
」、「
そ
の
国
内
法
を
国
際
法
に
適
合
さ
せ
る
よ

う
義
務
づ
け
ら
れ
」
る）71
（

、
と
す
る
。
二
元
論
と
等
位
理
論
に
関
す
る
同
教
授
の
上
記
の
説
明
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て

「
義
務
の
抵
触
」
の
場
合
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
相
違
│
│
「
事
実
上
の
調
整
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
国
際
法
上
の
調
整
」
な
の
か

│
│
が
出
て
く
る
の
か
、
理
解
が
容
易
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

山
本
教
授
が
二
元
論
の
問
題
点
と
し
て
言
及
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
す
で
に
の
べ
た
も
の
と
密
接
に
絡
ん
で
い
る
の
で
あ
る

が
、
二
元
論
の
下
で
は
「
国
際
法
と
国
内
法
と
の
間
で
は
、
法
規
範
と
し
て
の
抵
触
関
係
は
生
じ
え
な
い
」
が
、
等
位
理
論
の
下
で
は

「『
義
務
の
抵
触
』
は
生
じ
う
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
二
元
論
に
関
す
る
同
教
授
の
上
記
の
説
明
か
ら
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
相
違
が
出
て
く
る
の
か
、
十
分
に
は
説
明
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
国
際
法
と
国
内
法
が
…
…
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法
規
範
体
系
そ
の
も
の
と
し
て
の
抵
触
も
優
劣
関
係
も
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
…
…
『
義
務
の
抵
触
』
は
生
じ
う
る
」）
72
（

と
い
う
山
本
教
授

の
言
い
回
し
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
国
際
法
と
国
内
法
の
間
に
は
体
系
と
し
て
の
抵
触
は
な
い
が

義
務
の
抵
触
は
あ
る
、
と
い
う
一
風
変
わ
っ
た
表
現
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
杉
原
高
嶺
教
授
も
「『
義
務
の
抵
触
』
を
積
極

的
に
認
め
た
こ
と
」
と
「『
体
系
』
と
し
て
の
抵
触
の
否
定
と
の
法
的
整
合
性
の
問
題
が
残
る
」
と
指
摘
す
る）73
（

。
ま
た
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー

リ
ス
が
自
己
の
見
解
と
同
じ
も
の
と
し
て
引
用
し
て
い
た
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
論
述
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
規
範
論
理
的
な
観
点
か
ら

し
て
国
際
法
と
国
内
法
と
の
間
に
お
け
る
規
範
の
抵
触
を
認
め
て
い
な
い
。
し
か
し
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
が
認
め
て
い
る
「
義
務
の
抵

触
」
と
は
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
な
ど
が
語
る
、
本
来
の
意
味
で
の
規
範
の
抵
触
で
は
な
く
、「
国
家
は
国
際
法
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
仕
方

で
行
為
す
る
こ
と
が
国
内
的
平
面
で
は
で
き
な
い
こ
と
」）
74
（

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
山
本
教
授
の
、「
国
家
が
国
内
で
国
際
法

上
の
義
務
に
適
合
す
る
行
動
を
と
れ
な
い
な
ど
、『
義
務
の
抵
触
』
は
生
じ
う
る
」）
75
（

と
い
う
論
述
の
場
合
に
も
ひ
と
し
く
あ
て
は
ま
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
義
務
の
抵
触
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
否
定
す
る
も
の
は
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
「
義
務
の

抵
触
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
適
切
か
否
か
は
別
と
し
て
、
国
家
が
国
内
法
上
の
理
由
か
ら
し
て
国
内
に
お
い
て
国
際
法
上
の
義
務
を
履
行
で
き

な
い
と
い
う
場
合
は
、
二
元
論
の
下
で
も
当
然
に
視
野
に
入
れ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）76
（

。

　

要
す
る
に
、
山
本
教
授
が
そ
の
等
位
理
論
と
二
元
論
と
の
間
に
見
出
す
若
干
の
相
違
点
も
、
分
析
す
れ
ば
、
解
消
す
る
性
質
の
も
の
な

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
見
解
に
つ
い
て
は
も
う
少
し
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
自
然
法
論
的

な
一
元
論
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
先
に
も
み
た
よ
う
に
、
国
際
法
と
国
内
法
が
対
等
の
関
係
に
あ
る
か
従
属
の
関
係
に

あ
る
か
を
問
い
う
る
た
め
に
は
、
両
者
に
共
通
の
分
野
が
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
分
野
は
な
い
、
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
し
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か
し
、「
検
討
の
目
的
の
た
め
に
、
分
野
が
共
通
の
も
の
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
」
と
い
う
条
件
の
下
に
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
よ
う
な
趣
旨

を
の
べ
る
。
つ
ま
り
、「
国
内
法
と
国
際
法
は
対
等
の
又
は
同
格
の
（co-ordinate or co-equal

）
体
系
で
あ
る
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
を
対
等
に
す
る
も
の
、
即
ち
「
国
内
法
も
国
際
法
も
そ
れ
に
従
属
す
る
と
こ
ろ
の
第
三
の
上
位
の
秩
序
│
│
そ
れ
は
め
い
め
い
の

範
囲
を
定
め
、
そ
れ
ら
の
活
動
を
規
律
す
る
│
│
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
自
然
法
論
者
的
一
元
論
者
は
、
国
内
法
と
国
際

法
の
双
方
に
上
位
し
、
そ
れ
ら
を
対
等
に
す
る
（co-ordinating

）
の
に
必
要
な
、
第
三
の
秩
序
の
存
在
を
認
め
る
の
に
困
ら
な
い
」）
77
（

。「
国

内
法
と
国
際
法
に
優
位
す
る
第
三
の
秩
序
（
自
然
法
又
は
『
法
の
一
般
原
則
』）
の
存
在
を
証
明
す
る
試
み
は
必
要
で
は
な
い
又
は
こ
こ
で
は

な
さ
れ
な
い
」）
78
（

、
と
。
こ
の
よ
う
に
「
自
然
法
論
者
的
一
元
論
者
」）
79
（

の
観
点
か
ら
「
国
内
法
と
国
際
法
の
双
方
に
優
位
す
る
第
三
の
秩
序

の
可
能
性
」）
80
（

を
認
め
る
か
の
よ
う
な
論
述
は
、
あ
く
ま
で
も
、
国
際
法
と
国
内
法
に
共
通
の
分
野
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
た
上
で
の
も
の

で
あ
り
、
彼
自
身
は
、
結
局
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
共
通
分
野
は
存
在
し
な
い
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
の
見
解
が
何
故
に
調
整
理
論
の
な
か
に
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ッ
ツ
モ

ー
リ
ス
が
国
際
的
平
面
で
は
国
家
は
国
内
法
を
盾
に
し
て
国
際
義
務
を
免
れ
な
い
旨
を
の
べ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、
寺
谷
教
授

は
、
更
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。

　
「
一
層
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
国
内
法
を
国
際
義
務
に
調
和
さ
せ
る
（harm

onize

）
一
般
的
義
務
の
指
摘
で
あ
り
、
国
際
義
務

違
反
と
な
る
状
況
に
つ
い
て
解
説
す
る
」）
81
（

。

　

確
か
に
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
は
「
国
家
の
国
内
法
を
そ
の
国
際
的
義
務
と
調
和
さ
せ
る
一
般
的
義
務
」
と
い
う
表
題
の
下
に
、
国
家
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は
そ
の
国
際
的
義
務
を
回
避
す
る
た
め
に
そ
の
国
内
法
又
は
憲
法
上
の
欠
陥
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
と
同
様
に
、
そ
の
法
律
や

憲
法
を
、
そ
の
条
約
的
又
は
一
般
的
義
務
に
一
致
さ
せ
る
「
一
般
的
義
務
」
が
あ
る
旨
を
説
い
て
い
る）82
（

。

2　

山
本
教
授
の
見
解

　

寺
谷
教
授
は
国
家
に
よ
る
国
際
法
の
国
内
的
実
現
と
の
関
連
に
お
け
る
調
整
義
務
に
つ
い
て
「
そ
も
そ
も
、
調
整
義
務
の
法
的
性
質
は

ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
更
に
法
的
義
務
だ
と
し
て
そ
の
淵
源
は
国
際
法
上
の
も
の
な
の
か
、
国
内
法
上
の
そ
れ
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
外
の
回
答
が
必
要
な
の
か
」）
83
（

を
問
う
。
そ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
同
教
授
は
「
有
力
な
回
答
」
と
し
て
「
調
整
義
務
を
国
際
法
上
の
も

の
と
考
え
る
立
場
」
を
あ
げ
、
山
本
教
授
の
「
…
…
調
整
す
べ
き
国
際
法
上
の
義
務
」
と
い
う
記
述
に
注
目
す
る
が）84
（

、
そ
れ
に
つ
い
て
は

つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

　
「
し
か
し
、
こ
の
立
場
は
国
際
法
優
位
の
一
元
論
と
変
わ
り
が
な
く
な
る
と
思
わ
れ
」
る
。「
確
か
に
、
国
際
法
優
位
の
一
元
論
と

調
整
理
論
と
の
親
近
性
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
山
本
自
身
は
国
際
法
優
位
の
一
元
論
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
克
服
さ
れ

る
べ
き
立
場
と
捉
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」）
85
（

。

　

そ
こ
で
は
、
寺
谷
教
授
が
山
本
教
授
の
記
述
か
ら
引
き
出
し
た
「
調
整
義
務
を
国
際
法
上
の
も
の
と
考
え
る
立
場
」
は
国
際
法
優
位
の

一
元
論
と
あ
ま
り
変
わ
り
が
な
い
、
と
い
う
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
寺
谷
教
授
は
、
そ
の
こ
と
と
、
山
本
教
授
が
国
際
法

優
位
の
一
元
論
に
批
判
的
な
立
場
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
を
、
ど
の
よ
う
に
整
合
性
あ
る
形
で
説
明
す
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
点
で
若
干
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の
戸
惑
い
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
寺
谷
教
授
自
身
は
、「『
調
整
義
務
（
調
和
の
一
般
的
義
務
）』
は
…
…
そ

も
そ
も
何
ら
か
の
一
元
的
秩
序
観
な
し
に
想
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
」）
86
（

・「『
調
整
義
務
』
の
観
念
は
単
純
な
二
元
論
に
よ
る
把
握
よ
り

も
む
し
ろ
、
一
元
論
的
な
把
握
に
な
じ
む
」）
87
（

と
考
え
る
。

　

そ
の
よ
う
な
主
張
と
の
関
連
で
は
、
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
問
題
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
第
一
に
、
調
整
義
務
を
国
際
法

上
の
も
の
と
考
え
る
山
本
教
授
の
立
場
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
第
二
に
、
国
際
法
優
位
の
一
元
論
と

い
う
言
葉
の
下
に
ど
の
よ
う
な
内
容
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
で
あ
る
。
以
下
に
は
こ
の
二
つ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
（
1
）　

山
本
教
授
に
お
け
る
調
整
義
務

　

山
本
教
授
は
、
そ
の
体
系
書
『
国
際
法
』
に
お
い
て
、
寺
谷
教
授
の
い
う
調
整
理
論
（
山
本
教
授
の
言
葉
に
よ
れ
ば
等
位
理
論
）
を
わ
が

国
に
お
い
て
は
じ
め
て
紹
介
し
展
開
し
た
。
そ
の
書
物
の
中
か
ら
、
調
整
義
務
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
取
り
出
し
て
み
よ
う
。

　
「
国
際
法
と
国
内
法
が
同
時
に
作
動
す
る
共
通
分
野
は
実
在
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
は
別
個
の
固
有
の
分
野
で
最
高
で
あ
っ
て
、
法
規

範
体
系
そ
の
も
の
と
し
て
の
抵
触
も
優
劣
関
係
も
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
国
家
が
国
内
で
国
際
法
上
の
義
務
に
適
合
す
る
行
動
を
と

れ
な
い
な
ど
、『
義
務
の
抵
触
』
は
生
じ
う
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
少
な
く
と
も
国
際
面
で
は
、
国
際
法
違
法
行
為
に
対
す
る
国

家
責
任
の
追
及
と
い
う
形
で
国
際
法
上
の
調
整
（coordination
）
が
行
わ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、
国
際
法
上
の
義
務
と
抵
触
す
る
国
内

法
令
を
当
然
に
無
効
に
し
た
り
廃
棄
し
う
る
も
の
で
は
な
い
」）
88
（

。

　

そ
こ
で
は
、「
義
務
の
抵
触
」
の
場
合
に
国
家
は
「
国
際
法
上
」「
調
整
」
を
な
す
こ
と
が
│
│
「
国
際
法
違
法
行
為
に
対
す
る
国
家
責
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任
の
追
及
」
と
い
う
制
裁
と
し
て
の
強
制
を
介
し
て
│
│
命
じ
ら
れ
て
い
る
旨
が
、
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
上
の
調

整
義
務
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
山
本
教
授
の
つ
ぎ
の
論
述
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
る
。

　
「
国
際
法
と
国
内
法
は
、
二
元
論
の
い
う
よ
う
に
全
く
無
関
係
の
独
立
の
法
体
系
で
は
な
く
、
相
互
に
依
存
・
補
完
し
あ
う
関
係

に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
各
国
は
、『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』
を
負
い
、
そ
の
履
行
は
憲
法
の
判
断
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
い
。
各
国
は
そ
の
国
内
法
を
国
際
法
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
、
他
方
、
国
際

法
が
国
内
で
実
施
さ
れ
る
に
は
、
国
内
法
に
編
入
さ
れ
る
な
ど
、
国
内
法
と
国
家
機
関
の
介
在
を
条
件
と
す
る
か
ら
で
あ
る
」）
89
（

。

　

そ
の
引
用
文
に
お
け
る
二
つ
の
文
章
で
は
、「
各
国
は
、『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』
を
負
」
う
と
い
う
箇
所
が
、

「
各
国
は
そ
の
国
内
法
を
国
際
法
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
」
る
と
い
う
箇
所
に
対
応
し
、「
そ
の
履
行
は
憲
法
の
判
断
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
が
、「
国
際
法
が
国
内
で
実
施
さ
れ
る
に
は
、
国
内
法
に
編
入
さ
れ
る
な
ど
、
国
内
法
と
国
家
機
関
の
介
在

を
条
件
と
す
る
」
と
い
う
箇
所
に
対
応
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
と
す
る
と
、「『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』」

と
い
う
の
は
、
義
務
の
抵
触
の
場
合
に
国
家
が
「
そ
の
国
内
法
を
国
際
法
に
適
合
さ
せ
る
…
…
義
務
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
国
際
法
の
国
内
的
実
施
に
あ
た
り
「
国
内
法
を
国
際
法
に
適
合
さ
せ
る
…
…
義
務
」
と
い
う
も
の
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
に

定
め
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
に
、
そ
の
よ
う
な
義
務
は
国
内
的
実
施
が
予
定
さ
れ

て
い
る
国
際
法
規
範
そ
の
も
の
か
ら
生
じ
る
要
請
の
一
つ
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
一
般
に
、
国
内
的
実
施
を
予
定
し
て

い
る
国
際
法
規
範
は
、
国
家
は
そ
の
国
内
法
を
国
際
義
務
の
履
行
に
適
合
的
な
形
に
整
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
要
請
を
含
意
し
て
い
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る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
要
請
を
含
ま
な
い
国
際
法
規
範
は
、
国
内
的
実
施
を
予
定
し
て
い
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
国
家
が
有
す
る
「『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』」
と
は
、
国
家

は
そ
の
国
内
法
を
国
際
義
務
の
履
行
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
適
合
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
国
内
的
実
施
を
予
定
し
て
い
る
国
際
法
規

範
の
要
請
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
│
│
当
該
国
際
法
規
範
と
は
別
個
の
独
自
な
範
疇
を
な
す
国
際
法
規
範
で
は
な
い
│
│
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
山
本
教
授
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
述
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。

　

山
本
教
授
は
、「
国
際
義
務
の
履
行
確
保
の
責
任
」）
90
（

と
い
う
項
目
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
敷
衍
し
て
い
る
。

　
「
国
家
は
、
国
際
法
上
の
義
務
を
直
接
に
負
う
と
と
も
に
、
そ
の
機
関
、
行
政
区
画
ま
た
は
公
務
員
（
国
の
注
意
義
務
を
欠
く
特
定

の
場
合
に
は
私
人
も
含
む
）
の
作
為
・
不
作
為
に
よ
る
義
務
違
反
に
つ
い
て
も
国
際
法
上
の
責
任
を
負
う
。
し
た
が
っ
て
国
家
は
、
そ

の
政
府
機
関
と
国
内
法
令
を
介
し
て
国
際
法
上
の
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
責
任
を
負
う
。
た
と
え
ば
締
約
国
は
、
条
約
に
よ
り
少

数
民
族
の
移
動
の
自
由
を
保
障
し
た
以
上
、
別
段
の
国
内
法
令
が
あ
っ
て
も
こ
の
自
由
に
制
限
を
課
さ
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
条
約
の

執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
関
係
の
国
内
法
令
を
改
正
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
国
際
関
係
に
お
け
る
国

際
法
の
優
越
）、
こ
れ
を
放
置
す
れ
ば
国
家
責
任
を
免
れ
な
い
」）
91
（

。

　

そ
こ
で
は
、
国
際
法
上
の
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
責
任
と
の
関
連
で
、
国
家
は
、
例
え
ば
少
数
民
族
の
移
動
の
自
由
の
保
障
に
関
す

る
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
、
必
要
と
あ
れ
ば
そ
の
国
内
法
令
を
国
際
義
務
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
約
束
し
た
、
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
国
内
的
実
施
を
予
定
し
て
い
る
国
際
法
規
範
（
例
え
ば
条
約
規
範
）
は
国
家
に
、
国
内
的
実
施
の
た
め
に
必
要
と
あ
れ
ば
そ
の
国
内
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法
令
を
改
正
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
│
│
あ
る
行
為
の
国
内
的
実
施
の
約
束
は
そ
の
国
内
的
実
施
の
障
害
と
な
る
国
内
法
を
改
正
す
る

旨
の
約
束
を
含
む
│
│
、
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
山
本
教
授
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
述
も
参
考
に
な
る
。

　
「
国
際
裁
判
所
の
判
決
を
は
じ
め
国
際
実
行
は
、
一
致
し
て
、
国
際
関
係
に
お
い
て
は
国
際
法
が
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
を
み
と
め

て
い
る
」）
92
（

。

　

そ
の
論
述
に
お
け
る
「
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
」
と

い
う
命
題
は
、
国
家
は
「
国
内
法
の
内
容
」
を
「
国
際
法
上
の
義
務
に
適
合
」
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
│
│
そ
う
し
な
い
と
国
家
責
任
（
サ

ン
ク
シ
ョ
ン
）
が
発
生
す
る
│
│
と
い
う
命
題）93
（

を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
国
家
が
国
内
に
お
い
て
少
数
民
族
の
移
動
の

自
由
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
国
際
法
上
の
義
務
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
義
務
は
、
こ
の
自
由
に
制
限
を
課
す
国
内
法
令

が
あ
る
と
き
に
は
国
家
は
そ
れ
を
改
正
し
て
当
該
自
由
の
保
障
に
適
合
す
る
形
に
す
べ
き
で
あ
る
│
│
そ
う
し
な
い
と
国
家
責
任
（
サ
ン

ク
シ
ョ
ン
）
が
発
生
す
る
│
│
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
国
際
面
で
は
、
国
際
法
違
法
行
為
に
対
す
る
国
家
責

任
の
追
及
と
い
う
形
で
国
際
法
上
の
調
整
（coordination

）
が
行
わ
れ
る
」）
94
（

と
い
う
論
述
も
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
山
本
教
授
が
主
張
す
る
「『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』」
な
る
も
の
は
、
国
家
は

国
内
法
令
を
国
際
義
務
と
一
致
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
命
令
そ
の
も
の
で
あ
り
、
国
内
的
実
施
を
予
定
す
る
国
際
法
規
範
（
例
え
ば

少
数
民
族
の
移
動
の
自
由
を
保
障
す
る
条
約
上
の
義
務
）
の
内
容
を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
結
論
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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「『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』」
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
二
元
論
は
そ
れ

を
認
め
な
い
は
ず
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
定
国
際
法
規
範
（
例
え
ば
国
内

的
実
施
を
予
定
す
る
条
約
規
範
）
の
内
容
の
解
釈
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
国
際
法
と
国
内
法
の
創
設
関
係
如
何
と
い
う
従
来
の
一
元
論
・

二
元
論
の
問
題
と
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
に
二
元
論
の
内
容
と
の
関
係
で
検
証
す
る
。

　
（
2
）　

山
本
教
授
に
お
け
る
国
際
法
優
位
の
一
元
論

　

先
に
も
み
た
よ
う
に
、
寺
谷
教
授
は
山
本
教
授
の
説
く
国
際
法
上
の
調
整
義
務
に
つ
き
「
国
際
法
優
位
の
一
元
論
と
調
整
理
論
と
の
親

近
性
は
高
い
」
と
指
摘
し
、「『
調
整
義
務
』
の
観
念
は
単
純
な
二
元
論
に
よ
る
把
握
よ
り
も
む
し
ろ
、
一
元
論
的
な
把
握
に
な
じ
む
」
と

の
べ
て
い
た
。
そ
の
際
に
は
、「
国
際
法
優
位
の
一
元
論
」
と
い
う
言
葉
の
下
に
、
お
そ
ら
く
、
山
本
教
授
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
山
本
教
授
が
説
く
調
整
義
務
と
同
教
授
が
示
す
国
際
法
優
位
の
一
元
論
に

対
す
る
批
判
的
な
立
場
と
の
間
に
は
た
し
て
整
合
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
、
寺
谷
教
授
は
問
題
に
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
国
際
法
優
位

の
一
元
論
と
い
う
言
葉
の
下
に
山
本
教
授
が
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
簡
潔
に
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、

同
理
論
は
、「
国
内
法
は
国
際
法
か
ら
派
生
し
そ
の
委
任
を
受
け
た
も
の
」
と
考
え
、「
国
際
法
違
反
の
国
内
法
は
法
的
に
存
在
し
え
ず
、

各
国
の
国
内
法
上
も
当
然
に
無
効
と
な
る
」
と
説
く）95
（

、
と
。
ち
な
み
に
、「
国
際
法
優
位
の
一
元
論
」
の
代
表
的
論
者
た
る
ケ
ル
ゼ
ン
は

国
際
法
に
基
づ
い
て
国
内
法
が
妥
当
す
る
│
│
国
際
法
が
国
内
法
の
創
設
を
規
律
す
る
│
│
と
考
え
る
が
、「
国
際
法
違
反
の
国
内
法
は

法
的
に
存
在
し
え
ず
、
各
国
の
国
内
法
上
も
当
然
に
無
効
と
な
る
」
と
は
説
い
て
い
な
い）96
（

。
そ
の
点
は
度
外
に
お
く
と
し
て
、
山
本
教
授

が
理
解
す
る
上
記
の
よ
う
な
内
容
の
国
際
法
優
位
の
一
元
論
と
同
教
授
が
説
く
国
際
法
上
の
調
整
義
務
と
は
、
寺
谷
教
授
が
指
摘
さ
れ
る

よ
う
な
関
係
に
あ
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
問
題
の
調
整
義
務
な
る
も
の
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
国
内
的
実
施
を
予
定
す
る
国
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際
法
規
範
の
内
容
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
係
で
国
際
法
優
位
の
一
元
論
と
い
う
発
想
が
出
て
く
る
余
地
は
な
い
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

3　

寺
谷
教
授
の
見
解

　

そ
れ
で
は
、
寺
谷
教
授
は
調
整
義
務
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
同
教
授
は
、
山
本
教
授
の
「
…
…
調
整
す
べ
き
国

際
法
上
の
義
務
」
と
い
う
記
述
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
「
調
整
義
務
を
国
際
法
上
の
も
の
と
考
え
る
立
場
」
が
国
際
法
優
位
の
一
元
論

と
親
近
性
が
高
い
と
指
摘
し
た
の
ち
に
、
更
に
続
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。

　
「
こ
の
点
、
調
整
理
論
の
基
礎
は
よ
り
複
雑
だ
と
思
わ
れ
、
調
整
義
務
の
登
場
の
仕
方
か
ら
国
際
法
優
位
の
一
元
論
的
理
解
を
出

発
点
と
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
徹
底
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
調
整
理
論
の
命
じ
る
と
こ
ろ
が
国
際
法
と
国
内
法

の
合
致
、
少
な
く
と
も
両
立
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
現
方
式
は
国
内
法
の
側
に
引
き
寄
せ
る
の
で
も
構
わ

な
い
。
一
般
に
、
国
内
法
の
国
際
法
適
合
的
解
釈
（
間
接
適
用
）
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
調
整
理
論
は
国
際
法
の
国
内
法
適

合
的
解
釈
も
許
容
で
き
る
議
論
で
あ
る
」）
97
（

。「
実
際
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
国
際
法
が
そ
の
も
の
の
形
で
国
内
的
に
妥
当
す
る
国
際

法
の
『
二
重
の
性
格
』、
両
平
面
で
共
在
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
…
…
特
定
内
容
の
義
務
が
国
際
法
と
国
内
法
の
両
方
で
同
時
に
妥
当

し
う
る
。
こ
の
こ
と
は
国
際
的
場
と
国
内
的
場
が
共
通
す
る
部
分
を
も
た
な
い
と
い
う
命
題
と
も
矛
盾
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ

こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
両
法
体
系
が
独
立
に
存
立
し
区
別
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
に
最
高
で
あ
る
と
い
う
説
明

内
で
の
議
論
だ
か
ら
で
あ
る
。
調
整
の
結
果
た
る
個
別
規
範
を
抽
象
的
・
一
般
的
に
支
え
る
の
は
、
特
定
の
国
際
条
約
義
務
の
遵
守
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に
つ
い
て
条
約
法
条
約
第
二
六
条
に
表
現
さ
れ
るpacta sunt servanda

原
則
で
あ
り
、
同
時
に
、
例
え
ば
日
本
国
法
秩
序
に
あ

っ
て
は
憲
法
九
八
条
二
項
の
国
際
法
遵
守
規
定
で
あ
る
。
調
整
義
務
は
国
際
平
面
に
視
座
を
置
け
ば
国
際
の
、
国
内
平
面
に
視
座
を

置
け
ば
国
内
の
義
務
で
あ
り
、
国
際
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
国
内
義
務
で
も
あ
る
と
性
格
づ
け
ら
れ
、
双
方
の
平
面
に
共
通
し
て
存

在
し
う
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
内
容
の
、
し
か
し
別
の
基
礎
を
も
つ
法
的
義
務
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
調
整
理
論
は
調
整
義
務
を

統
一
的
な
法
秩
序
に
お
い
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
な
い
点
で
一
元
論
と
は
異
な
り
、
二
つ
の
基
礎
を
も
つ
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ

れ
の
法
秩
序
か
ら
内
在
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
法
的
義
務
と
理
解
す
る
点
で
二
元
論
と
も
異
な
る
と
説
明
で
き
る
」）
98
（

。

　

こ
の
論
述
は
、
筆
者
に
は
多
少
難
解
と
思
わ
れ
る
点
も
な
く
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
調
整
理
論
は
「
国
際
法
と
国
内
法
の
合
致
、
少
な
く
と
も
両
立
可
能
性
を
確
保
す
る
こ
と
」
を
命
ず
る
。
同
理
論
の
下

で
は
、
調
整
義
務
は
「
国
際
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
国
内
義
務
で
も
あ
る
」。
そ
れ
は
、
国
際
的
場
に
お
い
て
は
「pacta sunt servanda

原
則
」
に
基
づ
く
「
特
定
の
国
際
条
約
義
務
の
遵
守
」
に
由
来
す
る
が
、
国
内
的
場
に
お
い
て
は
「
例
え
ば
日
本
国
法
秩
序
に
あ
っ
て
は

憲
法
九
八
条
二
項
の
国
際
法
遵
守
規
定
」
に
由
来
す
る
、「
同
じ
内
容
の
、
し
か
し
別
の
基
礎
を
も
つ
法
的
義
務
」
で
あ
る
、
と
。
そ
う

と
す
る
と
、
結
局
、
国
際
的
平
面
に
お
け
る
調
整
義
務
な
る
も
の
は
、
特
定
の
国
際
条
約
義
務
の
内
容
を
指
し
、
国
内
的
平
面
に
お
け
る

調
整
義
務
な
る
も
の
は
、
国
際
法
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
国
内
憲
法
の
規
定
の
内
容
を
指
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
そ
の
結
果
、
調
整
義
務
と
い
う
言
葉
の
下
に
、
妥
当
根
拠
を
異
に
す
る
│
│
「
別
の
基
礎
を
も
つ
」
│
│
別
個
独
立
の
二
つ
の
法
規

範
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
国
際
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
国
内
義
務
で
も
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
別
個

独
立
の
二
つ
の
法
秩
序
に
妥
当
根
拠
を
も
つ
一
つ
の
法
規
範
な
る
も
の
を
認
め
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
、
適
切
で
は
な
い
よ



三
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う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、「
調
整
理
論
は
…
…
そ
れ
ぞ
れ
の
法
秩
序
か
ら
内
在
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
法
的
義
務
と

理
解
す
る
点
で
二
元
論
と
も
異
な
る
」
と
い
う
論
述
は
、
問
題
を
含
む
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
二
元
論
は
、
国
内
的
実

施
を
予
定
す
る
条
約
の
締
結
に
よ
り
締
約
国
は
「
条
約
の
執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
関
係
の
国
内
法
令
を
改
正
す
る
こ
と
を

約
束
し
て
い
る
」）
99
（

と
い
う
考
え
を
否
定
す
る
も
の
で
も
な
い
し
、
国
内
的
平
面
に
お
い
て
国
際
法
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
国
内
憲
法
の
規

定
（
例
え
ば
国
際
法
遵
守
規
定
）
を
無
視
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
寺
谷
教
授
は
「
国
内
平
面
」
に
お
け
る
「
国
内
の
義
務
」
と
し
て
の
調
整
義
務
に
つ
い
て
も
語
る
の
で
、
そ
の
点
で
山
本

教
授
の
見
解
と
異
な
る
よ
う
に
み
え
る
。
け
れ
ど
も
、
国
内
法
上
の
調
整
義
務
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
そ
こ
で

説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
実
質
的
に
は
山
本
教
授
の
見
解
と
は
異
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
本
教
授
は
、
先
に
引
用
し
た
論
述
に
お

い
て
、「
国
際
法
は
…
…
原
則
と
し
て
、
そ
の
規
範
を
各
国
内
で
実
現
す
る
た
め
の
固
有
の
手
段
を
も
た
な
い
」
の
で
、「
国
際
法
の
国
内

的
実
現
」
の
「
た
め
の
手
続
と
条
件
に
つ
い
て
は
、
一
般
国
際
法
上
の
原
則
は
な
く
、
各
国
の
憲
法
（
憲
法
慣
行
を
含
む
）
の
定
め
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
」）
100
（

、
と
論
じ
る
か
ら
で
あ
る）101
（

。
そ
こ
に
お
け
る
「
各
国
の
憲
法
（
憲
法
慣
行
を
含
む
）
の
定
め
」
と
は
、
例
え
ば
日
本
と
の
関

係
で
は
憲
法
九
八
条
二
項
の
国
際
法
遵
守
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
の
命
ず
る
範
囲
と
限
度
で
、
わ
が
国
は
「
国
際
法
と
国
内
法
の
合
致
」
に

努
め
る
国
内
法
上
の
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
国
内
的
義
務
と
し
て
の
調
整
義
務
な
る
も
の
は
、
国
内
憲
法

に
お
け
る
国
際
法
遵
守
規
定
の
内
容
を
構
成
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
と
す
る
と
、
寺
谷
教
授

が
上
記
の
引
用
文
に
お
い
て
「
国
際
法
が
そ
の
も
の
の
形
で
国
内
的
に
妥
当
す
る
国
際
法
の
『
二
重
の
性
格
』」
と
か
「
特
定
内
容
の
義

務
が
国
際
法
と
国
内
法
の
両
方
で
同
時
に
妥
当
し
う
る
」
と
い
う
命
題
に
あ
え
て
言
及
す
る
こ
と
は
、
必
要
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
つ

ぎ
の
よ
う
な
誤
解
を
誘
発
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
国
内
的
実
施
を
予
定
す
る
国
際
法
規
範
の
内
容
の
一
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つ
で
あ
る
国
際
的
調
整
義
務
は
そ
の
ま
ま
国
内
憲
法
に
お
け
る
国
際
法
遵
守
規
定
の
内
容
の
一
部
と
し
て
国
内
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
、

と
。
も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
は
「
国
際
法
が
そ
の
も
の
の
形
で
国
内
的
に
妥
当
す
る
国
際
法
の
『
二
重
の
性
格
』」
│
│
こ
れ
は
二
元
論

者
た
る
田
畑
教
授
が
説
か
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
│
│
と
い
う
も
の
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
る
の
で
、
後
に
少
し

踏
み
込
ん
で
検
討
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
を
わ
が
国
と
の
関
係
で
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
が
国
内
的
実
施
を

予
定
す
る
特
定
の
条
約
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
国
際
上
わ
が
国
は
、
当
該
条
約
の
内
容
に
従
い
必
要
が
あ
れ
ば
国
内
法
の
改
正
を
す
べ

き
こ
と
に
な
る
（「
国
際
平
面
」
に
お
け
る
「
調
整
義
務
」）。
わ
が
国
の
国
家
機
関
（
特
に
裁
判
所
）
は
当
該
条
約
の
国
内
的
実
施
に
あ
た
り
憲

法
九
八
条
二
項
の
国
際
法
遵
守
規
定
に
し
た
が
う
べ
き
こ
と
に
な
る
（「
国
内
平
面
」
に
お
け
る
「
調
整
義
務
」）、
と
。
こ
れ
は
│
│
調
整
義

務
と
い
う
言
葉
を
使
用
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
別
に
す
れ
ば
│
│
特
に
新
し
い
主
張
を
含
む
も
の
で
は
な
く
、
従
来
二
元
論
な
ど

に
お
い
て
条
約
の
解
釈
や
憲
法
の
解
釈
の
下
に
一
般
に
考
え
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
と
異
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
四
節　

要
約
的
検
討

　

国
際
法
と
国
内
法
に
関
す
る
二
元
論
の
代
表
的
論
者
と
目
さ
れ
て
き
た
の
は
、
ト
リ
ー
ペ
ル
と
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
で
あ
る
。
彼
ら
の
主
張

の
骨
子
は
こ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
際
法
と
国
内
法
は
一
方
が
他
方
の
妥
当
根
拠
（
効
力
根
拠
）
を
な
す
│
│
一
方
が
他
方
の
創
設
を

規
律
す
る
│
│
と
い
う
関
係
に
は
な
い
、
即
ち
両
者
は
妥
当
根
拠
を
異
に
す
る
別
個
の
法
体
系
で
あ
り
、
名
宛
人
を
異
に
し
、
異
な
る
社

会
関
係
を
規
律
し
て
い
る
、
と
。
そ
れ
は
、
国
際
法
と
国
内
法
は
「
そ
の
各
々
が
自
分
自
身
の
分
野
で
最
高
で
あ
る
」）
102
（

と
い
う
ア
ン
チ
ロ
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ッ
チ
の
文
章
に
よ
っ
て
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
と
の
関
連
で
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
も
国
際
法
と
国
内
法

に
つ
き
「
各
々
は
そ
れ
自
身
の
分
野
で
最
高
で
あ
る
」）
103
（

と
の
べ
、
山
本
教
授
も
「
そ
れ
ぞ
れ
は
別
個
の
固
有
の
分
野
で
最
高
で
あ
」）
104
（

る
と

の
べ
て
い
る
こ
と
、
更
に
寺
谷
教
授
も
「
両
法
体
系
が
独
立
に
存
立
し
区
別
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
で
そ
れ
ぞ
れ
に
最
高
で
あ
る
と

い
う
説
明
」
を
肯
定
し
て
い
る）105
（

こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
、
山
本
教
授
及
び
寺
谷
教

授
の
見
解
は
い
ず
れ
も
、
実
質
的
に
は
、
二
元
論
と
異
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
寺
谷
教
授
及
び
同
教
授
に
よ
っ
て
調
整
理
論
の
唱
道
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
や
山
本
教

授
は
、
彼
ら
の
見
解
が
二
元
論
と
異
な
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
そ
の
相
違
点
を
具
体
的
に
論
証
す
る
こ
と
に
は
成
功
し
て

い
な
い
。
例
え
ば
山
本
教
授
が
そ
の
相
違
点
の
一
つ
と
し
て
義
務
の
抵
触
の
問
題
を
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
寺
谷
教
授
も
、
端
的

に
、「
義
務
の
衝
突
が
あ
る
こ
と
が
…
…
調
整
理
論
を
提
唱
し
な
く
て
は
い
け
な
い
問
題
意
識
の
出
発
点
だ
と
思
わ
れ
る
」）
106
（

と
し
、
義
務

の
衝
突
は
「
調
整
理
論
に
特
徴
的
な
内
容
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」）
107
（

と
の
べ
る
。
そ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
義
務
の
抵

触
の
場
合
を
、
山
本
教
授
の
よ
う
に
、
国
家
が
国
内
法
上
の
理
由
か
ら
し
て
国
内
に
お
い
て
国
際
法
上
の
義
務
を
履
行
で
き
な
い
場
合
と

み
な
す
な
ら
ば
、
二
元
論
は
そ
の
場
合
を
認
め
な
い
は
ず
が
な
い
し
、
ま
た
、
そ
の
場
合
に
つ
い
て
「
単
に
事
実
上
の
調
整
が
行
わ
れ
、

自
然
法
ま
た
は
国
際
礼
譲
に
基
づ
い
て
、
国
際
法
の
優
位
が
確
保
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
」）
108
（

│
│
「
調
整
義
務
を
事
実
上
の
も
の
と
考
え
な

く
て
は
い
け
な
い
」）
109
（

│
│
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
は
そ
の
国
内
法
を
理
由
に
国
際
法
の
国
内
的
実
施
を
怠

る
と
、
国
家
責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
元
論
者
を
含
め
て
多
く
の
人
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る）110
（

。
そ
の
場
合
に
は
、
国
際

法
は
、
国
家
責
任
と
い
う
制
裁
の
可
能
性
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
│
│
い
う
ま
で
も
な
く
国
際
法
主
体
と
し
て
の
国
家
│
│
に

そ
の
国
内
法
令
を
国
際
義
務
の
履
行
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
す
べ
き
こ
と
を
命
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
山
本
教
授
が
説
く
「『
義
務
の
抵
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触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法
的
義
務
』」
は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
際
法
上
の
調
整
義
務
は
、
国
内

的
実
施
を
予
定
す
る
実
定
国
際
法
規
範
の
内
容
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
山
本
教
授
も
、「
た
と
え
ば
締
約
国
は
、
条
約
に
よ
り

…
…
条
約
の
執
行
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
り
関
係
の
国
内
法
令
を
改
正
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
」）
111
（

る
、
と
の
べ
る
。

そ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
二
元
論
が
上
記
の
意
味
で
の
「
法
的
義
務
」
を
否
定
す
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
二
元
論
は
、
国
内
的
実
施
を
予
定
す
る
実
定
国
際
法
規
範
に
つ
い
て
、
そ
こ
か
ら
、
国
家
は
そ
の
国
内
法
を
国
際

義
務
の
履
行
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
適
合
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
要
請
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
解
釈
す
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
寺
谷
教
授
が
指
摘
す
る
「
国
内
平
面
」
に
お
け
る
「
国
内
義
務
」
と
し
て
の
「
調
整
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は

国
際
法
の
国
内
的
取
り
扱
い
に
関
す
る
国
内
憲
法
規
定
（
例
え
ば
日
本
国
憲
法
九
八
条
二
項
の
国
際
法
遵
守
規
定
）
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
し
て
、
二
元
論
は
そ
れ
を
認
め
な
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う）112
（

。
換
言
す
れ
ば
、
二
元
論
は
実
定
国
際
法

規
範
や
実
定
国
内
法
規
範
の
存
在
を
改
変
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
従
来
の
二
元
論
者
の
議
論
の
仕
方
か
ら
し
て
明
ら
か

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
二
元
論
は
、
国
際
法
の
国
内
的
実
施
の
た
め
に
は
そ
れ
に
対
応
す
る
国
内
法
規
範
の
創
設
│
│
い
わ

ゆ
る
変
形
│
│
が
必
要
で
あ
る
、
と
み
な
し
て
い
た
。
こ
れ
は
上
記
の
よ
う
な
二
元
論
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
帰
結
で
あ
ろ
う
。
国

内
法
と
妥
当
根
拠
を
異
に
し
、
国
際
法
主
体
を
名
宛
人
と
す
る
国
際
法
の
内
容
を
国
内
に
お
い
て
実
施
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
内
容
の
、
国
内
法
主
体
を
名
宛
人
と
す
る
国
内
法
の
創
設
が
、
不
可
欠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
、
名
宛
人
を
国
内
法
主

体
と
す
る
が
、
内
容
的
に
は
国
際
法
に
対
応
す
る
と
い
う
、
特
殊
な
国
内
法
が
創
設
さ
れ
る
│
│
そ
れ
は
必
ず
し
も
通
常
の
法
令
と
い
う

形
式
を
と
る
必
要
で
は
な
い
│
│
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
国
内
法
の
創
設
の
必
要
性
を
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説
く
こ
と
が
ト
リ
ー
ペ
ル
や
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
の
二
元
論
の
問
題
点
で
あ
る
、
と
考
え
る
論
者
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
山
本
教
授
は

「
国
内
裁
判
所
も
国
内
法
と
し
て
の
受
容
・
変
型
の
手
続
を
経
て
い
な
い
国
際
法
規
を
適
用
」
す
る
こ
と
が
あ
る）113
（

と
説
き
、
寺
谷
教
授
も

「
国
際
法
が
そ
の
も
の
の
形
で
国
内
的
に
妥
当
す
る
国
際
法
の
『
二
重
の
性
格
』」）
114
（

を
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
は
、
二
元
論
を
標
榜
す
る
田
畑

教
授
自
身
も
、「
国
際
法
の
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
国
際
法
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
国
内
法
に
変
型
さ
れ
た
上
で
な
け
れ
ば
、
国
内
的

に
適
用
さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
」）
115
（

と
の
べ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
際
に
国
内
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
「
国
際
法
」

と
い
う
名
の
法
規
範
の
名
宛
人
は
い
か
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
の
法
規
範
は
、
国
内
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
裁
判
規
範
と
し
て
国
内
裁
判
所
│
│
そ
れ
に
限
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
│
│
を

名
宛
人
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
該
法
規
範
の
妥
当
根
拠
は
│
│
国
際
法
優
位
の
一
元
論
を
採
用
し
な
い
限

り
│
│
国
内
憲
法
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
国
内
憲
法
に
妥
当
根
拠
を
お
き
、
名
宛
人
を
国
内
裁
判
所
と
す
る
よ
う
な
法
規
範

は
、
た
と
え
内
容
的
に
は
国
際
法
規
範
に
対
応
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
一
般
に
は
、
国
際
法
規
範
と
は
い
わ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
、
妥
当
根
拠
と
名
宛
人
の
欠
く
実
定
法
規
範
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う）116
（

。
確
か

に
、
国
際
法
優
位
の
一
元
論
を
拒
否
し
て
、
国
際
法
と
国
内
法
が
別
個
の
法
体
系
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
国
際
法
は
そ

の
ま
ま
の
形
で
国
内
的
に
適
用
さ
れ
る
と
説
く
論
者
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
説
く
際
に
彼
ら
は
、
残
念
な
が
ら
、
妥
当
根
拠
と

名
宛
人
を
も
視
野
に
入
れ
た
上
で
、
上
記
の
説
明
に
反
論
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
国
際
法
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
国
内
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
、
と
い
う
表
現
を

使
用
す
る
こ
と
自
体
に
異
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
表
現
を
比
喩
と
し
て
用
い
る
こ
と
は
わ
か
り
や
す
く
便
宜
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
国
内
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
適
用
さ
れ
る
「
国
際
法
」
と
い
う
も
の
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は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
国
際
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
内
容
的
に
は
国
際
法
に
対
応
す
る
が
、
名
宛
人
を
国
内
裁
判
所
と
す
る
、
と
い
う

特
殊
な
国
内
法
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
正
確
に
理
解
さ
れ
て
お
れ
ば
、
二
元
論
の
も
と
で
の
変
形
の

説
明
を
理
論
的
観
点
か
ら
批
判
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。

（
1
）　

寺
谷
広
司
「『
調
整
理
論
』
再
考
」
江
藤
淳
一
編
『
国
際
法
学
の
諸
相
：
到
達
点
と
展
望
：
村
瀬
信
也
先
生
古
稀
記
念
』（
二
〇
一
五
年
）
一
〇

五
頁
以
下
所
収
。

（
2
）　

筆
者
は
か
つ
て
本
稿
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿
「
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
│
│
等
位
理
論
（
調
整
理
論
）

を
中
心
に
│
│
」
法
学
新
報
一
二
〇
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
六
七
一
頁
以
下
を
参
照
。
そ
こ
で
は
、
等
位
理
論
と
二
元
論
の
相
違
を
中
心

に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
調
整
義
務
の
内
容
や
性
質
に
立
ち
入
っ
た
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
後
に
現
れ
た
寺
谷

論
文
は
、
調
整
義
務
の
性
質
と
内
容
に
深
く
立
ち
入
っ
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
を
参
考
に
し
つ
つ
、
調
整
理
論
を
も
う
一
度
吟
味
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
3
）　

寺
谷
・
前
掲
一
〇
九
頁
。

（
4
）　

寺
谷
・
前
掲
一
三
五
頁
。

（
5
）　

調
整
義
務
が
法
的
義
務
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
長
谷
部
恭
男
教
授
の
疑
問
に
つ
い
て
、
寺
谷
教
授
は
、「
も
し
、
こ
の
疑
問
の
通
り
だ
と
す
る

と
、『
調
整
義
務
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
事
実
上
の
義
務
に
止
ま
る
の
で
あ
り
、
調
整
理
論
は
二
元
論
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
る
」（
同
一
三
五

頁
）
と
の
べ
る
。
こ
こ
で
も
、
二
元
論
は
調
整
義
務
を
「
事
実
上
の
義
務
」
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
立
場
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
6
）　

同
一
三
四
頁
。

（
7
）　

同
一
〇
五
頁
。

（
8
）　

同
一
三
七
頁
。

（
9
）　

例
え
ば
、
田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
Ⅰ
〔
新
版
〕』（
一
九
七
三
年
）
一
五
五
│
一
五
六
頁
を
参
照
。

（
10
）　H

. T
riepel, Les rapports entre le droit interne et le droit international, Recueil des Cours, 1923, 1, pp. 80-81.



四
四

（
11
）　Ibid., pp. 82-83.

（
12
）　Ibid., p. 83.

（
13
）　Ibid., p. 90.

（
14
）　Ibid., p. 84.

（
15
）　Ibid., p. 84.

（
16
）　D

. A
nzilotti, Cours de droit international, V

ol. 1, 1929, p. 44.

（
17
）　Ibid., p. 53.

（
18
）　Ibid., p. 51.

（
19
）　Ibid., p. 52

（
20
）　Ibid., p. 57.

（
21
）　Ibid., p. 59.

（
22
）　

菅
野
喜
八
郎
『
国
権
の
限
界
問
題
』（
一
九
七
八
年
）
三
〇
一
頁
。

（
23
）　

同
二
九
八
頁
。

（
24
）　

同
二
〇
八
頁
。

（
25
）　A

nzilotti, op. cit., p. 59.

（
26
）　Ibid., pp. 55-56.

（
27
）　Ibid., p. 64.

（
28
）　Ibid., pp. 62-63.

（
29
）　Ibid., p. 63.

（
30
）　

ち
な
み
に
、
二
元
論
者
で
あ
る
田
畑
教
授
は
、「
外
交
使
節
の
特
権
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
な
ど
、
や
は
り
そ
の
ま
ま
国
内
的
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」（
田
畑
・
前
掲
一
六
七
頁
）
と
考
え
る
。

（
31
）　A

nzilotti, op. cit., p. 407.

（
32
）　Ibid., pp. 404-405.
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（
33
）　Ibid., p. 406.

（
34
）　

田
畑
・
前
掲
一
五
一
頁
。

（
35
）　

同
一
五
三
頁
。

（
36
）　

同
一
六
四
頁
。

（
37
）　

同
一
六
四
頁
。

（
38
）　

同
一
六
五
頁
。

（
39
）　T

riepel, op. cit., p. 90.

（
40
）　A

nzilotti, op. cit., p. 52.

（
41
）　Ibid., p. 57.

（
42
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
六
九
九
│
七
〇
〇
及
び
七
〇
六
頁
を
参
照
。

（
43
）　A

nzilotti, op.cit., p. 57.

（
44
）　Ibid., p. 59.

（
45
）　

田
畑
・
前
掲
一
六
五
頁
。

（
46
）　

同
一
六
六
頁
。

（
47
）　

同
一
七
三
│
一
七
四
頁

（
48
）　

同
一
七
四
頁
。

（
49
）　T

riepel, op. cit., p. 90.

（
50
）　A

nzilotti, op. cit., p. 59.

（
51
）　

田
畑
・
前
掲
一
六
六
頁
。

（
52
）　

同
一
六
七
頁
。

（
53
）　

同
一
六
九
頁
。

（
54
）　

同
一
七
〇
頁
。

（
55
）　G. Fitzm

aurice, General Principles of International Law
, Recueil des Cours, V

ol. 92, 1957-II, p. 72.
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（
56
）　Ibid., pp. 69-70.

（
57
）　Ibid., p. 70.

（
58
）　Ibid., p. 71.

（
59
）　Ibid., p. 72.

（
60
）　Ibid., pp. 79-80.

（
61
）　

山
本
草
二
『
国
際
法
（
新
版
）』（
一
九
九
四
年
）
八
五
頁
。

（
62
）　

同
八
六
頁
。

（
63
）　Fitzm

aurice, op. cit., p. 72.

（
64
）　Ibid., p. 72.

（
65
）　Ibid., p. 51.

（
66
）　Ibid., p. 72.

（
67
）　Ibid., p. 70.

（
68
）　Ibid., pp. 73-74.

（
69
）　

山
本
・
前
掲
八
三
頁
。

（
70
）　

同
八
三
│
八
四
頁
。

（
71
）　

同
八
六
頁
。

（
72
）　

同
八
六
頁
。

（
73
）　

杉
原
高
嶺
『
国
際
法
学
講
義
』（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
六
頁
。

（
74
）　Fitzm
aurice, op. cit., p. 79.

（
75
）　

山
本
・
前
掲
八
六
頁
。

（
76
）　

同
八
三
頁
と
九
一
頁
も
そ
の
こ
と
を
事
実
上
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
77
）　Fitzm

aurice, op. cit., p. 81.

（
78
）　Ibid., pp. 81-82.
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（
79
）　Ibid., p. 81.

（
80
）　Ibid., p. 82.

（
81
）　

寺
谷
・
前
掲
一
一
二
頁
。

（
82
）　Fitzm

aurice, op. cit., p. 89.

（
83
）　

寺
谷
・
前
掲
一
三
五
頁
。

（
84
）　

同
一
三
六
頁
。

（
85
）　

同
一
三
六
頁
。

（
86
）　

同
一
一
四
頁
。

（
87
）　

同
一
四
五
頁
。

（
88
）　

山
本
・
前
掲
八
六
頁
。

（
89
）　

同
八
六
頁
。

（
90
）　

同
八
七
頁
。

（
91
）　

同
八
七
頁
。

（
92
）　

同
八
六
頁
。

（
93
）　

こ
の
点
と
の
関
連
で
は
、
法
規
範
に
よ
っ
て
、
法
服
従
者
で
あ
る
個
人
は
特
定
の
行
動
を
と
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
、
そ
れ
に
反
し
た
行
動
に
は

強
制
行
為
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
（
長
尾
龍
一
訳
・
ハ
ン
ス
・
ケ
ル
ゼ
ン
『
純
粋
法
学
（
第
二
版
）』
二
〇
一
四
年
、
二
八
五
頁
）、
と
い
う
こ
と
が

参
考
に
な
る
。

（
94
）　

山
本
・
前
掲
八
六
頁
。

（
95
）　

山
本
・
前
掲
八
五
頁
。

（
96
）　

前
掲
拙
稿
六
七
七
頁
を
参
照
。

（
97
）　

寺
谷
・
前
掲
一
三
六
頁
。

（
98
）　

同
一
三
七
頁
。

（
99
）　

山
本
・
前
掲
八
七
頁
。
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（
100
）　

同
九
一
頁
。

（
101
）　

こ
の
点
は
寺
谷
教
授
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
論
述
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
国
内
的
場
に
つ
い
て
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
あ

る
国
の
一
般
受
容
方
式
と
変
型
方
式
の
選
択
や
当
該
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
国
際
法
の
効
力
順
位
等
の
問
題
は
当
該
国
内
法
及
び
そ
の
解
釈
に
よ

っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
国
際
法
が
関
与
す
る
こ
と
が
な
い
」（
寺
谷
・
前
掲
一
二
八
頁
）、
と
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
内
法

上
の
調
整
義
務
を
認
め
る
か
否
か
、
認
め
る
と
し
て
も
ど
の
範
囲
で
ど
の
程
度
に
お
い
て
か
、
と
い
う
問
題
そ
れ
自
体
が
当
該
国
内
法
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
102
）　A

nzilotti, op. cit., p. 407.

（
103
）　Fitzm

aurice, op. cit., p. 79.

（
104
）　

山
本
・
前
掲
八
六
頁
。

（
105
）　

寺
谷
・
前
掲
一
三
七
頁
を
参
照
。

（
106
）　

同
一
二
三
頁
。

（
107
）　

同
一
二
三
頁
。

（
108
）　

山
本
・
前
掲
八
三
頁
。

（
109
）　

寺
谷
・
前
掲
一
三
五
頁
。

（
110
）　

こ
の
こ
と
は
山
本
教
授
に
よ
っ
て
も
実
質
的
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
み
な
し
う
る
。「
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
ど
の
学
説
上
の

立
場
を
と
っ
て
も
、
国
際
法
上
の
義
務
と
抵
触
す
る
国
内
法
に
つ
い
て
は
国
家
責
任
を
生
ず
る
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
お
り
…
…
」（
山
本
・

前
掲
九
一
頁
）
と
い
う
同
教
授
の
論
述
が
そ
の
こ
と
を
示
す
。

（
111
）　

山
本
・
前
掲
八
七
頁
。

（
112
）　

寺
谷
教
授
の
説
く
「
国
内
義
務
」
と
し
て
の
調
整
義
務
は
、
国
内
裁
判
所
な
ど
が
国
際
法
の
国
内
的
実
施
に
適
合
し
な
い
国
内
法
に
ど
の
よ
う

に
対
処
す
れ
ば
よ
い
の
か
と
い
う
問
題
に
関
係
す
る
。
先
に
も
み
た
二
元
論
の
基
本
的
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
問
題
は
国
内
憲
法
（
例
え
ば
日

本
国
憲
法
九
八
条
二
項
）
な
ど
の
国
内
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
│
│
山
本
教
授
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「『
義
務
の
抵
触
』
を
調
整
す
べ
き
『
法

的
義
務
』」
の
「
履
行
は
憲
法
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
」（
同
八
六
頁
）
│
│
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
113
）　

山
本
・
前
掲
八
四
頁
。



国
際
法
と
調
整
理
論
（
多
喜
）

四
九

（
114
）　

寺
谷
・
前
掲
一
三
七
頁
。

（
115
）　

田
畑
・
前
掲
一
六
七
頁
。

（
116
）　

拙
稿
「
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
等
位
理
論
」
法
学
新
報
一
〇
五
巻
六
・
七
号
（
一
九
九
九
年
）
二
七
七
頁
も
参
照
。

（
本
学
法
学
部
教
授
）


