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国
際
裁
判
に
お
け
る
弓
g
h
S
S
N
の
克
服杉

日

次

序
第
二
早

E
誌
と

t
a
を
め
ぐ
る
学
説

一
一
一
つ
の
学
説

二

g
s
令
官
立
肯
定
論

三

さ

誌

と

2
a
否
定
論

四
最
近
に
お
け
る
肯
定
論
の
展
開

五
学
説
の
対
立
の
背
景

第
二
章
条
約
に
お
け
る
さ
辺
令
官
ミ
の
防
止
措
置

一
国
際
捕
獲
審
検
所
の
「
正
義
と
衡
平
の
一
般
原
則
」

二
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
「
法
の
一
般
原
則
」

三
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
一
般
議
定
書
の
「
衡
平
と
善
」

四
国
内
裁
判
に
お
け
る
さ
誌
と
宮
内
H

の
禁
止

第
三
章
国
際
裁
判
の
実
践
に
お
け
る
さ
、
二
右
足
三
の
克
服

原

高

嶺
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説

一
証
拠
の
不
十
分
を
理
由
と
す
る
さ
誌
ご
主
立
の
主
張
に
つ
い
て

二
判
例
に
お
け
る
さ
お
と

2
2
の
排
斥

三
司
法
機
能
と
法
の
発
見

第
四
章
国
際
放
判
に
お
け
る
適
用
法
規
の
発
見

一
い
わ
ゆ
る
司
法
立
法
と
法
の
発
見
の
区
分

二
国
際
法
の
一
般
原
則
の
演
線
的
適
用

三
法
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

四
国
内
法
の
ア
ナ
ロ
、
シ
l
あ
る
い
は
法
の
一
般
原
則
の
適
用

第
五
章
き
沼
町
民
主
立
を
め
ぐ
る
若
子
の
論
点

一
包
括
許
容
論
の
妥
当
性

ニ
義
務
的
管
轄
制
度
と
の
関
連

三
訟
の
一
般
原
則
の
普
遍
準
則
性

四
国
際
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
と
さ
ミ
ご
唱
に
ミ
論
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告̂-
H間

序

国
際
法
出
西
欧
の
自
然
法
観
念
を
基
盤
に
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
い
き
さ
つ
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
国
際
法
は
上
位
の
権

力
組
織
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
が
担
保
さ
れ
る
法
秩
序
で
は
な
い
。
他
方
、
そ
う
い
う
執
行
組
織
や
統
一
的
立
法
機
関
を
も
た
な
い
た
め
、

機
能
的
に
様
々
な
不
備
や
制
約
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
国
際
法
規
の
定
立
聞
に
つ
い
て
み
る
と
、
今
日
で
は
条
約
の
締
結
に
よ
っ
て
漸
次

法
の
持
備
が
は
か
ら
れ
て
は
い
る
が
、
な
お
国
際
社
会
の
要
請
に
十
分
に
応
え
る
立
法
や
法
の
改
正
が
弾
力
的
に
行
わ
れ
え
な
い
と
指
摘

さ
れ
る
。



こ
の
よ
う
に
国
際
法
に
は
法
規
の
不
備
や
欠
陥
が
多
々
み
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
適
用
す
る
国
際
裁
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
制
度
上
の

制
約
と
は
別
に
、
適
用
法
規
上
の
限
界
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
規
の
不
存
在
な
い
し
不
明
瞭
に
よ
り
裁
判
が
不
可
能
に
な

る
こ
ん
}
、

つ
ま
り
昌
也
、
N

ご
を
Z
H
の
事
態
が
生
ず
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

」
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
に
お
い
て
は
法
規
の
不
存
在

や
不
明
瞭
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
、
衡
平
と
替

(
a
w
H

品
、

4
t
q
司

H
F
c
z
q
)

や
そ
の
他
の
実
定
法
以
外
の
基
準
に

よ
る
裁
判
が
特
別
に
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
国
際
裁
判
所
は
出
。
司
ご
由
民
三
を
宣
告
す
る
し
か
な
く
、

い
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
一
方
の
学
説
と
し
て
か
な
り
根
強
く
み
ら
れ
る
。

ま
た
宣
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

判
例
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
国
際
法
は
直
接
的
な
規
則
を
欠
い
た
り
、
法
内
容
が
不
明
確
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
c

こ
れ
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
説
が
依
然
と
し
て
根
強
い
の
は
不
思
議
で
は
な
い
。
し
か
し
、
も
し
特
定
の
法
規
の
不
備
や
不
明
瞭
が

誌
。
、
同
九
民
主
立
の
容
認
に
結
び
つ
く
と
す
る
な
ら
、
過
去
一
世
紀
半
余
に
わ
た
る
近
代
国
際
裁
判
の
歴
史
に
お
い
て
実
際
に
は
さ
詰
ご
4
t
z

国際裁判における NonLiquetの克服

の
先
例
が
な
か
っ
た
事
実
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
裁
判
が
少
な
く
と
も
国
際
法
を
基
準
と
し
た
法
的

な
決
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
右
の
学
説
は
再
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
c

と
同
時
に
、

」
れ
と
は
反
対
の
学
説

(昌司詰
h
t
h
H
R

立
の
一
合
定
)
ヵ:

こ
れ
ま
で
暗
黙
に
示
し
て
き
た
前
提
、
す
な
わ
ち
直
接
的
な
規
則
が
存
在
し
な
く
と
も
、
な
お
適
用
さ

れ
る
べ
き
法
は
存
在
し
、
そ
の
法
の
発
見
は
裁
判
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

を
判
例
を
通
し
て
再
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
実
証
的
に
究
明
さ
れ
、

か
つ
園
内
法
と
同
様
に
、
国
際
法
に
お
い
て
も
誌
も
司
ど
喝
足
立
が
承
認
さ
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の

コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、

一
部
の
学
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
法
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
え
な
い
法
律
的
紛
争
は
な
い
と
い
う
意

味
に
お
い
て
「
国
際
法
の
完
全
性
」
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。

本
稿
は
か
か
る
問
題
意
識
に
お
い
て
、
国
際
裁
判
に
お
け
る
さ
誌
ご
室
内
H

が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
実
証
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
裁
判
の
手
続
的
次
元
の
問
題
で
は
な
く
、
国
際
法
お
よ
び
こ
れ
を
適
用
す
る
国
際
裁
判
の
基
本
認
識
に
か
か

北法29(2・3)135



説

わ
る
主
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
問
題
の
奥
行
と
根
の
深
さ
が
あ
る
。

(
な
お
、
本
稿
で
は
国
際
仲
裁
裁
判
と
司
法
裁
判
を
特
に
区
別
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
本
稿
の
主
題
に
関
す
る
多
く
の
論
者
が
そ

ハ
2
)

こ
れ
を
一
般
的
に
区
別
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
〉

北法29(2・4)136

<-八

tilHl 

う
し
て
い
る
よ
う
に
、

(
1
)

「
国
際
法
は
、
園
内
法
と
同
様
、
特
定
の
事
件
に
決
定
的
に
適
用
さ
れ
る
明
示
的
規
則
を
含
ま
な
い
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
一
般
に
は
含
ん
で
い
な

ぃ
。
」
(
海
底
電
線
切
断
事
件
・
一
九
二
三
年
)
H
P
F

〉
・
〉
J

〈
D
}
・
〈
デ
司
-
一
品
・
「
国
際
法
は
、
あ
る
分
野
に
お
い
て
は
、
特
定
の
ケ
I
ス
に
適

用
さ
れ
る
特
別
の
規
則
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
」
(
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件
)
戸
。
・
}

-

H
凶
作

U
R
u
s
s
-
匂・

ω
?

ハ
2
)

も
っ
と
も
国
際
法
学
者
の
な
か
に
は
、
仲
裁
裁
判
は
実
質
的
に
は
裁
判
と
い
え
な
い
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
例
え
ば
、
閏
岡
博
士
に
よ
れ
ば
、
仲
裁

裁
判
は
名
前
は
「
裁
判
」
で
あ
る
が
、
実
質
は
衡
平
と
善
に
よ
る
「
調
停
」
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
田
岡
良
一
「
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
一
一
一

八
条
三
号
じ
就
い
て
」
法
学
論
議
第
二
八
巻
〕
号
、
三
二
!
一
二
三
賞
。
が
、
こ
の
見
方
は
や
や
極
端
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
九
世
紀
の
仲
裁

裁
判
の
慣
行
を
一
般
的
に
定
式
化
し
た
と
思
わ
れ
る
一
八
九
九
年
の
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
は
、
仲
裁
裁
判
所
は
「
法
の
尊
重
を
基
礎
と
し
て
」

裁
判
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
厳
格
な
法
の
適
用
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
般
に
は
法
を
基
準
と
し
た
決
定
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
実
際
の
裁
判
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
コ
ン
プ
ロ
ミ
l

(
仲
裁
契
約
)
で
国
際
法
の
ほ
か
に
「
衡
平
」
や
「
正
義
の
一

般
原
則
」
な
ど
が
基
準
と
し
て
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
な
お
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
際
法
の
探
究
に
つ
と
め
、
衡
平

や
正
義
の
原
則
は
、
せ
い
ぜ
い
裁
判
官
が
法
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
一
つ
の
考
慮
要
素
と
し
て
み
て
い
る
の
が
実
体
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
司
法

裁
判
に
比
べ
れ
ば
、
法
の
適
用
の
厳
格
さ
が
や
や
緩
和
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
仲
裁
裁
判
の
判
決
の
法
的
性
格
を
否
定
す
る
理

由
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
仲
裁
裁
判
の
場
合
に
は
、
コ
ン
プ
?
、
、
i
で
裁
判
準
則
が
限
定
さ
れ
れ
ば
そ
れ
だ
け
さ
道
町
民
官
三
の
可
能
性

が
大
き
く
な
る
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
裁
判
準
則
の
追
加
・
拡
大
は
あ
っ
て
も
、
縮
少
・
制
限
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
こ
の
議
論
を
一
般
的
に

取
り
あ
げ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
章

g
g
h
S同

R
H

を
め
ぐ
る
学
説

二
つ
の
学
説

国
際
裁
判
に
お
い
て
適
用
法
規
の
不
存
在
な
い
し
不
明
瞭
を
理
由
に
裁
判
を
拒
否
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
過
去
百
年
の
学



国際裁判における NonLiquetの克服

の
編
集
に
な
る
「
国
際
仲
裁
裁
判
判
例
集
」

一
八
七
五
年
の
国
際
法
学
会
で
採
択
さ
れ
た
「
国
際
仲
裁
裁
判
所
規
則
案
」
に

実
ま
た
は
適
用
す
べ
き
法
原
則
が
十
分
に
明
瞭
で
な
い
と
い
う
理
由
で
裁
判
を
拒
否
す
る
こ

よ
れ
ば
、
「
仲
裁
裁
判
所
は

(

1

)

 

と
は
で
き
な
い
」
（
第
一
九
条
）
と
さ
れ
た
。

こ
れ
は
明
か
に

n
o
7
t
l
i
q
u
e
t

を
禁
止
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
国
際
法
学
会
で
一
九
二
七
年
に
こ
の
規
則
案
が
再
検
討
さ

れ
た
と
き
、
右
一
九
条
の
規
定
は
「
厳
格
に
す
ぎ
る
」
と
の
批
判
を
報
告
者
か
ら
受
け
た
。
法
が
不
明
瞭
な
と
き
に
な
お
判
決
の
付
与
を

(
2
)
 

強
い
る
こ
と
は
裁
判
の
機
能
に
両
立
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
同
じ
意
見
は
こ
の
学
会
の
別
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
報
告
書
に
も
み
ら
れ

一
九
二
二
年
の
紛
争
の
司
法
的
解
決
に
関
す
る
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
「
す
べ
て
の
紛
争
」
は
原
則
と
し
て
「
司
法
的
解
決
に
な
じ
む
も

の
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
例
外
の
第
一
と
し
て
、
「
事
件
に
適
用
さ
れ
う
る
一
般
に
承
認
さ
れ
た
法
の
規
則
が
存
在
し
な
い
と
き
」
は
別
と

(
3
)
 

さ
れ
た
。
こ
れ
は
ミ
2
0
n
l
i
q
ミ
e
t

の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
立
場
と
い
え
る
。
報
告
者
に
よ
れ
ば
、
適
用
法
規
の
存
否
の
問
題
は
客
観
的

(
4
)
 

に
確
定
さ
れ
う
る
も
の
で
、
こ
の
点
に
当
事
国
の
意
思
が
介
在
す
る
余
地
は
な
い
と
さ
れ
た
。

n
o
n
 
l
i
q
u
e
t
こ
の
許
容
性
を
め
ぐ
る
意
見
の
対
立
は
、
国
際
法
学
会
の
そ
と
に
お
い
て
も
広
く
み
ら
れ
た
。
ド
・
ラ
プ
ラ
デ
ー
ル

(
A
.

d
e
 L
a
p
r
a
d
e
l
l
e
)
 
と
ポ
リ
ー
テ
ィ
ス

の
不
存
在
が
あ
る
と
き
は
裁
判
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
判
決
は
権
限
蹄
越
と
な
り
、
執
行
し
え
な
い
も
の

(
5
)
 

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
と
に
ボ
リ
ー
テ
ィ
ス
は
早
く
か
ら
こ
の
見
解
を
堅
持
し
て
い
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
内
法
で
は
、
例
え
ば
フ
ラ
ン

ス
の
民
法
典
の
よ
う
に
、
裁
判
官
に
よ
る

n
o
n
 
l
i
q
u
e
t

こ
の
宣
告
が
禁
止
さ
れ
て
い
て
も
、
こ
の
こ
と
は
裁
判
制
度
や
法
状
況
の
異
な
る

国
際
裁
判
で
は
無
関
係
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
適
用
法
規
が
十
分
で
な
い
と
き
は
裁
判
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
か
く
て

n
o
n
 
l
i
q
u
e
tを
禁
止
し
た
右
の
一
八
七
五
年
の
国
際
法
学
会
の
決
議
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
単
に
「
理
論
的
な
期
待
」

(
u
n
v
o
e
u
 
t
h
e
o
-
 

(
6
)
 

r
i
q
u
e
)

を
表
明
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
。f
 

n
o
n
 
l
i
q
u
e
t

肯
定
論

説
は
い
つ
も
対
立
し
て
き
た
。

(N.
P
o
l
i
t
i
s
)
 

に
よ
れ
ば
、
国
際
裁
判
官
は
、
法

北法29(2•5)137



説

に
全
面
的
に
引
き
継
が
れ
た
。
彼
は
ポ
リ
ノ
ー
テ
ィ
ス
の
説
を
引

ポ
リ

l
テ
ィ
ス
の
見
解
は
、
戦
後
、

シ
ベ

l
ル

(
豆
島
円
門
司

-ω
ル
ゲ
ロ
ヱ
)

論

用
し
つ
つ
実
定
国
際
法
の
不
存
在
に
も
と
づ
く
さ
沼
町
民
主
立
の
可
能
性
を
認
め
、
も
し
か
か
る
事
態
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
あ

〔

7
)

ら
か
じ
め
裁
判
官
に
広
い
権
限

l
i例
え
ば
法
の
一
般
原
則
や
衡
平
と
善
の
適
用
な
ど
ー
ー
を
付
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
。

同
様
に
、
国
際
法
に
お
け
る
法
の
欠
蹴
を
詳
細
に
論
じ
た
シ
オ
ラ
l
ト
(
「

ω
5
2
C
に
も
類
似
の
見
解
が
み
ら
れ
る
。
彼
は
、
裁
判
官

は
一
般
に
法
の
欠
駄
を
補
充
す
る
機
能
を
も
っ
と
す
る
が
、
欠
快
が

z
E
E
E
8
5
2
8
2と
刊
へ
の
場
合
に
は

|
l
こ
れ
は
裁
判
官
が
友

宜
的
調
停
者
と
し
て
で
な
け
れ
ば
解
決
で
き
な
い
よ
う
な
法
の
不
存
在
が
あ
る
と
き
と
さ
れ
る
1
1
1
裁
判
官
は
さ
芯
ご
さ
ミ
を
宣
言
す

る
の
ほ
か
は
な
い
と
い
う
。

き
誌
ご
A
H

足
立
を
ム
同
定
す
る
立
場
は
、

わ
が
国
で
は
田
岡
良
一
博
士
に
み
ら
れ
る
。
田
岡
博
士
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。

、「
J
K
μ
'

L
，才，ド，

る
「
法
律
的
紛
争
」
で
あ
っ
て
も
、
国
際
法
を
適
用
し
て
解
決
す
る
こ
と
が
常
に
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
「
公
平
な
第
三
者
と
し
て
ま

た
国
際
法
の
精
通
者
と
し
て
の
裁
判
官
が
審
査
し
た
結
果
で
は
、
双
方
の
主
張
は
と
も
に
実
定
国
際
法
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
認
め
ね

ば
な
ら
ぬ
場
合
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
。
こ
う
い
う
場
合
に
、
も
し
、

コ
ン
ブ
ロ
ミ
ー
が
裁
判
基
準
と
し
て
実
定
国
際
法
だ
け
を
指
定
し
て

お
れ
ば
、
裁
判
官
が
こ
の
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
り
、
従
っ
て
き
誌
ご
4
R
ミ
を
宣
言
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
よ
か

か
る
場
合
、
当
ぃ
下
回
が
「
衡
平
と
普
」
な
ど
に
も
と
づ
く
決
定
に
同
志
し
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
「
き
冶
ご
主
主
(
適
用
法
規
な
き
こ
と

を
理
由
と
す
る
裁
判
の
拒
否
)
を
宣
言
し
て
差
支
え
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
う
す
る
こ
と
は
裁
判
所
の
義
務
」
で
あ
る
、
と
。

不
十
分
で
あ
る
か
ら
、
国
際
裁
判
が
実
定
国
際
法
を
基
準
と
す
る
限
り
、

以
上
の
諸
見
解
は
、
要
す
る
に
、
国
際
法
規
範
は
不
完
全
、

誌
色
昌
ご
室
内
同
の
事
態
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

=
g
h
A
H
E
H
否
定
論

こ
の
よ
う
な
学
説
と
併
行
し
て
、

ま
っ
た
く
対
立
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
国
際
法
秩
序
は
十
分
に
体
系
化
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
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き
詰
ご
q
宮
内
同
を
招
く
よ
う
な
法
の
欠
扶
は
な
く
、

基
本
的
に
は
圏
内
裁
判
と
同
様
に
、

し
た
が
っ
て
、

き
詰
ご
唱
N
h

立
は
認
め
ら
れ
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
(
〕
自
由
宮
司
君
己
3
5
C
に
よ
れ
ば
、
発
展
段
階
の
浅
い
国
際
法
は
、
国
内
法
以
上
に
法
内
容
の
不
明
瞭
が
認
め
ら

れ
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
法
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
別
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
イ
ギ
リ
ス
の
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
の
時
代
の

国
内
法
は
き
わ
め
て
不
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
法
に
よ
る
裁
判
が
い
つ
も
で
き
た
よ
う
に
、
現
在
の
国
際
法
に
お
い
て
裁
判
の
不
能

を
も
た
ら
す
よ
う
な
法
の
欠
飲
は
な
い
と
さ
れ
る
。
ブ
ラ
イ
ア
リ

1

0
・
戸
-
∞
江
町
ユ
u
U
も
同
旨
の
見
解
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
法
の
不
存

在
に
も
と
づ
く
さ
誌
ご
喝
足
立
と
い
う
事
態
は
な
い
と
み
る
。
と
い
う
の
は
、
国
内
法
と
同
様
、
国
際
法
は
形
式
的
な
意
味
に
お
い
て
は

「
『
完
全
な
』
体
系
」
(
由
民
官
民

R
ぺ
∞
苫
R
B〉
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
る
ど
の
よ
う
な
紛
争
で
も
解
決
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
裁
判
官
に
よ
る
法
の
発
見
の
慣
行
に
照
ら
し
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

国際裁判における NonLiquetの克服

出
口
呂
町
品
位
向
H

を
否
認
す
る
最
強
の
論
者
は
、
ラ
ウ
タ

l
パ
グ
ト

(
Z
2印口

r
C三
時
苦

R
T
)

し
た
偶
然
で
あ
ろ
う
が
、
彼
の
絶
筆
の
論
文
は
こ
の
主
題
を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
「
昌
也
苫
ご
唱
民
三

裁
判
官
で
あ
ろ
う
。
彼
の
死
が
も
た
ら

の
禁
止
」
は
、
「
最
も
明
白
に
確
立
し
た
実
定
国
際
法
の
原
則
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
の
原
則
は
「
国
際
法
の
完
女
性
」
(
岳
町

国
際
法
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定

nos-zmロ
巾
担
問
。
間
百
円
巾
門
口
出
己
c
p
p
戸
戸
国
語
〉
の
観
念
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
を
な
す
も
の
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

で
き
な
い
紛
争
は
な
く
、
裁
判
所
も
当
事
国
も
法
の
不
存
在
を
理
由
に
裁
判
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
味

|
l法
が
最
良
の
万

能
叩
楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
ー
ー
に
お
け
る
完
全
性
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
彼
は
、
実
定
国
際
法
の
内
容
を
事
実
と
し
て
み
る
な
ら

ば
、
数
々
の
「
欠
飲
」
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
圏
内
法
の
場
合
と
同
様
、

北法29く2・7)139

昌
也
、
同
町
帆
川
町
足
立
を
認
め
る
べ
き
理
由
と
は
結
び
つ

か
な
い
と
い
う
。
法
は
な
お
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
は
と
り
わ
け
国
際
法
の
一
法
源
を
な
す
と
い
う
「
法
の
一
般
原
則
」

に
注
目
す
る
。

き
司
ご
門
町
足
立
の
禁
止
、
そ
れ
自
体
が
法
の
一
般
原
則
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
な
に
よ
り
も
法
の
一
般
原



説

則
は
圏
内
法
(
こ
と
に
私
法
〉
の
分
野
か
ら
主
権
国
家
聞
の
紛
争
の
解
決
に
必
要
な
法
規
範
を
い
く
ら
で
も
提
供
す
る
も
の
と
み
る
の
で

あ
る
。
(
な
お
、
彼
の
き
誌
と
意
向
H

禁
止
論
は
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
た
見
解
で
あ
っ
て
、
戦
後
に
お
い
て
は
国
連
国
際

法
委
員
会
の
仲
裁
裁
判
手
続
の
審
議
の
際
に
も
表
明
さ
れ
て
い
る
J

四

最
近
に
お
け
る
肯
定
論
の
展
開

jヒ法29(2・8)140

論

イ
ギ
リ
ス
の
国
際
法
年
報
の
冒
頭
に
ラ
ウ
タ

1
パ
ク
ト
裁
判
官
の
弔
鐘
が
告
げ
ら
れ
た
そ
の
巻
(
第
三
五
巻
・
一
九
五
九
年
)
に
、
ス

ト
ー
ン

C
E
E
E
ω
g
g
)
の
昌
司
法
町
民
意
立
に
関
す
る
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
論
文
は
ま
さ
に
右
の
ラ
ウ
タ
1
パ
ク
ト
論
文
(
一

九
五
八
年
)
に
対
す
る
反
論
で
あ
っ
て
、

ほ
ぽ
全
文
が
ラ
ウ
タ

i
パ
ク
ト
説
の
引
用
と
そ
の
反
駁
で
埋
め
ら
れ
て
い
る

λ
こ
の
時
す
で
に

ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
が
不
帰
の
客
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
両
者
に
と
っ
て
不
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
)

ス
ト
ー
ン
は
、
き
詰
ご
屯
足
立
が
宣
告
さ
れ
た
具
体
的
ヶ

l
ス
が
殆
ん
と
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
が
、

」
の
裁
判
慣
行
の
法
的
意

義
づ
け
に
つ
い
て
は
ラ
ウ
タ
!
パ
ク
ト
と
意
見
を
異
に
す
る
。
国
際
裁
判
の
慣
行
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、

せ
い
ぜ
い
適
用
法
規
の
不
存
在

や
不
明
瞭
が
あ
る
と
き
で
も
、
裁
判
所
は
さ
諸
民
右
足
立
を
宣
言
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

g誌
ご
宮
崎
同
の
祭
止
の
原
則
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
法
的
効
果
を
引
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
昌
也
詰
ご
l

A
E
E
の
先
例
が
存
在
し
な
い
主
な
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
裁
判
が
主
と
し
て
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
合
意
付
託
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、

一
般
的
な
義
務
的
管
轄
制
度
が
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
、

し
た
が
っ
て
従
来
の
慣
行
を
も
っ
て
さ
誌
と
由
民
主
禁
止
の

法
原
則
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
(
本
稿
第
五
章
の
ニ
参
照
〉
。
彼
は
ま
た
法
の
一
般
原
則
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
も
ラ
ウ
タ
l

パ
ク
ト
と
意
見
を
呉
に
し
、
そ
の
法
、
様
性
を
否
定
す
る
立
場
か
ら
、
こ
の
原
則
の
意
義
を
小
さ
く
と
ら
え
る
。
法
の
一
般
原
則
は
条
約
や

コ
ン
プ
ロ
ミ
!
で
特
別
に
認
め
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
裁
判
準
則
と
な
り
う
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
の
場
合
で
も
、
数
動
す
る
今
日
の

国
際
社
会
で
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
の
実
際
的
価
値
を
有
す
る
も
の
か
疑
問
視
す
る
。
結
局
、
ス
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、

昌也詰

h
N
2
E
を
法
的



に
禁
止
す
る
こ
と
は

l
i
「
包
括
許
容
論
」
〈
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
五
章
の
一
参
照
)
を
認
め
る
立
場
に
立
た
な
い
限
り

l
l必
然
的
に
裁

判
所
に
よ
る
法
の
創
造

C
E
Eと
E
4
4
n
3
2
5る
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
は
ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
の
「
国
際
法
の
完
全
性
」

の
テ
l
ゼ
は
満
た
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
際
社
会
の
基
本
的
な
要
請
に
か
な
う
も
の
か
ど
う
か
疑
問
と
す
る
。

こ
う
し
た
意
見
の
対
立
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
後
、

フ

ィ

ッ

ツ

モ

1
リ
ス

(
C
・

2
R
5
2ロ
円
巾
)
も
問
題
点
を
論
理
的
に
整
理
す
る
形
で

ス
ト
ー
ン
の
側
に
傾
い
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
規
の
「
実
質
的
欠
飲
」

こ
の
テ
l
マ
を
と
り
上
げ
て
い
る
が
、
全
体
と
し
て
、

(
5
2
2
5戸
関
与
る
は
否
定
で
き
ず
、
そ
の
場
合
、
包
括
許
容
論
に
依
拠
す
れ
ば
形
式
的
・
表
面
的
な
決
定
は
な
お
可
能
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
真
の
法
的
決
定
と
は
い
え
な
い
か
ら
、

よ
っ
て
依
然
と
し
て
「
実
質
的
さ
冶
ご
室
内
と

の
法
状

♀混
0..が
2. 存
e:..在

r す
怒る
~戸
田}

....と
g vこ
)か

わ
り
は
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
も
し
法
の
実
質
的
な
不
存
在
を
補
充
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
司
法
立
法
」

国際裁判における NonLiquetの克服

に
訴
え
る
以
外
に
な
い
こ
と
に
な
り
、
も
し
そ
れ
が
承
認
さ
れ
え
な
い
と
す
れ
ば
、
法
秩
序
の
完
全
性
を
前
提
と
す
る

3
3
ご
定
時
悼
の

禁
止
の
ド
グ
マ
は
正
当
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

五

学
説
の
対
立
の
背
景

詰

S
N帆
由
民
同
同
の
許
容
性
を
め
ぐ
る
学
説
の
対
立
は

決
し
て
国
際
裁
判
の
技
術
的
・
手
続
的
側
面
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
国

際
法
と
そ
れ
を
適
用
す
る
国
際
裁
判
の
基
本
認
識
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。

一
般
に
、

と
国
際
裁
判
の
機
能
を
小
さ
く
と
ら
え
る
。
そ
の
一
人
の
シ
ベ
l
ル
は
、
国
際
裁
判
(
仲
裁
裁
判
)
で
は
特
別
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除

昌
也
昌
ご
室
内
H

を
肯
定
す
る
論
者
は
、
国
際
法

い
て
は
、
条
約
と
慣
習
法
の
「
国
際
法
の
実
定
規
則
」
だ
け
が
適
用
で
き
る
が
、
そ
の
実
定
国
際
法
は
「
不
完
全
」
♀

a
E
g
n巾
)

を
含
む
と
み
る
。
そ
の
う
え
、
こ
れ
を
適
用
す
る
国
際
裁
判
は
「
法
を
つ
く
る
」
の
で
は
な
く
、
単
に
「
法

だ
け
で
あ
る
と
し
て
、
裁
判
の
創
造
的
な
機
能
を
消
極
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、

で
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「
欠
猷
」

2
2
-
2
5
2〉

を
の
ベ
る
」
(
門
出
足
】
巾
【
同
吋
S
C

さ
ら
に
ス
ト
ー
ン
を
は
じ
め
、
話
。
一
話
ご
屯
足
立
を
肯
定
す
る
論
者
に
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
(
そ
の
基
本
的
立
場
は
国
際
法
学
に
お
け
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説

る
。
当
該
裁
判
所
が
適
用
す
べ
き
規
則
は
な
に
か
、
そ
れ
ら
の
規
則
は
十
分
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
十
分
で
な
い
と
予
想
さ
れ
る
場
合

に
ど
の
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
べ
き
か
、
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
国
際
捕
獲
審
検
所
(
不
成
立
)
の
準
則
、
常
設
国
際
司
法
裁

三九
E刊

判
所
の
準
則
お
よ
び
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
一
般
議
定
書
の
仲
裁
裁
判
準
則
、

の
三
つ
の
場
合
を
中
心
に
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
c

国
際
捕
獲
審
検
所
の
「
正
義
と
衡
平
の
一
般
原
則
」

第
二
回
ハ
l
グ
平
和
会
議
(
一
九

O
七
年
)
で
設
置
が
予
定
さ
れ
た
国
際
捕
獲
審
検
所
の
裁
判
準
則
の
問
題
は
、

ア
メ
リ
カ
代
表
の
一

が
伝
え
る
よ
う
に
、
「
重
大
な
問
題
」
で
あ
っ
た
。
海
上
捕
獲
に
関
す
る
国
際
法
規
は
殆
ん
ど
成

文
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
体
法
は
不
明
瞭
の
ま
ま
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ふ
吃
し
か
し
審
議
の
結
果
、
審
検
所
が
適
用
す
べ
き
準
則
と
し
て
、

員
で
あ
る
ス
コ
ッ
ト
(
〕
∞

-
F
Z
H
)

ま
ず
当
事
国
聞
に
適
用
可
能
な
「
条
約
」
が
あ
る
と
き
は
そ
れ
を
適
用
し
、
条
約
が
な
い
と
き
は
一
般
に
承
認
さ
れ
た
「
国
際
法
の
諸
規

則
」
(
慣
習
国
際
法
)
を
適
用
し
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
規
則
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、
「
正
義
と
衡
平
の
一
般
原
則
」
〈
明
日
目
ご
】
円
宮
内
包
2

。
『
吉
田
江
口
白
血
え

2
5
q
)
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
(
国
際
捕
獲
審
検
所
設
置
条
約
案
第
七
条
)
。

会
議
で
採
択
さ
れ
た
公
式
解
釈

(
r
g
z
m
g
g
F
作
成
)
に
よ
れ
ば
、
故
後
の
正
義
と
衡
平
の
一
般
原
則
は
実
定
法
の
「
沈
黙
」
に

対
処
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
審
検
所
は
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
「
法
を
つ
く
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
審
検
所
の

裁
判
官
に
は
「
実
定
法
の
欠
献
を
補
充
す
る
任
務
」
が
託
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
か
く
て
裁
判
官
は
、
法
を
適
用
し
つ
つ
、
同
時
に
、

〈

2
)

法
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
捕
獲
法
体
系
の
整
備
を
は
か
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
右
の
正
義
・
衡
平
条
項

は
、
第
一
次
的
に
は
、
明
ら
か
に
さ
詰
町
民
主
ミ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
右
の
公
式
解
釈
が
い

う
よ
う
に
、
「
大
胆
な
」
解
決
法
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
審
検
所
創
設
者
が
実
定
法
の
不
存
在
を
理
由
と
す
る
さ
司
ご
唱
足
立
を
認

め
よ
う
と
す
る
用
意
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
点
で
重
要
な
意
義
を
も
っ
と
い
え
よ
う
。

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
「
法
の
一
般
原
則
」

北法29(2・12)144



適
用
法
規
の
不
存
在
か
ら
予
想
さ
れ
る
裁
判
不
能
の
問
題
は
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
設
立
の
と
き
に
も
あ
っ
た
。
こ
の
裁
判
所
規

程
の
作
成
に
あ
た
っ
た
ハ

i
グ
法
律
家
諮
問
委
員
会
(
一
九
二

O
年
)
は
、
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て
一
般
的
な
義
務
的
管
轄
制
度
の
導
入

を
決
め
て
い
た
の
で
(
の
ち
連
盟
理
事
会
で
否
決
)
、
そ
れ
に
見
合
う
裁
判
準
則
の
問
題
は
重
視
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
「
法
の
一
般
原

《

S
〉

則
」
(
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
C
)
が
主
と
し
て
そ
の
観
点
か
ら
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

議
論
の
発
端
を
つ
く
っ
た
デ
カ
ン
(
ロ
2
2
5官
)
の
裁
判
準
則
に
閲
す
る
提
案
は
、
条
約
と
慣
習
国
際
法
の
ほ
か
に
、
「
文
明
国
の
法
的

良
心
に
よ
っ
て
点
認
さ
れ
た
国
際
法
の
規
則
」
と
国
際
判
例
を
加
え
た
が
、
こ
れ
は
前
二
者
の
み
で
は
昌
也
誌
と
唱
足
立
の
可
能
性
が
生
じ

(

4

)

 

る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
司
qz
ご屯
HZH
を
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
、
ど
の
委
員
に
も
異
論
は

は
、
条
約
や
慣
習
法
規
が
な
い
場
合
で
も
誌
も
誌
と
さ
h
Z
を
排
除
す
る
た
め
の

国際裁判における NonLiquetの克服

ハ
ゲ

i
ル
ッ
プ
(
目
白
血
刷
巾
門
口
匂
)

原
則
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
ま
た
ロ

l
デ
ル
〈
「
。
号
る
お
よ
び
ド
・
ラ
プ
ラ
デ
l
ル
(
円
)
巾
戸
田
方
自
号
己
巾
)
は
、
裁
判
所
に
よ
る

5
2
町
民
同
州
民
主
の
宣
告
は
園
内
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
国
際
裁
判
で
も
瓜
認
さ
れ
え
な
い
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。
デ
カ
ン

提
案
の
第
三
準
則
に
強
い
難
色
を
示
し
た
ル

i
ト
(
問
。
。
円
)
も
、
こ
の
点
で
基
本
的
に
志
見
を
異
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に

な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

彼
は
「
法
的
良
心
」
と
い
う
よ
う
な
主
観
的
基
準
を
導
入
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
そ
れ
に
よ
る
く
ら
い
で
あ
る
な
ら
誼
色
詰
ご
南
宮
内
同
も
や

こ
れ
は
積
極
的
に
ミ
司
ご
南
足
立
を
肯
定
し
た
も
の
で
な
く
、
か
よ
う
な
主
観
を
含
め
た
裁
判
を
許

す
こ
と
に
な
れ
ば
、
各
国
の
政
府
は
こ
の
裁
判
所
(
と
く
に
そ
の
義
務
的
管
轄
制
度
)
を
受
け
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
大
局
的
な
政

治
的
配
慮
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
ル
ー
ト
が
積
極
的
に
き
誌
と
南
足
立
を
肯
定
し
た
の
で
な
い
こ
と
は
、
彼
が
義
務
的
管
轄
以
外
の

円

8
}

裁
判
に
は
デ
カ
ン
提
案
を
認
め
よ
う
と
し
た
こ
と
、
わ
け
て
も
彼
が
デ
カ
ン
の
第
三
準
則
の
代
案
と
し
て
、
フ
ィ
リ
モ
ア

(EM--E205〉

む
な
し
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
が
、

北法29(2・13)145

の
協
力
を
え
て
、
「
法
の
一
般
原
則
」
を
提
示
し
た
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

か
く
て
、
法
の
て
般
原
則
の
採
用
経
過
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
、
第
一
に
、
委
員
会
は
条
約
と
慣
習
国
際
法
だ
け
で
は
裁
判
準
則
と
し



説

て
十
分
で
は
な
い
と
予
想
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
委
員
会
は
さ
昌
ご
唱
足
立
を
認
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と
、
を
指

で三ノh

iiflil 

摘
で
き
る
。
そ
の
結
果
が
法
の
一
般
原
則
の
採
用
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
デ
カ

γ
が
こ
れ
で

《

9
v

路
」
に
陥
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
昌
也
誌
と
き
立
を
法
的
に
排
除
す
る
効
果
を
も
つ
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら

「
苫

g
N
H
2
a
の
袋
小

な
い
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
は
瓜
認
さ
れ
え
な
い
と
い
う
創
設
者
の
態
度
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

な
お
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
法
の
不
存
在
や
不
明
瞭
に
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
、
こ
と
に
裁
判
所
に
よ
る
法
創
造
の
機
能
に
つ
い

て
、
各
委
員
の
あ
い
だ
に
は
若
干
の
怠
見
の
相
違
が
み
ら
れ
た
。

一
方
の
立
場
は
ハ
ゲ
I
ル
ッ
プ
や
ロ

i
デ
ル
に
み
ら
れ
る
も
の
で
、
裁

判
所
に
比
較
的
自
由
な
法
定
立
の
権
限
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
は
ル

l
ト
や
ブ
ィ
リ
モ
ア
の
よ
う
に
、
裁
判
所
が
実
定

法
の
枠
を
越
え
て
行
動
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
立
場
で
あ
る
。
も
っ
と
も
両
者
の
相
違
は
程
度
の
差
で
し
か
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
。
と

フ
ィ
リ
モ
ア
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
す
べ
て
の
委
員
の
意
見
は
原
則
に
お
い
て
一
致
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
形
式
に
つ
い
て
批
判
が
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
」
と

い
え
る
o

(

た
だ
委
員
会
は
、
裁
判
所
に
明
白
な
立
法
的
権
限

1
l
ス
イ
ス
民
法
方
式
の
よ
う
な
ー
ー
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
政
策
的
な
観

点
か
ら
消
極
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
0

)

い
う
の
は
、
最
終
的
に
採
用
さ
れ
た
法
の
一
般
原
則
は
両
者
の
共
通
分
母
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

国
際
紛
争
平
和
的
処
理
一
般
議
定
書
の
「
衡
平
と
善
」

と
こ
ろ
で
、
法
の
一
般
原
則
を
含
む
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
一
項
の
準
則
を
も
っ
て
し
で
も
な
お
国
際
裁
判
に
お
け
る

の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
な
い
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
ポ
リ
l
テ
ィ
ス
や
回
附
良
一
博
士
に
そ
れ
が
み
ら
れ
る
。

、H
q誌

hr叫
R
同』吋

九

八
年
の
「
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
に
閲
す
る
一
般
議
定
書
」
(
一
九
四
九
年
改
正
〉

も
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
立
脚
し
て
い
る
と
忠
わ
れ

る
。
こ
の
議
定
書
に
よ
れ
ば
、
「
当
事
国
が
互
に
権
利
を
争
う
L

紛
争
は
原
則
と
し
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
(
改
正
議
定
書
で
は
「
国
際

司
法
裁
判
所
」
)
に
付
託
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
(
第
一
七
条
て
そ
れ
以
外
の
紛
争
は
「
調
停
」
に
成
功
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
す
ベ

北法29(2・14)146



て
仲
裁
裁
判
に
付
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た

ハ
第
一
二
条
)
。
こ
の
場
合
の
仲
裁
裁
判
は
権
利
を
争
う
も
の
以
外
の
紛
争
を
審

ま
た
は
仲
裁
契
約
が
存
在
し
な

い
と
き
は
、
仲
裁
裁
判
所
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
に
列
挙
さ
れ
た
実
質
規
則
を
適
用
す
る
。
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

右
の
よ
う
な
規
則
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、

理
ず
る
の
で
あ
る
が

議
定
書
は
そ
の
裁
判
準
則
に
つ
い
て
、
「
仲
裁
契
約
の
な
か
に
規
定
が
な
い
と
き
、

仲
裁
裁
判
所
は
衡
平
お
よ
び
普
に
も
と
づ
い
て
裁
判
を
行
う
」
(
第
二
八
条
、

傍
点
筆
者
)

と
し
て
い
る
。

こ
の
方
式
の
当
否
は
別
と
し
て
、
二
八
条
の
最
後
の
規
定
(
衡
平
と
善
)
は
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
一
項
の
裁
判
準

則
を
も
っ
て
し
て
も
な
お
十
分
で
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
起
草
に
あ
た
っ
た
連
盟
総
会
の
小
委
員
会
の
説

明
に
照
し
て
疑
い
な
い
。
委
員
の
ひ
と
り
ポ
リ
l
テ
ィ
ス
は
、
右
の
「
衡
平
と
善
」
は
適
用
法
規
が
存
花
し
な
い
場
合
に
1

1
ま
た
そ
の

場
合
に
の
み

l
l適
用
さ
れ
る
と
し
、

国際裁判における NOllLiqlletの克服

も
、
「
こ
の
規
定
(
衡
平
と
善
)
は
と
り
わ
け
付
託
さ

れ
た
問
題
の
解
決
に
現
行
国
際
法
が
何
ら
規
則
を
提
供
し
な
い
場
合
を
カ
ヴ
ァ

i
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
様

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ウ
ン
デ
ン

(
C口
宏
ロ
)

に
、
ド
イ
ツ
の
シ
ム
ソ
ン

(
2
5
8と
は
、
「
小
委
員
会
は
、

た
と
え
非
法
律
的
紛
争
で
も
仲
裁
裁
判
所
は
規
程
第
三
八
条
に
一
ぶ
さ
れ
た

実
質
削
掛
川
を
適
刻
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
紛
争
に
適
用
す
べ
き
そ
の
よ
う
な
規
則
が
存
在
し
な
い
と
き
に
限
っ
て
、
衡
平
と
普
に
よ
る
決

定
が
で
き
る
と
い
う
理
解
で
第
二
八
条
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
か
く
て
第
二
八
条
の
衡
平
と
普
の
条
項
は

l
ーー

そ
の
前
艇
は
「
権
利
」
を
争
わ
な
い
紛
争
で
あ
る
が

|

i
適
用
法
規
の
不
存
在
に
よ
る
さ
誌
と
ミ
ミ
を
防
ぐ
目
的
で
あ
っ
た
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
れ
に
類
似
す
る
条
項
が
個
別
的
な
裁
判
条
約
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、

な
お
仲
裁
裁
判
に
お
い
て
は

九

二
一
年
の
ド
イ
ツ

H
ス
イ
ス
の
裁
判
条
約
に
よ
れ
ば

こ
の
条
約
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
る
仲
裁
裁
判
所
は
、
条
約
、
慣
習
国
際
法
、

法
の
一
般
原
則
を
適
用
す
る
も
の
と
し
、
「
も
し
特
定
の
事
件
で
右
に
掲
げ
た
法
的
基
礎
が
不
十
分
で
あ
る
と
き
は
、
仲
裁
裁
判
所
は
、
自



説

己
の
意
見
に
よ
っ
て
国
際
法
を
規
律
す
る
と
思
わ
れ
る
法
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
判
決
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
た
。

九
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二
九
年
の
ド
イ
ツ
リ
ル
ク
セ
ン
プ
ル
ク
の
裁
判
条
約
に
も
、

ま
っ
た
く
同
一
の
規
定
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
次
に
言
及
す
る
ス
イ
ス
民
法

ゴ'L'晶
画問

型
の
さ
誌
町
民
主
立
防
止
方
法
の
国
際
版
と
い
え
よ
う
。
そ
の
他
、
特
定
の
事
件
に
関
す
る
コ
ン
ブ
ロ
ミ

l

(
仲
裁
契
約
)
で
、
衡
平
や

正
義
の
原
則
を
裁
判
準
則
と
し
て
と
り
入
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
司
。
(
も
っ
と
も
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
が

司
司
昌
弘
司
凶
町
南

R
同
町

に
対
処
す
る

た
め
の
も
の
で
は
な
い

J

四

園
内
裁
判
に
お
け
る
宣
言
ご
唱
R
E
の
禁
止

適
用
法
規
の
不
存
在
を
理
由
と
す
る
裁
判
拒
否
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
国
内
裁
判
に
お
い
て
広
く
み
ら
れ
る
。
著
名
な
ス
イ

ス
民
法
(
一
九

O
七
年
)
の
第
一
条
二
項
は
、
成
文
の
法
律
や
慣
習
法
が
な
い
と
き
は
、
裁
判
官
は
「
自
ら
が
立
法
者
で
あ
る
な
ら
ば

制
定
す
る
で
あ
ろ
う
規
則
」
に
し
た
が
っ
て
裁
判
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
民
法
(
一
九
四
二
年
)
の
第
一
一
一
条
は
、
同
様

の
場
合
に
は
「
法
秩
序
の
一
般
原
則
」
に
よ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
太
政
官
布
告
一

O
三
号
裁
判
事
務
心
得
(
明
治
八
年
)

の
第
三
条
は
、
民
事
裁
判
に
お
い
て
「
成
文
ノ
法
律
」
と
「
習
慣
」
が
な
い
と
き
は
「
条
理
ヲ
推
考
シ
テ
裁
判
ス
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
さ
詰
ご
主
主
の
防
止
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
民
法
(
一
八

O
四
年
〉
の
第
四

条
は
、
法
の
沈
黙
、

不
明
瞭
な
い
し
不
十
分
を
理
由
に
裁
判
を
拒
む
と
き
は
「
裁
判
拒
否
」
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
イ

ポ
ロ
ッ
ク
(
明
日
仏
巾
己
n
r
p
L
F口
ど
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
は
た
と
え
先
例
が
な
い
場

合
で
も
、
す
べ
て
の
事
件
に
つ
い
て
法
を
発
見
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
「
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
慣
習
法
の
第
一

に
し
て
最
高
の
規
則
合
『
巾
昨
日
仲
卸
口
弘
明

2
同
町
田
件
円
己
巾
〉
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

ギ
リ
ス
で
は
こ
の
種
の
制
定
法
の
規
則
は
な
い
が
、

昌
也
詰
ご
ぬ
足
立
の
禁
止
と
い
う
こ

と
自
体
が
国
際
裁
判
に
も
適
用
さ
れ
う
る
「
法
の
一
般
原
則
」
で
あ
る
と
い
う
ラ
ウ
タ
l
バ
ク
ト
の
指
摘
は
一
概
に
否
定
し
え
な
い
と
こ

こ
の
よ
う
に
昌
也
詰
町
民
唱
足
立
の
禁
止
は
各
国
の
園
内
法
の
共
通
の
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
、



ろ
が
あ
る
。
た
だ
、
以
上
み
た
さ
司
ご
定
立
の
禁
止
規
定
は
、
園
内
裁
判
と
国
際
裁
判
と
で
は
そ
の
法
的
背
景
を
異
に
す
る
面
が
あ
る

こ
と
は
斉
定
で
き
な
い
。
国
内
法
で
は
裁
判
権
が
国
家
に
独
占
さ
れ
、
か
っ
憲
法
で
す
べ
て
の
国
民
に
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ

る
に
い
た
る
と
、
裁
判
不
能
の
防
止
は
国
家
的
要
請
と
な
る
。
国
際
裁
判
で
は
、
こ
れ
と
同
じ
意
味
で
の
法
制
度
的
要
請
は
現
時
点
で
は

認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
背
景
の
相
違
は
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
国
内
裁
判
と
同
様
に
、
様
々
な
条
約
に
お
い
て

=
S

町
民
屯

NEH
を
排
除
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
事
実
は
、
法
の
不
存
在
を
理
由
と
す
る
裁
判
の
拒
否
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
諸

国
家
の
意
思
が
表
明
さ
れ
た
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
国
際
法
に
は
法
規
の
欠
訟
が
多
い
と
い
わ
れ
る
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
意

思
が
終
始
表
明
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

国際裁判における NonLiquetの克服

(
1
)

』
・
回
・
ω
n
c
p
吋
}
話
回
h
w

同
広
ゅ
の

S
F円。5
2
0ご
∞
凶

U
E
L
一回ロア

g
一
・
ヶ

3
・ム
g
lお
0

・

(
2
)
同

『

広

J

3
・会一
i
l
A
8
・

(
3
)

法
の
一
般
原
則
の
採
用
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
横
田
喜
三
郎
、
国
際
法
の
基
礎
理
論
、
昭
和
二
四
年
、
一
九
九
l
一
一
一
一
一
一
一
良
、
川
上
敬
逸
、
「
法
の
一

般
原
則
の
意
義
お
よ
び
性
質
」
(
「
現
代
国
際
法
の
課
題
」
所
収
〉
九
六
!
一

O
八
頁
、
田
畑
茂
二
郎
、
国
際
法
i
(法
律
学
金
集
、
新
版
)
一
一
九
|

一
三
五
頁
、
住
吉
良
人
「
文
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
法
律
論
叢
第
四
八
巻
四
・
五
・
六
合
併
号
、
二
六
四
l
二
六
八
頁
。

(
4
)
p
s
g
i〈
2白

E

C

M

G
『仲
Z
P
2
2佳
品
D
ご
宮
〉
ι
i
s々
の
o
g
E
F
2
2
0『』ロユ
m
F

↓
由

N0
・
宅
・

ω
一∞
l
ω
一戸℃・

ωM0
・

(
5
)
F広
-
w
M
)
-
M
U
m
w

℃・

ω
ゴ・

(
6
)
H
Z
L
J
司・

ω
一日・

(
7
)
H
Z
?
3
・
M
g
l
N
U
P

召・

8
∞lω
一
口
・
田
畑
、
前
掲
香
、
一
二
三
頁
。

(
8
〉
巴
三
・
司
・

ω
一。

(
9
)
H
Z《凶:司・ωω日・

(ω
〉

H
Z仏
J

℃・

ωω
∞・

ハ
H
J

こ
の
こ
と
は
委
員
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
「
中
立
五
カ
国
案
」
(
デ
ン
マ
ー
ク
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
)
が
、
討
議
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説

の
過
程
で
あ
ま
り
大
き
な
比
撃
を
占
め
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
案
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
条
約
や
一
般
国
際
法
の
規
則
が
な
い

と
き
は
、
「
自
己
の
意
見
に
お
い
て
国
際
法
の
規
則
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
明
ら
か
に
ス
イ
ス
民
法
典
の
方
式
に
範
を
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(門
M
)
2
・
M
V
D
-
E
p
r
ω

』戸回同庁内

F
g
g民
F
O
E
r
-
-
U
M
Aア
司
・
ミ
0

・

(
門
川
〉
間
関
良
て
国
際
法
目
〔
新
版
〕
同
法
律
学
全
集
)
、
一
一
一
一
一
一
一
ー
ー
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
。

〈

M
叶
)
紛
争
を
こ
の
よ
う
に
「
権
利
」
を
争
う
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
区
別
す
る
こ
と
(
一
般
に
こ
れ
は
法
律
的
紛
争
と
非
、
法
待
的
紛
争
の
区
別

に
対
応
す
る
と
さ
れ
て
い
る
〉
が
、
可
能
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
現
実
的
か
否
か
、
お
よ
そ
国
際
裁
判
で
権
利
を
争
わ
な
い
紛
争
が
あ
り
う
る
の
か
ど

う
か
、
さ
ら
に
か
か
る
区
別
を
設
け
な
が
ら
、
裁
判
基
準
に
つ
い
て
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
の
「
実
質
的
規
則
」
を
適
用
す
る
と
し

た
こ
と
の
意
味
な
ど
、
本
議
定
書
の
方
式
に
は
い
く
つ
か
の
理
論
的
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
山
川
〉
]
・
円
、
.
∞
ユ
2
q
-
H，r。。命何回。
E
-
〉

aoh
のゆ口。〈
my

一U
N
∞-∞・

J

円・『
-
F
・・〈
c-

ご
(
一
∞
ωoγ

℃・一同印

(
仲
間
)
同
宮
内
「
司
・
一
Mm-

(
げ
d

H

Z

L

-

℃-一
Mm-

(
川
町
)
プ
ラ
イ
ア
リ
ー
は
木
条
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
批
判
的
意
見
を
の
べ
て
い
る
。
第
二
八
条
は
適
用
法
規
の
不
存
在
に
よ
る
裁
判
不
能
を
予
見
し
て
い

る
が
、
か
か
る
事
態
は
「
純
粋
な
安
証
学
派
の
立
場
」

(
ω
E
Z守
田
昌
弘
丘
三
広
三

2
〈
)
の
み
が
直
面
す
る
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
に
よ
る
法
の
適
用
は

常
に
可
能
で
あ
っ
て
、
よ
っ
て
本
条
の
最
後
の
規
定
(
衡
平
と
普
)
が
実
際
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
は
決
し
て
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
、

井
」
。
口
比
品
・
・
司
下
一
日
∞
ー
ー
一
一
山
田
・

(
m
ほ
)
忌
員
同

ω
r
H
n
F
E関

陣

1
4
〈
民
、
吋
「
ゆ
え

E
F
ニ
Z
F
n
-
P口
伊
丹
丹

-32丹
chrrsa-cE-UF凹
官
官
-
Z
2
・
宅
-
M
ω
l
N
品
・

(
お
)
三
好
正
弘
「
領
域
お
よ
び
国
境
紛
争
に
関
す
る
仲
裁
裁
判
条
項
に
お
け
る
衡
平
に
つ
い
て
の
一
重
察
」
愛
知
大
学
三
十
周
年
記
念
論
文
集
(
法
政
筋
)

三
二

l
一
四

O
頁
、
同
「
関
際
仲
決
裁
判
に
お
け
る
衡
平
」
国
際
訟
外
交
雑
誌
第
七
七
巻
一
号
、
一
ー
ー
一
一
一
九
頁
参
照
。

(
む
本
条
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
杉
山
直
次
郎
「
明
治
八
年
翌
日
百
参
号
裁
判
事
務
心
得
と
私
法
法
源
」
法
学
協
会
雑
誌
第
四
九
巻
九
・
一

0
・
一
一
・

一
二
号
、
第
五

O
巻
一
号
、
石
岡
穣
「
ス
イ
ス
民
法
一
条
の
法
源
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
法
学
協
会
雑
誌
第
八
九
巻
第
六
号
参
照
。

戸
川
台
国

gqω
・
ζ
己
コ
タ
〉

=ig昨

阿

久

2
・
(
Z
O
件。

rd、
明
・
旬
。
一
一
O
n
t
・
-
U
N
4

宮内
-ECロ)
w
-
v
-
A
m
-

(
m
ω
)

出
・
ピ
ロ
件
。
弓
R
Z・
8
・
aア
ω可
B
r
o
zぬ
ぐ
2NF]
ア
司
-
M
O
印・

ヨム
両信司
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(
問
)
問
問
良
一
博
士
は
、
き
誌
と
宮
ミ
の
禁
止
そ
の
も
の
が
「
訟
の
一
般
原
則
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
一
項
は
紛

争
に
迎
用
さ
れ
る
「
実
体
法
規
」
を
定
め
た
も
の
で
あ
っ
と
、
「
裁
判
所
自
身
の
権
限
ま
た
は
義
務
」
が
こ
れ
ら
の
諸
法
規
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と

を
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
こ
れ
を
批
判
さ
れ
て
い
る
。
困
問
、
前
掲
書
、
二
四
三
頁
。

第
三
章

国
際
裁
判
の
実
践
に
お
け
る
弓

s
h々
定
怖
の
克
服

誌
も
国
内
凡

2
2
肯
定
論
者
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
現
代
国
際
法
の
体
系
は
決
し
て
満
足
す
べ
き
状
態
に
は
な
い
が
、
国
際
裁
判
の
実
行

は
、
仲
裁
裁
判
、
司
法
裁
判
を
問
わ
ず
、
終
始
も
司
ご
A
N
R
G
H

を
排
斥
し
て
き
た
。
近
代
国
際
裁
判
は
法
の
発
見
を
追
求
し
、
き
司
N

A

い
く
つ
か
の
裁
判
条
約
や
仲
裁
契
約
の
な
か
に
は
、
衡
平
や
正
義
の
原
則
を
認

ミ
H

を
克
服
す
る
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
確
か
に
、

国際裁判における N01l Liquetの克服

め
た
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
の
場
合
の
よ
う
に
、
当
事
国
に
よ
っ
て
適
用
法
規
(
ワ
シ
ン
ト
ン
三
原
則
)
が

指
示
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
を
円
滑
化
す
る
試
み
は
様
々
み
ら
れ
る
が
、

一
般
的
に
み
れ
ば
、
近
代
田
際
裁
判
は
国

際
法
を
基
準
と
し
た
法
的
決
定
で
あ
る
と
い
え
る
。
国
際
法
は
特
定
の
主
題
に
対
応
す
る
直
接
的
規
則
を
も
た
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い

だ
け
に
、
そ
の
法
の
採
究
は
困
難
な
道
程
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
も
一
貫
し
て
さ
詰
ご
主
主
が
排
除
さ
れ
て
き
た
こ
と

こ
う
し
た
国
際
裁
判
所
の
側
の
対
応
を
判
例
を
ふ
ま
え
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

は
注
目
に
値
す
る
。
本
章
で
は
、

証
拠
の
不
十
分
を
理
由
と
す
る
さ
司
ご
官
三
の
主
張
に
つ
い
て

国
際
裁
判
に
お
け
る
さ
諸
問
凡
曲
足
立
の
可
能
性
を
肯
定
す
る
際
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
ケ
ー
ス
に
-
八
三
一
年
の
北
東
部
国
境
事
件

が
あ
る
。
(
本
件
は
裁
判
官
の
権
限
齢
越
の
問
題
と
し
て
も
言
及
さ
れ
る
。
)
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一
七
八
三
年
条
約
で
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
(
カ
ナ
ダ
〉
の

北
東
部
に
設
定
さ
れ
た
境
界
を
確
定
す
る
た
め
の
裁
判
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
王
を
仲
裁
裁
判
官
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、

両
当
事
国
が
提
出
し
た
陳
述
書
な
ら
び
に
資
料
は
、
主
張
さ
れ
る
こ
つ
の
国
境
線
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
決
め
る
の
に
十
分
で
は
な



説

く
、
ま
た
こ
の
紛
争
の
性
格
な
ら
び
に
一
七
八
三
年
条
約
の
暖
昧
な
規
定
は
、
法
と
衡
平
の
原
則
に
抵
触
す
る
こ
と
な
し
に
、

い
ず
れ
か

雪之込

nss 

の
線
を
決
め
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
最
新
の
地
形
学
的
方
法
に
よ
っ
て
も
状
汎
は
明
確
化
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
裁
判
官
は
判
決
を
拒
ま
ず
、
主
文
で
は
、
「
両
国
の
境
界
と
し
て
次
の
線
:
:
:
〔
略
〕
:
:
:
を
採
用
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う

2

8
5
5
E
g
e
-
-
:・
)
と
判
断
す
る
」
(
傍
点
筆
者
)
と
し
て
具
体
的
な
境
界
線
を
決
定
し
た
。

A

S

V

 

こ
の
判
決
に
は
裁
判
官
の
権
限
齢
越
が
あ
る
と
し
て
一
方
の
当
事
国
〈
ア
メ
リ
カ
〉
か
ら
抗
議
が
出
さ
れ
た
ほ
か
、
さ
ら
に
何
人
か
の

論
者
は
、
本
件
は

5
3
ご

2
a
に
関
連
す
る
事
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

に
よ
れ
ば
、
も
し
証
拠

ア
セ

l
ル

(叶，

-
Z
-
戸
〉
回
路
円
)

資
料
に
て
ら
し
て
裁
判
官
が
い
ず
れ
か
の
境
界
線
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
、
「
裁
判
官
は
た
だ
き
誌
ご
ぬ
足
立
を
宣
告
す
る
こ

ハ
4
)

と
、
つ
ま
り
裁
判
の
不
能
を
宣
言
す
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
彼
は
、
コ
ン
プ
ロ
ミ
l
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
国
際
裁
判
で
は
さ
誌

と
由
民
立
を
宣
言
す
る
こ
と
は
差
し
っ
か
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本
件
で
は
そ
の
方
が
実
際
面
か
ら
も
好
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

カ
ー
ル
ス
ト
シ
(
民

ω・
(
U
R
F
Zロ
〉
は
、
本
件
の
裁
判
官
が
な
す
べ
き
こ
と
は
コ
ン
プ
ロ
ミ
l
の
第
六
条
に
も
と
づ
い
て
新

同
様
に
、

た
な
一
証
拠
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
で
あ
り
、
「
そ
れ
で
も
な
お
法
的
な
決
定
が
不
可
能
な
と
き
は
、
裁
判
官
に
謀
せ
ら
れ
た
義
務
は
慣
習
法

に
し
た
が
っ
て
き
昌
ご
屯
宮
立
を
宣
告
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
件
は
治
色
誌
ご
品
位
立
を
宣
言
す
べ
き
事
例
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
確
か
に
、
本
件
で
は
証
拠
が
十
分
で
は
な
く
、

そ
の
た
め
判
決
の
文
面
に
は
誤
解
釈
』
招
き
や
す
い
表
現
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
判
決
理
由
全
体
を
注
意
深
く
検
討
す
る
と
、
判
決
は
提
出

さ
れ
た
証
拠
資
料
と
条
約
規
定
を
入
念
に
検
討
し
て
お
り
、
法
的
決
定
と
し
て
の
実
質
を
そ
な
え
た
も
の
と
い
え
る
。

一
般
に
、
領
土
紛
争
で
は
証
拠
が
不
十
分
な
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
決
定
的
な
証
拠
の
不
存
在
が
紛
争
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
拠
資
料
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
さ
一
誌
ご
唱
足
立
の
主
張
は
根
拠
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
か
か

る
場
合
に
は
、
最
大
限
に
求
め
ら
れ
う
る
証
拠
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
相
対
的
価
値
に
も
と
づ
く
決
定
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
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る
。
パ
ル
マ
ス
島
事
件
ハ
一
九
二
八
年
)
の
仲
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、

た
と
え
証
拠
が
不
十
分
で
あ
っ
て
も
さ
誌
ご
唱
宮
内
同
の
宣
告
は
当
事
国

の
意
思
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
場
合
に
は
両
当
事
国
が
主
張
す
る
「
権
利
の
相
対
的
強
さ
」

(
H
Z
2
-
2
7
8
2
8ロ
m
F

《

7
v

。同

H
Z
E
-
2
)
に
も
と
づ
く
決
定
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
マ
ン
キ
エ
・
エ
ク
ル
オ
島
事
件
(
一
九
五
三
年
〉
で
、
国
際
司

法
裁
判
所
は
、
提
出
さ
れ
た
資
料
に
て
ら
し
て
エ
ク
ル
オ
島
に
対
す
る
「
相
対
立
す
る
請
求
の
相
対
的
強
さ
」
公
Z
B
E
t
5
2
5ロ
関
与

A
8
v
 

。
問
手
巾
。
問
者
2
5
m
n
-
3
5
C
を
評
価
し
て
、
こ
の
島
が
イ
ギ
リ
ス
に
属
す
る
と
認
定
し
た
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
が
指
摘
す
る
と
お

り
、
「
こ
れ
ま
で
国
際
裁
判
に
付
託
さ
れ
た
領
土
主
権
を
め
ぐ
る
請
求
の
大
部
分
の
ケ
l
ス
は
、
主
権
に
対
す
る
競
合
的
請
求
の
も
の
で
あ

っ
て
、
裁
判
所
は
い
ず
れ
の
側
、
が
よ
り
有
力

(
2
3ロ
官
円
)
で
あ
る
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。

か
く
て
領
土

紛
争
に
つ
い
て
は
、
証
拠
の
不
十
分
と
い
う
こ
と
自
体
は
裁
判
を
拒
否
す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
バ
「

判
例
に
お
け
る
さ
昌
ご
唱
足
立
の
排
斥

国際裁判における NonLiquet の克，~a

い
わ
ゆ
る
管
轄
権

C
5
5
H
E芯
ロ
)
の
不
存
在
や
請
求
の
受
理
可
能
性
(
え

s
g
-
E
E
U
U
の
欠

如
な
ど
に
よ
っ
て
裁
判
が
行
わ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
る
。
が
、
そ
れ
ら
は
本
稿
に
い
う
さ
芯
ご
唱
足
立
す
な
わ
ち
法
の
不
存
在
な
い
し

不
明
瞭
に
よ
る
裁
判
の
不
能
と
は
別
で
あ
る
。
筆
者
が
知
る
限
り
で
は
、
後
者
の
事
例
は
な
い
。
国
際
法
で
は
特
定
の
紛
争
主
題
に
対
応

す
る
直
接
的
規
則
が
存
在
し
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
き
誌
ご
室
内
同
を
宣
言
す
べ
し
と
す
る

国
際
裁
判
と
く
に
司
法
裁
判
で
は
、

の
が
肯
定
派
の
立
場
で
あ
る
が
、
国
際
裁
判
の
実
践
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

国
連
の
賠
償
請
求
事
件
(
一
九
四
九
年
・
勧
告
的
意
見
)
で
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
国
連
職
員
の
蒙
っ
た
被
害
の
補
償
請
求
に
つ
い
て
、
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職
員
の
本
国
が
も
っ
外
交
保
護
権
と
国
連
が
も
っ
機
能
的
保
護
権
が
競
合
す
る
と
き
、

い
ず
れ
が
優
先
す
る
か
と
い
う
抽
象
的
質
問
(
諮

間
E
)
を
受
け
た
。
裁
判
所
は
「
両
者
の
優
先
関
係
を
定
め
た
法
の
規
則
は
な
い
」
と
し
、
問
題
は
関
係
者
の
「
善
意
と
常
識
」
に
よ
っ

て
処
理
さ
れ
え
な
い
も
の
で
は
な
い
と
回
答
し
た
。
こ
こ
で
は
一
般
的
法
規
の
存
在
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
か
か
る
法
規
の
不
存



説

在
が
、
こ
の
種
の
優
先
関
係
の
法
的
判
断
を
一
切
不
可
能
に
す
る
も
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。

が
、
具
体
的
な
訴
訟
で
は
争
点
の
法
的
フ
ォ
l
ミ
ュ
レ

l
シ
ョ
ン
は
抽
象
的
形
式
の
法
の
存
否
と
い
う
形
を
と
ら
な
い
の
で
、
例
別
的
な

一
般
に
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る

Z命

法
判
断
は
な
お
可
能
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
裁
判
所
は
一
般
的
規
則
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
「
こ
の
こ
と
は
被
請
求
国
が
そ
の
侵
害
に
つ
い

て
二
重
の
補
償
支
払
い
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
国
際
裁
判
所
は
す
で
に
複
数
の
国
が
利
害
を
も
っ
請
求
の
問
題
を
取
扱
っ

て
き
て
お
り
、
そ
の
場
合
、
と
の
よ
う
に
し
て
被
請
求
国
を
保
護
す
る
か
を
知
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
こ
の
点
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
カ
サ
プ
ラ
ン
カ
事
件
(
一
九

O
九
年
)
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
の
一
例
と
い
え
よ
う
。
モ
ロ
ッ
ヨ
駐
屯
の

フ
ラ
ン
ス
外
人
義
勇
兵
部
隊
に
属
す
る
脱
走
兵
(
ド
イ
ツ
人
)
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
管
轄
権
と
在
モ
ロ
ッ
コ
の
ド
イ
ツ
領
事
の
管
轄
権

の
競
合
が
争
わ
れ
た
事
例
で
、
裁
判
所
は
「
二
つ
の
競
合
す
る
管
轄
権
の
優
先
関
係
を
一
般
的
に
定
め
た
絶
対
的
な
規
則
」
は
存
在
し
な

い
と
し
つ
つ
、
他
方
、
具
体
的
状
拐
に
お
い
て
は
そ
の
決
定
は
可
能
で
あ
る
と
し
、
本
件
の
場
合
、
対
象
と
な
る
者
(
脱
走
兵
)
が
「
そ

の
属
す
る
軍
隊
の
実
効
的
な
支
配
下
に
あ
る
領
域
内
に
留
ま
っ
て
い
る
と
き
は
、
軍
隊
の
側
の
管
轄
権
が
優
先
す
る
」
と
判
示
し
た
。

一
般
的
な
法
規
の
不
存
在
は
直
ち
に
法
的
な
決
定
を
不
能
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
様
に
、
国
際
慣
行
が
多
岐
に
わ

た
り
、
統
一
的
規
叫
が
欠
如
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
き
で
も
、
国
家
の
行
為
の
合
法
性
を
判
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
ノ
ル

こ
の
よ
う
に
、

ウ
ェ
l
漁
業
事
件
(
一
九
五
一
年
)
で
、

イ
ギ
リ
ス
は
領
海
の
直
線
基
線
の
長
さ
は
最
大
一

O
カ
イ
リ
の
原
則
が
国
際
法
上
確
立
し
て
い

る
と
主
張
し
た
が
、
裁
判
所
は
国
家
の
慣
行
は
分
か
れ
て
お
り
、

い
な
い
と
し
、

一
O
カ
イ
リ
・
ル

l
ル
は
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
確
立
し
て

ま
た
「
国
家
の
慣
行
は
他
の
な
ん
ら
か
の
一
般
的
な
法
規
則
の
形
成
を
正
当
と
し
て
い
な
い
」
と
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
裁
判
所
は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
領
海
画
定
方
式
が
国
際
法
上
有
効
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
可
能
で
あ
っ
て
、
「
イ
ギ
リ
ス
が
主
張
す
る
よ

う
な
技
術
的
に
精
確
な
規
則
が
存
在
し
な
く
と
も
」
、
「
国
際
法
上
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
い
く
つ
か
の
原
則
」

に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
「
倣
海
の
性
格
に
固
有
な
い
く
つ
か
の
基
本
的
要
素
」
が
判
断
の
基
礎
と
し

Jt法29(2・22)154



て
の
基
準
|
|
i

「
そ
れ
ら
は
す
べ
か
ら
く
精
確
な
も
の
と
は
い
え
な
い
が
L

ー
ー
を
提
供
す
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
基
準
と
し
て
三
つ
の

基
本
的
要
素
を
提
示
し
、
こ
れ
に
照
し
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
画
定
行
為
の
有
効
性
を
審
査
し
た
。

国
際
慣
行
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
法
の
不
存
在
の
主
張
は
、
漁
業
管
轄
権
事
件
(
一
九
七
四
年
)
の
際
に
ア
イ
ス
ラ
ン

ド
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
、
確
か
に
各
国
の
慣
行
は
広
く
分
か
れ
て
お
り
、
漁
業
水
域
の
限
界
を
定
め
る
国
際
法
の
規
則
が

不
明
瞭
で
あ
っ
た
こ
と
は
ど
の
裁
判
官
も
否
定
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
デ
ィ
ラ

i
ド

(E--白
色
〉
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
直

ち
に
「
法
的
空
白
」
守
『
ぬ
と

5
2ロ
ヨ
)
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
ド
・
カ
ス
ト
ロ
(
巴
巾

ha可
。
)
裁
判
官
も
、
本

件
に
「
法
的
空
白
」

(
d
R
R
程
遠
』
阜
、
よ
る
が
あ
る
と
み
る
の
は
正
し
く
な
い
と
し
、

お
よ
そ
法
の
有
す
る
柔
軟
性
に
鑑
み
れ
ば
、
統
一
的

規
則
は
な
く
と
も
『
な
お
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
の
規
則
と
原
則
は
あ
る
』
(
北
海
大
陸
棚
事
件
判
決
の
引
用
〉
と
い
う
。
同
様
に
、
五
人
の

裁
判
官
の
共
同
意
見
(
プ
ォ

l
ス
タ
!
、
ベ
ン
グ
ゾ
ン
、
ア
レ
チ
ャ
ガ
、
シ
ン
、

ル
l
ダ
〉
は
、
漁
業
水
域
に
関
す
る
確
立
し
た
慣
習
法

国際裁判における NonLiquetの克服

の
規
則
は
存
在
し
な
い
が
、
「
こ
の
こ
と
は
、
い
か
な
る
主
張
も
許
さ
れ
る
と
か
、
あ
る
い
は
具
体
的
紛
争
の
決
定
を
不
可
能
に
す
る
よ
う

な
法
の
完
全
な
『
欠
蹴
』
つ

E
2ロ
ヘ
)
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

直
接
的
規
則
の
不
存
在
が
き
誌
ご
唱
足
立
に
直
結
し
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
し
た
判
例
と
し
て
、
海
底
電
線
切
断
事
件
(
一
九
二
三

年
)
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
は
戦
時
に
お
け
る
交
戦
国
に
よ
る
海
底
電
線
の
切
断
に
関
す
る
賠
償
請
求
事
件
で
あ
る
が
、
本

件
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
特
別
の
国
際
法
規
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
両
当
事
国
(
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
)
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
裁
判
所
は
適
用
法
規
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
「
裁
判
所
の
意
見
で
は
、
た
と
え
一
八
九
八
年
の
時
点
(
ス
ペ
イ
ン
H

ア
メ
リ
カ
軍
が
イ
ギ
リ
ス
会
社
の
海
底
電
線
を
切
断
し
た
と
き
・
筆
者
注
〉
で
、
交
戦
国
に
よ
る
海
底
電
線
の

北法29(2・23)155

ア
メ
リ
カ
戦
争
の
と
き
、

切
断
に
関
す
る
条
約
な
い
し
一
般
に
承
認
さ
れ
た
規
則
を
表
明
す
る
国
際
法
の
特
別
の
規
則
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
適
用
さ
れ
る
べ

き
国
際
法
の
原
則
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
内
法
と
同
様
に
、
国
際
法
は
特
定
の
事
項
を
決
定
的
に
規
律
す
る
明
示



説

一
般
に
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
特
別
の
法
規
則
が
存
在
し
な
い
と
き
は
、

原
則
か
ら
導
び
か
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
適
用
し
て
権
利
・
利
益
の
対
立
を
解
き
:
:
:
問
題
の
解
決
を
見
い
出
す
の
が
裁
判
の
役
割
で
あ

る
こ
こ
こ
で
は

3
3
ご
喝
足
立
の
可
能
性
は
ま
っ
た
く
考
臆
さ
れ
て
い
な
い
。
同
時
に
、
判
決
は
、
最
終
的
に
は
司
法
立
法
に
訴
え
る
べ

き
で
あ
る
と
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
も
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
退
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
国
際
裁
判
所
は

g誌
h
h
Q
足
立
に
は
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
否
定
的
な
態
度
を
保
持
し
て
き
た
と
い

的
規
則
を
も
た
な
い
こ
と
が
あ
り
、

一
般
的

北法29(2・24i156

5命

え
る
。
お
そ
ら
く
、

つ
ぎ
の

I
L
O
行
政
裁
判
所
の
裁
決
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
態
度
を
集
約
的
に
判
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

き
ょ
う
。
「
あ
ら
ゆ
る
法
体
系
に
基
本
的
な
原
則
の
一
つ
は
、
い
か
な
る
裁
判
所
も
法
の
沈
黙
な
い
し
不
明
瞭
を
理
由
に
判
決
の
付
与
を
控

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
か
く
て
一
九
五
八
年
の
国
際
法
委
員
会
の
「
仲
裁
裁
判
モ
デ
ル
規
則
」
第
一
一
条
は
、
こ

の
間
題
に
関
す
る
慣
習
国
際
法
を
述
べ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
仲
裁
裁
判
所
は
適
用
さ
れ
る
法
の

沈
黙
な
い
し
不
明
瞭
を
理
由
に
さ
誌
と
Q
R
ミ
を
宣
告
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

司
法
機
能
と
法
の
発
見

学
説
の
支
持
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
裁
判
の
判
例
が
な
ぜ
司
g
h
t
q
R
R

に
否
定
的
で
あ
る
の
か
、
な
に
よ
り
の
理
由
は
、
司
法

的
決
定
を
不
可
能
に
す
る
よ
う
な
法
の
不
存
在
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
国
際
裁
判
官
の
単
な
る
主
観
的
認
識
で
は
な

か
っ
個
々
の
ケ
l
ス
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
真
正
な
認
識
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
裁
判
官

ぃ
。
国
際
裁
判
の
実
践
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
、

の
職
務
の
本
質
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
深
化
さ
れ
て
い
る
。
国
際
裁
判
官
は
国
際
法
の
適
用
者
と
し
て
、
自
ら
を
国
際
法
の
機
関
と

み
な
し
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
際
法
が
何
で
あ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
が
こ
の
基
本
的
使
命
を
怠
る
と
き
は
、
そ
の

地
位
と
容
易
に
は
両
立
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
裁
判
に
お
け
る
適
用
法
規
の
発
見
は
、
裁
判
官
の
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。

い
か
な
る
判
決
も
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を



逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
法
の
解
釈
は
裁
判
官
の
存
在
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
法
の
解
釈
行
為
に
は
必
然
的
に
あ
る
程
度
の
法
創

造
的
機
能
。
晶
君

Q
g吾、巾
2
2
t
cロ
〉
が
伴
う
。
そ
れ
は
司
法
に
固
有
の
内
在
的
機
能
で
あ
っ
て
、
司
法
の
本
質
を
踏
み
は
ず
す
も
の

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
田
中
耕
太
郎
裁
判
官
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
官
の
法
の
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
は
決
し
て
機
械
的
・
自
動
的
に
は

な
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
「
そ
れ
は
法
の
一
般
的
・
抽
象
的
性
格
と
個
々
の
事
件
の
無
限
定
的
多
様
性
に
鑑
み
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
G

そ
の
場
合
、
法
の
不
明
瞭
や
抵
触
が
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
の
法
解
釈
に
そ
れ
だ
け
濃
く
創
造
的
役
割
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
決
し
て

不
合
理
で
は
な
い
。
カ
ル
ド

i
ゾ
(
回
開
門
戸
」
即
日
吉

Z
・
(
U

出丘
C
N
O
)

は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
判
官
は
「
機
能
に
お
い
て
ま
さ
し
く
立
法

的
な
権
限
」
を
行
使
し
て
法
を
主
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

ハ
ド
ソ
ン
(
冨
陪
同

L
a
o
-
Z
E
Sロ
)
も
、
常
設
国
際
司
法
裁
判

国際裁判における NonLtquetの克服

所
に
は
ス
イ
ス
民
法
型
の
司
法
立
法
権
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
と
き
は
、
法
を
「
創
る
」

T
B丘
町
)
限
定
的
な
権
限
を
行
使

し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
「
立
法
は
司
法
機
能
の
一
要
素
で
あ
る
」
と
す
る
。

社
会
に
機
能
す
る
法
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
に
よ
る
創
造
的
活
動
を
否
定
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と

は
裁
判
所
に
立
法
府
と
同
じ
無
制
限
の
法
定
立
権
を
認
め
る
こ
と
で
は
な
い
。
国
際
社
会
に
は
三
権
分
立
の
制
約
は
な
い
と
し
て
も
、
司

法
の
一
般
観
念
に
照
し
て
、
こ
の
よ
う
な
権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
。
が
、
国
際
裁
判
の
歴
史
は
、
か
よ
う
な
立
法
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、

す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
法
の
解
釈
と
い
う
司
法
の
枠
内
に
お
い
て
法
の
発
見
が
い
つ
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
と
い
え
る
。

(
1
)

例
え
ば
、
問
岡
良
一
「
国
際
裁
判
官
の
権
限
総
越
」
法
学
第
八
巻
第
七
号
、
一
一
一
一
一
ー
ー
二
四
頁
。

(
Z〉
』

・

凶

・

7
向
。

2
P
E
g
g
m
t
cロ
巳
〉
号
広

g
t
o
p
g「
「

-
y
-
M印
・

(
3
)

こ
の
判
決
に
対
し
て
、
当
時
ハ

i
グ
駐
在
の
ア
メ
リ
カ
公
使
は
、
判
決
の
境
界
線
は
一
七
八
三
年
条
約
を
離
れ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
な

し
、
裁
判
官
の
権
限
験
越
が
あ
る
と
の
抗
議
を
行
っ
た
。
こ
の
抗
議
は
本
国
政
府
の
指
示
な
し
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
む
し
ゐ

判
決
を
受
諾
す
る
意
向
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
上
院
は
こ
の
判
決
が
メ
イ
ン
州
と
マ
サ
チ
ュ
セ
ツ
ツ
州
に
必
ず
し
も
有
利
で
な
い
こ
と
も
あ
り
、

判
決
を
受
諾
し
な
い
こ
と
を
決
議
し
た
。
そ
の
た
め
境
界
問
題
は
改
め
て
英
米
で
交
渉
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
一
八
四
二
年
の
条
約
に
よ
っ
て
最
終
的
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説

に
確
定
さ
れ
た
。
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一
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同
・
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河
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石
田
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例
集
、
三
一
九
頁
。

ハ
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叩
)
一
九
三
三
年
の
グ
ア
テ
マ
ラ
H
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
国
境
画
定
特
別
仲
裁
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
条
約
に
表
明
さ
れ
た
日
的
に
て
ら
し
て
、

裁
判
所
は
紛
争
地
域
令
一
体
に
つ
い
て
一
九
一
二
年
の
ミ
民
、
ま
た
丸
ぬ
き
の
境
界
を
画
定
す
る
た
め
の
十
分
な
証
拠
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
全
域
に
わ
た
っ
て
明
確
な
境
界
を
決
定
す
べ
き
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
じ
戸
戸
〉
-
〉
J

〈

0

?

?

も

--ω
印日・

(
H
d
c
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N
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一
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頁
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F
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石
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判
例
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、
ご
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頁
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〈
同
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ω
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z
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ユ
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C
H
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℃
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判
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仏
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判
例
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二
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「
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)
H
E
P
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皆
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判
例
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二
六
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頁
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ω
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z
・
c
c
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Z-
吋
r
o
U
2乙
8
2
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r
r
g
o
t
c
E
-
r
=
宥
同
『
円
ロ
件
、
E
込
F
O
E
-
n
g
p
一回印∞・

3
・一

UN--um
・
日
中
村
決
「
イ
ギ

リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
の
国
際
法
的
意
義
」
国
際
法
外
交
雑
誌
第
五
六
巻
三
号
、
二
六

i
六

O
頁
、
山
本
草
二
、
「
漁
業
事
件
」
(
高
野
雄
一
、

判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
〉
四
二
!
四
六
頁
、
小
川
芳
彦
「
国
際
司
法
裁
判
所
と
法
の
創
造
」
法
と
政
治
、
第
一
六
巻
三
号
、
五
五
!
大
六
頁
。

戸川

)
ω
ヱ出
E
r
o立
a
cロ
え
』
戸
内
同
向
。

UF一一日
ι・
円
。

h
m
o
-
Eユ
ω

一
U3u
℃・白
O

(

『c
c
E
C同
巾
一
)

(
加
)
∞
告
。
E
R
C
E
E
g
c
h
p牛
肉
。
ロ
向
。
E
可
q
w
M
Z仏
・
・
苫
-
g
l
u
m
-

E命
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閉
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3
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Z
5
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E
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∞
E
u
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E
m
〉円

rEm--cp
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回
日
デ
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-
a
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同
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〉
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〉
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0
司
-
n
E
・
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匂
一
一
∞
・

H

ロ丹内『ロ
ω
t
c
=白
]
F
m耳
河
内
℃
C
H
同ω
一回印一凶咽同
Y

印ω
0

・

委
員
会
の
審
議
に
お
い
て
、
本
条
の
ご
と
き
「
自
明
な
」
(
主
『

l
t
E
g円
)
原
則
を
明
示
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
が
(
向
山

-
C
l

三
宮
官
。

Z
)、
従
来
の
深
い
学
説
の
対
立
に
鍛
み
て
、
本
条
は
削
除
す
べ
き
で
は
な
い
(
特
別
報
告
者
。
・

ω
2
=と
と
さ
れ
た
。
同
-
F
・(

U

・
JPRσcor

-
D
印M
・
〈
C
一
・
]
暗
唱
・
印
∞
'

F

お
)
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
「
木
裁
判
所
は
国
際
法
の
裁
判
所
公
立

r
g乙
え

E
R吉
弘

5
E一
-
P
乏
で
あ
り
、
こ
の
資
格
に
お
い
て
、
こ
の
伏

〔
国
際
法
〕
が
何
で
あ
る
か
を
知
っ
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
り
の
戸
』
・

ω
2
F
g
〉・

2
2・
M
口
¥
N
ア
司
・
一
N
A
・

2ι
国
連
国
際
法
委
員
会
の
「
仲
裁
裁
判
モ
デ
ル
規
則
」
の
特
別
報
告
者
セ
ル
は
、
お

S
N民
主
ミ
を
否
認
す
る
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
裁
判
所
が
法
の

不
存
在
や
不
明
瞭
を
理
由
に
裁
判
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
「
そ
の
義
務
の
不
履
行
と
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
円
「
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の
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回
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匂
-
m
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印・
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引
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裁
判
に
お
け
る
法
の
創
造
に
つ
い
て
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、
さ
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当
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、

P
え
G
N
O
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-一】・

2
円
J
3
8
1
-
全
国
巧
-
F
M
a
s
E
P
F田
L
E
M
-
D
E立
q

E仏
』
E
1

去円

g
-
F
m若
宮
同
区
口
問
・
円
u
a
-
-
F
-
m
2
J
S
-
四
一
(
一
回
目
}
)
u

宅
-
忠
一
1
1
∞
合
・
国

-
F
E件。弓
R
Z
-
叶
胃
ロ
ミ
乙
告
ヨ
ヨ
骨
三
円
口
常
『
Etc-g-
亡者

『

可

昨

r
m
Hロ
な

SEEP-(ugp
一
也
印
∞
・
宅
-
一
印
印
1
1
M
M
ω

・
小
川
芳
彦
「
国
際
司
法
裁
判
所
と
法
の
創
造
」
法
と
政
治
、
第
一
五
巻
四
号
(
一

l
三

O

頁
)
、
第
一
六
巻
三
号
(
一
二
九
!
八
四
頁
)
。

小
川
芳
彦
教
授
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
論
文
に
お
い
て
、
国
際
司
法
殺
判
所
の
法
創
造
を
「
外
見
上
の
法
創
造
」
と
「
真
正
の
訟
創
造
」
と
に
分
け
ら

れ
、
い
く
つ
か
の
判
例
を
検
討
さ
れ
て
、
そ
の
う
ち
の
あ
る
ケ

l
ス
は
前
者
に
、
他
の
も
の
は
後
者
に
属
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
教
授
が
深
く

慎
重
に
検
討
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
見
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
埋
論
的
に
は
か
か
る
区
別
は
考
え
ら
れ
で
も
、
具
体
的
ケ
1

ス
に
お
い
て
こ

れ
を
あ
て
は
め
る
た
め
に
は
、
裁
判
所
が
そ
の
事
件
で
述
べ
た
法
が
、
現
行
法
で
な
か
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
者
の
側
で
認
定
す
る
こ
と
が
前
提
と
な

る
が
、
そ
れ
は
通
常
、
相
当
に
悶
難
な
作
業
で
あ
る
と
い
え
る
。
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説

第
四
章

国
際
裁
判
に
お
け
る
適
用
法
規
の
発
見

論

い
わ
ゆ
る
司
法
立
法
と
法
の
発
見
の
区
分

再
三
ふ
れ
て
い
る
こ
と
で
改
め
て
国
際
司
法
裁
判
所
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
い
が
、
「
国
際
法
は
、
い
ろ
い
ろ
の
領
域
に
お
い
て
、
特

定
の
事
件
に
適
用
さ
れ
る
特
別
の
規
則
を
有
さ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
」
法
は
実
体
的
に
は
完
全
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
こ
の
現
象
は
す
べ

て
の
法
秩
序
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
統
一
的
な
立
法
機
関
を
も
た
な
い
国
際
法
の
場
合
に
は
と
く
に
そ
れ
が
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な

と
き
裁
判
の
不
能
と
い
う
事
態
は
ど
の
よ
う
に
し
て
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
方
の
見
方
と
し
て
、
=
。
諮
問
民
主
一
立
が
許
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
、
司
法
立
法
に
訴
え
る
以
外
に
な
い
と
す
る
意
見
が
あ
る
。

ス
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
き
詰
ご
室
内
同
が
許
さ
れ
な
い
な
ら
、
裁
判
官
は
結
局
ス
イ
ス
民
法
型
の
「
司
法
立
法
」
(
」

Zen-己
目
白
者

A
B
E
E
P
)

の
道
を
選
ぶ
の
ほ
か
は
な
い
と
さ
れ
る
。
彼
が
昌
也
、
同
町
民
A
N
E

立
を
肯
定
す
る
の
は
、
こ
の
方
法
が
現
在
の
国
際
社
会
で
は
き
わ
め
て
問
題

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
一
つ
の
背
景
と
し
て
い
る
。

ブ

ィ

ッ

ツ

モ

l
リ
ス
も
、
「
終
局
的
問
題
は
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
が
実
質
的
=
g
ご
i

室
内
H

を
回
避
す
る
代
償
と
し
て
、
最
終
的
に
司
法
立
法
(
」
ロ

Enu--巾
ぬ
五
三
百
と
を
受
け
容
れ
る
用
意
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

円

3
v

で
あ
る
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
直
ち
に
そ
こ
ま
で
行
か
ず
と
も
、
彼
は
、
例
え
ば
類
推
的
解
釈
、
適
切
な
国
内
法
規
則
や
法
の
)
般
原

則
の
適
用
、

と
い
っ
た
法
規
決
定
の
補
助
的
手
段
を
認
め
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
が
、

ブ

ィ

ッ

ツ

モ

i
リ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
法
技
術
に

ま
た
こ
れ
は
一
見
、
司
法
的
行
為
と
み
え
て
も
、
往
々
に
し
て
擬
装
的
な
立
法
行
為
に
等
し
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、

こ
の
よ
う
な
方
法
を
あ
ま
り
重
視
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
彼
は
さ
誌
ご
Q
N
E
H

問
題
の
終
局
的
き
め
て
は
「
司
法
立

は
限
界
が
あ
り
、

法
」
が
許
さ
れ
る
か
否
か
に
あ
る
と
み
る
。

こ
の
問
題
は
「
司
法
立
法
」
と
は
何
か
と
い
う
言
葉
の
理
解
の
仕
方
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
直
接
的
な
規
則
が
な
い
場
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合
に
お
け
る
国
際
裁
判
の
判
例
を
吟
味
す
る
と
、
適
切
な
法
理
論
と
解
釈
の
展
開
(
司
法
過
程
)
の
な
か
に
法
を
発
見
し
て
い
る
と
い
え

る
。
こ
の
場
合
、
直
接
的
規
則
の
な
い
と
こ
ろ
に
具
体
的
な
法
を
宣
言
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
創
造
的
効
果
を
伴
う
こ
と
は
否

一
見
す
る
と
、
裁
判
官
に
よ
る
「
立
法
」
が
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
法
の
解
釈
に
よ
っ
て

適
用
さ
れ
る
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
意
味
で
の
法
創
造
的
効
果
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
司
法
機

定
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、

能
に
固
有
の
現
象
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
宣
言
さ
れ
た
法
が
司
法
的
論
理
と
思
惟
の
所
産
で
あ
る
と
き
は
、

は
じ
め
か
ら
そ
れ
が
存
在

し
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
そ
の
法
を
「
発
見
」
し
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
解
釈
方
法
に
よ
っ
て

l
l直
接
的
規
則
が
な
い
場
合
に

l
i法
の
発
見
が
な
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
発
見
過
程
は

実
際
に
は
様
々
な
方
法
が
複
雑
に
交
錯
し
て
い
る
。
そ
の
4
4
貌
を
解
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
典
型
的
に
み
ら
れ
る
次

の
三
つ
の
方
法
に
つ
い
て
先
例
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
付
国
際
法
の
一
般
原
則
の
演
鐸
的
適
用
、
同
法
目
的
論
的
ア
。
フ
ロ
ー

国際裁判における NonLiquetの克服

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
方
法
は
例
示
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
取
り
あ
げ

た
先
例
も
あ
く
ま
で
例
証
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
(
な
お
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
先
例
の
一
評
価
や
判
例
評
釈
を
試
み
る
も
の
で
は
な
い
。
〉

チ
、
同
国
内
法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
あ
る
い
は
法
の
一
般
原
則
の
適
用
、

国
際
法
の
一
般
原
則
の
演
鐸
的
適
用

先
に
言
及
し
た
海
底
電
線
切
断
事
件
(
一
九
二
三
年
)
は
、
戦
時
(
ア
メ
リ
カ
H
ス
ペ
イ
ン
戦
争
)
に
お
け
る
海
底
電
線
の
切
断
に
つ

き
、
イ
ギ
リ
ス
が
損
害
賠
償
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
両
当
事
国
に
よ
れ
ば
、
戦
時
の
切
断
行
為
に
直
接
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
規
則
は

イ
ギ
リ
ス
は
よ
っ
て
衡
平
な
い
し
最
終
的
に
は
司
法
的
立
法
に
訴
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、

ア
メ
リ
カ
は
戦
時
の
切
断
を

な
い
と
さ
れ
、

否
と
す
る
国
際
法
が
な
い
以
上
は
イ
ギ
リ
ス
の
請
求
を
棄
却
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
仲
裁
裁
判
所
は
、

た
と
え
本
件
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
「
国
際
法
の
特
別
の
規
則
」
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
「
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
際
法
の
原
則
が
存
在
し
な
い
と
は
い
え

な
い
」
と
し
、

か
か
る
場
合
に
は
国
際
法
の
「
一
般
原
則
の
コ
ロ
ラ
リ
l
」
〈
芸
品
口

c
z
-
-
2
-
2
0同町
刷

2
2主
力
江
口

nqrc
が
適
用
さ
れ
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IDl 

る
と
し
た
。
本
件
の
場
合
に
は
海
戦
に
閲
す
る
国
際
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
。
判
決
に
よ
れ
ば
、
海
戦
法
規
上
、
中
立
国
人
が
所
有
す
る

交
通
・
通
信
手
段
で
も
、
そ
れ
が
敵
国
側
の
利
用
・
管
理
に
供
さ
れ
る
と
き
は
、
他
方
の
交
戦
国
は
そ
の
通
信
手
段
を
奪
う
こ
と
が
許
さ

T
Z
 

れ
、
ア
メ
リ
カ
の
行
為
は
こ
れ
に
該
当
し
、
よ
っ
て
「
一
八
九
八
年
に
存
在
し
て
い
た
海
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
の
原
則
は
、
本
件
を

(
7
v
 

決
定
す
る
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
。

ヰノヘ
日限I

常
設
仲
裁
裁
判
所
の
ロ
シ
ア
賠
償
事
件
(
一
九
一
二
年
)
は
、
一
八
七
九
年
の
ロ
シ
ア

H
ト
ル
コ
の
平
和
条
約
で
ト
ル
コ
が
負
っ
た

賠
償
の
支
払
い
が
延
滞
し
た
た
め
、
ロ
シ
ア
が
遅
延
利
子
を
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
ト
ル
コ
政
府
は
い
わ
ゆ
る
賠
償
利
子
に
つ
い
て
は

必
ず
わ
な
か
っ
た
が
、
遅
延
利
子
の
支
払
義
務
は
国
際
法
上
そ
の
特
別
の
責
任
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
裁
判
所
は

た
と
え
遅
延
利
子
の
支
払
に
つ
い
て
特
別
の
規
則
が
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
不
払
は
債
権
国
が
被
る
不
利
益
に
変
わ
り
な
く
、
ど
の
よ
う

な
利
子
侵
害
で
も
補
償
の
責
伍
を
伴
う
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

よ
っ
て
「
反
対
の
国
際
慣
習
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
い
と
き

は
、
国
家
責
任
の
一
般
原
則
合
宮
町
巾

SE--M円
FE--巾
え
岳
巾
門
町
田
宮
口
急
v
E
q
o同

ω
Z
Z∞
)
が
金
銭
債
務
の
支
払
遅
滞
に
関
す
る
特

円

9
v

別
の
責
任
を
包
含
す
る
」
と
し
た
。
(
な
お
本
件
で
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
特
別
の
事
情
に
よ
り
さ
ら
に
国
内
法
が
適
用
さ
れ
て
、
こ
の
義

務
は
実
際
に
は
消
滅
し
た
と
さ
れ
た
。
)

国
際
法
の
一
般
的
原
則
を
適
用
す
る
方
法
は
、
さ
ら
に
、
特
定
の
条
約
が
存
在
す
る
と
き
で
も
、
付
そ
の
条
約
に
あ
る
種
の
事
項
に
つ

い
て
明
示
規
定
が
な
い
場
合
や
、
∞
あ
っ
て
も
条
約
規
定
が
不
明
瞭
で
あ
る
場
合
、
な
ど
に
そ
れ
を
明
確
化
す
る
た
め
に
実
質
的
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
者
の
例
は
ナ
ミ
ピ
ア
事
件
に
、
後
者
は
オ
l
デ
ル
河
事
件
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ナ
ミ
ピ
ア
事
件

v

(

一
九
七
一
年
)
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
国
連
総
会
が
雨
ア
共
和
国
の
委
任
統
治
を
終
了
す
る
権
限
(
一
九
六
六
年

に
終
了
決
定
)
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
一
つ
の
争
点
と
な
っ
た
。
南
ア
は
、
連
盟
規
約
お
よ
び
市
西
ア
フ
リ
カ
委
任
状
で
は
受
任
国
の
義

務
の
不
履
行

(
5
2
8ロ門吉
2
)
の
故
に
委
任
統
治
を
終
了
さ
せ
る
権
限
は
国
際
連
盟
に
(
よ
っ
て
国
際
連
合
に
)
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
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主

張

し

た

。

国

際

司

法

裁

判

所

は

、

一

方

の

側

の

重

大

な

条

約

違

反

に

対

し

て

は

他

方

は

そ

の

条

約
を
終
了
で
き
る
と
い
う
条
約
法
の
一
般
原
則
が
、
委
任
統
治
の
場
合
に
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
「
条

」
の
抗
弁
が
有
効
で
あ
る
た
め
に
は

つ
ま
り
一
般
国
際
法

Q
2
2乙
E
Z
E
E
-。
ロ
白
二
白
老
〉
に
根
拠
を

有
す
る
権
利
を
排
除
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
υ

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
オ
l
デ
ル
河
国
際
委
員
会
事
件
(
一
九
二
九
年
〉
は
、
条
約
規
定
が
一
般
国
際
法
の
原
則
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
え
る
。
オ
1
デ
ル
河
は
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
国
際
河
川
委
員
会
の
管
理
の
下
に
置
か
れ
る
こ
と

約
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
権
利
の
沈
黙
は
、

そ
の
条
約
と
は
別
の

じ
な
っ
た
が
、
問
題
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
領
に
あ
る
二
つ
の
支
流
が
こ
れ
に
該
当
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
、

カ
国
)
が
主
張
す
る
単
純
な
語
句
の
解
釈
は
条
約
内
容
を
確
定
す
る
の
に
十
分
で
は
な
く
、
ま
た
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
い
う
い
わ
ゆ
る
制
限
的

一
方
の
当
事
国
(
六

国際裁判における NonL匂uetの克服

解
釈
論
も
、
こ
の
場
合
直
ち
に
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
。
本
件
の
場
合
な
に
よ
り
も
、
「
条
約
に
規
定
さ
れ
た
事
項
の
基
礎
に
あ
る

原
則
」
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
一
般
に
国
際
河
川
法
を
規
律
す
る
原
則
公
宮
胃

E
n
-
-
g
m
2
2
E口
問

一三巾

B
E
F
o
g
-
2
2
E戸
戸
伴
者
)
に
立
ち
返
え
り
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
が
こ
れ
ら
の
原
則
に
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
か
を
考
察
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
裁
判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
際
洞
川
は
「
上
流
国
の
た
め
の
通
航
権
の
観
念
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
「
す
べ
て
の
沿
岸
国
の
利
益
の
共
同

?
8
2
5
C
2与
え

古

Z
3
2〉
と
い
う
観
念
」
に
支
え
ら
れ
、
そ
こ
に
「
共
通
の
法
的
権
利
の

基
礎
」
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

く
、
航
行
可
能
な
全
水
域
に
及
ぶ
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
問
題
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
(
第
三
三
一
条
〉
も
、
他
の
関
連
条
文

と
の
考
慮
に
お
い
て
、
こ
れ
と
同
一
の
態
度
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
「
よ
っ
て
第
一
三
一
二
条
は
こ
れ
ら
の
原
則
に
て
ら
し
て
解

釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
共
通
の
権
利
は
治
岸
国
の
最
後
の
国
境
で
消
滅
す
る
こ
と
は
な

北法29(2・31)163

こ
の
よ
う
に
、
国
際
法
の
一
般
原
則
を
演
鐸
的
あ
る
い
は
類
推
的
に
適
用
し
て
法
の
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
国
際
裁
判
で
は
広
く
み



説

ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
法
原
則
の
一
般
的
性
格
に
鑑
み
て
決
し
て
不
当
な
こ
と
で
は
な
い
。
わ
が
国
の
原
爆
訴
訟
(
昭
和
三

三ぷふ
日間

八
年
〉
で
、
新
兵
器
で
あ
る
原
爆
の
投
下
に
つ
い
て
現
行
戦
時
法
規
に
は
規
定
は
な
く
、
よ
っ
て
、
実
定
国
際
法
違
反
の
問
題
は
起
り
え

な
い
と
す
る
国
側
の
主
張
に
対
し
て
、
東
京
地
裁
は
、
「
そ
こ
〔
国
際
法
〕
に
い
う
禁
止
と
は
、
直
接
禁
止
す
る
旨
の
明
文
の
あ
る
場
合
だ

け
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
既
存
の
国
際
法
(
慣
習
国
際
法
と
条
約
)
の
解
釈
及
び
類
推
適
用
か
ら
し
て
、
当
然
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
み

ら
れ
る
場
合
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
の
実
定
国
際
法
規
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
国
際
法
の
諸
原
則
に
照
し
て
み
て
、

こ
れ
に
反
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
含
む
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
国
際
法
の
解
釈
も
、
国
内
法
に
お
け
る
と
同

(
口
)

様
に
、
単
に
文
理
解
釈
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
い
わ
れ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

も
っ
と
も
、
国
際
法
の
一
般
的
原
則
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
法
と
当
該
主
題
と
の
聞
に
合
理
的
な
関
連
性
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
意
味
で
の
限
界
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
と
は
別
に
、
国
際
法
の
場
合
に
は
、
圏
内
法
と
ち
が
っ
て

「
出
家
主
権
」
の
原
則
に
立
脚
す
る
が
故
に
法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
ご
く
制
限
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

れ
な
い
と
い
う
意
見
が
あ
る
(
例
え
ば
、
バ
ダ
ウ
ィ
・
パ
ッ
シ
ャ
裁
判
官
三
こ
の
見
解
の
根
本
は
、
先
の
オ
l
デ
ル
河
事
件
で
ポ
l
ラ
ン

一
般
的
な
方
法
と
し
て
認
め
ら

ド
が
主
張
し
た
制
限
的
解
釈
論
ハ
条
約
条
文
が
疑
し
い
と
き
は
、
な
る
べ
く
国
家
の
自
由
を
制
限
し
な
い
よ
う
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
立
場
〉
と
基
本
思
想
を
同
じ
く
す
る
。
こ
れ
ら
は
結
局
、
主
権
の
無
制
約
性
を
で
き
る
か
ぎ
り
広
く
確
保
し
、
国
際
社
会
に

お
け
る
法
の
支
配
の
領
域
を
縮
少
し
よ
う
と
す
る
主
張
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ

裁
判
官
に
よ
る
法
の
解
釈
は
、
国
内
裁
判
の
場
合
に
は
、
高
度
に
複
雑
化
し
た
法
規
の
迷
路
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
適
用
法
規
を
発
見
す
る

こ
と
に
主
限
が
お
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
国
際
裁
判
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
限
ら
れ
た
国
際
慣
行
や
条
約
規
定
か
ら
適
用
さ
れ
る
べ
き
特

定
の
法
を
探
求
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
限
ら
れ
た
国
際
慣
行
の
な
か
に
慣
習
法
規
が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
、

イ
ン
ド
通
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内剖
V

ハ幻一
v

一
定
の
地
域
的
慣
習
法
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
庇
護
権
事
件
(
一
九
五

O
年
〉
や
合
衆

行
権
事
件
(
一
九
六

O
年
)
の
よ
う
に
、

国
国
民
の
権
利
に
関
す
る
事
件
(
一
九
五
二
年
〉
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ー
ー
そ
の
存
否

は
裁
判
官
の
意
思
と
は
独
立
し
て
い
る
が
|
|
裁
判
官
の
「
解
釈
」
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
い
か
な
る
条
約
も
そ
の
条
文
は
完
壁
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
あ
る
特
定
の
主
題
に

つ
い
て
条
約
の
沈
黙
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
そ
の
場
合
、
裁
判
官
は
条
約
の
趣
旨
・
目
的
等
を
勘
案
し
て
、
立
法
者
の
意
図
を

探
究
し
つ
つ
そ
の
沈
黙
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
条
約
の
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う

な
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
法
の
決
定
が
な
さ
れ
た
事
例
を
二
、
一
二
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

国際裁判における NonLiquetの克服

国
連
賠
償
請
求
権
事
件
(
一
九
四
九
年
)
で
問
題
と
な
っ
た
国
連
の
国
際
的
請
求
権
の
有
無
は
、
結
局
、
国
連
が

C
E
m吋

E片

FOE-
目指円印。

E
E
uむ
を
有
す
る
か
否
か
に
か
か
る
と
さ
れ
た
。
が
、
裁
判
所
は
こ
の
点
は
「
憲
章
の
条
文
で
は
解
決
さ
れ

て
い
な
い
」
の
で
、
憲
章
の
解
釈
を
通
し
て
創
設
者
の
意
図
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ぽ
、
国
連
憲
章
に

規
定
さ
れ
た
目
的
や
原
則
は
国
際
社
会
の
必
要
性
を
反
映
し
た
も
の
で
、
国
連
が
、
「
こ
れ
ら
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
国
際
的
人
格

の
帰
属
は
不
可
欠
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
実
際
、
国
連
に
は
様
々
な
機
能
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
権
利
・
権
限
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
は
こ
の
機
構
が
「
広
範
な
国
際
的
人
格
」
を
保
持
し
て
い
る
と
い
う
基
礎
に
お
い
て
は
じ
め
て
説
明
さ
れ
う
る
も
の
で
、
「
も
し
国

「
国
際
的
人
格
」

際
的
人
格
が
な
い
と
し
た
ら
、
創
設
者
の
意
図
は
達
成
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
よ
っ
て
こ
の
機
構
は
ぷ
ロ

E
S
S
E
-
0
5
-
宮
目
。
ロ
芯

と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
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こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
裁
判
所
は
国
連
の
国
際
法
人
格
を
承
認
し
た
。
裁
判
所
の
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
機
能
的
・
目
的
論
的
で
あ

る
。
裁
判
所
は
さ
ら
に
国
連
職
員
の
犠
牲
者
個
人
に
対
す
る
損
害
の
請
求
権
に
つ
い
て
も
(
本
件
質
問

I
似
て
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
・

り
こ
れ
を
肯
定
し
た
。
「
国
際
法
上
、
こ
の
機
構
は
、
憲
ヰ
に
明
示
的
に
規
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
必
然
的
な
意
味
と
し
て
♀
可



説

口市

n
g
g
q』

B
E
W
E
-
oロ
)
、
そ
の
義
務
の
遂
行
に
本
質
的
な
も
の
と
み
ら
れ
る
権
限
は
保
有
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。

ミ子A
61伺

ま
っ
た
く
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
国
連
行
政
裁
判
所
事
件
(
一
九
五
四
年
〉
に
も
み
ら
れ
た
。
本
件
で
は
、
国
連
総
会
が
行
政
裁
判
所

北法29(2・34)166

の
よ
う
な
司
法
機
関
を
設
置
す
る
法
的
権
限
を
有
す
る
か
否
か
が
一
つ
の
争
点
と
な
っ
た
が
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
憲
章
に

定
」
が
な
い
の
で
、
右
の
事
件
と
同
様
に
、
憲
章
自
体
の
意
図
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

v

。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
国
連
と
事

「
明
示
規

務
局
職
員
の
権
利
・
義
務
を
め
ぐ
る
対
立
は
避
け
難
い
こ
と
、
そ
の
紛
争
は
他
の
裁
判
所
の
審
査
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
た
め
の
司
法
機
関
を
設
置
し
な
い
と
す
れ
ば
憲
章
の
目
的
と
両
立
し
難
い
こ
と
、
な
ら
び
に
、
か
か
る
司
法
機
関
は
事
務
局
の

最
高
水
準
の
効
率
と
統
一
性
を
確
保
す
る
の
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
国
連
が
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
を
設
置
す
る

認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

権
限
は
憲
立
の
「
必
然
的
な
意
図
と
し
て
」

(
S
5
2
8田岡
山
、

2
8ロ仏

g
g
c

こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
ほ
か
、
南
西
ア
フ
リ
カ
の
国
際
的
地
位
に
附
す
る
事
件
(
一
九
五

O
年
)
や
常
設
国
際

司
法
裁
判
所
の
国
際
労
働
機
関
の
権
限
に
関
す
る
事
件
(
一
九
二
六
年
て
あ
る
い
は
上
部
シ
レ
ジ
ア
少
数
者
学
校
の
仲
裁
裁
判
(
一
九
二

五
年
)
な
ど
に
広
く
み
ら
れ
、
主
と
し
て
国
際
機
構
や
条
約
上
の
法
制
度
に
お
け
る
具
体
的
法
の
決
定
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と

も
、
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
批
判
的
な
裁
判
官
も
少
な
く
な
い
。
右
の
国
連
賠
償
請
求
権
事
件
で
反
対
意
見
を
表
わ
し
た
ハ
ッ
ク
ワ

ー
ス

(
C・
E-
出
血
円
}
内
需

c
z
r〉
裁
判
官
は
、
憲
章
上
の
「
特
定
の
権
限
の
欠
如
」
は
憲
章
の

J
2
2
8
4
-
2
1
-
n
E
Uロ
ミ
に
よ
っ
て
自

由
に
「
補
充
」
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
「
明
示
さ
れ
な
い
権
限
は
自
由
に
推
定
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
黙
示

的
に
認
め
ら
れ
る
権
限
」

C
B三
日
包
宮
司
叩
同
国
)
は
、
あ
く
ま
で
「
明
示
的
に
付
与
さ
れ
た
権
限
の
行
使
に
『
必
要
な
』
(
窓
口
2
2
8弓
J

も
の
に
限
定
さ
れ
る
」
と
す
お
v

同
様
に
、
裁
判
所
の
役
割
は
た
だ
現
行
国
際
法
を
解
釈
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
す
る
ク
リ
ロ
フ

3
・

州
内

q
F〈
)
裁
判
官
も
、
本
件
の
多
数
意
見
(
質
問

I
刷
)
は
「
新
し
い
事
態
」
に
閲
す
る

E
b
r
h戸、
2
2叫
へ
と
も
い
え
る
も
の
で
、



「
国
際
法
の
新
し
い
規
則
の
創
造
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
は
、
時
と
し
て
、
裁
判
に
決
定
的
な

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
で
よ
く
示
さ
れ
た
。
原
告
側
の
法
的
利
益
(
訴
え
の
利
益
〉
を
肯
定
し
た
一

九
六
二
年
判
決
(
管
轄
権
〉
は
、

一
九
六
六
年
判
決
の
新
し
い
多
数
派
に
よ
っ
て
完
全
に
く
つ
が
え
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
条
約
解
釈
を
め

ぐ
る

l
l田
中
裁
判
官
の
指
摘
に
よ
れ
ば

l
l
「
目
的
論
的
・
社
会
学
的
解
釈
し
と
「
概
念
的
・
形
式
的
解
釈
」
の
深
い
対
立
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
限
っ
て
み
る
と
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
裁
判
所
は
こ
れ
ま
で
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し

プ

ィ

ッ

ツ

モ

l
リ
ス
は
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
裁
判
所
の
判
例
を
分
析
し
、
裁
判
所
は
「
圧
倒
的
に
目
的
論
的
解
釈

要
素
」
を
考
慮
し
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。
〈
し
か
し
彼
自
身
は
、
そ
の
後
、
右
の
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
で
は
最
も
強
固
な
ア
ン
チ
・
目
的

て
き
た
と
い
え
る
。

論
主
義
を
と
っ
た
裁
判
官
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
)
お
そ
ら
く
、
条
約
の
目
的
・
意
図
あ
る
い
は
法
制
度
の
存
在
理
由
か
ら
論
理
的
に
演
鐸

国際裁判における NOll Liquetの克服

さ
れ
う
る
も
の
を
法
と
し
て
宣
言
す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
に
認
め
ら
れ
た
権
限
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ

の
行
為
は
無
制
限
的
な
裁
量
行
為
で
は
な
い
。
そ
こ
に
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
限
界
が
あ
る
。
裁
判
所
が
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
よ
う
に
、
条

約
に
お
け
る
沈
黙
を
補
充
す
る
と
い
う
口
実
の
も
と
に
、
条
約
の
明
確
な
目
的
と
粋
を
越
え
て
実
質
的
な
条
約
の
変
更
を
も
た
ら
す
と
き

は
、
司
法
機
能
の
枠
を
逸
脱
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

園
内
法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
あ
る
い
は
法
の
一
般
原
則
の
適
用

ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
の
著
書
怠

P
Z伊
丹
冊
目
L
国語

ω
G
C門
口
市
叫

2
仏
〉
ロ
即
日
c
色

2
0
{
H
E
2
5
t
o
g
-
H
h
g
t
(
一
九
二
七
年
)
が
証
明
し
て
い

る
よ
う
に
、
国
際
裁
判
に
お
い
て
は
園
内
法
の
諸
原
則
が
し
ば
し
ば
適
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
国
内
法
の
一
般
原
則
を
裁
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判
準
則
と
し
て
正
式
に
認
め
た
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
「
法
の
一
般
原
則
」
の
規
定
(
第
三
八
条
C
項
〉
は
、
「
長
期
に
わ
た
る
国

際
紛
争
の
司
法
的
解
決
の
慣
行
の
当
然
の
結
果
日
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
他
方
に
お
い
て
、
圏
内
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
「
国
際



説

ac 

法
の
独
立
性
と
科
学
的
性
格
を
脅
か
し
、
す
で
に
廃
棄
さ
れ
た
自
然
法
を
側
面
的
に
導
入
す
る
こ
と
」
に
等
し
い
と
み
る
学
派
(
主
と
し

て
実
証
学
派
)
が
な
お
根
強
い
状
況
に
お
い
て
は
、
法
の
一
般
原
則
の
導
入
は
単
な
る
過
去
の
国
際
裁
判
の
慣
行
の
確
認
に
と
ど
ま
ら
な

ーε‘長岡

ぃ
。
そ
れ
以
上
の
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
決
し
て
レ
ボ
リ
ュ

l
シ
ョ
ナ
リ
!
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
と
し
て

も
、
国
際
法
と
国
内
法
の
融
合
を
は
か
り
、
国
際
法
の
充
実
と
発
展
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
エ
ポ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
な
も
の
と
い
え

ト

4
Aノ
。

ハ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
法
の
一
般
原
則
は
国
家
の
同
意
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
法
と
は
別
の
法
領
域
に
裁
判
の
基
準
を
求
め
る
こ

と
を
認
め
る
も
の
で
、
「
そ
れ
は
裁
判
所
が
「
国
際
法
』

2
2
X
巳

2
m
g
M〉
の
限
界
を
確
定
す
る
前
に
『
ユ
ス
・
ゲ
ン
テ
ィ
ウ
ム
』

(Th

h
刊
誌
と
程
遠
)
に
参
照
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

も
っ
と
も
、
国
内
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
ケ
l
ス
で
も
、
判
決
全
体
の
構
成
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
が
占
め
る
比
重
は
む
し
ろ
補
助
的

な
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
多
い
。
本
稿
は
そ
れ
ら
の
適
用
の
実
体
を
体
系
的
に
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
国
際
法
の
直
接

的
な
規
則
が
存
在
し
な
い
た
め
国
内
法
が
適
用
さ
れ
、

か
っ
そ
れ
が
判
決
に
大
き
な
比
重
を
占
め
た
と
思
わ
れ
る
事
例
を
二
、
三
考
察
す

る
に
と
ど
め
る
。

常
設
仲
裁
裁
判
所
の
ロ
シ
ア
賠
償
事
件
で
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、

ト
ル
コ
の
遅
延
利
子
の
支
払
義
務
が
確
認
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は

さ
ら
に
こ
の
義
務
の
消
滅
原
因
が
本
件
に
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
「
こ
の
問
題
に
関
す
る
公
法
・
私
法
の
一
般
原
則
」
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

M
P
裁
判
所
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
「
国
際
公
法
の
一
般
原
則
と
慣
行
に
し
た
が
い
、
契
約
上
の
金
銭
債
務
者
と

し
て
、
国
家
の
場
合
と
個
人
の
状
況
に
類
似
性
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
私
法
原
則
を
類
推
し
て
、
〔
債
権
者
の
〕
金
銭
支
払
請
求
権
が
排

除
さ
れ
る
:
:
:
場
合
に
共
通
の
諸
原
則
を
〔
国
家
聞
の
約
定
に
〕
適
用
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
っ
て
、
法
的
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

九
」
と
さ
れ
た
o

裁
判
所
は
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
私
法
文
献
を
引
用
し
て
、
私
法
上
、
債
権
者
が
主
債
務
に
付
随
す
る
権
利
(
遅
延
利

子
の
請
求
権
)
を
何
ら
留
保
す
る
こ
と
な
し
に
主
債
務
の
履
行
の
延
期
を
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
権
利
は
消
滅
す
る
と
し
、
本
件
の
場
合

北法29(2・36)168



債
権
国
で
あ
る
ロ
シ
ア
は
こ
の
私
法
原
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
行
動
を
繰
り
返
え
し
て
い
る
の
で
、
遅
延
利
子
の
請
求
権
は
消
滅
し
た
と

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
で
は
一
般
国
際
法
上
の
義
務
が
私
法
の
原
則
の
適
用
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
ケ

ー
ス
と
い
え
る
。

環
境
問
題
の
国
際
法
の
リ
l
Jプ
ィ
ン
グ
・
ヶ
l
ス
と
な
っ
た
ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
事
件
(
一
九
四
一
年
)
も
、
圏
内
法
が
重
要
な
役
割
を

演
じ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
事
件
の
内
容
は
、
カ
ナ
ダ
の
熔
鉱
所
の
は
き
出
す
媒
煙
(
亜
硫
酸
ガ
ス
)
が
ア
メ
リ
カ
に
被
害
を
与
え
た
と
い

こ
れ
ま
で
大
気
汚
染
を
取
扱
っ
た
国
際
裁
判
の
判
例
も
、
ま
た
こ
れ
に
最
も
近
い
水
汚
染
の
先
例
も
な

う
も
の
で
、
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、

国際裁判における NonLiquetの克服

く
、
適
用
さ
れ
る
直
接
的
な
国
際
法
の
規
則
は
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
裁
判
所
は
、
「
大
気
汚
染
と
水
汚
染
の
両
方
に
つ
い
て
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
判
所
に
い
く
つ
か
の
判
決
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
国
際
法
の
分
野
に
お
い
て
ま
さ
し
く
指
標
と
し
て
と
ら
れ
う
る
も

の
で
あ
る
」
と
し
た
。
(
な
お
、
合
衆
国
の
判
例
を
適
用
す
る
こ
と
は
両
国
の
仲
裁
契
約
で
認
め
ら
れ
て
い
た
J

こ
の
点
に
つ
き
裁
判
所

は
、
「
国
際
裁
判
の
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
の
構
成
国
聞
の
紛
争
な
い
し
そ
れ
ら
の
国
の
準
主
権
的
権
利
に
関
す
る
そ
の
他
の
紛
争
に
つ
い

て
、
こ
の
裁
判
所
〔
合
衆
国
最
高
裁
〕
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
先
例
を
類
推
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
|
|
国
際
法
に
反
対
の
規
則
が
な

く
、
か
か
る
先
例
を
排
除
す
べ
き
理
由
が
合
衆
国
憲
法
に
固
有
な
主
権
の
制
限
と
い
う
点
か
ら
引
き
出
さ
れ
な
い
場
合
に
は
|
|
合
理
的

で
あ
お
と
述
べ
た
。
裁
判
所
は
合
衆
国
最
高
裁
の
判
例
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
、

領
土
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
著
名
な
結
論
に
到
っ
て
い
る
。

い
か
な
る
国
も
他
国
に
害
を
与
え
る
仕
方
で
自
国
の

本
件
で
適
用
さ
れ
た
法
原
則
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
善
隣
関
係
の
原
則
、

等
、
見
方
の
相
違
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
で
は
圏
内
法
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

一ュ

l
サ
ン
ス
の
法
理
、
あ
る
い
は
権
利
乱
用
禁
止
の
原
則
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か
っ
そ
の
後
こ
の
判
決
が
汚
染
問

題
や
国
家
責
任
に
関
す
る
国
際
法
の
発
展
・
形
成
に
及
ぼ
し
た
意
義
を
考
え
る
と
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

最
後
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
で
圏
内
法
と
の
関
連
で
と
り
あ
え
ず
注
目
さ
れ
る
事
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、

プ
レ
ア
・
ピ
へ
ア
寺



説

院
事
件
(
一
九
六
二
年
)
、
北
海
大
陸
棚
事
件
(
一
九
六
九
年
)
お
よ
び
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件
(
一
九
七

O
年
〉
を
指
摘
で

き
ょ
う
。

さ子去、
mm 

最
初
の
事
件
は
、
プ
レ
ア
・
ピ
へ
ア
寺
院
地
区
の
領
有
を
め
ぐ
る
タ
イ
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
紛
争
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
裁
判
所
が
タ
イ

の
原
別
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
も
っ
と
も

の
請
求
を
退
け
る
に
あ
た
っ
て
適
用
し
た
法
原
則
は
、
し
ば
し
ば
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
(
禁
反
一
一
一
一
口
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
裁
判
官
の
あ
い
だ
に
も
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
。

フ
ィ
ッ
ツ
モ

I
リ
ス
裁
判
官
は
、
国
際
法
に
お
い
て
コ
モ
ン
ロ
ー
の

エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
の
原
則
に
最
も
近
い
の
は
「
℃
円
相
乙

5
5ロ
の
原
則
」
で
あ
る
と
さ
れ
、

件
。
呂
町
一
の
原
則
が
適
用
さ
れ
た
と
い
う
。
他
方
、
ア
ル
フ
ァ
ロ

本
件
で
は
ほ
ぼ
こ
の
℃
B
n
-
5古
ロ
な
い
し

2

(刃
-

H

・
〉
戸
内
同
円
。
)
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
本
件
で
適
用
さ
れ
た
の
は
、
英

法
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
原
則
に
基
礎
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
の
国
際
法
独
自
の
法
原
則
|
|
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
国
際
判

例
で
適
用
・
形
成
さ
れ
て
き
た
1
ー
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
本
件
の
原
則
が
純
粋
に
英
法
の
エ
ス
ト
ッ
ベ
ル
と
断
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
類
す
る
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
起
源
を
も
っ
法
原
則
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
。

北
海
大
陸
棚
事
件
は

2
5
q
の
適
用
と
い
う
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
。
フ
ィ
ッ
ツ
モ
l
リ
ス
裁
判
官
が
後
日
述
べ
る
と
こ
ろ
で
は
、
本

件
は
「
潜
在
的

3
ご
右
足
立
の
事
態
に
直
面
し
て
い

bvも
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
裁
判
所
が
い
わ
ゆ
る
等
距
離
線
方
式
の
適
用
を
排

除
し
つ
つ
、
し
か
も
こ
れ
に
代
る
「
他
の
単
一
の
規
則
」
が
存
在
す
る
わ
け
で
も
な
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
裁
判
所
は
、

こ
の
こ
と
は
裁
判
の
不
能
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
「
な
お
適
用
さ
れ
る
法
の
規
則
お
よ
び
原
則
が
あ
る
日
と
し
た
。
つ
ま
り

2
E
q

で
あ
る

0
2日
々
は
多
義
的
概
念
で
あ
る
が
、
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
単
に
抽
象
的
な
正
義
の
問
題
と
し
て
の

2
5
q」
で
は
な
く
、
「
そ

れ
自
身
が
衡
平
の
原
則

(
2
c
E
E巾

3
5
q
r
c
の
適
用
を
求
め
る
法
の
規
則
」
と
し
て
の

2
5可
で
あ
る
と
さ
れ
い
官

国
際
裁
判
に
お
け
る

Z
E
q
の
地
位
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
致
し
た
意
見
は
み
ら
れ
な
川
ぃ
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
設
立
の
際
、

ハ

l
グ
法
律
家
諮
問
委
員
会
は
こ
れ
を
裁
判
準
則
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
い
き
さ
つ
が
あ
る
日
が
、
こ
の
事
実
は
今
日
法
規
範
と
し
て

北法29(2・38)170



の

2
巳
4
1
i規
程
第
三
八
条
二
項
の
ぷ
同
出

2
5
2
Eロ0.w
と
は
別
l

|
の
適
用
を
一
般
的
に
排
除
す
る
も
の
と
み
る
の
は
適
当

で
は
な
か
ろ
う
。
一
九
三
七
年
の
国
際
法
学
会
の
決
議
に
よ
れ
ば
、

2
巳
号

(
2
5広
)
は
、
通
常
、
法
の
健
全
な
適
用
に
内
在
的
な
も

の
で
あ
っ
て
、
園
内
裁
判
と
同
様
、
法
の
尊
重
と
両
立
す
る
限
り
、
こ
れ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
。
右
の
北
海
大
陸

棚
事
件
の
西
ド
イ
ツ
側
の
弁
護
人
小
問
滋
教
授
(
現
国
際
司
法
裁
判
所
裁
判
官
)
は
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
こ
れ
を
規
程
第
三
八
条
一

項
C
の
「
法
の
一
般
原
則
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
ミ
ュ
ー
ズ
河
事
件
に
お
け
る
ハ
ド
ソ
ン
裁
判
官
の
同
旨
の
見
解
な
ど
を
引
用
さ
れ

て
い
切
な
お
、
漁
業
管
轄
権
事
件
(
一
九
七
四
年
〉
で
も
、
北
海
大
陸
棚
事
件
に
お
け
る
の
と
同
じ
理
解
で

2
5
4
が
適
用
さ
れ
て

い
る
。最

後
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件
(
一
九
七

O
年
)
で
あ
る
が
、
本
件
は
形
式
的
に
は
国
内
法
が
適
用
さ
れ
た
事
例
で
は
な

国際裁判における NonLiquetの克服

く
、
紛
争
主
題
の
出
発
点
と
な
る
問
題
(
会
社
と
株
主
の
法
的
地
位
の
関
係
)
に
つ
い
て
国
際
法
に
規
定
が
な
い
た
め
に
、
園
内
法
の
関

連
規
則
に
送
致
さ
れ
た
ケ
l
ス
と
い
え
る
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
「
も
し
裁
判
所
が
圏
内
法
の
関
連
制
度
を
無
視
し
て
本
件
を
決
定
す
る
な

ら
、
重
大
な
法
的
困
難
を
ま
ね
き
、
正
当
と
は
い
え
な
い
。
裁
判
所
は
現
実
と
の
接
触
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
に
対

応
す
る
も
の
で
裁
判
所
が
依
拠
で
き
る
国
際
法
上
の
制
度
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
単
に
園

内
法
を
考
慮
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
か
く
て
裁
判
所
は
、
会
社
と
株
主
の
法
的
区
別
に
関
す
る
園
内

法
制
度
に
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
、
問
題
が
国
内
法
に
送
致
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
現
象
は
、

換
言
す
れ
ば
、
国
内
法
が
裁
判
の
法
規
範
と
し
て
で
は
な
く
、
裁
判
じ
お
け
る
「
事
実
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
と
い
え
よ

句
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
か
つ
て
「
国
際
法
お
よ
び
そ
の
機
関
で
あ
る
本
裁
判
所
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
内
法
は
国
家
の
意
思

を
表
明
し
、
活
動
を
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
事
実
(
町
田
立
乙
で
あ
る
」
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
本
件
は
こ
の
場
合
と
み
る
こ
と
が

北法29(2・39)171

で
き
よ
う
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
園
内
法
の
役
割
を
過
小
評
価
す
べ
き
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
本
件
で
は
、
こ
の
「
事
実
」
認
識
が
決



説E命

以
上
、
本
意
で
は
国
際
裁
判
に
お
け
る
法
の
発
見
・
適
用
|
|
と
り
わ
け
直
接
的
・
明
示
的
規
則
が
な
い
場
合
に
お
け
る
ー
ー
を
み
て

き
た
。
国
際
法
の
一
般
原
則
の
演
鐸
的
適
用
、
法
目
的
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
あ
る
い
は
圏
内
法
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
・
法
の
一
般
原
則
の
適
用

し
た
が
っ
て
、

直
接
的
規
則
の
不
存
在
が
そ
の
ま
ま
さ
苫

二It法29(2・40)172

定
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
ど
に
よ
っ
て
、
適
用
法
規
を
発
見
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

ご
南
足
立
に
結
び
つ
く
と
み
る
の
は
正
し
く
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
で
み
た
の
は
法
発
見
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
に
す
、
ぎ
な

い
が
、
裁
判
の
実
体
は
こ
の
よ
う
な
方
法
が
様
々
の
法
理
論
と
複
合
的
に
関
連
し
あ
い
な
が
ら
、
司
法
的
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
(
国
際
裁
判
で
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
圏
内
裁
判
以
上
に
多
様
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
国
際
裁
判
の
判
決
が
予
見
性
に
乏
し
い
と
い
わ
れ

る
の
は
主
と
し
て
こ
の
た
め
で
あ
る

J

(
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戸
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H
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(
5
)

同
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・
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〉
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J

〈C
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戸
恒
二
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戸

6
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-
z
p
w
℃
・
二
印
.

(
7
)
H
E
L
-
-
句・ご∞・

ハ
8
)
〉・』

-H-FJg-・
吋
(
}
由
-ω)u

宅
-
一
由
。
|
一
回
一
-

(
9〉

H
Z《

凶

J

官・

-
2
・

ハ
叩
)
皆
川
洗
、
国
際
法
判
例
集
、
一
九
七
|
一
一
一
一
六
頁
。

ハ刊
)

H

・
。
・
』
e

河
内
宮
ユ
ω

一恒三・同
u

・
ミ
・
皆
川
、
判
例
集
、
二
一
六
頁
。

(
ロ
〉
横
悶
喜
三
郎
、
国
際
判
例
研
究
I
、
二
ハ
一
一
|
一
七
三
頁
。
皆
川
洗
、
国
際
法
判
例
集
、
八
三

l
九一一一頁。



国際裁判における NonLlquetの克服

(日
d

村
瀬
戸
佑
也
、
「
条
約
規
定
の
慣
習
法
的
効
力
」
(
高
野
雄
一
先
生
還
暦
記
念
、
国
際
法
学
の
再
構
築
・
上
)
、
二
一
一
良
参
照
。

(
川
内
)
司
・
の
・
円

h
p
ュE
P
Z
0・
Nω
・官・

Mm-

皆
川
、
判
例
集
、
九
O
頁。

(刊は〉

FE--
宅
-

M

吋
I
N∞
・
皆
川
、
判
例
集
、
九

O
頁。

(山山

)
F
E
-
-
官-
M
U
・
皆
川
、
判
例
集
、
九
一
一
貝
。

(
行
)
祖
川
武
夫
・
小
田
滋
編
著
、
「
わ
が
国
裁
判
所
の
国
際
法
判
例
」
、
昭
和
五
三
年
、
二
四
三
頁
。

(
同
)
例
え
ば
、
国
連
職
員
個
人
が
受
け
た
損
害
に
つ
い
て
、
国
連
が
そ
の
職
員
に
代
っ
て
国
際
的
請
求
権
を
行
使
で
き
る
か
一
合
か
、
国
連
賠
償
請
求
事
件

で
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
こ
の
場
合
は
国
家
が
自
国
民
に
対
し
て
も
つ
「
外
交
保
護
の
伝
統
的
な
規
則
の
類
惟
」
か
ら
は
直
ち
に
結
論
は
導
き
え
な
い

と
し
た
。
国
家
と
国
民
の
あ
い
だ
に
あ
る
忠
誠
関
係
は
、
国
連
と
そ
の
職
員
の
法
的
連
結
と
同
一
化
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
こ
の
間
題

は
国
連
憲
章
の
解
釈
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
た
。
同

-
n・
』
・
問
。
宮
門
宏
一
出
品
戸
℃
・
一
∞
N

・

ハ
悶
)
同
・
{
U

・』・閉山

2M2rshs-
司
-

N

二・

(
初
)
制
限
的
解
釈
論
に
つ
い
て
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
こ
の
議
論
そ
の
も
の
は
「
正
当
」

(
8
5
ι
)
で
あ
る
が
「
最
大
の
注
意
」
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
条
約
に
は
様
々
の
解
釈
方
法
が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
関
連
事
項
を
考
慮
し
て
も
な
お
当
事
国
の
意
思
が
疑
わ
し
い
と
き
に
は
じ
め

て
採
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
た
。
同

M-n-H・一・
ω
2
2
〉・

2
0・
Nω
・同
)
-
M
∞・

(
幻
)
門
戸
』
・
問
。
百
円
宮
一

80-
宅
・
ム
014ω
・

戸市
μ

)

?

の
・
』

-mm吉岡件
ω

石山
0

・

3
・
N

吋白
i
l
M
吋
∞
・
皆
川
、
判
例
祭
、
六
頁
。

ハm
ω
)

『

-
P
』-
H
N
O
宮
町
宮
一
也
印
M

・

3
・
s
u
i
-
M
O
一
皆
川
、
判
例
集
、
二
八
!
二
九
頁
。

(
引

C

H
・
。

]
-
m
2
5円
件
回
一
室
デ
℃
・
ミ
∞
・
皆
川
、
判
例
集
、
二
二
二
頁
。

(お
)
]
E
L
-
-
3・一吋∞
l
一
吋
由
・
皆
川
、
判
例
集
、
ご
二
三
頁
。

戸初〉

FE--
唱・一∞
N

・
本
件
に
つ
い
て
は
、
筒
井
若
水
、
「
国
際
連
合
の
役
務
中
に
こ
う
む
っ
た
傷
害
に
対
寸
る
補
償
」
ハ
高
野
錐
て
国
際
司
法
裁
判

所
〉
二
八
二
!
二
九
二
貝
参
照
。
皆
川
洗
、
国
際
法
判
例
集
、
二
三

l
一一一一九頁。

ハ
幻
)
円
。
・
』

-
m
G
C吋

仲

ω-uzw
司・

8
・
皆
川
、
判
例
集
、
一
五

O
頁。

(お
)
H
Z
ι
J
℃
・
匂
・
本
件
に
つ
い
て
は
、
筒
井
若
水
、
「
国
際
連
合
行
政
裁
判
所
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
補
償
裁
決
の
効
果
」
(
高
野
錐
て
国
際
司
法
裁
判

所
)
、
三
五
0
1
2
一六

O
頁
。
皆
川
洗
、
国
際
法
判
例
集
、
一
四
五

i
一
五
五
頁
。
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説

(
お
〉
円
。
・
』

-
F
B号
石
印
0

・

3
・一ω一
l
l
一
ω
∞
・
皆
川
、
判
例
集
、
一
八
六

i
一
九
七
頁
。

(ω)
句
-
n・
円
』
・

ω
2
-
2
戸

Zo--ω
・
℃
・
-
∞

(
引
出
)
〉
ロ
ロ
E
-
E唱団丹
C
『
句
忌
一
一
口
問
コ
件
。
白
色
9
2
-
C耳
n
a
p
-
U
M
印ll}由
Mmw

宅
・
ω
二

ω一日・

(刊以

)
U
2
m
g
t口問
Oh比三
Dロ
『
可
』
丘
四
m
E
R一2
2
Z
H・
H・
。
・
』
・
月
0
3『宮一
E
P
司・

3
印・

ハお
)
0
5
0三
百
四

O同

)
E
S
S
]ロ
島
問
。
吋
ハ
ミ
ゲ
〈

-
E
P・向者
-
N
一吋
!lee-N
一∞・

(
糾
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
「
一
般
利
益
に
も
と
づ
く
国
家
の
出
訴
権
」
、
国
際
法
外
交
雑
誌
、
第
七
四
巻
三
号
(
八
三
!
八
八
頁
)
、
四
号

(
一
一
O
|
二
四
頁
)
参
照
。

(
お
〉
の
・
明
，
X
N
2
2門
戸
内
タ
昔
話

HL宅
E
L
P
D
2
E
2
0同門
Z
F
Z
S
ω
伸一
c
E一。
2
ユ
O

『'『
cm伸一円ク一∞印一ー
1
2・∞・

J

ヘ-
H
-
r
・
5
-
N
ω
(一
8
3

司
-
N
-
0
.

(
お
)
同
・
の
・
』

-
F旬。「押印一回印
0

・
勺
-NNUh--
。・
]

-

H

C

宮司
U

E
印
日
ヨ
℃
・
石
町
・

(市山〉

Z

C
忌
刊
号

R
Z
-
H
V
ユg
昨
今
戸
邸
宅

ωDZ門口
2

2
仏
〉
E
一己同一
2
。
円
円
ロ
常
円
E
Z
C
E
-
C
F
-
u
Nア
℃
・
白
吋
・

(お〉

FE--
刀

-
M
U
吋・

(
お
)
宮
・

0
・
同
邑
ωcp
吋

Z
司

22ω
ロ
ゆ
口
同
の
2
司件。
{
F
Z
S
&
5
5
-
r
ω
同
庁
内
一
∞
M
O
l
-
U
品
ツ
一
回
お

w-V-E--

(
川
刊
〉
〉
・
』
・
門
戸
J

〈む一・吋

(
-
2
3
・
℃
・
一
回
ω
・

(川引

)
H
Z
ι
J
匂・一回出

(
門
町

)
F
E
-
-
宅
-
S
U
I
N
g
-

(
川
刊
)
本
件
の
仲
裁
契
約
第
四
条
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
国
際
法
の
ほ
か
に
、
「
ア
メ
リ
カ
介
衆
凶
に
お
け
る
関
連
問
題
を
取
扱
う
際
に
適
用
さ
れ
た
法
と
慣

行
」
を
適
用
す
べ
さ
も
の
と
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
法
を
適
用
す
る
と
さ
れ
た
理
由
は
、
本
件
に
関
す
る
国
際
法
の
規
則
が
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
き
沼

町
民
主
え
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
題
旨
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
佐
伯
富
樹
、
「
ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
事
件
に
関
す
る
一
考
察
」
、
(
中
京
法
学
第
九
巻
一
・

二
合
併
号
)
五

O
頁
参
照
。

(川判
)

H

F

H

・
〉
・
〉

J
g
-・
ω
・
匂
・

-uE.

(
K
W
)
H
r
E
-

司
・
呂
田
印
・
太
古
河
堂
鼎
、
「
ト
レ
イ
ル
熔
鉱
所
事
件
」
(
田
畑
茂
二
郎
、
ヶ
l
ス
ブ
ッ
ク
国
際
法
)
、
二
三
三
頁
。

(
刊
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
、
前
掲
論
文
、
五
六
J

五
九
頁
参
照
。

5命
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国際裁判における NonLiquetの克服

(
灯
引
)
東
寿
太
郎
、
「
プ
レ
ア
・
ピ
ヘ
ア
寺
院
事
件
」
(
高
野
総
て
同
際
司
法
裁
判
所
)
、
二
三
八
頁
参
照
。

(特

)
ω
品
自
主
命
。
立
z
g
o
h
ω
ロ
の
め
E
E
3
Z
5
2
2
2
L・
ゎ

-
H
m召
2
u
-
u
m
M
w
宅
-
m
N
I
B
-

(川ぢ

ω
3
P
E
$
0立
a
g
c
h
〈

K
T
P
2
E
2品

K
E
P
-
-
n・』
-
H
N
4
2
u
-由
自

NW
問者
-
u∞
|
ち
・

戸市山

)

0
・
2
g
g
Eロ
2
4
、同げの句
z
r
r
B
c
h
Z
2
M
lピペ
-
z
a
-
-℃・巳件
J
司・一口吋・

(
引
ゾ
本
件
に
つ
い
て
は
、
高
林
秀
鋭
、
「
大
陸
棚
制
度
と
償
制
凶
際
法
」
(
泌
洋
開
発
の
国
際
法
(
昭
和
五
二
年
)
所
収
}
、

沈
、
国
際
法
判
例
集
、
三
七
二
|
四

O
一一貝。

(
臼
)
同

-
n・』

H
N
8
2
z
s
g・
u-Am-
皆
川
、
判
例
集
、
三
九
四
頁
。

(
臼
)
問
主
牛
J

3
・
A
m
lミ
・
皆
川
、
判
例
集
、
三
九
四
頁
。

ハ
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
三
好
亘
弘
、
「
国
際
仲
裁
裁
判
に
お
け
る
衡
平
」
、
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七
七
巻
一
口
可
一
ー
l
一
一
一
九
頁
参
照
。

(
日
)
〉
《
四
三
ωC号
。
0
2
3
2
2
0『』
Z
S
F
H》

円

Cら
ωl〈
2
Z
E
C『
子
。
可
3
2
m
L
E悶
ω
D向
子
。
の
D
E
B
-
2
2
L
U
N
?
宅・

ωωN1ωω
印・

(
日
)
者
・
。
・
』
g
g
-
可
3
毛
2
g
o
h
間三
2
E
E
C
E
-
〉
ι」戸丘町山伸一
c
p
一回目
A-
司・

ωND
・

pyd
〉ロロ己目
F
R
門戸内

T
H
E
C
Z同島
σ
U
S
F同門口件。
z
m
Z
0
2
p
f
s
ω
ア
〈
。
-
・
品
0

・官
-
Mコ・

(
印
品
)
円
。
・
』
・
司
芯
邑
5何
回

-
Z
2
5
ω
E
h
o
D伸
一
回
唱
え
と
∞
一
三
『

C
m
o
p
s
-
-
M噌
宅
-
s
u
l
N
O
ア
小
間
滋
、
「
隣
接
国
の
大
陸
棚
境
界
線
に
つ
い
て

-
|
北
海
大
陸
棚
事
件
の
口
頭
弁
論

i
l
」
(
海
の
資
、
似
と
国
際
法
E
、
昭
和
四
七
年
、
所
収
)
、
三
四
四

l
一
面
六
頁
、
一
一
一
六
(
了
一
一
一
六
二
頁
。

(
日
)
同
・
の

H

H

N

弓
2
g
一
句
デ
官
・

ωω
・
皆
川
、
判
例
集
、
四
二
七
頁
。

(
印
)
本
件
に
つ
い
て
は
、
皆
川
沈
、
国
際
法
判
例
集
、
五
一

O
l五
二
九
頁
、
広
瀬
善
男
、
「
会
社
の
外
交
的
保
護

l
i
E
R乙
2
臣
、
P
R
t
g
事
件
に

関
す
る
一
九
七

O
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
1
|
」
、
法
学
研
究
一

O
号
(
明
治
学
院
論
叢
)
、
一

l
一
一
一
六
頁
参
照
。

(
引
〉
円
・
。
・
』
・
河
内
宮
号
一
回
吋
0

・℃

ω
吋
皆
川
、
判
例
集
、
五
一
七
頁
。

戸
川
似
)
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
所
が
国
内
法
上
の
会
社
と
株
主
の
区
別
を
法
的
な
前
提
と
し
て
審
理
を
す
す
め
、
「
そ
の
よ
う
な
〔
国
内
訟
の
〕
規
則
に
依
拠

す
る
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
所
は
そ
れ
ら
に
修
正
を
加
え
た
り
、
変
更
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

(EL--
刀・

ω
3
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

う
か
が
え
る
。

戸
。
・
同
・
』
・

ω
2
-
2
〉噌

Z
0・
〕
〉
℃
・
}
∞

ハ
ド
ソ
ン
は
、
た
と
え
現
行
条
約
に
規
定
が
な
く
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
立
法
の
内
容
、
国
際
裁
判
の
判
例
、
諸
国
家
の
慣
行
、
あ
る
い
は
国
内

北法29(2・43)175
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説

法
の
共
通
原
則
や
法
の
一
般
原
則
、
さ
ら
に
は
国
際
法
文
献
の
参
照
な
ど
、
法
を
探
究
す
る
道
は
広
く
認
め
ら
れ
、
「
適
用
さ
れ
る
べ
き
国
際
法
の
発

見
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
こ
う
し
た
一
般
的
方
法
に
そ
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
い
う
。
た
だ
、
そ
の
発
見
は
決
し
て
裁
判
所
の
「
無
拘
束
的
な
白
山
」
や
「
裁

量
的
プ
ロ
セ
ス
」
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

ζ
・
0
・
出
え
8
ロ
-
F常
gmtGE-
、吋
2
F
E
r
-
S
A
A
-
宅
-
-
O

吋1
1
一口∞・

第
五
章

コ
『

g
h
s
z
H
を
め
ぐ
る
若
干
の
論
点

本
章
で
は
、

昌
也
誌
町
民
喝
足
立
を
め
ぐ
る
比
較
的
重
要
な
論
点
で
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
ふ
れ
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
二
、
一
二
の
考
察
を

試
み
る
こ
と
に
す
る
。

包
括
許
容
論
の
妥
当
性

国
際
法
上
、
特
別
の
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
特
別
の
禁
止
規
定
が
な
い
場
合
に
は
、
「
国
家
の
自
由
」
一
(
同
H
m
E
0
5
0同

ω
g
gろ
に
有
利
な
推
定
が
は
た
ら
く
と
い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
法
的
に
許
さ
れ
る
」

つ
若
宮
神
宮
口
O
仲
良
育
2
乙
可
℃

g
E
E
R仏

U

F
宮
口
可
宮
司

B
E
E
S
)
と
い
う
原
則
が
妥
当
す
る
と
い
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
を

「
包
括
許
容
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
国
家
の
行
為
は
法
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
形
で
決
定
で
き
る
の
で
、

し
た
が
っ
て

き
誌
h
H
Q

足
立
と
い
う
事
態
は
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
と
さ
れ
る
。
シ
ュ
バ
ル
ツ
ェ
ン
バ

l
ガ

l

は
、
「
適

(。・
ω
n
r
当
日
Nm
ロ
σ
2
m巾
同
)

用
法
規
が
な
い
と
き
は
、
国
際
法
に
お
け
る
国
家
の
自
由
に
有
利
な
推
定
が
は
た
ら
き
、
被
告
側
に
有
利
な
決
定
が
い
つ
で
も
で
き
る
」

(
2
v
 

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
同
様
に
、
ケ
ル
ゼ
ン
(
戸
開
乙
田
町
ロ
〉

か
ら
、
活
。
誌
町
民
南
宮
内
H

問
題
は
「
み
せ
か
け
の
問
題
」
(
向
田
}
岡
田
同
国
有
。
E巾
B
)

も
、
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
法
的
に
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
「
基
本
原
則
」
が
作
用
す
る
の
で
、
実
際
に
は
国
際
法
の
欠
献
は
存

在
し
な
い
と
み
る
。
同
じ
主
張
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
起
草
(
ハ
!
グ
法
律
家
諮
問
委
員
会
)
の
際
に
も
、
イ
タ
リ
ア
の
リ
ッ

(ER--
∞5
2
t
)
が
取
り
あ
げ
、
彼
は
「
こ
れ
は
裁
判
所
が
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
の
一
般
的
原
則
で
あ

チ
-
ブ
サ
ッ
テ
ィ
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る
」
と
し
た
。
フ
ィ
リ
モ
ア
(
「
。
E
E
M
F
-
Z
B
O
B
)
も
こ
れ
を
示
唆
し
、

て
い
る
。

よ
っ
て
「
裁
判
拒
否
」
の
問
題
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ

こ
の
包
括
許
容
論
の
妥
当
性
を
考
察
す
る
前
に
、
こ
れ
が
適
用
さ
れ
た

l
l少
な
く
と
も
結
果
的
に
ー
ー
と
み
ら
れ
る
判
例
に
言
及
す

そ
の
一
つ
は
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
サ
パ
ル
カ
ー
ル
す
宇
件

る
。
本
件
は
、
船
舶
か
ら
の
逃
亡
者
が
政
治
犯
と
知
ら
ず
に
イ
ギ
リ
ス
側
に
引
渡
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
フ
ラ
ン
ス
が
再
び
身
柄
の
返
還

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
二
件
と
り
あ
げ
る
が
、

(
一
九
一
一
年
)

で
あ

を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
判
決
は
フ
ラ
ン
ス
の
請
求
を
退
け
た
が
、
そ
の
理
由
は
簡
潔
で
あ
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
、
逃
亡
者
を
再

引
渡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
義
務
」
を
課
す
「
圃
際
法
の
規
則
」
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(
7
v
 

い
ま
一
つ
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
ロ

l
チ
ュ
ス
号
事
件
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
本
件
は
公
海
上
の
船
舶
衝
突
に
つ
い
て
、
被

国際裁判における NonLiquetの克服

者
船
側
の
ト
ル
コ
が
刑
事
裁
判
権
を
行
使
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
判
決
は
ま
ず
「
諸
国
家
を
拘
束
す
る
法
規
則
」
は
国
家

の
「
自
由
な
意
思
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
国
家
の
独
立
に
対
す
る
制
限
は
、
そ
れ
故
、
前
提
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、

し
た
が
っ
て
、
特
別
の
「
禁
止
規
則
」
守
g
E
Z
2
5
2
Z
6
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
国
家
は
「
主
権
」
に
由
来

〈

8
)

す
る
「
広
範
な
裁
量
権
」
を
も
っ
と
し
た
。
し
か
し
て
本
件
の
場
合
を
み
る
と
、
ト
ル
コ
の
刑
事
裁
判
権
の
行
使
を
禁
止
す
る
国
際
法
の

よ
っ
て
そ
の
行
為
は
違
法
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
件
判
決
の
分
量
や
論
旨
の
展
開
姿
勢
か
ら
み
て
、
こ
れ

日
品
H
n
e
キ
j

h

F

ム
、
ミ
・
コ
、

特
甘

F
H
只

't
チ

J
L
カ
F
J

を
単
純
に
包
括
許
容
論
の
適
用
と
み
な
す
こ
と
は
当
を
得
た
見
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
判
決
の
基
本
構
造
は
こ
の
理
論
に
そ

う
か
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
包
括
許
容
論
は
ど
こ
ま
で
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
妥
当
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
法
の
沈
黙

が
明
示
的
許
可
と
同
じ
程
度
の
意
味
を
有
す
る
場
合
は
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
し
、

ま
た
手
続
法
の
分
野
で
は
、
こ
れ
を
基
礎
に
有
益
な

法
原
則
が
判
例
上
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
例
え
ば
、
判
例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
国
際
司
法
裁
判
所
の
・
》
ミ
吉
、

3
3
h・2
5誌
の



説

原
則
は
そ
の
例
で
あ
る
)
。
し
か
し
包
括
許
容
論
が
本
案
決
定
の
唯
一
の
基
準
と
し
て
適
用
さ
れ
る
と
き
は
、
多
く
の
場
合
、
相
当
問
題
が

あ
る
と
い
え
る
。
さ
し
当
り
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
三
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。

さb‘
日間

第
一
に
、
こ
の
理
論
が
被
告
側
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
る
と
、

ロ
l

チ
ュ
ス
号
事
件
で
そ
れ
に
近
か
っ
た
よ
う
に
、

一
切
の
挙
証
責
任
は

す
べ
て
原
告
側
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
原
告
側
が
具
体
的
な
禁
止
規
定
を
立
証
し
え
な
い
と
き
は
、
自
動
的
に
被
告
側
の
行
為
は

合
法
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
両
当
事
国
の
共
同
作
業
を
通
し
て
正
し
い
法
の
発
見
を
追
求
す
る
と
い
う
裁
判
の
使
命
に
か
な
う
も
の
か

否
か
問
わ
れ
よ
う
。
第
二
に
、

」
の
包
括
許
容
論
は
、

ロ
l
チ
ュ
ス
号
判
決
で
も
明
ら
か
の
よ
う
に
、
国
家
の
主
権
な
い
し
独
立
を
基
調

と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
裁
判
に
付
託
さ
れ
た
紛
争
(
右
の
事
件
で
は
ト
ル
コ
の
刑
事
裁
判
権
の
行
使
)
は
、

ま
さ
に
そ
の
主
権
の
行
使

の
結
果
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
来
、
そ
の
紛
争
の
解
決
の
基
準
と
し
て
主
権
が
法
的
基
礎
と
は
な
り
え
な
い
は
ず
で
あ

る
。
ブ
ラ
イ
ア
リ
l
は
、
本
件
に
つ
い
て
「
主
権
と
か
独
立
と
い
う
単
な
る
事
実
か
ら
特
定
の
事
実
状
態
に
適
用
さ
れ
る
法
を
引
き
出
す

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
批
判
し
て
い
る
。
第
三
に
、
こ
れ
と
関
連
し
て
、
包
括
許
容
論
の
み
に
依
拠
す
る
決
定
は
、
お
よ
そ
法
的
決
定
と

い
え
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
禁
止
規
定
が
存
在
し
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
、
必
ず
し
も
権
利
の
存
在
を
積
極
的
に
証

明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
白
紙
の
状
態
で
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、

こ
の
包
括
許
容
論
に
安
易
に
訴
え
る
こ
と
は
、

田
岡
博
士
や
ブ
ィ
ッ
ツ
モ
l
リ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ

自
体
が
実
質
的
な
さ
誌
と
宮
崎
怖
を
意
味
す
る
場
合
す
ら
あ
り
え
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
決
定
は
き
わ
め
て
形
式
的
で
あ
っ

て
、
判
決
に
不
可
欠
な
実
体
的
価
値
を
欠
く
た
め
、
紛
争
の
実
質
的
な
解
決
を
保
証
す
る
も
の
と
は
い
い
難
く
、
国
際
法
の
発
展
に
寄
与

す
る
も
の
と
も
い
え
な
い
。
〈
ロ

l
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
が
、
戦
後
、
船
舶
衝
突
の
刑
事
裁
判
権
に
関
す
る
ブ
リ
ユ
ッ
セ
ル
条
約
や
公
海
条

約
で
完
全
に
く
つ
が
え
さ
れ
た
の
は
、
単
な
る
歴
史
の
流
れ
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
)
お
そ
ら
く
、
こ
の
理
論
は
国
際
法
学
に
お
け
る

国
家
主
権
主
義
の
表
徴
と
も
い
え
る
。

ア
ル
ヴ
ァ
レ
ス
(
〉
・
〉
-
5
8
N
)
裁
判
官
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
こ
の
原
則
〔
包
括
許
容
論
〕
は
、
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以
前
の
絶
対
主
権
の
時
代
に
は
正
当
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
も
は
や
そ
う
で
は
な
い
」
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
理
論
に
依
拠
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
今
日
で
も
決
し
て
少
な
く
な
い
。
漁
業
管
轄
権
事
件
に
お
け
る
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
の
主
張
は
、
デ
ィ
ラ
l
ド
裁
判
官
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
五

O
カ
イ
リ
の
拡
大
を
禁
ず
る
特
別
の
規
則
が
な
い
以
上
、
こ
の
「
許
容
原

則
」
が
作
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
核
実
験
事
件
(
一
九
七
四
年
)
に
お
い
て
も
、
若
干
の
裁
判
官
は
フ
ラ
ン
ス
の
大
気
閤

実
験
を
禁
ず
る
条
約
も
慣
習
国
際
法
も
な
い
以
上
、
か
か
る
主
権
的
、
政
治
的
行
為
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い

列
。
(
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
裁
判
官
の
意
見
が
単
純
に
包
括
許
容
論
に
立
脚
す
る
も
の
と
は
断
定
し
え
な
い
が
、
そ
の
基
本
的
な
立
場
は

こ
れ
を
想
起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
)
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
国
際
裁
判
に
お
け
る
法
の
探
求
は
単
に
禁
止
規
定
の
有
無
の
問

題
で
は
な
く
、
国
際
法
が
命
ず
る
も
の
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
察
す
る
と
、
包
括
許
容
論
を
理
由
と
し
た
き
誌
町
民
主
主
の
否
定
(
あ
る
い
は
こ
れ
を
根
拠
と
す
る
国
際
法
の
完
全

国際裁判における NonLiquetの克服

性
の
理
論
)
は
、

一
般
論
と
し
て
は
、
そ
の
妥
当
性
は
疑
し
い
も
の
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

義
務
的
管
轄
制
度
と
の
関
連

の
具
体
的
判
決
の
不
存
在
)

き
詰
同
右
足
立
の
禁
止
は
こ
れ
ま
で
の
国
際
裁
判
の
一
貫
し
た
慣
行
宮

ght唱
E
H

に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
実
定
国
際
法
の
規
則
で
あ
る
、
と
し
た
。
が
他
方
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
裁
判
の
慣
行

す
で
に
指
摘
の
と
お
り
、
ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
は
、

は
こ
の
問
題
を
論
ず
る
う
え
で
重
要
な
意
義
を
も
た
な
い
と
す
る
見
方
が
あ
る
。

ス
ト
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
苫
色
苫
門
主
R
ミ
の

不
存
住
は
、
主
と
し
て
義
務
的
管
轄
制
度
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
理
由
に
よ
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
裁
判
の
付
託
が
ア
ド
・
ホ
ッ
ク

の
合
患
に
よ
っ
て
き
た
た
め
、
両
当
事
国
は
裁
判
付
託
の
前
に
事
実
や
法
状
況
を
十
分
に
勘
案
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
将
来
も
し
義
務
的
管
轄
制
度
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
紛
争
の
一
方
的
付
託
が
増
大
す
る
と
き
は
、
活
。
司
ご
A
H
R
h
H

の
可
能
性
は
な

よ
っ
て
以
前
の
慣
行
か
ら
国
際
法
の
原
則
を
導
く
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
い
う
。

お
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
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し
か
し
、
こ
の
主
張
に
十
分
な
理
由
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
し
い
。
現
代
国
際
裁
判
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
を
含
め
れ
ば
、

ス
ト
ー
ン

弓.b.
日間

自
身
が
認
め
る
よ
う
に
、
過
去
一
世
紀
半
余
に
わ
た
っ
て
数
千
の
事
件
を
取
扱
っ
て
き
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
な
か
に
さ
冶

N
A
R
a
の

先
例
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
所
論
は
こ
の
事
実
を
軽
視
な
い
し
等
閑
祝
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
判
例
は
国

際
法
の
ほ
と
ん
ど
全
分
野
に
お
よ
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
が
義
務
的
付
託
で
は
な
く
、

ア
ド
・
ホ
ッ
ク
の
合
意
付
託
で
あ
る
と
い
う
理
由

で
、
こ
の
歴
史
的
・
法
的
事
実
の
重
み
を
無
視
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
の
合
意
に
よ
る
場
合

に
は
、
両
当
事
国
は
事
前
に
法
状
況
を
勘
案
し
て
、
裁
判
の
円
滑
の
た
め
の
必
要
な
措
置
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
裁
判
準
則

を
積
極
的
に
指
示
し
た
り
拡
大
す
る
な
ど
で
あ
っ
て
、
ア
ラ
パ
マ
号
事
件
や
ト
レ
イ
ル
溶
鉱
所
事
件
は
そ
の
顕
著
な
例
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
裁
判
準
則
の
指
示
が
あ
る
と
き
は
い
つ
も
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
裁
判
の
不
能
が
回
避
さ
れ
う
る
と
み
る
の
は
正
し
く
な

ぃ
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
当
事
国
が
提
示
し
た
裁
判
円
滑
化
の
一
方
法
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

ス
ト
ー
ン
が
い
う
よ
う
に
、
義
務
的
管
轄
制
度
が
普
及
し
、
事
件
の
付
託
が
増
大
す
る
と
、
法
の
発
見
・
適
用
が
困
難
に

一
見
そ
の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
裁
判
の
判
例
を
み
て

と
こ
ろ
で
、

な
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
、

も
そ
の
大
多
数
は
、

ラ
ウ
タ
l
パ
ク
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
関
す
る
先
例
や
既
成
の
法
的
解
答
の
な
い
場
合
の
裁
判
で
、
い
わ

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
法
的
決
定
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と

ゆ
る
新
奇
の
事
例
(
ロ
ミ
巳
与
え
白
色
。
ロ
)

に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

や
や
逆
説
的
に
な
る
が
、
義
務
的
管
轄
制
度
の
発
展
に
よ
る
裁
判
の
増
加
は
、
長
期
的
に
は

裁
判
(
法
の
適
用
)
を
よ
り
円
滑
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
個
々
の
判
決
は
そ
の
特
定
の
事
件
を
越
え
て
、
よ
り
広
い
適
用
可

能
性
を
も
っ
。
そ
の
よ
う
な
判
決
の
集
積
は
、
詰

g
h右
宮
内
H

の
方
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
裁
判
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ

う

な
お
、
右
の
ス
ト
ー
ン
の
所
論
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
ハ
i
グ
法
律
家
諮
問
委
員
会
の
と
ら
え
方
を
想
起
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
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い
と
忠
わ
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
委
員
会
は
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
一
般
的
義
務
的
管
轄
権
を
導
入
す
る
こ

の
ち
に
連
盟
理
事
会
で
否
決
)
。
委
員
会
は
当
初
は
苫

g
h民
主
主
の
可
能
性
を
懸
念
し
た
が
、
こ
れ
を
許

と
に
決
定
し
た
(
し
か
し
、

容
す
る
立
場
を
と
ら
ず
(
「
法
の
一
般
原
則
」
の
導
入
)
、
規
程
第
三
八
条
一
一
項
の
裁
判
準
則
で
こ
の
点
は
克
服
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ

る。

法
の
一
般
原
則
の
普
遍
準
則
性

国際裁判における NO?l Liquetの克服

一
九
世
紀
以
来
の
国
際
裁
判
で
、
国
内
法
の
一
般
的
原
則
あ
る
い
は
共
通
の
園
内
法
規
則
が
し
ば
し
ば
適
用
さ
れ
て
き
て
い
る
。
常
設

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
C
の
「
法
の
-
般
原
則
」
は
、
こ
の
慣
行
を
踏
ま
ト
え
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
…
惜
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
法
の
一
般
原
則
の
法
的
性
格
あ
る
い
は
法
源
上
の
位
置
づ
け
な
ど
の
理
論
的
問
題
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
深
い
不
一
致
が
み
ら
れ

る
。
本
稿
で
は
論
点
を
限
定
し
、
さ
し
当
り
、
法
の
一
般
原
則
が
国
際
裁
判
一
般
の
裁
判
準
則
と
し
て
、
つ
ま
り
国
際
仲
裁
裁
判
の
準
則

と
し
て
も

l
l
コ
ン
プ
ロ
ミ

i
で
積
極
的
に
指
示
さ
れ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
|
|
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
に
つ
い
て

検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
点
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
を
み
て
も
、
き
昌
ご
さ
Z
H
論
に
関
連
す
る
主
題
で
あ
る
。

右
の
問
題
は
、
法
の
一
般
原
則
の
法
源
性
と
も
関
連
す
る
。
学
説
上
、
法
の
一
般
原
則
は
あ
く
ま
で
園
内
法
の
原
別
で
あ
る
か
ら
、
裁

判
条
約
と
か
当
事
国
聞
の
コ
ン
ブ
ロ
ミ
l
ハ
仲
裁
契
約
)
で
特
に
そ
れ
が
裁
判
準
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
適
用
す
る
こ

シ
ベ

l
ル
が
こ
れ
で
あ
り
、
ま
た
ス
ト
ー
ン
の
立
場
も
こ
れ
に
類
す

と
は
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
既
述
の
よ
う
に
、

る
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
法
の
一
般
原
則
の
国
際
法
の
法
源
性
を
認
め
な
い
立
場
に
お
い
て
は
、
理
論
的
に
は
、
法
の
一
般

原
則
は
当
然
に
は
適
用
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

一
九
二

O
年
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
の
成
立
以
来
、
多
く
の
個
別
仲
裁
裁
判
条
約
で
は
、
こ

の
規
程
の
第
三
八
条
一
項
を
そ
の
ま
ま
仲
裁
裁
判
の
基
準
と
し
て
導
入
し
て
い
る
。
主
要
な
条
約
と
し
て
、

し
か
し
、
国
際
慣
行
を
み
る
と
、

一
九
二
八
年
の
国
際
紛
争
平
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説

和
的
処
理
に
関
す
る
一
般
議
定
書
は
仲
裁
契
約
中
に
特
別
の
規
定
が
な
い
と
き
は
、
「
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
に
列
挙
さ
れ

J付

た
実
質
的
規
則
」
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
(
第
二
八
条
、
第
一
八
条
〉
。
こ
こ
に
い
う
「
実
質
的
規
則
」
と
は
、
規
程
第
三
八
条

一
項
の
諸
規
則
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
別
の
合
意
が
な
い
限
り
、
右
規
程
の
第
一
項
の
基
準
(
し
た
が
っ
て
法
の
一
般
原
則

を
含
む
)
が
仲
裁
裁
判
一
般
の
準
則
で
あ
る
こ
と
を
広
く
承
認
し
た
も
の
で
あ
る
(
一
九
四
九
年
の
改
正
議
定
書
で
も
同
じ
〉
。
こ
の
傾
向

は
、
そ
の
後
、

一
層
定
着
し
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
九
五
八
年
の
「
仲
裁
裁
判
モ
デ
ル
規
則
」
は
、
適
用
法
規
に
つ
い
て
当
事
国
間

に
特
別
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
仲
裁
裁
判
所
は
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
一
項
と
同
じ
準
則
を
適
用
す
べ
き
も
の
と
し

て
い
る
(
第
一

O
条
)
。

か
く
て
、
法
の
一
般
原
則
は
、
そ
の
法
源
上
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
論
争
に
関
係
な
く
、
国
際
裁
判
一
般
の
裁
判
準
則
と
し
て
普
遍
的
な

適
用
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
は
国
際
法
上
確
立
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
見
方

が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

た
と
え
仲
裁
契
約
中
に
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
法
の
一
般
原
則
の
適
用
は
裁
判
官
の
権
限
蹴
越

(
巾
同
門
小
川
刷
仏
巾
旬
。
ロ
〈
。
』
回
入
)

を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
田
畑
教
援
は
、
法
の
一
般
原
則
は
「
条
約
や
慣
習
国
際

法
と
別
刷
独
立
の
国
際
法
と
し
て
、
国
際
法
の
法
源
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
つ
つ
も
、
こ
れ
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
「
こ
の
こ

と
自
体
が
す
で
に
慣
習
国
際
法
に
な
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
」
、
「
し
た
が
っ
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
以
外
の
国
際
裁
判
の
場
合
に

お
い
て
も
、
当
事
国
が
と
く
に
そ
れ
を
拒
否
し
な
い
限
り
、
適
用
す
べ
き
実
定
国
際
法
規
が
存
在
し
な
い
場
合
、
圏
内
法
上
の
共
通
原
則

を
適
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
。
皆
川
教
授
は
、
「
法
の
一
般
原
則
が
国
際
法
秩
序
の
中
に
本
源
的
か
つ
潜
在
的

に
存
在
す
る
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
な
い
」
が
、
園
内
法
を
手
が
か
り
に
、
「
本
質
上
国
際
法
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
「
原
則
』
と
し
て
再

構
成
し
、
必
要
の
さ
い
に
、
そ
れ
を
補
完
的
に
適
用
す
る
」
も
の
と
し
て
、
今
や
国
際
法
上
、
こ
の
「
補
完
過
程
は
定
ま
っ
た
場
席
を
え

ら
れ
る
に
い
た
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
法
の
一
般
原
則
を
適
用
す
る
場
合
、
規
程
上
、
法
の
種
類
や
法
領
域
に
制
限
は
な
い
。
私
法
や
手
続
法
は
も
と
よ
り
、
公

法
ゃ
あ
る
い
は
刑
事
法
の
分
野
に
属
す
る
法
原
則
も
排
除
さ
れ
な
い
。
唯
一
の
要
件
は
、
各
国
の
国
内
法
に
広
く
共
通
性
を
有
す
る
「
一

般
」
的
な
法
原
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
中
耕
太
郎
博
士
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
「
き
わ
め
て
広
汎
、

無
制
限
な
も
の
」
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
訴
訟
法
と
い
っ
た
特
定
の
領
域
だ
け
で
な
く
、
「
民
法
、
商
法
、
行
政
法
、
訴
訟
法
、
裁
判
所
構
成

法
、
破
産
法
、
税
法
等
」
に
お
け
る
共
通
の
諸
概
念
や
諸
規
則
は
こ
の
中
に
包
含
さ
れ
よ
う
。
も
と
よ
り
、
具
体
的
裁
判
に
お
い
て
は
、

こ
れ
ら
の
国
内
法
の
原
則
が
「
い
っ
さ
い
が
っ
さ
い
に
」

(
z
z
n
F
2
0岳
民
ロ
仏

Z
R丘
二
マ
ッ
ク
ネ
ア
裁
判
官
)
に
適
用
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。
国
際
関
係
の
基
本
構
造
あ
る
い
は
関
連
国
際
法
の
基
本
理
念
や
目
的
と
調
和
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
法
の
一
般
原
則
の
実
際
上
の
適
用
は
、
事
件
の
性
格
に
応
じ
て
自
ず
と
制
約
が
あ
る
が
、
裁
判
官
は
必
要
な
場
合
に

国際裁判における NonLiquetの克服

ラ
ウ
タ

l
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
法
の
一
般
原
則
は
主
権
国
家
間
の
紛
争
の

法
的
解
決
に
必
要
な
規
則
や
法
原
則
を
い
つ
も
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
他
方
、
こ
れ
に
対
し
て
ス
ト
ー
ン
は
、
法
の
一
般
原

は
、
と
に
か
く
こ
こ
に
法
の
照
会
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

則
の
機
能
は
実
際
に
は
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
と
に
国
際
社
会
の
「
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
変
動
の
激
し
い
こ
の
時
代
」

に
は
、
か
か
る
園
内
法
の
諸
原
則
に
「
そ
の
よ
う
な
信
頼
」
を
寄
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

つ
ま
り
、
法
の
一
般
原
則
が
十
分
に

適
切
な
法
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
「
と
り
わ
け
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
変
化
し
て
や
ま
な
い
時
代
に
は
」
、
ま
さ
に
問
わ
れ
る
べ
き

論
点
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
是
と
す
べ
き
理
由
も
証
拠
も
な
い
と
み
る
。

す
で
に
示
唆
し
た
よ
う
に
、
法
の
一
般
原
則
の
適
用
に
あ
た
っ
て
は
、
国
際
社
会
と
圏
内
社
会
の
政
治
的
・
社
会
的
諸
要
因
ぞ
両
者
の

特
殊
性
を
考
慮
し
な
い
で
無
造
作
に
適
用
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
正
し
く
な
い
。
そ
の
意
味
で
ス
ト
ー
ン
の
所
論
は
理
由
が
な
い
わ
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け
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
が
指
摘
す
る
論
拠
は
、
裁
判
所
が
法
の
一
般
原
則
を
適
用
す
る
際
に
検
討
す
べ
き
一
つ
の
考
慮
要
素
に
す
ぎ
な

い
の
で
あ
っ
て

一
般
的
な
障
害
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
く
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
裁
判
所
が
園
内
法
の
適
用
に
あ
た
っ
て



説

考
慮
す
る
の
は
、
付
託
さ
れ
た
紛
争
の
な
ま
の
政
治
的
・
経
済
的
側
面
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
鴻
過
し
て
一
般
的
形
式
に
純
化
し
た
法
的

側
面
と
そ
れ
に
対
応
す
る
園
内
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
依
然
と
し
て
、
法
の
一
般
原
則
の
も
つ
普
遍

ヲb、
品両日

的
性
格
は
広
範
な
適
用
可
能
性
を
も
っ
と
い
え
る
。

国
際
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
と
司

S
ご
屯
足
立
論

四
国
際
裁
判
に
お
け
る
法
の
適
用
が
常
に
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
き
誌
ご
室
内
H

論
は
、
パ
リ

l
(
Q
F
Z
E
Rち
が
い
う
よ
う
に
、

も
は
や
「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
問
題
」
と
す
ら
な
ら
な
く
な
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
依
然
と
し
て
、
深
い
学
説
の

対
立
が
み
ら
れ
る
の
は
、
前
述
の
よ
う
に

こ
の
問
題
が
単
な
る
訴
訟
の
手
続
的
問
題
で
は
な
く
、
国
際
法
お
よ
び
国
際
裁
判
の
基
本
認

識
に
か
か
わ
る
主
題
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
誌
も
誌
と
南
宮
内
同
を
認
め
る
立
場
は
、

一
般
に
国
際
法
の
規
範
領
域
を
狭
く
と
ら
え
、

こ
れ
を
適

用
す
る
国
際
裁
判
の
機
能
を
限
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
。
こ
の
立
場
は
、
国
家
主
権
尊
重
の
立
場
か
ら
国
際
法
の
領
域
を
縮
少
し
て
と
ら

え
る
実
証
学
派
(
吉
田
山
広
三
2
2
r
g
]〉
の
国
際
法
学
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

一
般
に
実
証
学
派
は
、
国
家
が
直
接
・
間
接
に
同
意
し
た
も
の
を
除
い
て
は
実
定
国
際
法
の
規
則
と
は
認
め
な
い
。
主
権
に
由
来
す
る

国
家
の
行
動
の
自
由
は
、
実
定
国
際
法
以
外
の
も
の
に
よ
っ
て
は
制
限
さ
れ
な
い
と
み
る
。
す
な
わ
ち
条
約
と
慣
習
法
規
以
外
の
も
の
は

非
実
定
的
・
自
然
法
的
規
則
と
し
て
退
け
、
法
の
一
一
般
原
則
も
国
家
の
同
意
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
学
派
は
国
際
法
を
適
用
す
る
国
際
裁
判
の
機
能
を
限
定
的
に
と
ら
え
る
。
裁
判
所
は
あ
る
が
ま
ま
の
法
を
宣
言
す
る
に
過
ぎ
な
い
と

し
、
裁
判
所
の
創
造
的
な
活
動
を
否
定
す
る
。
す
で
に
考
察
し
た
点
か
ら
明
ら
か
の
よ
う
に
、

=g
ご
室
内
H

を
肯
定
す
る
論
者
の
立
場

は
、
こ
の
実
証
学
派
の
国
際
法
認
識
に
き
わ
め
て
近
い
と
い
え
る
。
そ
れ
放
に
ま
た
、
こ
の
間
題
の
根
の
深
さ
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
国
際
法
は
単
に
条
約
規
定
や
慣
習
法
規
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
規
則
は
、

一
般
的
な
法
原
則
や
法
理
論
を
媒

介
に
相
互
補
完
関
係
に
あ
り
、
さ
ら
に
個
々
の
法
は
そ
の
精
神
や
目
的
に
そ
っ
て
、
解
釈
者
ハ
裁
判
官
〉

の
論
理
的
思
惟
と
社
会
的
考
慮
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不
断
に
成
長
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
法
は
そ
う
い
う
生
き
た
有
機
的
組
織
体
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
条
約
規
定
や

慣
習
法
規
が
基
盤
的
細
胞
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
を
国
際
法
の
構
成
要
素
と
み
る
の
は
狭
き
に
失
す
る
と
思
わ

を
通
し
て
、

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
狭
い
見
方
か
ら
す
れ
ば
、

ス
ト
ー
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、

き
司
町
民
主
ミ
を
禁
止
す
る
こ
と
は
必
然
的
に
裁
判
官
に

法
創
造
の
負
担
(
出

σ日仏
2
0ご
担
当
l
n
R
忠
吉
ロ
〉

l
l
ス
イ
ス
民
法
型
の
ー
ー
を
課
す
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

ι旬
彼
は
、

変
化
し
て
や
ま
な
い
こ
の
時
代
に
、

か
っ
判
決
(
誤
判
)
を
修
正
す
る
機
関
の
欠
如
し
た
状
況
で
、
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
政
策
的
な
観

点
か
ら
も
賢
明
か
ど
う
か
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
と
い
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
意
見
は
国
際
法
を
狭
く
と
ら
え
る
前
提
か
ら
出
発

し
て
い
る
点
に
基
本
的
問
題
が
あ
る
。

話
。
苫
円
札
唱
官
僚
込
論
は
、

こ
の
よ
う
に
法
と
裁
判
の
基
本
的
な
と
ら
え
方
と
深
く
関
連
し
て
い
る
。
実
証
学
派
や
さ
苫
ご
唱
足
立
の
肯
定
論

国際裁判における NonLiquetの克服

者
は
、
裁
判
官
は
あ
る
が
ま
ま
の
法
を
宣
言
す
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
繰
り
返
え
し
述
べ
た
。
「
裁
判

官
に
よ
る
政
治
」

Z
2
2ロ
B
3
H
ず
可
百
島
常
明
)
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
裁
判
官
は
現
行
法
か
ら
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
う
い
う

意
味
で
の
裁
判
官
に
よ
る
法
の
創
造
は
こ
こ
で
は
論
外
で
あ
る
。
た
だ
前
述
の
よ
う
に
、
裁
判
官
の
事
実
認
識
と
法
解
釈
は
決
し
て
機
械

的
な
作
業
で
は
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
裁
判
は
つ
ね
に
あ
る
程
度
の
法
創
造
的
効
果
を
伴
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

フ
リ
ー
ド
マ
ン
(
宅

F
F
E
B
Eる
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
の
「
法
創
造
機
能
」
(
芯
司

B白
E
a
pロ
2
5ロ
)
は
、
大
陸
法
諸
国
の
制
定

法
の
解
釈
の
場
合
と
コ
モ
ン
・
ロ
!
の
先
例
の
適
用
の
場
合
と
で
本
質
的
な
差
異
は
な
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
国
際
裁
判
の
場
合
も
同

様
で
あ
る
。
む
し
ろ
統
〕
的
な
立
法
機
関
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
国
際
裁
判
で
は
旧
い
法
を
機
械
的
に
適
用
す
る
の
で
は

な
く
、
国
際
社
会
の
状
視
や
要
請
に
正
し
く
調
和
す
る
生
き
た
法
を
建
設
的
に
宣
言
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

北法29(2・53)185

(
1
d

こ
の
主
張
の
内
容
と
し
て
、
単
に
「
規
則
が
な
い
場
合
」
と
、
「
禁
止
規
定
が
な
い
場
合
」
と
を
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
若
干
異
な
る
効
果
を
認
め
よ

う
と
す
る
怠
見
も
あ
る
が

(ρ
ヨC
E
E号
夕
、
『
Z
P
O
E
m
g
D門

Zο
守
口
宮
丸

4
8・円芹
J

司

'
g∞
・
て
そ
の
実
際
的
区
別
は
困
難
で
あ
る
ば
か
り



、説

で
な
く
、
閤
家
の
主
権
と
独
立
を
そ
の
根
拠
と
す
る
点
で
同
じ
次
元
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
と
く
に
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
乏
し

い
と
思
わ
れ
る
。

(
2
U
0
・
ωの
74〈
ω『

N3σ
作
品
。
♂
〉
冨
自
己
主
C

『

F
R
E民生
o
s
-
C
4
4・
2
7
丘
J
-
u
m吋
咽

甘

-
N
3
・

(
3
)

戸
間
己
目
。
P
H
J
F口
口

F
1
3
0『

F
g
z
a
-
-
E
-
C
F
一
回
印

N
-
B・
ω日
lω
口
町
・

(
4
)
p
o
n
y
-〈
2
g
z
c『
昨
日
再
開

J
R
2《
出
口
問
問
。
『
神
宮
〉

ι
1
8

の々
O
B
B
H円
円
命
。
。
『
」

C
2
m
F
E
N
O
ω

刀・

ω一品・

(
5〉

HEL--MV・
ω
一m-

(
6
)

』・∞・

ω
2
2
-
H，
Z
出
ωmcゅ
の

E込
用
山
内
宮
町
丹

v-
一
回

-
?
3
z
N
a
l
N∞O
一
回

-
c
z
g
G
2
z
w
、H
J
d
m
F
R
E
B
o
h
C
F
C司

n
F
H
J

宅
・
∞
∞
|

由

0
.

(
7
)

本
件
に
つ
い
て
は
、
横
閏
喜
三
郎
、
国
際
判
例
研
究
I
、
昭
和
八
年
、
八
二
|
一

O
O頁
、
高
林
秀
雄
、
「
ロ

l
チ
ュ
ス
号
事
件
」
戸
田
畑
茂
二
郎
編
、

ケ
ー
ス
・
ブ
ッ
ク
国
際
法
)
、
一
二
五

l
一
二
八
頁
参
照
。

戸
8
)
匂
目
。
・
同
・
』
・

ω
2
2
P
Z
D

戸

E
-∞
1
3
皆
川
、
判
例
集
、
二
五
五
!
二
五
六
頁
o

F
q
u
〉

H
Z
P
-
古・

2
・
皆
川
、
判
例
集
、
二
六
三
頁
。

(
悶
)
反
対
意
見
を
表
わ
し
た
ロ

l
デ
ル
裁
判
官
は
、
本
判
決
は
「
国
際
法
に
お
い
て
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
す
べ
て
許
さ
れ
る
」
と
い
う
ト
ル
コ

の
主
張
を
容
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
o
g
E
J
℃・

2
・
ニ
ホ
ル
ム
裁
判
官
も
、
「
も
し
本
判
決
の
論
理
が
と
ら
れ
る
な
ら
、
特
別
の
規
則
が
存
在

し
な
い
と
き
は
、
〔
国
家
の
〕
絶
対
的
自
由
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
公
法
の
原
則
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
が
、
そ
れ
は
「
観

念
の
混
同
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
。

H
V
E
-
-
h
v
・

g.

(
け
〕
・
可
。
、
N
h

宮

、

2
2
h
Q
H尽
き
の
原
則
は
、
裁
判
所
規
程
や
規
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
手
続
を
と
る
こ
と
は
違
法
で
は
な
い
と
い
う
論
理
を
前
提
に
判

例
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
」
P
2
5
K
V
3
3
h
Q
E遣
の
原
則
」
、
法
学

(
東
北
大
学
)
第
三
三
巻
三
号
、
四
号
参
照
。

ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
初
期
の
判
決
で
、
先
決
的
抗
弁
に
関
す
る
規
定
が
裁
判
所
規
程
に
も
裁
判
所
規
則
に
も
な
か
っ

た
た
め
、
か
か
る
抗
弁
を
処
理
す
る
に
あ
た
っ
て
ベ
よ
っ
て
裁
判
所
は
、
可
法
行
政
を
確
保
す
る
の
に
最
善
の
も
の
で
、
国
際
裁
判
の
手
続
に
最
も
ふ

さ
わ
し
く
、
か
つ
国
際
法
の
基
本
原
則
に
最
も
よ
く
調
和
す
る
原
則
を
自
由
に
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
可
・
の
-

H

・』・

ω
3
-
2

〉‘

z
c
-
N
W
刀・

-mg

5命
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国際裁判における NonLiquetの克服

(
ロ
)
プ
ィ
ツ
ツ
モ

1

リ
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
い
ず
れ
の
問
、
が
原
告
、
被
告
に
な
る
か
と
い
う
「
偶
然
」
に
よ
っ
て
事
件
の
結
果
、
か
左
右
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
で
、
「
イ
ギ
リ
ス
が
い
ず
れ
の
側
も
無
制
限
的
な
挙
証
責
任
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び

突
定
規
則
・
原
則
に
よ
っ
て
自
己
の
立
場
を
7
1
当
化
し
、
そ
れ
ら
の
存
在
を
立
証
す
る
責
任
は
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
」

の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
岳
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
。
。
・
ヨ
同
NgmE門戸口ク同，
ro
「
P
2
2
L
-
4
0
2
L戸5

0
『
丹
}
耳
回
口
常
ヨ
主

5
g一
(UCC与
え
』
E
t
2・

一回印

-Il--
∞・

J
R
H・
「
〈
c
-
8
(
5
3
w
3・
芯
!
お
(
円
C
2
5才
叫

)

戸
ば
)
』
.r.
∞ユ
2
一ア、】，
y
m
H
C昨
5
.
2
E
-
F
P
4
4
ρ
.
H同2
・
5
「
主
(
一

U
N
8
・
3
・
5
印
i
-
8
.
ま
た
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
ウ
タ
l
パ
ク
卜
も

次
の
よ
う
に
い
う
。
「
国
際
法
に
お
け
る
国
家
の
主
権
は
、
闘
際
法
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
官
長
ぞ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
国
際
法
の
基

礎
に
も
、
ま
た
法
源
に
も
な
り
え
な
い
。
」
出

C
三
2
宮
n
z
-
H，Z
F
R
E
g
c
ご
h
2
5
5
σ

門口件。ョ
a
5
5一〈
U
D
ヨ
5
5
5
J
一回
8
・
宅
-
g
l

um-

ロ
l
チ
ユ
ス
号
事
件
判
決
の
基
本
前
提
に
関
す
る
横
田
喜
三
郎
博
土
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
横
田
、
国
際
判
例
研
究
i
、
九
四
|
九
五
頁
参
照
。

戸
川
門
)
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件
で
、
会
社
に
加
え
ら
れ
た
侵
害
に
つ
い
て
株
主
の
本
国
の
外
交
保
護
権
を
否
定
す
る
国
際
法
の
規
則
は
な
い
と

い
う
ベ
ル
ギ
ー
の
主
張
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
「
権
利
が
明
示
的
に
存
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
こ
の
主
張
は
、
逆
に
、
株
主
の
山
本
国
に
そ

の
よ
う
な
権
利
を
明
確
に
付
与
す
る
国
際
法
の
規
則
、
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
退
け
た
。
日
・
ゎ
・
』
・
同
4
0『

σ-U吋0
4

℃・

ω吋・

(
江
川
)
国
間
良
一
、
前
回
向
書
、
一
七
コ
一
一
員
。

(
山
山
)
の
・
百
件
NEPC叫ん口夕、吋
70
同v
g
r
r
E
C
h
Z
2
7
F
Z
C
2・
0℃
-nF昨
J
℃・

5ω
・

(
門
川
)
同
口
門
出
己
円
甘
え
。
宮
E
Cロ
C『
]
口
内
田
町
内
〉
-
5
3
P
H・
(U・]・河内川匂
2
Z
一
回
印
プ
司
・

5
N
・

戸川

)
ω
名
ω
E
Z
C玄
2
2
0こ
え
明
。

g
E
E
L・
h
・』
-
F匂
申
告

-U吋
デ
宅
-
a
l包
∞
の
め
と
ω
D
H
-
n・』・

2
2
ι
百四
ω
L
E
E
-
2
P
E
E
n
E
C
D

。
同
市
山
内

mwu
〈

D
]
N
u
司
-

M一凶口

(
悶
)
こ
の
よ
う
な
意
見
は
グ
ロ
裁
判
官
、
ベ
ト
レ
ン
裁
判
官
に
み
ら
れ
る
。

ω
8
m
g
R
O包
2
8
C『
]
戸
三
問
。
。
S
F
H
-
n・
』
・
河
内
宮
H
P
-
∞三岨

S-

N
コ!
I
N
S
-
ω
4
R巴
件
。
。
同
比
三
g

o円』
t
m
m
p合
E
L
Z
P
・
3
N
U∞
11ω(〕吋・

Fm)
出
-
F
m
c常
号
R
Z
-
ω
q
B。
。
Z
2
5
z
oロ
ω
Cロ丹
y
o
H
V
S
E
r
-
z
c
=
c『院
Z
C口問
LACめ仲
J
D
H》

-
Eゲ
岨
官
-
M
O
O
-

(
幻
)
』
・

ω件
。
ロ
タ
戸
角
川
聞
と
の
Cロ可
o
r
c同
同
口
言
H
E
t
-
E
-
の
司
ロ
『
}
-
口
?
一
白
山
田
円
。
三
宮
内
Y

℃
・
一
宮
町
]
・

ω昨
o
z
p
z
oコ
F
2
5
uデ
Chu-nE-
∞・

J
ヘ
-
H
-
F
J

一回印
hyHV℃一一山∞
l
l
一ωu
・

北法29(2・55)187



説

(
泣
〕
」
・
∞
円
0
5・
戸
命
相
官
一
。
。
ロ
件
s
r
-
D
H
y
n
F内

J

司・

5
N・

(お
)
Z
-
v
m
C件。門司
ωnyグ、同，
r。明巳口町昨日
0ロ
O町戸
ω毛唱。匂・

2
昨J

司・

5
印・

(
討
)
例
え
ば
法
律
家
諮
問
委
員
会
に
お
け
る
デ
カ
ン
の
発
言
参
同
m
o
p
s申
句

l
〈
2
5
5
0
h
仲
宮
司
3
8
a
z
m
m
D問
答
め
の
O
B
E仲
件
。
ク
一
∞
N0・司・

ω一0・

(
お
〕
こ
れ
ら
の
理
論
的
諸
問
題
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
は
、
横
田
喜
三
郎
、
国
際
法
の
基
礎
理
論
、
昭
和
二
四
年
、
二
一
一
一
一
ー
l
二
五
三
頁
参
照
。

(
叩
山
)
冨
・

ω-r2デ
吋

E
F
Z
L
o
o
s
-仲
HD雪
g
a
F
O
E
-
P
M
Z
F
一
回
印
ア
同
，
c
Eゆ
M
U

同γ
お
ω・

(
幻
)
』
・

ω同0
2
3
H『
S
U
4
5
F
C匂
・
巳
昨

J
S・

J

円

-
F
F・
-
一
∞
包
)w
宅
・
二
日
l
一ミ・

(
お
)
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
H

ス
イ
ス
裁
判
条
約
三
九
二
一
年
)
第
五
条
、
チ
ェ
コ

H
ポ

l
ラ
ン
ト
裁
判
条
約
三
九
二
五
年
)
第
一
九
条
、
そ
の
他
、
コ

ン
プ
ロ
ミ
l
で
そ
れ
が
指
定
さ
れ
た
ケ
!
ス
(
例
え
ば
悶
・
H
-

〉
・
〉
J

〈
O

一
-
戸
司
・
一
1
0
3

や
仲
裁
判
決
で
「
法
の
一
般
原
則
」
が
明
確
に
言
及
さ

れ
た
事
例
も
少
な
く
な
い
。
(
例
え
ば
、
〉
E
E
-
-
M問
向
島
え

E
E
K
H
2丹
・
仁
君
。
g
g
w
さ一
-N-
。
ω自

2
0・
N
B
U
〉ロロロ
ω
-
E
m
2デ
〈

c--Aア

(

U

島内

Z
p
g
u
h
k
F
E
E一
回
同
2
F
〈

C一-
p
n
B巾

Z
0・
ω-
プ
同
ロ
ゲ
『
耳
河
内
百
円
F
〈

c-・
8
・
宅
-
コ
印
|
一

g
・)

(
明
。
)
横
田
喜
三
郎
、
国
際
裁
判
の
準
則
、
法
学
協
会
雑
誌
第
五
二
巻
一

O
号
、
二
九
頁
、
一
一
一
一
l
l
一
二
三
頁
。

(鈎
d

こ
の
モ
デ
ル
規
則
に
つ
い
て
田
岡
博
士
は
次
の
よ
う
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。
当
事
国
が
補
充
的
に
「
衡
平
と
善
」
に
よ
る
裁
判
を
認
め
な
い
と
き

は
、
規
程
第
三
八
条
一
項
の
同
制
例
凶
に
よ
っ
て
も
解
決
さ
れ
な
い
紛
争
は
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
モ
デ
ル
規
則
が
一
方
で
こ
の
基
準
に
よ
る
べ
し
と

し
(
第
一

O
条
)
、
他
方
で
き
誌
と
官
三
を
禁
止
し
て
い
る
の
は
八
第
一
一
条
〉
、
「
矛
盾
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
。
国
際
法
盟
(
法
律
学

金
集
)
二
四
四
頁
。

戸
川
山
)
回
畑
茂
一
一
郎
、
国
際
法
I

〔
新
版
〕
(
法
律
学
金
集
て
一
三
四
真
。

(
m
M
)

山
首
川
沈
、
訟
の
一
般
原
則
ハ
皆
川
、
山
本
編
、
演
習
国
際
法
)
四
五
頁
。

(
お
)
問
中
耕
太
郎
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
世
界
法
的
性
格
(
統
世
界
法
の
理
論
・
上
)
、
三
九
七
頁
。

(
糾

)
ω
昌
己
主
命
。
1
2
2
芝

ω町
〉
2
0
5
ζ
R
z
a
F
円
。
・

]
-
M
N
4
2
Z
一回印
O凶
℃

-
Z∞・

(
お
)
出
・
「
mWC件、円回出口}忌
-
Z
Cコ
C
A
Z
2・
C℃
-nM丹J
(

∞可
HHd-E一
自
〈
2NH』ア
-
U
印∞)咽司
-
N
O印・

ハ
お
)
』
・

3
0口
タ
)
向
。
口

H
L
A
Eデ

C同y
n
F
f
H》・一ミ・

(
釘

)
H
E
P
-
甘・

50.

(

刊

ぬ

〉

〈

U

・

3
円
『
子
吋

r
o
E
ロ邑
D
Z
C『

HL当

E

F
何
回
口
宮
崎

E
昨

HOE-
の
E
S
S
E
-ヲ
(
冨

-r『g
由。P
F
P
E
E
r『

E
r
-
-
n
F
Z
E
ω
骨

M
O
B
-
E
F

論
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一回目∞
)
d

同
V

・ムベ・

戸
ぬ
〉
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
ロ

l
チ
ュ
ス
号
事
件
で
、
多
数
意
見
(
判
決
)
は
こ
の
基
木
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
、
国
際
法
の
規
則
は
国
家
の
「
白
山

な
意
思
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ら
ベ
国
家
の
独
立
に
対
す
る
制
限
は
、
し
た
が
っ
て
前
提
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
同
】
・
円
U

・
同
』
・

ω
2
5
〉

w
z
p
一0
・
古
・
一
∞
プ
ラ
イ
ア
リ
i
は
、
こ
の
判
決
は
「
極
端
な
実
証
学
派
」
公

Z

Z昨日
E
作
吉
正

E
a
自

rs-v
に
立
脚
し
て
い
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
』
・
円
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.
∞
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2
一
子
吋
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喝
「
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E
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一回印
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一
ω
ド
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ω
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(
引

)
H
r
E
幡宮・

5N-
℃・

5
u
・

(
円
引
)
名
目
什
ユ
E
E
g
p
r
a
m
-
E己
cmOB
で
E
L
]
Z
L
E
L
C
Z
E
E
=
m
-
P
-
-
r
p〈
J

〈

D--m
一
〈
一
巴
町
一
)
咽
宅
・
∞

ω
0
1
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(
必
)
こ
れ
は
国
際
司
法
裁
判
所
の
法
の
適
用
に
最
も
重
要
な
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
も
む
つ
か
し
い
点
で
も
あ
る
。
近
い
例
で
は
、
一
九
七
四
年
の
漁

業
管
轄
権
事
件
で
裁
判
所
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
事
態
に
直
面
し
て
い
た
。
大
幅
な
変
革
を
受
け
て
い
る
現
行
海
洋
法
を
ど
の
よ
う
に
適
用
す
べ
き

か
、
裁
判
官
の
あ
い
だ
に
そ
の
基
本
姿
勢
を
め
ぐ
っ
て
微
妙
な
意
見
の
相
違
が
あ
っ
た
。
裁
判
と
法
の
根
本
に
ふ
れ
る
問
題
、
が
本
件
に
は
か
ら
ん
で
い

た
と
い
え
る
。

国際裁判における NonLiquetの克服

結

本
稿
で
は
、
国
際
裁
判
に
お
い
て
法
の
不
存
在
な
い
し
不
明
瞭
を
理
由
と
す
る
送
還
ご
唱
足
立
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
し
た
。

学
説
で
は
こ
の
間
題
を
め
ぐ
っ
て
過
去
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
対
立
が
み
ら
れ
る
。
国
際
法
の
基
本
認
識
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
た
め
、

こ
の
対
立
は
現
在
で
も
根
強
い
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
学
説
の
対
立
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
裁
判
の
実
行
で
は
さ
昌
ご
主
主
の
具
体

的
先
例
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
判
例
を
分
析
す
る
と
、
国
際
裁
判
所
は
積
極
的
に
こ
れ
を
排
除
し
て
い
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
判
例
の
姿
勢
は
、
直
接
的
・
明
示
的
な
法
規
則
が
存
在
し
な
く
と
も
、
な
お
様
々
な
司
法
的
方
法
(
法
解

釈
)
に
よ
り
適
用
法
規
の
発
見
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
法
認
識
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
近
代
国
際
裁
判
が
一
貫
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説

し
て
き
詰
ご
室
内
H

を
排
除
し
て
き
た
事
実
は
、
こ
の
問
題
の
実
定
国
際
法
を
語
る
と
き
の
法
的
な
証
明
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ

ヨ'1>.a岡

よ
く
指
摘
さ
れ
る
法
鋭
の
不
存
在
と
い
う
こ
と
が
実
際
に
は
国
際
紛
争
の
司
法
的
解

決
に
障
害
を
な
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

ウ
タ

l
バ
グ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
国
際
裁
判
の
歴
史
は
、

ハ
ド
ソ
ン
も
、
「
過
去
一
五

O
年
の
国
際
裁
判
の
判

例
は
、
国
際
法
典
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
し
な
く
と
も
、
国
家
聞
の
紛
争
に
国
際
法
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
わ
-
日
と
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
近
代
国
際
裁
判
の
歴
史
は
、
国
際
法
の
適
用
に
よ
る
裁
判
は
つ
ね
に
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
。
換
言
す
れ
ば
、
法
の
不
存
在
な
い
し
不
明
瞭
を
理
由
と
す
る
さ
詰
ご
南
足
立
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
実
定
国
際
法
の
原
則
が
成
立

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
前
述
の
国
際
法
委
員
会
の
「
仲
裁
裁
判
モ
デ
ル
規
則
」
第
一
一
条
(
「
仲
裁
裁
判
所
は
適
用
さ
れ
る
法

の
沈
黙
な
い
し
不
明
瞭
を
理
由
に

S
司
ご
Q
R
Z

を
宜
一
一
一
目
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
)
は
、
実
定
国
際
法
の
規
則
を
述
べ
た
も
の
と
み
な
く

て
は
な
ら
な
い
。

法
は
谷
易
に
見
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
と
く
に
国
際
法
の
場
合
に
は
そ
れ
が
多
い
。
が
、
そ
の
こ
と
と
法
の
不
存
在
と
を
混
同
す
べ
き

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

ち
ょ
う
ど
闇
夜
で
野
原
の
小
道
が
見
え
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
明
示
的
・
直
接
的
規
則
は
な
く
と
も
、
木
稿
で

み
た
よ
う
に
、
司
法
的
探
求
に
よ
っ
て
適
用
す
べ
き
法
は
発
見
で
き
る
。
闇
夜
で
み
え
な
く
て
も
、
人
が
行
動
す
る
と
こ
ろ
に
は
道
が
あ

J

る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
先
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
(
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件
)
。
現
実
の
活
動

が
先
行
し
、
「
一
見
す
る
と
」
合
同
同
町
三

2
m
E
)

法
の
発
肢
が
そ
こ
ま
で
進
ん
で
い
な
い
と
思
わ
れ
る
と
き
で
も
、
「
事
態
を
よ
り
綿
密

に
検
討
す
る
と
」
守

g
o
B
子
2
0己
m
r
巾凶同日一
E
Z
C
H
H
C同
門
宮
町
田
門
丹
田
〉
、
当
該
事
項
の
制
度
や
利
害
に
つ
い
て
対
立
が
み
ら
れ
る
と
き

に
、
す
で
に
そ
の
主
題
の
法
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
生
じ
た
諸
困
難
は
そ
の
法
の
発
肢
の
な
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
、

と
。
暗
閣
の
な
か
を
よ
く
照
し
て
み
る
と
、
小
道
を
発
見
す
る
の
と
、
同
じ
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
国
際
法
上

E
E
ご
室
内
同
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
コ
ロ
ラ
リ
!
と
し
て
、
国
際
法
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
え
な
い
法
律
的
紛
争
1
ー
そ
の
主
題
が
法
的
に
フ
ォ

l
ミ
ュ
レ

l
卜
さ
れ
て
い
る
紛
争
!
ー
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
国

際
法
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
え
な
い
紛
争
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
国
際
法
秩
序
の
完
全
性
を
語
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な

ぃ
。
国
際
法
で
は
い
か
に
限
定
さ
れ
た
意
味
で
も
そ
の
「
完
全
性
」
は
語
れ
な
い
と
い
う
の
が
今
日
の
支
配
的
な
見
方
か
も
し
れ
な
い
。

国
際
法
の
権
威
者
ド
・
ヴ
ィ
シ
ェ

l
ル

(
(
u
r
・

0
巾
〈

E
n
Z
C
は
、
圏
内
法
で

E
誌
ご
屯
足
立
が
禁
止
さ
れ
、
法
の
完
全
性
が
語
ら
れ

る
に
し
て
も
、

こ
れ
は
法
の
適
用
が
不
明
確
な
国
際
法
の
分
野
に
は
な
ん
ら
関
係
が
な
く
、
「
国
際
法
の
完
全
性
の
テ

i
ゼ」

(
F
F宮市

円

r
r
z
b
E
Z骨
骨
骨
。

x

E丹
巾

52FOE-)
は
、
国
際
法
の
性
格
や
役
割
を

2
9こ
5
E
2
5

念
」
で
あ
っ
て
、
国
際
関
係
の
現
実
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
、
本
稿
で
い
う
国
際

な
見
方
で
構
成
し
た
「
教
義
的
概

法
の
完
全
性
と
は
、
現
行
国
際
法
が
満
足
な
状
態
に
あ
る
と
か
、
国
際
法
に
よ
る
解
決
が
常
に
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
か
、

ま
し
て
国
際

国際裁判における NonLiquetの克服

法
が
万
能
薬
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
(
法
が
そ
う
い
う
状
態
に
い
た
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
)
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
裁

判
の
判
例
を
踏
ま
え
て
考
察
す
る
と
、
国
内
訟
の
場
合
と
同
様
に
、
国
際
訟
に
お
い
て
も
法
的
決
定
と
し
て
の
裁
判
を
不
可
能
に
す
る
よ

う
な
法
の
欠
扶
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
際
法
の
適
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
え
な
い
紛
争
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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Some Observations on the N on Liqllet 

Problem in lnternational Adjudication 

Takane SUGIHARA 

The question of whether an international court or tribunal can 

pronounce a decision of non l iqllet on the grounds of silence or 

obscurity of international law has been a controversial subject in the 

field of international adjudication. There is no doubt that inter-

nationallaw often does not provide specific rules in particular cases. 

Thus， it has been asserted by a number of internationallawyers that 

the power of an international court， whose function is to decide 

disputes in accordance with international law， is necessarily limited 

by the existence of inadequacies in international law. Therefore， 

they contend that though in national fields judges are not at liberty 

to refuse to give a decision on the basis of an alleged absence of a 

rule of law， in the international field， the possibility of non liqllet 

must be recognized. 

However， the history of modern international arbitral and judicial 

practice shows no instance of a noη liquet. This fact suggests that 

even when there exists no specific rule in a particular case， there 

are still rules of law that can be applied. In fact， an examination 

of judicial precedents showed that international courts and tribunals 

have always heen able to find appropriate rules through an interpre-

tation of the law. They have continuously rejected the position that 

the alleged absence of legal rules constitutes an obstacle to judicial 

settlements of international disputes. Therefore， it is not impossible 

to say that the refusal to apply non liquet has been established as 

a positive rule of international law by the international arbitral and 

judicial practice. In other worcls， long judicial practice has formecl a 

principle which prohibits international courts from refusing to give 

a decision on the grouncls of the absence of a rule. This means that 

an international court can， and must always be， in a position to make 
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the fina1 decision as to whether a claim is justified in 1aw. Con-

sequently， it a150 m巴ansthat there i5 no internationa1 disput巴 thatcan 

not be decided by the app1ication of int巴rnationa11aw. 

The non liquet prob1em does not pertain to a mere matter of in 

ternationa1 adjudication procedure. It is basic to internationa1 1aw 

and the scope of internationa1 judicia1 function. This exp1ains why 

there has been such a division of opinions on the subject for near1y 

a century. 1n the present article， the author has tried to show that 

the notion of non liquet shou1d not be recognized because it is not 

justified in the 1ight of his ana1ysis of internationa1 judicia1 pre 

cedents 
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