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翻

訳
¥/  

「
国
際
私
法
の
基
礎
理
論
」 ノ

イ
第ハ
ーウ

版長
(二)

パ
ウ
ル

ハ
イ
ン
リ
ツ

ヒ

目

次

第
一
章
基
本
観
念

第
一
節
国
際
私
法
(
概
念
、
特
質
、
名
称
)

〔
以
上
第
二
一

O
巻
二
号
)

第
二
節

第
三
節

統
一
法

決
定
法
と
指
定
法

(
以
上
本
号
)

第
二
節

統
一
法

国
際
的
統
一
法
は
、
統
一
実
質
法
か
統
一
抵
触
法
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

楼

三五1

7結

章

田

後
者
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
も
の
と
し
(
後
述
第
六
節
V
)、

い
て
は
実
質
的
統
一
法
の
み
を
対
象
と
す
る
。

本
節
に
お

I
、
世
界
私
法
(
君
。

rep-S可
2
Z
)、
即
ち
世
界
的
に
妥
当
し
包
括
的
な

内
容
を
有
す
る
法
秩
序
は
、

l
多
く
の
素
人
の
予
想
に
反
し
て

l
今
日
ま
で

の
と
こ
ろ
存
在
し
て
い
な
い
。

l
、
全
世
界
に
妥
当
し
て
い
る
一
般
国
際
法
は
、
私
法
を
ほ
と
ん
ど
含
ん
で

い
な
い
(
後
述
第
八
節
参
照
〉
。

2
、
そ
の
支
持
者
遂
に
よ
っ
て
同
じ
く
普
遍
的
妥
当
性
が
み
と
め
ら
れ
て
い

る
、
い
わ
ゆ
る
自
然
法
は
、
た
し
か
に
国
際
法
と
は
対
照
的
に
公
法
に
劣
ら
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料

ず
私
法
に
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
が
、
|
|
今
日
で
は
諸
方
面
で
大
旨
見
解

の
一
致
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
|
|
法
の
最
上
位
の
原
則
(
私
的
所
有
権
、
婚

姻
等
々
)
を
包
含
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
詳
細
な
個
別
規
定
に
よ

資

っ
て
諸
国
の
実
定
法
を
無
用
と
す
る
任
務
を
有
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る

い
は
ま
た
、
そ
れ
を
補
充
す
る
任
務
を
有
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。

3
、
最
後
に
法
規
類
集
の
ロ

l
マ
法
は
、
ま
さ
に
私
法
の
領
域
で
何
世
紀
に

も
亙
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
部
分
と
そ
の
海
外
他
民
地
に
お
い
て
、
補
充
的

普
通
法
と
し
て
、
そ
の
土
地
の
個
別
法
と
説
ん
で
妥
当
し
て
い
た
の
で
あ
る

ヵ:

一
七
八
六
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・
ヨ
ゼ
フ
法
典
|
一
八
一
一
年
の

A
B

(
間
}

G
B
の
先
駆
以
来
、
同
家
的
法
典
化
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
い
ず
こ
に
お
い

て
も
廃
止
さ
れ
、
非
常
に
限
ら
れ
た
実
際
的
妥
当
力
宏
保
有
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
し
。

ロ
1
7
法
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ラ
ン
ト
法
中
に
散
見
さ
れ
る
諸
問
題

に
つ
い
て
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
支
配
的
な
ケ

1
ス
・
ロ
!
と
並

ん
で
、
効
力
を
有
す
る
と
い
う
よ
り
は
名

U
的
に
、
ス
ペ
イ
ン
の
幾
多
の
地

方
で
は
地
方
法
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
ロ
マ

γ
ス
系
諮
問
で

は
「
法
の
一
般
原
則
」
(
イ
タ
リ
ア
民
法
典
前
加
編
第
一
二
条
第
二
項
参

照
)
の
名
称
に
よ
っ
て
解
釈
補
助
手
段
と
し
て
、
南
ア
フ
リ
カ
と
セ
イ
ロ
ン

に
お
い
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
時
代
以
来
一
部
は
英
国
の
コ
モ
ン
・
ロ

ー
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
、
あ
る
い
は
よ
り
新
し
い
判
例
法
に
と
っ
て
か
わ
ら

れ
た
ロ

l

マ
・
オ
ラ
ン
ダ
法
と
し
て
、
オ
リ
エ
ン
ト
に
お
い
て
は
部
分
的
に

ギ
リ
シ
ャ
正
教
徒
の
岡
崎
人
法
と
し
て
、
妥
当
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
り

わ
け
ド
イ
ツ
民
法
典
施
行
以
来
ロ

l

マ
法
に
は
法
学
と
判
例
が
存
在
し
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
、
ロ
ー
マ
法
を
大
き
な
一
フ
ソ
ト
の
妥
当
力

の
あ
る
普
通
法
と
し
て
培
い
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
実
際
上
の
必
要
に
適
応
さ

せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
国
際
法
も
自
然
法
も
ロ

1
7
法
も
普
遍
的
私
法
を
提
供
す
る
も
の

と
は
い
え
な
い
。

(
忽
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
問
問
。
司
出
。
門
戸
岡
山
戸
田
口
「
2
2
H
N
を
も
参
照
の

こ
と
。
勿
論
ク
ロ
フ
オ
ラ
l
は
、
国
際
的
統
一
法
と
し
て
は
、
そ
の
統

一
性
が
意
図
さ
れ
て
い
る
法
(
一
頁
以
下
)
、
言
い
換
え
れ
ば
企
凶
さ

れ
た
法
統
一
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
な
法
の
み
を
み
と
め
て
い
る
の
で

あ
る
が
(
一
七
頁
)
。

(
市
山
)
た
と
え
ば
問
。
何
回
凶
訪
れ
F
U
5
開口
Z
Z
Y
Gロ
閃
乱
2
0
2
2
2四円
F
a

日切口
}
H
O

ロ
〉
ニ
問
。
5
2口
。
ロ
切
出
円
問
。
門
口
門
}
百
ロ
の
22NrEnrω
一
見
ω
σ
o
F
N

5
0
8
3
M
g
(
N
g
『
・
)
参
照
。

E
、
そ
れ
に
代
っ
て
真
に
国
際
的
な
私
法
の
萌
芽
が
、
地
域
的
・
事
項
的
に

制
約
さ
れ
な
が
ら
も
存
在
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
「
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お

(
灯
)

け
る
私
法
」
は
四
通
り
の
形
態
を
と
っ
て
成
立
す
る
。

ー
、
幾
多
の
国
々
の
一
致
し
た
法
制
定
に
よ
っ
て
国
際
的
に
統
一
的
な
制
定

法
が
創
設
さ
れ
る
|
|
以
前
は
、
統
一
的
法
源
か
ら
湧
き
出
る
「
普
通
」

法
に
対
し
て
「
共
通

(3mOEO-ロ
EEg-R)」
法
、
あ
る
い
は
「
一
般



(コ三
-mぬ
ヨ
色
ロ

gz)」
法
と
よ
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

今
日
で
は
好
ん
で

英
語
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
コ
ロ
ロ
広
2
5
F
dち
あ

る

い

は

(
回
}

ロ
ロ
広

2
5
0
E
と
称
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
制
定
法
が
存
在
す
る
の
は
、
と
り

わ
け
ツ
ヴ
ァ
イ
ゲ
ル
ト
が
し
ば
し
ば
「
世
界
に
わ
た
る
(
三
宅
O
F
広
三
百
三
)
」

と
よ
ん
で
い
る
、
国
際
的
取
引
関
係
の
諸
分
野
(
手
形
・
小
切
手
法
、
海
上

工
業
所
有
権
法
、
常
業
所
法
〉
、

-
航
空
・
鉄
道
・
道
路
交
通
法
、

労
働
法

の
分
野
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
往
々
「
典
型
的
に
国
内
的
に
制
約
さ
れ
て
お

り
」
、
「
土
着
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
家
族
法
を
含
め
た
民
法
領
域
に

(
四
)

お
い
て
も
存
在
す
る
。

(2) 

度
々
同
じ
様
な
経
過
を
た
ど
る
国
内
的
、
国
際
的
発
展
に
つ
い
て
は
、
ま

さ
に
「
法
統
一
の
定
数
」
と
い
う
乙
と
が
い
わ
れ
、
そ
の
際
に
、
そ
の
統
一

化
が
常
に
最
初
に
ふ
れ
た
諸
分
野
で
は
じ
ま
り
、
後
に
だ
っ
て
は
じ
め
て
民

(
剖
)

法
に
も
及
ぶ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
、
ー
あ
ら
ゆ
る
そ
の
よ

う
な
「
合
法
則
性
」
に
み
ら
れ
る
燥
に

l
あ
ま
り
に
文
字
通
り
に
う
け
と
ら

(
剖
)

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
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一
部
に
お
い
て
は
法
統
一
は
悶
有
に
国
際
的
な
事
実
関
係
だ
け
に
つ
い
て

な
さ
れ
る
が
(
「
国
際
的
」
売
買
に
の
み
適
用
さ
れ
る
統
一
売
買
法
の
よ
う

に
)
、
ま
た
一
部
に
お
い
て
は
|
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に

l
純
内
国
的
事
象
に

(
た
と
え
ば
統
一
手
形
・
小
切
手
法
〉
。
法
統
一
の
た
め
の

も
及
ん
で
い
る

努
カ
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、
あ
る
い
は
相
岡
山
な
る
国
内
法
の
問
の
(
し

唱戸

O
F

ば
し
ば
困
難
な
)
決
定
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
法
的
安
定

性
の
利
益
で
あ
り
(
手
形
・
小
切
手
法
に
つ
い
て
典
型
的
で
あ
る
よ
う
に
)
、

あ
る
い
は
一
定
の
法
原
則
が
単
に
自
国
法
の
適
用
領
域
内
に
お
い
て
だ
け
突

現
さ
れ
る
よ
う
望
む
の
で
は
な
い

(
た
と
え
ば
国
際
運
送
の
た
め
に
〉
、

係
諮
問
の
一
致
し
た
法
政
策
的
利
益
で
あ
る
。

関

個
々
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

例
法
統
一
の
準
備
は
、
徹
底
し
た
法
の
比
較
に
よ
っ
て
最
も
よ
く
な
さ
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
現
存
す
る
解
決
方
法
の
可
能
性
と
そ
れ
に
つ
い
て
な
さ

れ
た
経
験
に
関
す
る
概
観
が
え
ら
れ
る
一
方
、
他
方
で
は
あ
る
統
一
制
定
法

が
個
々
の
関
係
諸
国
に
ど
の
程
度
の
変
革
を
求
め
る
も
の
か
を
認
識
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
前
者
の
観
点
か
ら
み
て
も
、
準
備
と
し
て
の
法
比
較
は
、
た
と

え
ば
若
干
の
「
指
導
的
な
」
法
、
あ
る
い
は
「
母
」
法
に
つ
い
て
な
さ
れ
る

だ
け
に
限
ら
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
経
験
に
照
せ
ば
、
そ
れ
以

外
で
は
高
度
に
発
展
し
た
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
法
秩
序
の
中
に
、
往
々

に
し
て
特
に
心
を
そ
そ
る
よ
う
な
特
別
の
法
制
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

〈
出
)

か
ら
で
あ
る
。
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(b) 

統
一
法
の
創
設
は
、
主
に
条
約
に
よ
る
合
意
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
合
意
に
お
い
て
は
、
個
々
の
特
に
争
い
の
あ
る
諸
点
に
つ
い
て
の

締
約
国
の
留
保
が
し
ば
し
ば
明
文
で
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
多
数



料

派
が
そ
の
点
を
断
念
す
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
譲
歩
し
な
い
少
数
派
が
そ
の

資

条
約
か
ら
完
全
に
締
め
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
な
い
こ
と
を
日
的
と

(
加
)

す
る
(
条
約
に
関
す
る
詳
細
は
後
述
第
八
節
直
参
照
)
。
し
か
し
な
が
ら
法

統
一
は
一
部
に
お
い
て
は
(
特
に
北
欧
諸
国
間
の
よ
う
に
〉
拘
束
力
の
な
い

共
通
の
審
議
に
基
づ
い
て
何
ら
の
形
式
的
取
り
決
め
な
し
に
も
行
わ
れ
る
。

法
統
一
の
た
め
に
は

l
統
一
法
制
定
後
に
生
じ
る
困
難
の
克
服
の
た
め
に
も

ー
、
関
係
者
す
べ
て
の
断
悶
た
る
意
思
の
方
が
、
ど
の
み
ち
大
て
い
は
廃
棄

通
告
に
よ
っ
て
脱
せ
ら
れ
、
実
務
の
怠
慢
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
い
条
約
に
よ

る
拘
束
よ
り
は
重
要
で
あ
る
。

法
統

(
特
に
述
邦
国
家
に
お
け
る
そ
れ
だ
が
、
超
国
家
的
領
域
に
お
い

て
の
そ
れ
に
つ
い
て
も
)
に
対
す
る
対
外
威
信
に
由
来
す
る
障
害
の
克
服
の

た
め
の
論
拠
と
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
各
国
が
よ
り
円
十
く
任
意
の
法
統
一
に

賛
同
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
、
後
に
な
っ
て
中
央
集
権
的
、
あ
る
い

は
超
国
家
的
な
急
進
的
強
制
統
一
へ
の
傾
向
に
よ
っ
て
お
び
や
か
さ
れ
る
恐

れ
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

統
一
法
の
開
発
コ
ス
ト
に
属
す
る
の
は
各
国
内
制
定
法
の
と
同
様
に

多
義
的
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
る
初
期
の
訴
訟
を
も
含
め
た
実
務
に
お
け
る
テ

ス
ト
で
あ
る
。
新
法
の
利
益
が
顕
著
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
経
済
企
業
体

は
そ
の
よ
う
な
コ
ス
ト
を
喜
ん
で
分
担
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
た

と
え
ば
統
一
売
買
法
(
注
《
刀
回
参
照
)
施
行
後
に
は
そ
の
適
用
を
制
限
し

(
第
三
条
〉
、
さ
し
あ
た
り
熟
知
し
た
国
内
法
に
と
ど
ま
り
う
る
可
能
性
を

北法30(3・74)586

(c) 好
ん
で
活
用
す
る
と

う
の
も
当
然
で
あ
る

条
約
の
国
際
的
に
一
様
な
解
釈
が
容
易
に
な
る

i
逆
に
い
え
ば
パ
ル
タ

ン
(
ロ
日
吾
凶
)
の
い
わ
ゆ
る
「
条
約
テ
キ
ス
ト
の
圏
内
的
歪
曲
」
が
制
限
さ

れ
る
の
は
、
正
式
な
条
約
用
語
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
条
約
当
事

(
甜
)

者
の
国
語
へ
の
国
際
的
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
が
全
く
な
さ
れ
な
い
場
合
か
、
あ

る
い
は
そ
れ
が
少
く
と
も
同
一
言
語
の
諸
国
に
つ
い
て
特
有
な
法
律
用
語

の
食
い
違
い
を
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
ほ
ど
広
く
共
通
に
行
わ
れ
る
場

合
で
あ
る
。
(
翻
訳
に
際
し
て
お
こ
り
う
る
多
く
の
誤
り
の
源
の
一
つ
は
、

あ
る
条
約
規
定
が
他
の
条
約
の
対
応
規
定
と
意
識
的
に
同
調
し
て
条
文
化
さ

れ
て
い
る
場
合
に
そ
れ
が
み
の
が
さ
れ
や
す
い
こ
と
に
あ
る
。
)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の
条
約
の
た
め
に
一
九
五
七
年
か
ら
一
九
六
六
年
の

間
だ
け
で
更
に
次
の
よ
う
な
統
一
的
解
釈
権
保
の
た
め
の
十
の
方
法
が
提
案

(
叫
}

さ
れ
た
。
即
ち
、
一
定
の
法
律
基
本
概
念
の
予
め
の
統
一
化
、
起
草
上
の
準

備
の
一
般
的
改
善
、
統
一
解
釈
に
関
す
る
条
項
の
挿
入
、
解
釈
に
関
す
る
定

期
的
報
告
、
関
連
判
例
の
イ
ン
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
機
関
の
設
置
、
条
約
改

訂
の
た
め
の
組
織
の
創
設
、
解
釈
問
題
の
た
め
の
審
議
委
員
会
の
設
立
、
訴

訟
前
の
調
停
手
続
の
導
入
、
特
別
裁
判
所
の
創
設
、
既
存
の
裁
判
所
へ
の
必

要
な
権
限
の
授
与
、
で
あ
る
。
詳
細
は
こ
こ
で
は
煩
現
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ

苧
竹
ノ
。



テ
キ
ス
ト
の
欠
依
が
、
そ
れ
自
体
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
諸
原
則
に
よ

っ
て
補
充
さ
る
べ
き
場
合
(
た
と
え
ば
統
一
売
買
法
一
七
条
参
照
)
に
は

l

そ
れ
が
た
と
え
ば
特
定
の
国
内
法
秩
序
へ
の
優
先
的
な
依
拠
で
あ
れ
、
幾
多

の
法
秩
序
の
比
較
法
的
考
重
で
あ
れ

l
、
そ
の
起
草
者
の
と
っ
た
方
法
論
的

諸
原
則
も
ま
た
守
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

J
U
 

統
一
制
定
法
の
解
釈
、
あ
る
い
は
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
意
図
さ
れ
な
か
っ

た
欠
敏
の
補
充
が
、
相
異
な
る
関
係
諸
国
の
不
断
の
判
例
に
お
い
て
不
統
一

に
行
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
不
手
際
な
法
統
一
と
よ
び
え
よ
う
。
そ
の
場

合
に
は
幾
多
の
解
釈
が
、
相
異
な
る
国
内
制
定
法
同
様
に
、
国
際
私
法
の
原

則
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
同
一
の

事
実
関
係
が
ど
こ
に
お
い
て
も
統
一
法
の
同
一
の
稲
本
に
従
っ
て
判
断
さ
れ

(2) 

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
ま
だ
個
々
の
場
合
に
対
す
る
国
際
的
な
解
決

の
同
一
性
を
う
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
質
的
法
統
一
の
頑

第二版

固
な
支
持
者
は
、
こ
の
打
開
策
を
拒
否
し
、
統
一
的
解
釈
が
目
ざ
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

「国際私法の基礎理論」

そ
れ
以
外
で
も
実
質
的
法
統
一
の
た
め
の
条
約
と
説
ん
で
国
際
私
法
の
一

時
収
容
機
能
(
〉
口
問
自
間
宮
口

E
5ロ
)
が
、
明
ら
か
に
未
解
決
の
ま
ま
に
残
さ

れ
た
附
随
的
問
題
に
つ
い
て
、
ま
た
し
ば
し
ば
非
当
事
同
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
働
い
て
い
る
。
従
っ
て
実
質
法
統
一
の
た
め
の
条
約
と
同
時
に
収
触
法

統
一
の
た
め
の
条
約
が
当
該
専
門
分
野
に
お
レ
て
結
ば
れ
る
こ
と
に
は
非
常

に
意
味
が
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
実
質
的
法
統
一
は
紙
触
法
の
統
一
を
も
促

進
し
う
る
の
で
あ
る
。

(e) 

警
戒
さ
れ
る
べ
き
は
、
蒙
昧
な
地
域
主
義
、
特
殊
な
場
合
に
は
よ
り
密

接
危
共
通
性
へ
の
喜
び
に
お
ぼ
れ
、
そ
れ
以
外
の
世
界
に
お
け
る
発
展
を
無

視
す
る
双
方
主
義
(
恩

E
S
E
-
-
m自
己
ω)

で
あ
る
。
そ
れ
は
よ
り
広
い
範
囲

に
互
る
法
の
比
較
に
よ
れ
ば
容
易
に
時
代
お
く
れ
と
み
と
め
ら
れ
う
る
よ
う

な
、
あ
る
い
は
他
者
の
負
担
に
お
い
て
よ
り
狭
い
利
益
共
同
体
を
し
か
も
意

識
的
に
う
み
だ
す
よ
う
な
規
定
を
、
条
約
に
よ
っ
て
固
定
し
た
り
、
法
と
し

て
適
則
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

2
、
国
際
的
、
あ
る
い
は
超
国
家
的
(
吉
匂

E
E
t
D
E
-
)
法
制
定
に
よ
っ
て

国
際
的
組
織
の
法
(
い
わ
ゆ
る
「
国
家
共
同
体
内
部
法
」
)
が
成
立
す
る
。

そ
の
現
下
の
例
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
私
法
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
即
ち
、
せ
い
ぜ
い
(
そ
の
職
員
の
法
律
関
係
を
含
め
た
)
自
己

の
私
法
上
の
活
動
を
規
律
し
う
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
以
前
の
す
べ
て
の
国
家

共
同
体
と
は
反
対
に
、

は
、
問
題
た
る
企
業
の
取
引
関
係
に
対
す
る
私
法
規
定
を
含
ん
で
お
り
、
こ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
競
争
・
コ
ン
ツ
ェ
ル

γ
法

れ
ら
の
規
定
は
、
閣
僚
理
事
会
(
玄

5
E
R
E
C
お
よ
び
委
員
会
の
立
法
に

よ
っ
て
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
一
一
層
の
発
展
を
み
る

(
凶
}

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
私
法
の
全
て
が
こ
の
範
時
に
腐

北法30(3・75)587



ギ}

いす
らる
れわ
るaけ
O~で

はi

な

一
部
で
は
、
法
統
一
条
約
と
い
う
伝
統
的
方
式
も
用

資

3
、
国
家
外
的
機
関
に
よ
る
法
典
化
の
方
法
で
統
一
法
が
成
立
す
る
の
は
、

特
に
国
際
取
引
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
り
、
即
ち
普
通
取
引
約
款
や
船
荷
一
証

券
そ
の
他
の
条
項
に
対
す
る
規
則
(
た
と
え
ば
国
際
法
協
会
の
「
ヨ
ー
ク
・

Uこア
お ン
L 、 ト

てワ
で l
あプ
る62規
O~ 日 IJ

勿 h
論

国
そ

際
の* "

堅塁
手議
邑所

。コ
別
す 「

イ
"̂' ン
き コ
で

タ
あ Y

る白
ムの【

は'---、 ¥J

この
れ形

ら
の
規
則
が
同
家
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
が
、
単
に
契
約

当
事
者
の
(
明
示
あ
る
い
は
黙
示
の
)
合
意
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
あ

る
い
は
「
商
取
引
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
慣
習
お
よ
び
慣
例
(
の
ゆ

Z
E
-

ロ
ゲ
巾
)
」
に
依
ら
し
め
て
い
る
商
法
三
凶
六
条
の
よ
う
な
国
内
規
定
に
基
づ
い

て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
最
後
に
、
原
則
と
し
て
そ
れ
自
体
妥
当
力
を
有
し

て
い
る
が
、
同
内
制
定
法
あ
る
い
は
当
事
者
の
申
し
合
わ
せ
に
よ
っ
て
排
斥

{
国
)

さ
れ
う
る
真
に
自
治
的
な
位
界
取
引
法
と
し
て
で
あ
る
の
か
、
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
規
則
は
す
べ
て
、
主
と
し
て
私
的
な
仲
裁
裁
判
所
の
判
断
に
よ

っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
判
断
は
大
部
分
公
刊
さ
れ
て

{
副
)

い
な
い
。
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
高
度
な
法
文
化
に
も
不
可
欠
と
も
い
え
る

実
務
の
継
続
性
と
学
問
的
処
皮
は
、
同
家
外
の
世
界
取
引
法
に
お
い
て
は
確

保
さ
れ
て
い
な
い
。

4
、
国
際
的
な
裁
判
所
の
慣
行
と
、

一
般
的
法
原
則
の
篠
定
に
よ
っ
て
は
、

た
し
か
に
一
般
的
に
は
全
く
新
し
い
法
制
度
が
何
ら
生
み
だ
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
事
象
が
、
個
別
的
な
国
内
法
か
ら
の
形
式
に

北法30(3・76)588

お
け
る
解
放
を
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
発
展
の
最
も
重
要
な

主
体
が
国
際
的
裁
判
所
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ハ

l
グ
の
国
際
司
法
裁
判
所
、

ヴ
ヱ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
混
合
仲
裁
裁
判
所
、
お
よ
び
第
二
次
世
界
大
戦
後
の

同
様
の
組
織
で
あ
る
が
、
将
来
は
き
っ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁
判
所
も

そ
う
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
更
に
著
名
な
仲
裁
裁
判
所
、
あ
る
い
は
個
別

仲
裁
裁
判
官
お
よ
び
特
に
比
較
法
学
も
そ
う
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル

(
〈
。
F
凶
J
P
H

同
開
)
が
神
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
、
即
ち
「
神
が
も
し
存
在
し
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
作
り
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
は
、
こ
の
種
の
趨
同

家
的
法
に
つ
い
て
も
い
え
る
。

(
開
)

こ
の
現
象
に
つ
い
て
適
切
に
述
べ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
「
種
々
の

烈
由
に
よ
っ
て
一
つ
の
国
内
法
に
服
し
え
な
い
、
あ
る
い
は
服
そ
う
と
は
し

な
L

一
連
の
契
約
が
存
在
す
る
。
第
一
に
そ
れ
に
属
す
る
の
は
、
国
際
法
主

体
と
私
法
主
体
聞
の
契
約
、
殊
に
い
わ
ゆ
る
開
発
契
約
で
あ
り
、
更
に
呉
な
る

法
秩
序
に
基
礎
を
有
す
る
国
際
会
社
(
た
と
え
ば

ω〉
ω
や
〉
ロ
〉

rzco)

の
契
約
で
あ
る
。
一
部
で
は
関
係
す
る
国
際
法
主
体
は
そ
の
対
外
的
威
信
か

ら
、
ま
た
国
際
会
社
は
そ
の
構
成
員
の
対
等
性
の
故
に
特
定
の
国
内
法
に
服

そ
う
と
は
せ
ず
、
ま
た
一
部
で
は
客
観
的
に
最
も
密
接
な
国
内
法
が
、
複
線

な
法
関
係
を
適
切
に
規
律
す
る
に
は
寸
分
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
、
あ
る

い
は
、
そ
の
法
で
は
国
際
法
上
の
契
約
当
事
者
に
対
し
て
十
分
に
保
護
が
与



(
訂
)

え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
当
事
者
は
恐
れ
る
の
で
あ
る
己

(
国
)

こ
の
法
群
(
H
N
A
w
h
F
仲
間
百
回
目
印
伶
)
に
は
確
実
さ
が
不
足
し
て
い
る
、
あ
る
い

は
体
系
性
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、
効
を
奏
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら

ど
の
園
内
法
も
多
か
れ
少
か
れ
「
開
か
れ
て

(
2
D
R
B
Z
)
」
い
る
か
ら
で
あ

る
。
高
度
の
文
明
を
も
っ
ス
イ
ス
法
体
系
で
す
ら
、
欠
紋
補
充
の
た
め
の
民

法
第
一
条
に
お
い
て
、
裁
判
官
に
何
ら
の
純
客
観
的
に
定
め
ら
れ
た
方
法
を

与
え
る
術
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
法
に
従
っ
て
解
決
す
ベ

き
裁
判
官
(
ま
た
は
仲
裁
人
)
が
各
場
合
に
存
在
す
る
こ
と
で
満
足
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
密
な
法
理
論
的
分
類
は
そ
れ
に
対
し
て
二
次
的
で
あ

る。

(2) 

伝
統
的
な
表
現
で
あ
る
「
文
明
諸
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
(
国
際

司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
)
は
、
た
し
か
に
そ
の
一
語
一
語
が
時
代
遅
れ

第二版

と
な
っ
た
。
即
ち
、
こ
れ
ま
で
個
別
の
規
定
以
上
に
争
わ
れ
て
い
た
一
般
原

則
へ
限
定
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ま
た
継
続
的
発
展
を
妨
げ
る
、
既
に

「国際私法の基礎理論」

な
さ
れ
た
一
般
的
承
認
と
い
う
要
件
に
お
い
て

最
後
に
、
「
文
明
」
諸
国

の
概
念
に
お
い
て
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
今
日
で
は
せ
い
ぜ
い
個
別
的
部
族

の
み
が
ま
だ
非
文
明
と
み
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
も
は
や
国
全
体
が
そ
う
み

な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特
に
各
場
合
に
適
用
さ
れ
た
「
一
般

法
原
則
」
が
当
該
の
法
秩
序
に
お
い
て
原
則
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
か

否
か
は
問
題
で
は
な
い
。
決
定
的
で
あ
る
の
は
個
別
的
法
の
実
際
上
の
結
果

が
そ
れ
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

以
下
の
区
別
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。

あ
る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
限
ら
れ
た
数
の
国
の
共
通
の
法
原
則
が
指
示
さ

れ
て
い
る
場
合
に
は
、
あ
る
法
原
則
が
適
用
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
が

少
く
と
も
萌
芽
と
し
て
は
そ
れ
ら
諸
国
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
妥
当
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
上
記
の
「
文
明
諸
国
の
承

認
す
る
二
航
法
原
則
」
の
定
め
の
場
合
に
は
、
指
導
的
な
、
あ
る
い
は
当
該

領
域
に
お
い
て
最
も
活
発
な
法
秩
序
の
多
数
の
一
致
で
十
分
で
あ
る
。
後
の

場
合
に
は
た
だ
一
つ
の
共
通
の
「
母
法
」
だ
け
を
参
照
し
、
た
と
え
ば
イ
ス

ラ
エ
ル
i

カ
ナ
ダ
の
契
約
に
は
端
的
に
英
国
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
、
レ
バ
ノ
ン

オ
ラ
ン
ダ
の
契
約
に
は
フ
ラ
ソ
ス
法
を
適
用
す
る
の
も
無
意
味
で
は
な
い
。

一
般
国
際
法
に
お
い
て
も
や
は
り
地
域
的
に
相
異
な
る
型
が
あ
り
う
る
の
で

あ
る
。
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
枠
内
に
お
い
て
は
、
加
盟
諸
国
に
共
通
の

法
原
則
は
、
共
同
体
法
に
固
有
の
原
則
と
は
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者

の
継
続
的
形
成
は
、
加
盟
国
に
共
通
の
最
低
基
準
に
従
っ
て
で
は
な
く
て
そ

れ
が
そ
の
都
度
最
良
の
解
決
か
否
か
に
よ
っ
て
方
向
が
定
め
ら
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。

一
般
法
原
則
の
実
際
的
意
義
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
三
十
三
節
忽
的
自

治
、
更
に
第
五
十
二
節
補
充
法
阻

4
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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い
ず
れ
の
態
様
の
法
統
一
に
お
い
て
も
決
定
的
な
契
機
は
、
関
係
者
の
す

べ
て
が
、
自
ら
の
慣
れ
親
し
ん
だ
特
別
の
(
国
内
、
地
域
、
あ
る
い
は
人
的
)



料

訟
を
こ
え
て
外
を
見
る
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
が
最
も
よ

く
は
ぐ
く
ま
れ
る
の
は
、
新
進
の
法
州
円
、
が
そ
の
養
成
期
間
中
に
外
国
法
に
接

資

し
、
幅
広
い
思
考
を
教
育
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
ど
こ

に
お
い
て
も
ま
だ
非
常
に
不
充
分
で
あ
る
。

(
幻
)
ラ

l
ベ
ル
の
表
現
、
日
ロ

-
C
B
剛山
R
E
E
H
H
L
0
2
2
z
-
m
r
o
p

同
什
白
山
片
官
官
同
位
円
肘
-
同
内
同
口
問
自
由
ロ
ロ
(
忌
日
O
)
ω
C申

HHK戸
三
品
HNぬ『
H
H
U
S

(
お
〉
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
単
に
他
の
当
事
国
に
対
し
て
だ
け
、
つ
ま

り
相
互
性
の
条
件
の
下
で
の
み
妥
当
す
る
の
で
は
な
く
て
、
全
面
的

に
、
し
か
も
そ
れ
に
よ
っ
て
相
当
す
る
悶
内
紙
触
規
定
を
完
全
一
に
排
除

す
る
よ
う
な
統
一
法
の
み
が
、
し
ば
し
ば

-
2
口口広
D
H
B
O
と
称
さ
れ

る。

(mU)
家
族
法
の
統
一
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば

Z
盟
国
E
C
m
y
開
5
0唱間目

u
n
r
g
明
日
ロ
ニ
目
白
円
。
n
E
Y
古
川
〈
DHH戸
〔

]
2
g
n
r
g
N
C
B
O
E
S
E
-

z
n
r
o口
問
o
n
y
F
Hり
2
2円}凶ユ同片岡
)czo
口(同由市山一凶
)
A
H由
民
-uH)何回同少

開口円
CMM間
百
円
}
凶
め
ぐ
2
。
z
r
o一己
-nrcロ
m
L
2
肘
}MOHErgw
何
回
ロ
の
三
E

R
Z
E
E
H
己
目
白

H
W
E
B百
円
邸
時
日
同
与
o
F
N
E
(
忘吋
C
)

日印
ω
民

参

刀
口
い
円
。

(
m
N
)
F
H
v
h司開
Z
m
-
H
k
g
n
c口広田口同町田

L
m
-
Jレロ民
g
t
oロ
仏
己
品
HCMHH)ユ・

〈
bHHNm〈・

5
F
L門・

2

5旬

5
2
8∞
)
凶
寸
寸
民

(
引
)
た
と
え
ば
、
一
九
六
二
年
一
二
月
一

O
日
の
婚
姻
意
思
の
表
示
、
婚
姻

最
低
年
齢
お
よ
び
婚
郷
締
結
の
登
録
に
関
す
る
国
連
条
約
切
の
巴
・

5

S
ロ

5
N
H
H
N者
同
日
開
問
、
吋
¥
剛
山
問
。
M
4
5
F
F何回同

H
Z円
・
同
志
、
な
ら

び
に
、
一
九
六
七
年
四
月
二
四
日
の
子
の
養
子
縁
組
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
(
日
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
事
会
)
条
約

N
巧
巴
の
開
問
、
宅
関
同
C
2
5
F
F何回
N

H
Z
F
H
H
N
参
照
。
丙
条
約
は
、
取
引
法
の
統
一
の
た
め
の
当
該
機
関

の
努
力
の
先
駆
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
m
A

〉
動
産
の
国
際
的
売
買
に
関
す
る
統
一
法
、
お
よ
び
国
際
的
売
買
契
約

の
締
結
に
関
す
る
統
一
法
。
両
者
と
も
一
九
六
四
年
七
月
一
日
の
も
の

で
あ
る
。
切
の
∞

-
s
a
口
∞
∞
∞

rNd司・

2
U
H
N
d司
自
の
開
問
、
吋
¥
吋
内
問
。
，

H
V

出
。
戸
戸
開
何
回

Z
H叶ロ・一戸
ω叶同・

(
お
)
一
九
三

O
年
六
月
七
日
の
統
一
手
形
法
お
よ
び
一
九
一
一
一
一
年
一
一
一
月

〕
九
日
の
統
一
小
切
手
法
、
到
の
巴
・

5

8
ロ
ヨ
∞
-
E∞
H
N
d司
留
の
何
目

岡山叶¥問問。
H
U

図
。
戸
F
M
W

何
回

Z
Hロ・]{∞。・]{∞
ω・

(
川
パ

)
F
g
a同
)
司
開

H
F
阿
ハ
ユ
t
R
Y
σ
d
r
z
m
E
Z
仏

2

の
mm出
向
日
仲
間
口
《

H
F
E円

L
M
m
u
r
z
r
o吋
o
r
M
O
-ロ件。吋口問
2
0ロ
m-o
岡山ぬ円「昨
ω〈
OH伶同ロ}回。芹
}HnrE口問

。同『巾山口
}
M
H
D
L
R
4
0同
国
己
円
宮
耳
DHLoロ
-
2・
5
H
O
O
E同ω
口
r
m
F釦ロ
L
2・

5
H
O
E芯

Nロ
自
〈
H
e
H
E
R口問
C
C
E
-
mロ
問
。
ロ
mHO回
町
田
吋
河
2
宮
中

〈
OHm}o-nrロ
ロ
間
(
]
巴
∞
N)]{印同

(]50i]5AH)・

(日以〉

N
d司
自
の
何
回
同
旦
問
。
斗
N-
目
口
町
田
r
Eロ
m
Z
E
O
F
n
E
2
2
m
E
n
y
'

E口問

H
0
2
0
)
ち
戸
に
お
い
て
当
初
の
概
括
的
原
則
が
軟
化
し
て
い

る
点
を
参
照
の
こ
と
。

(
%
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
養
子
縁
組
条
約
(
前
注
《
引
》
)
は
そ
の
第
二
五
条
に
お

い
て
、
特
に
調
和
を
考
え
た
規
定
を
お
い
て
い
る
。
即
ち
、
そ
の
第
二

部
に
あ
る
条
約
の
「
本
質
的
規
定
」
の
う
ち
か
ら
、
ど
の
条
約
当
事
者

も
最
高
二
つ
ま
で
(
任
意
の
)
規
定
を
留
保
の
対
象
と
な
し
う
る
の
で

北法30(3・78)590



侶)

あ
る
。
こ
の
条
項
の
モ
デ
ル
は
明
ら
か
に
一
九
六
一
年
一

O
月
一
八
日

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
憲
章
の
第
二

O
条
第
一
項
で
あ
る
。
即
ち
い
ず
れ

の
締
約
国
も
最
も
重
要
な
七
箇
条
の
う
ち
五
箇
条
を
採
択
し
、
合
計

一
九
箇
条
中
一

O
箇
条
、
あ
る
い
は
七
二
項
中
四
五
項
を
採
択
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
幻
〉
切
〉
河
斗
勺
D
F
H
N
2・《]何回

(U2MHωUH(H由一
wo--)
由
HAH-

(
m
m
〉
こ
れ
を
海
法
の
条
約
に
つ
い
て
推
奨
し
て
い
る
の
が
グ
レ
ナ
ン
ダ

i
(
ο
E
W
H
A〉
Z
U
何
回
同
)
で
あ
る
、
宮
い

F
5
2
日

5
5
0
2日・・・・回国
mmm

(
ω
gロ
r
y
D
-
5
5印
品
)
∞
∞
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
条
約
の
利
害
関
係
者
に

お
い
て
は
英
語
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
語
の
知
識
が
予
定
さ
れ
う
る
か

ら
で
あ
る
と
い
う
。

(

m

刀
)
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ス
イ
ス
は
ブ
ロ

I
ダ

(切河内
)
U
K
Y
C』

N
5
8・
h
g
に
よ
れ
ば
、
翻
訳
会
議
に
よ
っ
て
で
き
る

限
り
統
一
的
な
国
際
条
約
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
求
め
て
努
力
し
て
い
る
o

E
N
E
F
〈。
z
ω
わ
出
羽

E
P
N・同

-mdq間]・山由
(
5
2
)
忌
H
u
d
r
R
a

mmREロ
m
m
r
C
5
5
5丘
Dロ
宮
門
巴
ロ

C
Z
2
5
r
c
B
B
B
仏

2
n
-
H・

切
の
・
参
照
。
最
近
で
は

MN白
ゲ

O
F
N
S
(
H
S
g
E
ω
Z
*
、

一

九

七
五
年
二
月
に
は
翻
訳
会
議
へ
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
も
参
加
。

〔

ω〉
玄
〉
関
〉
問
。
〈
噌
出
2
3
n
r
g口問
g
E
B
開口
B
B
U円
Y
B
Z
F
m
L
2・

}自由
E
M
m
g
r
r
c
B
B
o
p
-ロ
い
宮
色
釦
ロ
m
g
〉ロハ
]Bωω
可
(
円
、
同
国
内
q
d
H由

g
)
H
E
C
コ
Z
-
N
)・
一
九
五
五
年
ご
一
月
一
一
二
日
の
条
約
の
ド
イ

ツ
語
訳
は
(
切
の
巴

5
3
ロ
詔
∞
)
、
一
九
五
四
年
三
一
月
一
日
の
ハ
l

グ
民
事
訴
訟
条
約
(
切
の
巴
・
呂
田
口
匂
叶
)
と
の
一
致
を
看
過
し
て

第二版「国際私法の基礎理論」

い
v
h
v

。

(
也
君
岡
田
何
回
Z
の
国
〉
己
的
唱

F
U
Z
Z
G
S
E
E
E広
D
5
0
母
国

n
c
p

4
2戸片山由ロ
ωι
じ
わ
口
口
mmM-ι
ゆ
で
何
CHO]vou
〉
ロ
ロ
-
r
ι
円・

5
門

戸

日

(
同
市
東
出
)
品
印
印
(
品
目
由
同
)
に
よ
る
。

(
必
)
こ
こ
に
お
い
て
も
比
較
法
学
が
準
備
作
業
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
oHW河
沼
〉
円
。
河
〉
咽

MV円
O
E
m
B伶
色
。
円
。
ロ
HO司
位
宮
内
}
出
口
初
め
nr丹
白

42円E

S
D
Z
E
H
n
rロロ
m
-
N・
同
・
見
〈
四
一
申

(
H
g
g
s
c
g
)
日
「
法
学
が
、

実
務
の
幾
多
の
誤
り
の
源
泉
に
対
し
て
予
防
的
機
能
を
有
す
る
も
の
と

す
れ
ば
、
裁
判
官
の
判
決
は
修
正
的
機
能
を
有
す
で
あ
ろ
う
」
。

(HU)
ロハ
}FHh戸

HWEH百円
r
E
M問。ロ

NE
〉
ユ
-
H寸
0
5
2
明

z
r
m
F
g
m
B
O
R
-

g
g
u
o円
安
皆
同
ロ
8
3
j
o
t
oロ
m-mロ
州
内
田
口
同
・

5
・
問
。
mgny同
Fr

E
n
r
H
(
H申
告
)
ロ
∞
(
区
土
・
)
参
照
。

(
川
竹
)
実
質
統
一
法
と
共
に
統
一
一
国
際
私
法
が
存
在
す
る
場
合
に
特
に
こ
れ

が
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
統
一
手
形
・
小
切
手
法
(
前
出

《
刃
包
と
な
ら
ん
で
あ
る
相
応
す
る
抵
触
条
約
(
河
の

E
5
8
ロ
怠
品

宮

戸

巴

A
H
N
d司
自
の
問
問
、
HtH内問。
MUH向。口」何回
N
H
Z
5・
S
Y
H∞
品
)
、
あ

る
い
は
、
統
一
売
買
法
(
前
出
《
刃
包
と
な
ら
ん
で
の
一
九
五
五
年
六

月
一
五
日
の
ハ

I
グ
有
体
動
産
売
買
国
際
私
法
条
約
。

(
6
〉
全
体
に
つ
い
て
句
〉
d
F
F〉
の
〉
何
回
u
F
F
g
g
H
2言
合
2
5
5
ι
2・

。
円
向
。
足
。
印
《
守
口
口
。

-
2
口
口
氏
O
H
B
m
仏

C
D
R口同品
}}E
一応
E
b
ロロ

円
。
ロ
昌
広
【
H
O
]
D
U
プ
列
。
〈
-nHHF
日

ω(尽
や
悼

)Nω
印
R
U
H山間
CHν
問。
F戸
開

F

HWEr巳
宮
岡
山

NOKH
民・

北法30(3・79)591

(
M
切
)
再
び
ジ
ュ
ネ
l
ヴ
手
形
・
小
切
手
条
約
(
前
出
《
M

G

)

参
照
。



ギ;

(
円
引
)
抵
触
法
に
お
け
る
双
方
的
条
約
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
八
節
皿
ー
を

も
参
照
せ
よ
。

(
必
〉
後
者
の
種
類
の
例
を
な
し
て
い
る
の
が
、
一
九
六
八
年
九
月
二
七
日

の
民
事
お
よ
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
結
権
な
ら
び
に
判
決
の
承

認
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
条
約
(
切
の
巴

-
Sロ
ロ
ミ
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
成
程
締
約
国
の
内
部
関
係
に
お
い
て
は
、
差
別
的
な
、
い

わ
ゆ
る
過
度
の
な
さ
号

E
口
同
)
裁
判
籍
(
こ
の
点
は
後
出
向
山
川
》
参
照
)

を
締
め
出
す
が
、
外
部
者
に
対
し
て
は
条
約
当
事
若
の
承
認
を
確
保
す

る
(
第
三
条
第
二
項
、
第
二
六
条
第
一
項
、
第
二
八
条
第
三
項
)
。

(
紗
)
〈
何
回
目
問
。
印
少
〈
ロ
-r伺
円
お
口
町
勺
(
包
宏
)
h
F
N
N
N・
こ
の
問
題
に
つ
い

て
は
既
に
〈
C
Z
E
W何
回
開
464HF
』
E
m
m
o
z
z
g
E口弘

]
g
-ロ件。円

問。
E
g
・
]
R・
E
・
(
ぎ
広
三

5
8噌
ωω
戸
最
近
は
、
ロ
何
回
空
間
〉
河
口
旦

呂
田
図
的
戸
間

H
F
O
E
}
5
r阻止口口

g
L
〉
虫
記
ロ
仏
5
m
m
z
z
r
r
r聞

広丹市門口
m
H
H
M
N
m
n
r
z
E丹市片岡
g
t
oロ
山
広
吋
。
円
四
出
口
-
s
t
oロ
開
口
(
出
2
0

0
2〈
g
r
H
N
H
N
U
H由、吋
ω)。

(
兄
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
の
火
倣
補
充
に
つ
い
て
は
出
・
。

-
Eわ
百
出
P

コ岡山ニ

r
d〈
包
括
問
。
-Zロ
ι
2
m
m
n
z
z
E円
ZHWC円。司
MHHmny巾
〉
r
t
mロ自

問
。
自
己
2
7え
斥
ロ
E
U
-
-

ロ
H
O
C
C
〈邑
F
E
ω
ω
C口
5
s
z
s
Y
F
P
R

m自己口
C
E
S
-
-
:
ω
H
S
L。司
ω
(
U
2
-
mロ
g
ミ
ロ
O
H
H
Z
g
m
H由、吋
N)ω
吋
R-

(
引
)
た
と
え
ば
、
共
同
体
市
場
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
特
許
に
関
す
る
条

約
(
の
め
宮
市
呂
田
円
宮
町
同
唱
え
g
s
r
2
2ロ
rc日
目
。
ロ

4
O
B
S・
H
N
S
a
.

〉

巴

担

U
Sお
Z
同
-
F
H叶
)
な
ら
び
に
準
備
中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
商
標

法
に
関
す
る
条
約
三
九
七
三
年
の
委
員
会
予
備
草
案
〉
を
参
照
せ
よ
。

資

(見

)
N
4
E
E何回州、旦問問。
Z
S
F
E
w
-
2
H
Z円
-
N
S
r
N唱・同
Z『
-
E品
・
一
九

五
三
年
以
降
の

E
・
C
・
E
の
一
般
引
渡
条
件
、
お
よ
び
一
九
五
七
年

の
北
欧
諸
国
の
そ
れ
を
も
参
照
せ
よ
。

N4司
自
の
何
回
当
¥
烈
安
)
司
問
。
F
E
M

H
Z
E
-
5
0
ゲ
N司・

5
N・
そ
れ
に
対
し
て
一
九
六
二
年
・
六
八
年
の

R
G
W
の
一
般
引
渡
条
件
は
な
E
-
H
Z
E・
5
u
l
H印
印
)
、
条
約
に
よ

り
合
意
さ
れ
た
法
で
あ
る
(
一
九
七
五
年
の
最
新
の
テ
キ
ス
ト

HOE-

U
O
河
口
N
U
1
3
0

(
日
)
第
三
の
意
味
で
は
た
と
え
ば
一
九
六
一
年
四
月
一
一
一
日
の
国
際
仲
裁

裁
判
権
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(
E
・
c
-
E
)
条
約
第
七
条
第
一
一
項

第
三
段
に
お
け
る
「
商
慣
行
」
の
、
ま
た
、
統
一
売
買
法
(
前
出
《
mA
》)

第
九
条
第
二
項
の
「
合
理
的
人
聞
が
同
一
の
状
態
に
お
い
て
、
そ
の
契

約
へ
適
用
す
べ
き
旨
通
常
考
え
る
よ
う
な
慣
行
」
の
規
定
を
参
照
。

(
弘
)
仲
裁
裁
判
所
の
好
ま
れ
る
理
由
が
大
旨
そ
の
裁
量
性
に
あ
る
限
り
は

こ
の
状
態
は
ほ
と
ん
ど
変
ら
な
い
だ
ろ
う
。

(
男
)
た
と
え
ば
、

ω開
HUF'E。出何回ム〈何回
bMW岡山
Z
・
0
m口
町
吋
但
}
匂
ユ
ロ
n
-
1
2

。
内
回
、
同
司
自
〉
冨
}
}
5
L
r
u『
任
。

(U2Mi--ωCCロ(い
0
5
5
2
a
oロ
ω

何
ω同町凶ゲロ
ωymwLEロ
L21
同}百円》
OEHmw
、H，
Hめ
伊
丹
可
宅
配
rrmw-u『
O同
H甲品、
7

KFB・』
-
H
Z
-
F
-
E
C
S申
)
∞

E
R・
(
よ
り
詳
し
い
イ
タ
リ
ア
語
テ

キ
ス
ト
は
り
F
H
2・
5
0
8
3
H
N
N叶
一
戸
)
参
照
。

(
%
)
詳
し
く
は

ω
C冨
〉
玄
可
。
d

タ

H
N
2
Z
2
5
E
F
B
〈
2
Z担問的同
2
Z

(〉ロ
B
-
Nロ
切
の
開

UH
ロ

怠
)
U
H
N
m
r
m
r
N
U〔)(同沼町出
)Uω
品
(
位
。
同
)

参
照
。

(
灯
)
最
後
の
点
に
つ
い
て

E

E
吋同
E
-
。
ω自
σ
「】

5
8
a
U
5
・
「
選
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(2) 

択
さ
れ
た
圏
内
法
の
不
意
打
ち
的
変
更
か
ら
の
継
続
的
法
律
関
係
の
保

護
」
、
参
照
。

(
兇
)
一
般
的
法
原
則
の
注
意
深
い
表
現
で
あ
る
「
法
群
」
は
「
法
秩
序
」

や
「
法
体
系
」
に
か
わ
る
も
の
だ
が
切

ωわ
m
m
d
M
w
m
M
r
O
2
ω
S巳

丘
凹
〈
白
吋
同
門
戸
開

4
2
5
2
2印
百
ロ
去
∞

n
r
2
F
2
m
w
Z
2
2ロ巾
7
5
2

(
包
戸
)EAH
に
由
来
す
る
。

(mH)ωHg月
5
・】

5
5
g
-
N
H仏
日
「
信
義
・
誠
実
も
、
善
良
の
風
俗
も
、

よ
り
精
確
な
る
こ
と
を
、
そ
れ
自
身
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
を

も
参
照
。

(
印
)
一
再
度

ω
C
玄
〉
認
可
。
4

『
(
前
出
向
%
》
)
U
A
吋
同
・
参
照
、
「
国
内
法
の
一
般

法
原
則
は
国
際
法
の
補
充
的
源
泉
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
ハ
国
際

司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
)
。
し
か
し
こ
の
継
受
に
よ
っ
て
そ
れ
が

国
際
法
の
一
部
と
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
種
類
と
形
式

に
よ
れ
ば
、
私
法
の
比
較
と
国
際
的
判
例
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
べ
き
、

国
内
法
と
国
際
法
の
間
に
あ
る
独
立
の
第
三
分
野
た
る
を
失
わ
な
い
の

で
あ
る
」
。
同
様
に

ω寸河何回出
w
T
N忠
岡
山
ぐ
民

(
H
8
5
8∞
・
「
一
般

法
原
則
は
、
国
際
法
か
ら
明
ら
か
に
分
離
さ
れ
る
自
ら
の
自
己
存
在
性

を
有
し
て
い
る
。
」
|
|
後
述
第
八
節
国
際
法
I
末
を
も
参
照
。

(
ハ
む
の
開
奇
H
Z
明
、
コ
〉
ハ
前
出
《

8

3

5
・

(
位
)
こ
の
区
別
が
明
瞭
に
な
る
の
は
、
た
と
え
ば
、
一
九
五
四
年
の
ベ
ル

シ
ャ
と
国
際
・
石
油
会
社
グ
ル
ー
プ
の
間
の
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
協
定
は
そ

の
第
四
六
条
に
よ
れ
ば
「
イ
ラ
ン
と
、
本
協
定
の
他
方
当
事
者
が
設
立

さ
れ
た
数
カ
闘
に
共
通
の
法
原
則
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
共
通
原
則
不

第二版「国際私法の基礎理論」

存
在
の
場
合
に
は
文
明
諸
国
の
一
般
に
み
と
め
る
法
原
則
に
よ
り
、
そ

れ
に
従
っ
て
」
解
釈
さ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る

Q
・
〉
-
冨
〉
Z
Z
-

Z
L
5
2
r
p

】

10mgny丘
町
件
。

CRi--g
円

H
8
3
品
∞
品
の
引
用

に
よ
る
。
規
定
の
フ
ラ
ン
ス
語
訳
は

HN2・
町
立
可
・
お
印

m
y
g〉。

(
A
U
)

し
か
し
な
が
ら
個
別
の
園
内
法
が
「
一
般
原
則
」
を
生
み
出
し
う
る
わ

け
で
は
な
い
。
せ
い
ぜ
い
は
国
際
的
原
則
の
個
別
事
例
で
の
適
用
に
つ

い
て
、
特
定
の
圏
内
的
具
体
化
を
選
択
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
。
弓

ZE

E
伺
叶
寸
〉
・
(
前
出
向

8
M
)
H品。
?
H
8
.
H
E
参
照
。

(
臼
)
「
開

mu国何回、何回
F

ロ
2
0
E『

C
同VMHFRrooR-nygro同
Eロ
仏
全
α
巳
ア

間
宮
口

2
2凶

HMHNonyg関門ロロ
ιω
師同
N
O
(
S
J
戸
)
印
印
民

(
出
)
国

(
U
-
E
n剛
白
河
(
前
出
向
一
川
》
)
品
岳
町
・
一
一
句
岡
山
門
い
〉
寸
。
河
同
P

F
め司円。ゲ・

Z
B
O
L
E
-
w
Zユ
宮
内
宮
口

ω-wO正
日
吉
崎
町
内
凶

5
5
ι
2
8
E自
己
ロ
，

E
広∞

2
5志
向
ロ
ロ
四
回
目
同
戸
田
開

g
z
c自
由

(
5
4
S
H
R
・
3
)
日
「
最
も

高
度
の
保
護
の
基
準
」
参
照
。

皿
、
法
統
一
の
限
界
は
、
単
に
固
執
の
契
機
と
、
こ
れ
ま
で
有
機
的
に
発
展

し
て
き
た
法
秩
序
へ
の
外
的
要
素
の
導
入
に
よ
る
「
体
系
崩
媛
」
の
危
険
の

み
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
大
多
数
の
実
質
法

の
併
存
は
、
そ
れ
ら
が
不
本
意
の
、
従
っ
て
で
き
る
限
り
の
短
期
的
な
も
の

北法30(3・81)593

で
あ
る
に
し
ろ
(
た
と
え
ば
新
し
く
異
な
る
法
領
域
か
ら
形
成
さ
れ
た
国
民

国
家
や
、

併
合
に
よ
る
場
合
の
よ
う
に
)
、

あ
る
い
は
寛
容
を
も
っ
て
す
る

長
期
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
、
必
ず
し
も
騎
着
と
怒
意
の
結
果
、
と
し
て
克



}
 

業
'

服
さ
れ
る
必
要
も
、
せ
い
ぜ
い
不
愉
快
な
歴
史
的
所
与
と
し
て
受
忍
さ
れ
た

り
す
る
必
要
も
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
相
異
な
る
法

資

秩
序
の
併
存
は
三
つ
の
視
点
か
ら
み
て
悲
味
深
く
、
ま
さ
に
奨
励
に
価
す
る

も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ー
、
ま
ず
、
各
国
の
発
展
段
階
を
も
含
め
た
自
然
的
、
文
化
的
な
事
情
の
相

{
肝
)

違
が
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
に
は
勿
論
法
史
的
な
偶
然
性
も
見
す

ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
気
候
・
人
種
の
制
約
を
う
け
る
法
制
度
の
典
型
と
し
て
好
ん

で
あ
げ
ら
れ
る
(
特
に
偶
然
な
住
所
の
法
、
あ
る
い
は
婚
姻
挙
行
地
の
法
に

対
し
て
の
国
際
私
法
上
の
本
国
法
主
義
(
出
企
自
己

MEロ
弘
司
)
の
擁
護
に
際

し
て
だ
が
後
述
第
二
十
六
節
以
下
参
照
)
成
年
年
齢
お
よ
び
婚
姻
適
齢
に

〈
朗
)

つ
い
て
は
、
既
に
-
八
八
四
年
に
あ
る
イ
タ
リ
ア
人
著
者
が
、
当
時
成
年
年

齢
が
、
寒
い
イ
ギ
リ
ス
で
は
二
一
歳
だ
が
南
国
ス
ペ
イ
ン
で
は
二
五
歳
で
あ

り
、
男
子
の
婚
姻
可
能
年
齢
が
北
国
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
一
四
歳
で
あ
る
の
に

(
回
)

対
し
て
、
暑
い
シ
シ
リ
ー
で
は
一
八
歳
で
あ
る
旨
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

他
方
で
は
、
外
国
法
の
継
受
は

i
ロ
l
マ
法
が
ア
ル
プ
ス
の
北
側
で
、
そ
し

て
凶
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
が
バ
ル
カ
ン
か
ら
板
東
に
ま
で
な
さ
れ
た
よ
う
に
|
法

の
環
境
被
制
約
性
に
対
す
る
何
ら
完
全
な
証
明
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
周
知
の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
法
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ま
ず

内
容
上
現
代
的
慣
用
に
お
い
て
、
つ
い
で
方
法
論
上
パ
ン
デ
ク
テ
ン
学
に
お

い
て
相
当
な
変
形
を
蒙
っ
た
の
で
あ
り
、
凶
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
東
方
諸
国
に

お
け
る
継
受
は
、
西
欧
の
生
活
様
式
の
意
識
的
な
受
容
と
共
に
(
東
ア
ジ
ア

で
は
〉
、
自
国
文
化
合
)
守
ろ
う
と
望
ん
だ
家
族
法
の
領
域
に
お
け
る
相
当
な

留
保
つ
き
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

北法30(3・82)594

2
、
次
に
、
民
主
主
義
の
た
め
に
、
即
ち
で
き
る
限
り
多
く
の
人
々
を
国
家

的
責
任
へ
参
加
さ
ぜ
る
た
め
に
、
立
法
と
司
法
の
意
識
的
な
地
方
分
権
化
が

行
わ
れ
ち
る
。
い
わ
ゆ
る
補
充
原
則

(ω
ロ
宮
正
広
ユ
お
官
官

5
N
G
)
も
阿
じ

方
向
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
よ
り
大
き
な
共
同
体

は
、
よ
り
小
さ
な
共
同
体
(
あ
る
い
は
個
人
も
〉
に
よ
っ
て
は
果
た
さ
れ
え

な
い
任
務
の
み
を
引
き
受
け
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
地
方
分
権

化
に
お
い
て
は
、
同
様
の
生
活
関
係
に
お
い
で
す
ら
そ
の
土
地
の
法
形
成
の

単
な
る
偶
然
性
、
た
と
え
ば
そ
の
ど
こ
に
お
い
て
も
必
要
性
を
感
じ
ら
れ
る

改
革
の
、
時
点
あ
る
い
は
技
術
的
構
成
に
つ
い
て
相
異
が
生
じ
う
る
の
で
あ

る

(
刊
}

こ
の
種
の
法
連
邦
主
義
の
最
も
よ
い
例
を
な
し
て
い
る
の
が
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
し
か
も
統
一
的
に
規
律
さ
る
べ
き
法
律
問
題

が
、
連
邦
立
法
者
の
権
限
を
拡
張
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
個
別
州
す
べ
て
の
一

致
し
た
立
法
(
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
・
ロ

l
)

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。

3
、
最
後
に
、
新
し
い
法
制
度
が
一
般
的
に
妥
当
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、

相
異
な
る
法
域
の
存
在
に
よ
っ
て
、
限
ら
れ
た
空
間
に
お
け
る
一
定
の
実
験

が
可
能
で
あ
る
。



そ
れ
で
多
数
の
法
秩
序
の
併
存
が
意
義
深
い
も
の
で
あ
り
、

一
般
的
法
統

て
か
決
し
て
望
ま
し
い
と
は
恩
わ
れ
な
い
場
合
に
は
、
外
国
法
へ
の
関
係
を

伴
う
事
実
関
係
の
正
し
い
取
り
扱
い
は
、
単
に
暫
定
的
な
課
題
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
永
続
的
な
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
し

ト

ι
h
ノ。

(2) 

(
口
∞
)
切
開
。

u
p
N
{・剛山〈四戸
-
A
(
戸市}出叫
)
N
O
H
・

(
日
)
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
思
考
様
式
、
従
っ
て
そ
の
法
発
見
の

方
法
が
非
常
に
大
陸
の
そ
れ
と
は
異
っ
て
い
る
の
で
、
ル
イ
i

ル
カ

(
戸
。
口
広
目
下
d
円い〉凹)噌列。〈・

2
H
H
・
怠
(
H
宮町、吋
)

H

∞N

が
、
イ
ギ
リ
ス
の

判
決
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
即
ち

「
パ
ス
カ
ル
が
、
心
は
回
出
性
の
知
ら
な
い
そ
の
恨
拠
を
も
っ
と
い
っ
て
い

る
の
は
、
大
陸
の
真
理
を
表
明
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
」

o
m〈間「

国
語
ず
円

(
S
N
S
の
は
し
が
き
に
お
け
る
、
不
健
全
な
水
準
化
と
法
観

念
に
敵
対
的
な
発
展
の
促
進
の
危
険
に
対
す
る
警
告
を
も
参
照
せ
よ
。

(ω)
明
巴
印
ロ
ム
〉
寸
。
・
ロ
℃
ユ
ロ
円

G
-
c
品。
-
F
E
z
-
]即
日
門
担
]
日
ロ
帥
口
。
]

L
・ゲ

司
・
ぃ
〉
円
n
r
o百円・

ω
ω
(
同∞∞品)印
N
H
(
虫
品
HH
何
回
片
足
立
C

〔
民
∞
印
〕
怠
)
・

(
m
w
)

第
二
例
に
お
い
て
そ
の
相
違
が
、
英
国
に
お
け
る
ロ
l
マ
・
カ
ノ
ン

法
の
継
受
、
お
よ
び
ゲ
ル
マ
ン
・
フ
ラ
ン
ス
法
の
ジ
シ
リ
l
に
お
け
る

縦
受
の
偶
然
性
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ス
ペ

イ
ン
の
成
年
年
齢
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
訟
が
、
よ
り
氏
族
に
結
び
つ

い
た
ゲ
ル
マ
ン
法
よ
り
個
人
の
意
思
力
を
よ
り
強
く
構
成
し
、
従
っ
て

成
年
と
の
限
界

(
U
ι
・品
-
H
)

を
よ
り
高
く
定
め
た
と
い
う
事
情
が
恐
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ら
く
後
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
叩
)
「
連
邦
主
義
」
と
い
う
言
葉
は
、
こ
こ
で
は
以
前
の
ア
メ
リ
カ
や
今

日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
連
邦
主
義
者
の
い
う
、
進
行
す
る
連
合
と
い
う
意

味
に
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
で
き
る
だ
け
広
範
な
解
体

と
し
て
の
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
連
合
軍
の
ド
イ
ツ
政
策
の
意
味
で
も

な
く
、
古
典
的
、
静
的
・
均
衡
の
と
れ
た
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
連

邦
制
の
強
化
や
緩
和
の
た
め
の
特
定
の
傾
向
を
伴
わ
な
い
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
た
い
。

(
れ
)
司
開
回
問
問
的
句
。
開
M
W

巴〉
-
r
o
ω
o
n
p
o
-
A
r
m
-
n
o
oロ
m
-
0・
同
・
同
Y
H
Aい。，

ヨ日
y
H
E
ユ
L
'
H
N
2
・
印
(
呂
町
∞
)
印
叶
(
き
)
口
「
国
際
私
法
は
人
類
の
思
い

つ
く
こ
と
の
で
き
た
今
日
ま
で
で
最
も
有
用
な
結
合
手
段
で
あ
る
、
な

ぜ
な
ら
そ
れ
は
人
類
に
そ
の
国
の
特
性
を
維
持
し
な
が
ら
同
時
に
そ
の

国
際
的
コ
ン
タ
ク
ト
を
保
証
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

第

節

決
定
法
と
指
定
法

渉
外
関
係
を
伴
う
事
実
関
係
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
苦
か
ら
一
連
の

法
的
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。
今
日
の
論
議
の
前
面
に
あ
る
の
は
、
決
定

法
と
指
定
法
の
対
立
で
あ
る
。

I
、
国
際
的
事
実
関
係
を
直
接
に
規
律
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
間
接
に
規
律

北法300・83)595

す
る
の
か
を
規
準
と
す
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
ニ
種
類
の
規
定
の
区
別
が
な
さ

れ
る
。

ー
、
渉
外
関
係
を
伴
う
私
法
上
の
事
実
関
係
を
直
接
に
規
律
す
る
と
い
う
意



ギ}

味
で
の
決
定
法
と
し
て
、

一
般
的
な
、
純
国
内
事
案
に
刻
し
て
も
妥
当
す
る

法
、
あ
る
い
は
特
別
法
が
適
用
さ
れ
る
。

資

同
同
時
に
問
題
と
さ
れ
る
外
国
法
が
、
明
ら
か
に
国
内
法
と
多
か
れ
少
な

か
れ
一
致
し
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
そ
の
適
用
が
不
籾
当
に
困
難
で
あ

る
場
合
に
は
、
特
に
(
紙
触
法
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
な
く
)
内
国
一
般
法
の

適
用
が
考
え
ら
れ
る
〈
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
四
十
三
節
外
国
法
適
用
の
過

程
、
参
照
)
。

(b) 

渉
外
関
係
を
伴
う
事
例
に
対
す
る
実
質
特
別
法
は
、
国
際
的
統
一
法
、

あ
る
い
は
閣
内
特
別
法
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
国
際
的
事
実
関
係
に
対
す
る

統
一
法
に
つ
い
て
は
前
節
で
述
べ
た
。
国
内
特
別
法
は
多
様
な
形
を
と
っ
て

成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
内
閣
の
「
一
般
法
原
則
」
に
従
っ
た
解
決
に
関
す
る

一
般
条
項
、
「
事
案
毎
の
衡
平
」
に
よ
る
一
般
法
の
修
正
、
国
際
私
法
に
従

い
準
拠
さ
れ
る
法
の
裁
判
官
に
よ
る
「
適
応
」
〈
後
述
第
四
十
七
節
参
照
)

(
民
法
第
一
九
四
四
条
第
三
項
、
第
一
九
五
四
条
第
三
項
に
お
け
る
よ
う
な
、

た
と
え
ば
当
事
者
が
外
国
に
居
住
す
る
場
合
の
期
間
の
延
長
に
つ
い
て
の
)
、

個
別
特
別
規
定
の
一
般
法
へ
の
姉
入
、
外
国
通
商
に
関
す
る
特
別
法
、
ま
た

は
そ
の
上
に
法
典
自
体
を
制
定
す
る
こ
と
つ
九
六
三
年
の
国
際
取
引
に
関

す
る
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
法
)
に
よ
っ
て
も
生
ず
る
の
で
あ
る
。
特
別
法

の
歴
史
上
の
例
と
し
て
は
、
ま
ず
外
国
人
と
の
、
ま
た
外
国
人
間
の
法
交
通

に
適
用
さ
れ
た
と
い
う
ロ
ー
マ
の
万
民
法
会

5
哲
三
百
自
)
が
あ
げ
ら
れ

る
ハ
後
述
第
十
節
E
l
参
照
〉
。

人
の
事
項
に
関
す
る
特
別
法
(
た
と
え
ば
外
国
人
の
取
得
制
限
に
関
す
る
)

に
対
す
る
名
称
と
し
て
は
、
「
外
人
法
」
と
い
う
呼
称
が
普
通
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
以
外
の
、
外
国
関
連
性
(
〉

5
-
E
L
P
O
B
F
Z口
出
)
を
伴
う
事
例

の
、
場
所
的
に
(
司
苦
B-Fロ
ど
制
約
さ
れ
た
特
別
法
に
対
し
て
は
l

|
こ
れ

に
は
た
と
え
ば
婚
姻
締
結
や
遺
言
書
作
成
の
方
式
に
関
す
る
、
外
国
に
あ
る

内
国
人
の
た
め
の
特
別
規
定
も
入
る
が

l
l市
民
権
を
え
た
名
称
が
な
い
。

指
定
、
あ
る
い
は
間
接
規
定
に
比
し
た
場
合
に
い
か
な
る
決
定
法
、
あ
る

い
は
直
接
規
定
で
あ
っ
て
も
、
が
有
し
て
い
る
長
所
は
、
そ
の
よ
り
顕
著
な

具
体
性
と
明
白
性
に
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
外
国
関
連
性
(
〉

g
Fロ
ez・

N

山
岳
ロ
ロ
悶
)
が
圧
倒
的
な
事
実
関
係
に
つ
い
て
、

内
国
の
立
法
者
、

ま
た
は

裁
判
官
が
、
そ
の
外
国
の
事
実
の
特
殊
性
に
充
分
に
気
付
か
な
い
と
い
う
危

険
性
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
特
殊
性
と
は
係
争
法
律
関
係
の
事
実
面
、
あ

る
い
は
法
上
の
前
提
要
件
の
ち
が
い
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
特
に
内
同
判

決
が
外
国
で
そ
の
拘
束
力
を
承
認
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
判
決
の
外
国

に
お
い
て
生
じ
う
る
効
果
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
内
国
人
の
聞
で
内
国
に
お

い
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
外
国
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
外
国
人
の
関

与
の
下
に
生
じ
た
、
外
見
上
同
一
の
事
実
関
係
は
、
専
ら
内
図
的
な
事
実
関

係
と
は
異
っ
た
取
り
扱
い
を
し
ば
し
ば
う
け
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
的
事
実

北法30(3・84)596



関
係
に
対
す
る
園
内
特
別
法
と
い
え
ど
も
、
な
お
あ
ま
り
に
も
強
く
内
固
に

し
ば
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

2
、
指
定
法
は
、
圧
倒
的
な
外
国
関
連
性
を
伴
う
事
例
に
対
す
る
責
任
を
、

ま
ず
第
一
に
そ
の
外
国
に
委
ね
る
。
そ
の
場
合
に
非
常
に
異
っ
た
二
つ
の
可

能
性
が
存
在
し
て
い
る
。

(a) 

国
際
私
法
は
、
国
際
的
内
容
を
伴
う
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、
関
連
法

秩
序
の
う
ち
の
一
つ
を
指
定
し
、
つ
ぎ
に
(
実
質
特
別
法
を
含
め
て
の
)
こ

の
法
秩
序
か
ら
解
決
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
上
述
第
一
節

I

3
参

照。(b) 

そ
れ
と
並
ん
で
、
特
に
英
法
闘
で
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
訴
訟
上
の
方
策

と
し
て
の
、
純
然
た
る
圏
際
的
(
裁
判
〉
管
轄
権
の
画
定
が
あ
る
。
こ
こ
で

(2) 

ま
ず
第
一
に
定
め
ら
れ
る
の
は
、
ど
の
国
の
裁
判
所
が
あ
る
事
実
関
係
に
つ

い
て
決
定
を
下
す
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
み
と
め
ら
れ
た

第二版

裁
判
所
は
各
有
自
ら
の
実
質
法
を
(
ま
た
そ
の
実
質
特
別
法
を
も
含
め
て
〉

「国際私法の基礎理論」

適
用
し
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
と
な
る
。

こ
の
種
の
指
定
法
が
最
近
は
増
え
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
く
し

て
一
九
六
一
年
一

O
月
五
日
の
未
成
年
者
保
護
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
、

一
九
六
五
年
一
一
月
一
五
日
の
養
子
縁
組
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
、
一
九

七
三
年
一

O
月
二
日
の
遺
産
管
理
に
関
す
る
ハ

l
グ
条
約
は
、
ま
ず
国
際
的

裁
判
管
轄
権
を
規
定
し
、
そ
れ
か
ら
準
拠
法
と
し
て
、
原
則
と
‘
し
て
管
轄
裁

(
河
)

判
所
の
法
起
地
法
を
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
解
決
法
の
利
点
は
、
国
際
的
裁
判
管
轄
権
の
審
査
、
が
何
ら
付
加
さ
れ

た
負
担
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
ど
の
外
国
関
連
性
を
伴
う

争
訟
に
お
い
て
も
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
方
で
、
外
国
法
適
用
上
の

困
難

1
1準
拠
法
の
特
定
か
ら
そ
の
内
容
調
査
を
へ
て
具
体
的
事
実
関
係
へ

の
裁
判
官
に
よ
る
適
用
に
至
る
ま
で
の

l
iが
な
く
な
る
と
い
う
点
に
あ

る
。
勿
論
こ
の
方
式
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
裁
判
管
轄
権
が
厳
格
に
限

(
叫
)

定
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
何
人
と
い
九
ど
も
、
訴
え
を
多

か
れ
少
な
か
れ
実
質
に
そ
ぐ
わ
な
い
裁
判
籍
に
お
い
て
提
起
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
ら
に
有
利
な
法
の
適
用
を
図
り
う
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
い
ず
れ
か
の
国
の
裁
判
所
の
裁
判
管
轄
権
の

規
準
と
さ
れ
る
事
情
は
、
通
例
、
国
際
私
法
に
よ
り
当
該
実
質
法
の
適
用
を
正

当
な
も
の
と
す
る
根
拠
と
全
面
的
に
一
致
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

人
の
身
分
事
項
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
本
国
の
、
あ
る
い
は
常
居
所
の
裁
判

籍
と
法
が
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
通
例
行
為
地
の
裁
判
籍
と
法
が
、
土
地

に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
は
一
般
に
そ
の
所
在
の
殺
判
籍
と
法
が
適
用
さ
れ

る
。
し
か
し
こ
の
並
行
性
は
完
全
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
そ
う
で
は
あ
り
え

な
い
。
な
ぜ
な
ら
裁
判
所
は
、
純
粋
の
「
思
考
の
産
物
(
の

a
S
Fロ
仏
宮
間
)
」

と
し
て
の
法
律
ほ
ど
に
は
、
場
所
と
時
聞
か
ら
充
分
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
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料

(
同
}

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

入
植
者
(
阿
古
者
向

E
m
g吋
)
が
以
前

に
そ
の
者
の
背
の
本
国
で
締
結
し
た
契
約
の
有
効
性
は
、

一
般
に
は
内
国
裁

資

判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
解
決
の
基
礎
と
し
て
は
そ
の
異

国
の
法
が
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
国
際
的
裁
判
管
轄
権
の
規
定
に

よ
る
国
際
私
法
の
完
全
な
排
除
が
、
本
気
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
指
定
法
の
両
形
式
国
際
私
法
と
裁
判
管
轄
規
定

l
は、

外
国
事
案
の
解
決
に
対
す
る
責
任
を
、
完
全
に
外
国
の
法
又
は
裁
判
所
に
転

嫁
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
に
、
そ
れ
が
主
と
し
て
関
係
を
有
し
て
い

る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
特
定
の
外
国
の
法
体
系
や
裁
判
所
体
系
を
指

定
す
る
こ
と
が
既
に
一
つ
の
決
定
で
あ
る
。
第
二
に
、
外
国
実
質
法
を
指
定

す
る
場
合
に
は
、
内
国
の
裁
判
官
は
自
ら
そ
の
法
の
解
釈
・
適
用
を
し
な
げ

れ
ば
な
ら
な
い
し
、
外
国
裁
判
所
へ
送
致
さ
れ
た
争
訟
と
い
え
ど
も
、
場
合

に
よ
っ
て
は
そ
の
外
国
で
下
さ
れ
た
判
決
の
執
行
(
ま
た
は
そ
の
他
の
承

認
)
を
求
め
て
、
や
は
り
再
び
内
国
裁
判
所
へ
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
内
閣
裁
判
官
は
、
そ
の
指
定
の
結
果
を
も
甘
受

す
る
つ
も
り
な
の
か
、
あ
る
い
は
例
外
的
に
後
か
ら
修
正
を
施
す
の
か
の
決

断
を
下
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
詳
細
ば
後
述
第
五
節
正
義
E

2
参
照
。
)

(
刀
)
こ
の
対
概
念
は
り
v
d
F
F
M
P

日
・
切
巳
r
1
H
N
C
H
U
M
μ
N
(
阿
古
∞
)
印

Z
・

H
C

に
由
来
す
る
。
英
語
で
の
コ
全
名

g
E〈
宮
司
z
と

乙

E
H
S
C
2

zd司
Z

に
つ
い
て
は
既
に
、
吋
〉
同
甲
山
、
H

，。
F

F
田
-
F
-

同州虫、・
H

(

巴
ω
∞¥
u
g

E
U
岱
に
み
ら
れ
る
。

(
乃
)
ド
イ
ツ
の
文
献
で
、
国
際
不
法
行
為
・
契
約
・
家
族
法
に
対
す
る
「
自

国
裁
判
所
に
お
け
る
法
廷
地
法
(
一
日
向
。
ュ

E
r
g
-
u
E
Y
Z
)」
を

支
持
す
る
の
は
、

ωH何
回
戸
何
『
忠
良
司
包
四
回
目
。

H'Fュ・吋
y
m
o
ユ
ぬ
ロ
ロ
ι

子
円
。
∞

E
E
Zロ
間
宮
吋
仏
盟
問

5
2
F
Eロ
E-nrn
ロ
ロ
仏
骨
三
月
7
0
剛
門
司
'

---色。ロ
ω
円。
nr昨
日
河
内
乙
u
o
r
N
U
品
(
活
叶
(
)
)
印
∞
印
(
⑤
N

∞i
∞ω
O
)

山口何回同印・

〈包巾回円}同え仲間同何回同研件。ロロロ
m
L
Z
円
n
r
ι
2
M
g
n
r
o
の
め
ユ
n
z
o
ロ
ロ
【
山
田
ロ
-

d
q
o
ロ
ιrmwzm
問
。
。
ゲ
昨
日
明
忠
臣
岡
山
N
H
C
叶
ゲ
川
W
C
N
(
叫由同凶〉・

(
引
け
)
同
旨
(
離
婚
に
つ
い
て
)
問
。
F
F
問
看
ロ

z.
国

2

Z間
MEm-
号
円

8
3
5
5
O
E
O
-ロ
}
百
件
弔
問

2
2
3
∞
吋
民
一
同
ロ
(
後
出
《
一
一

二
六
》
)
仏
参
照
。

(
万
)
こ
の
点
の
詳
細
は
後
述
第
五
十
七
節

m，o
E
B
円2
8
0
1
H
1
0
2
日

}。性
ω
I
参
照
。
関
連
性
の
乏
し
い
裁
判
籍
に
つ
い
て
の
後
述
第
六
節

ー
も
参
照
の
こ
と
。
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日
、
指
定
法
の
た
め
の
適
用
分
野
と
し
て
は
、
ま
ず
、
大
旨
唯
一
つ
の
外
国

突
質
法
秩
序
の
枠
内
に
お
さ
ま
っ
て
お
り
な
が
ら
、
偶
然
に
内
図
、
あ
る
い

は
第
三
国
に
お
い
て
問
題
と
な
る
よ
う
な
、

い
わ
ゆ
る
「
相
対
的
に
国
際
的

な
(
円
。
-
同
時
芝
山
口
円
。
『

E
t
o
E
-
)」
(
つ
え
り
、
裁
判
官
に
と
っ
て
国
際
的
な
)

事
実
関
係
が
あ
る
。
こ
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
は

一
番
関
連
の
深
い
法
秩



序
の
裁
判
所
の
解
決
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
そ
の
実
質
規
定
に
委
ね
る
の

が
、
通
例
は
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
決
定
法
は
、
最
初
か
ら
幾
多

の
法
秩
序
と
強
度
の
関
連
性
を
有
し
て
い
る
「
絶
対
的
に
国
際
的
な
(
国

go-

-
c
ご
2
2
5
c
o
s
-
)」
事
実
関
係
(
混
合
事
例
官
芯

Z
U口
r
E
r
g
に
よ

り
適
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
唯
一
つ
の
法
秩
序
へ
送
致
す
る

こ
と
は
明
ら
か
に
問
題
が
多
い
。
即
ち
そ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
「
国
内
化

(Z三
5
E
-
E叩
吋
ロ
ロ
間
)
」
、
つ
ま
り
純
国
内
的
な
(
内
国
、
あ
る
い
は
外
国
の
)

関
係
と
そ
れ
を
同
等
に
扱
う
こ
と
は
、
そ
の
特
別
な
独
自
性
に
そ
ぐ
わ
な
い

r
e
J

一、ノ。

ナ
r
-
J
r

(2) 

し
か
し
な
が
ら
実
務
上
こ
の
二
つ
の
対
照
が
は
っ
き
り
と
つ
ら
ぬ
か
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
部
に
お
い
て
は
指
定
法
と
決
定
法
は
互
い
に
か
ら

み
あ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
指
定
さ
れ
る
法
秩
序
が
、
そ
こ
で
当
該
事
案
に
つ

第二版

い
て
実
質
特
別
法
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
更
に
指
定
法
と

決
定
法
は
往
々
に
し
て
相
互
に
「
代
わ
り
を
つ
と
め
」
な
け
れ
ば
な
ら
な

「国際私法の基礎理論」

い
。
即
ち
、

一
方
で
は
、
実
質
特
別
法
が
存
在
も
せ
ず
、
ま
た
裁
判
官
に
よ

っ
て
そ
れ
が
直
ち
に
創
造
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で
な
い
場
合
に
は
、

「
絶
対

的
に
国
際
的
な
」
事
案
に
対
し
て
も
、
あ
れ
こ
れ
の
純
内
国
法
へ
の
指
定
が

避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
特
別
法
が
、
問
題
た
る
事

案
の
多
様
性
に
鑑
み
不
相
当
に
複
雑
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
従
っ
て

法
的
安
定
性
が
危
く
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
は
立
法
論
と
し
て
最

上
の
解
決
策
で
あ
る
。
他
方
で
は
、
裁
判
官
に
よ
る
特
別
法
に
従
う
実
質
的

解
決
が
時
に
は
実
際
上
要
請
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
来
援
用
さ
れ
る
外
国
法

が
不
詳
で
あ
る
か
、
ま
た
は
何
ら
か
の
理
由
で
適
用
さ
れ
え
な
い
場
合
で
あ

り
な
が
ら
、
通
常
の
内
国
法
も
第
三
国
法
も
そ
の
補
充
と
し
て
適
用
さ
る
べ

き
で
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
(
後
述
第
五
十
二
節
補
充
法
、
参
照
〉
。

皿
、
決
定
法
へ
の
た
し
か
な
す
う
勢
が
、
今
日
間
接
、
直
接
に
み
と
め
ら
れ

る。ー
、
間
接
的
に
決
定
法
の
適
用
が
な
さ
れ
る
の
は
、
裁
判
官
が
外
国
法
を
正

し
く
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
で

あ
る
。
問
題
と
な
る
の
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

第
一
に
、
外
国
法
適
用
の
困
難
が
増
大
す
る
の
は
、
法
文
の
参
照
が
、
外

国
規
定
の
確
定
に
は
一
一
層
頻
繁
に
充
分
で
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
そ

の
程
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
古
典
的
な
判
例
法
諸
国
|
|
ハ
ン
ガ
リ
ー
.
ィ

ギ
リ
ス
、
北
ア
メ
リ
カ
ー
ー
に
お
い
て
は
、
従
来
の
法
体
系
が
あ
ま
り
に
見

通
し
の
き
か
な
い
も
の
と
な
っ
た
た
め
に
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
た
し
か
に
法

{吋〕

血
〈
化
の
傾
向
、
が
み
と
め
ら
れ
は
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
フ
ラ
ン
ス

に
は
じ
ま
る
商
・
中
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
典
法
諸
国
に
お
い
て
は
、
規
定
の

北法30(3・87)599



料

文
一
一
一
日
よ
り
も
目
的
に
従
っ
て
決
ま
る
、
よ
り
自
由
な
解
釈
方
法
の
浸
透
が
み

と
め
ら
れ
る
。
し
か
も
、
制
定
法
に
お
い
て
も
、
本
来
当
該
国
の
裁
判
官
の

資

み
が
正
当
に
、
つ
ま
り
そ
の
法
秩
序
の
精
神
に
即
し
て
適
用
し
う
る
よ
う
な

一
般
条
項
や
裁
量
規
定
が
附
加
し
て
い
る
。

こ
の
成
文
法
の
緩
み
は
偶
然
の
も
の
と
は
い
え
ず
、
法
理
念
の
変
遷
、
即

ち
法
の
社
会
的
機
能
の
観
念
に
即
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
に
は

「
権
利
の
た
め
の
闘
争
」
と
し
て
主
と
し
て
そ
の
主
張
の
た
め
に
は
各
自
が

そ
れ
を
精
確
に
知
る
を
要
し
た
権
利
の
擁
護
と
災
徽
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の

(
什
)

に
対
し
て
、
そ
れ
以
来
は
客
観
的
に
正
し
い
も
の
の
観
念
が
前
面
に
押
し
出

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
倫
理
|
社
会
的
、
社
会
学
的
、
あ
る
い
は
政
治
的
考

慮
に
基
因
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
い
ず
れ
に
し
ろ
法
を
守
る
こ
と
が

い
よ
い
よ
個
々
の
法
主
体
か
ら
奪
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
あ
ま
り
に
多
す
ぎ

る
規
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
る
べ
き
で
は
な
い
裁
判
官
の
責
任
に
全
く
委
ね
ら

れ
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
場
合
に
考
え
ら
れ
う
る
の
は
、
個
人
に
何
ら
訴

求
し
う
る
請
求
権
を
与
え
る
こ
と
の
な
い
社
会
的
基
本
権
の
躍
進
で
あ
る
。

更
に
極
端
で
は
あ
る
が
特
徴
的
な
例
と
し
て
は
、
あ
り
う
べ
き
離
婚
理
由
を

何
ら
確
定
す
る
こ
と
な
く
離
婚
を
再
び
判
決
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
と
し

(
刊
)

た
、
一
九
四
四
年
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
家
族
改
正
法
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
外
国
の

裁
判
官
は
、
'
ー
ー
そ
の
訴
訟
法
が
は
じ
め
か
ら
そ
れ
ら
の
事
案
の
裁
判
管
轄

権
を
拒
否
し
な
い
場
合
に
で
あ
る
が
|
|
い
か
に
し
て
個
々
の
場
合
に
こ
の

法
律
に
従
っ
た
離
婚
ゆ
立
て
の
判
定
に
充
分
な
よ
う
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
法
の
精

(
刊
}

神
の
立
場
に
立
て
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の

裁
判
官
は
そ
の
外
国
法
を
正
当
に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

北法30(3・88)600

他
方
で
は
、
「
原
則
に
従
っ
た
」
(
倫
理
に
よ
る
、
世
界
観
に
よ
る
等
々
)

考
慮
に
よ
る
と
称
し
て
、
外
国
法
が
拒
否
さ
れ
、
あ
る
い
は
内
国
法
が
優
先

さ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
よ
る
、
外
国
法
適
用
の
明
示
的
拒
絶
が
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
の
普
及
と
親
族
法
の
一
般
的
世
俗
化
に
よ
っ
て
、
国
内

法
欣
序
の
あ
ら
ゆ
る
原
則
上
の
相
違
点
が
次
第
に
な
ら
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
れ

に
よ
っ
て
原
理
上
の
疑
念
が
外
国
法
の
適
用
と
対
立
す
る
こ
と
が
一
一
層
品
川
に

な
る
も
の
と
、
長
い
間
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
数
十
年
来
、
新
た
な
対

立
が
生
じ
て
き
て
い
る
。
た
し
か
に
そ
の
聞
に
民
族
社
会
主
義
と
イ
タ
リ
ア

の
フ
ァ
シ
ズ
ム
は
再
び
衰
退
し
、
当
初
は
ヨ

l
戸
ツ
バ
法
共
同
体
の
外
に
あ

る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
体
制
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
後
西
側

の
人
々
の
思
い
の
中
で
恐
怖
感
を
お
こ
さ
せ
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
イ
ス

ラ
ム
や
そ
の
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
外
の
民
族
の
自
意
識
の
地
大
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
法
典
の
全
地
球
的
な
継
受
の
時
代
(
上
述
第
二
節
回

l
参
照
)
を
終
息
せ

し
め
、
世
界
法
交
通
に
と
っ
て
の
原
則
上
の
困
難
が
生
ず
る
と
い
う
危
恨
を

再
び
い
だ
か
せ
る
。
か
く
し
て
、
外
国
法
適
用
の
拒
絶
の
増
大
は
、
政
治
理

念
の
変
造
、
即
ち
、
単
な
る
国
家
利
害
の
対
立
の
深
化
か
ら
政
治
・
社
会
的

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
て
い
い
か
え
れ
ば
、
国
家
イ
コ
ー
ル
国
家
、
法
秩

序
イ
コ
ー
ル
法
秩
序
と
い
う
政
治
的
形
式
主
義
か
ら
の
転
向
に
応
ず
る
も
の

で
あ
る
。
法
規
と
は
や
は
り
圧
倒
的
に
技
術
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ

り
、
従
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
争
い
と
無
関
係
な
表
面
的
な
領
域
に
属
す

る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
使
利
な
考
え
方
は
既
に
述
べ
た
一
般
条
項
や
裁
量



規
定
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
た
い
て
い
量
的
な
評
価
(
た
と
え

ば
損
害
の
)
だ
け
で
は
な
く
て
、
評
価
的
判
断
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
何

が
「
期
待
で
き
な
い

(
5
2
5
E
E円
)
」
、
あ
る
い
は
「
倫
理
的
に
正
当
で
な

い
」
も
の
な
の
か
、
ま
た
「
事
情
に
よ
る
衡
平
」
や
「
婚
姻
の
本
質
」
、
あ

る
い
は
「
公
共
の
福
祉
」
に
何
が
そ
う
も
の
で
あ
る
の
か
の
判
断
に
つ
い

て
、
裁
判
官
は
そ
の
国
で
は
原
則
的
に
拒
否
さ
れ
る
外
国
の
政
治
・
社
会
体

制
の
価
値
基
準
に
従
お
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

2
、
こ
の
よ
う
な
法
理
念
と
政
治
的
観
念
の
変
遷
の
進
行
と
共
に
、
実
質
法

秩
序
の
上
に
位
置
す
る
、
内
容
的
な
価
値
決
定
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
抽
象

化
を
行
う
指
定
法
の
、
外
見
上
純
粋
に
形
式
的
な
理
想
が
、
益
々
問
題
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
従
っ
て
直
接
的
に
決
定
法
へ
の
傾
向
、
が
生
じ
る
。
い

(2) 

か
よ
う
な
概
念
法
学
も
、
ま
た
、
微
妙
な
構
造
の
模
造
真
珠
遊
び
を
自
己
目

的
と
し
て
い
る
よ
う
な
法
形
式
主
義
も
論
駁
さ
れ
て
い
る
。
抵
触
法
の
密
教

第二版

的
専
門
語
集
も
今
日
で
は
(
そ
も
そ
も
理
解
さ
れ
る
と
し
て
)
感
嘆
よ
り
懐

疑
の
念
を
い
だ
か
せ
る
。
そ
れ
が
ま
さ
に
あ
て
は
ま
る
の
が
、
古
典
的
国
際

「国際私法の基礎理論」

私
法
の
雑
多
に
技
巧
を
こ
ら
し
た
法
観
念
と
そ
の
ま
さ
に
抽
象
的
な
正
義
の

理
想
に
つ
い
て
で
あ
る
(
こ
の
点
は
後
述
第
五
節
正
義
参
照
〉
。

抽
象
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
敵
意
の
根
拠
は
、
恐
ら
く
概
念
に
よ
る
思
考

に
対
す
る
一
般
的
な
い
や
気
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
く
て
1
l
l
こ
れ
は
視
覚

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ジ
三

γ
の
治
大
に
よ
り
促
進
さ
れ
る
が

|
i、
現

代

の

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」
に
よ
り
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
不
信
に
も
基
づ
く
も
の

で
あ
る
。
伝
来
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
私
法
の
背
後
に
と
く
に
何
ら
か
の
資
本

主
義
的
利
益
の
存
在
を
か
ぎ
つ
け
た
わ
け
で
な
い
者
で
さ
え
も
、
作
り
上
げ

ら
れ
た
理
論
的
体
系
の
固
定
的
効
果
と
、
そ
れ
に
よ
り
生
ず
べ
き
変
化
の
欠

除
を
恐
れ
て
い
る
。
多
く
の
者
の
聞
に
世
紀
半
ば
以
来
み
と
め
ら
れ
る
動
的

な
、
従
っ
て
非
体
系
的
で
反
ド
グ
マ
の
立
場
は
、
同
時
代
の
ア
メ
リ
カ
択
触

法
の
影
響
に
よ
っ
て
更
に
尖
鋭
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
紙
触
法
を
学

ぶ
こ
と
が
殊
に
若
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
律
家
を
魅
了
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
そ

れ
だ
け
ま
ず
ヨ

l
ロ
ヅ
パ
国
際
私
法
を
根
本
的
に
宮
川
げ
す
る
と
い
う
こ
と
が

な
く
な
る
の
で
あ
る
(
詳
細
は
後
述
第
九
節
比
絞
法
1
4
)
。

か
く
し
て
指
定
法
の
理
想
は
、
よ
り
「
実
存
的
」
な
あ
る
い
は

l
最
近
好
ん

で
い
わ
れ
る
よ
う
に

i
政
治
的
な
見
解
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
そ
れ
は

あ
ら
ゆ
る
法
規
も
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
が
決
定
を
行
う
と

い
う
性
格
を
よ
り
鋭
く
認
識
し
肯
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
む
し
ろ

問
題
と
な
る
事
案
の
直
接
的
解
決
を
請
け
合
う
覚
悟
を
有
し
て
い
る
の
で
あ

(
阻
)

る。(
w
m
〉
一
九
五
九
年
の
(
一
九
六

O
年
五
月
一
日
施
行
の
)
民
法
典
に
よ
る

ハ
ン
ガ
リ
ー
に
お
け
る
最
終
的
な
法
典
化
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
そ

の
戦
後
期
の
政
治
的
発
展
が
規
定
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
法
典
化
へ
の
傾
向
は
ず
っ
と
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

英
国
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
特
に
法
律
委
員
会
♂
虫
々
の

O
B
5
5・
北法30(:3・89)601



バ法
1

・ψ
3
q

回
目
。
ロ
)
の
活
動
が

(
N
話
回
の
何
回
刷
、
立
烈
。
↓
N
-

門
前
出
汚
》

H
u
g
h
-

参

照
)
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
つ
い
て
は
統
一
商
法
典
他
の
統
一
法
、
ま

た
ア
メ
ワ
カ
法
律
協
会
の
「
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
」
即
ち
、
後
の
法
典
化

の
先
が
け
と
み
な
さ
れ
う
る
私
的
な
法
集
成
(
〈
間
一
-
F
m・

o-ω
ミ

?

ω呂
町
・
〉
が
、
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

(
け
)
』
出
何
回
出

Zρ

ロ
2
H
F自
主
ロ
ヨ
イ

H
N
R
Z
(昆
叶
凶
)
を
参
照
す
れ
ば

足
る
。

(
花
)
一
九
四
四
年
七
月
八
日
の
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
共
和
国
最
高

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
幹
部
会
令
第
二
三
条
以
下
。
こ
の
規
則
は
そ
れ
で
も
約
二

五
年
間
即
ち
、
一
九
六
九
・
七

O
年
の
各
共
和
国
の
新
し
い
家
族
法
典

の
施
行
に
い
た
る
ま
で
妥
当
し
た
。

(
刊
げ
)
あ
る
い
は
よ
り
甚
し
い
例
と
し
て
、
照
会
に
対
し
て
ボ
ン
の
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
大
使
館
に
よ
り
「
ア
フ
ガ
ユ
ス
タ
ン
に
お
い
て
は
非
嫡
出
子

は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
婚
外
子
を
つ
く
る
こ
と
は
イ
ス
ラ
ム
法

に
よ
り
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
の
回
答
を
う
け
た
場
合

に
は
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
官
、
あ
る
い
は
官
吏
は
い
か
に
ア
プ
カ
ニ
ス

タ
ン
の
非
嫡
出
子
法
を
適
用
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
(
の
河
口
Z
何
百
J

g〉
N
5
2・
8
S。

(
加
)
た
と
え
ば
切
〉
悶
叶
HZ-
吋
ユ
ロ
三
回
福
田
品
。

L
・
「
同
y
H
(
H
8
0
)

志向・

(
町
山
)
ア
メ
リ
カ
低
触
法
に
お
け
る
新
し
い
萌
芽
の
簡
潔
か
つ
適
切
な
批
判

を
(
ド
イ
ツ
語
文
献
表
と
共
に

)
N
d
E
Hの
明
白
J

刻
印

Z
F
N
ω
叶
(HSω
〉

品ω
∞
R
が
し
て
い
る
。

(
幻
)
裁
判
官
が
「
政
治
的
に
」
解
決
を
す
べ
き
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
ド
イ

資

ツ
に
お
い
て
数
年
来
情
熱
を
も
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
争
い
の
一
部
は
、

ひ
と
え
に
こ
と
ば
の
理
解
の
ち
が
い
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
年
と

っ
た
世
代
は
「
政
治
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
第
一
に
権
力
、
威
信
や
選

挙
民
の
投
票
を
め
ぐ
る
、
国
家
、
政
党
や
利
益
集
団
の
闘
争
を
想
い
浮

べ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
に
と
っ
て
は
「
政
治
的
」
と
い
う
の
は
、

「
意
識
的
に
一
方
的
」
で
、
従
っ
て
「
事
現
に
即
し
た

(ω
日

n
r問。一
H
o
n
E
)」

に
対
立
す
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
若
い
者
迷
は
、

「
政
治
的
」
を
「
法
政
策
的
」
つ
ま
り
目
的
的
、
価
値
意
識
的
、
価
値

決
定
的
と
同
じ
よ
う
に
用
い
て
い
る
、
ー

l
即
ち
あ
る
解
決
の
法
政
策

的
、
あ
る
い
は
権
力
政
治
的
内
容
が
そ
の
背
後
に
か
く
れ
が
ち
な
、
全

く
形
式
的
、
文
法
的
、
あ
る
い
は
論
理
的
γ

な
法
解
釈
に
対
立
す
る
も
の

と
し
て
で
あ
る
。
少
数
派
だ
け
が
、
権
力
問
題
と
価
値
問
題
と
の
ど
の

よ
う
な
相
違
を
も
み
と
め
な
い
に
す
ぎ
な
い
。
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w、
裁
判
に
対
す
る
新
傾
向
の
実
際
的
意
義
は
、
あ
き
ら
か
に
と
る
に
足
り

な
い
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
に
よ
る
特
別
法
の
可
能
な
も
の
と
し
て
勧
め
ら

れ
る
種
々
の
例
を
詳
し
く
検
討
す
る
に
際
し
て
は
、
ま
ず
第
一
に
従
来
の
国

際
私
法
(
と
国
際
的
手
続
法
)
の
枠
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
せ

い
ぜ
い
そ
の
洗
練
に
帰
着
す
る
よ
う
な
解
決
策
は
除
外
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
(
後
述
第
二
十
二
節
司

2
2
5君
主
、
第
四

十
六
節

W
代
用
、
第
四
十
七
節
適
応
、
第
四
十
九
節
公
序
、
第
五
十
二
節
補

充
法
を
参
照
せ
よ
)
。
そ
れ
で
残
る
の
は
、
第
一
に
、
契
約
上
の
金
約
款
、

仲
放
の
合
意
、
あ
る
い
は
裁
判
籍
の
合
意
に
関
す
る
国
に
よ
る
制
限
を
、
悶



際
法
交
通
に
お
い
て
は
適
用
し
な
い
と
宣
一
一
目
し
た
幾
多
の
大
胆
な
(
特
に
フ

ラ
ン
ス
の
〉
判
決
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
請
求
権
を
全
面
的
に
肯
定
す
る

か
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
幾
多
の
国
法
秩
序
聞
の
衝
突
に
お
い
て
は
、
そ
れ

ら
の
法
秩
序
と
の
関
連
性
の
強
度
に
応
じ
て
中
を
と
る
よ
う
な
結
果
を
と
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
今
ま
で
ほ
と
ん
ど
実
行
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
提
案
で

あ
討
戸
前
者
の
解
決
は
当
該
実
質
規
定
の
(
意
味
お
よ
び
目
的
の
顧
慮
に
基

づ
く
制
限
た
る
)
「
目
的
論
的
縮
少

(
E
g
z
m
F
m
n
r。

岡

山

E
E
E
g
D
)」
と
し

て
是
認
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ご
く
稀
に
用
い
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
の
解
決
は
、
そ
の
明
白
な
不
確
実
性
の
要
素
の

た
め
に
、
少
く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
裁
判
官
の
間
で
支
持
を
見
い
出
す

の
は
さ
し
あ
た
り
困
難
で
あ
る
。

(2) 

(
お
)
最
も
最
近
の
〈
。
Z
去
何
回

Ewwpω
宮
己
主
回
E
Z
S
2
7
1
0
河
口

}
2

同

D
円
去
三
宮
え
え
め
司

5
2
0日
ω

吋
「
巳
門
知
o-。
mロハ】

ω~間
口
広

gロ向。

百
(
U
C

ロ
Z
日間】
O
B円
可

わ

y
o
一2
0
h
H
L
2
7向
2
7
0
z
c
-
c
m可

U

出
m
W
2
-
F

mm〈
∞
∞
(
H
S
A
H
¥
J
1印

)ω
台
民
・
を
参
照
せ
よ
。

(
U
M
)

こ
の
意
味
で
は
既
に
司
悶
M
Z同
開
「

U
2
r円
聞
記
号
ロ
L

E

H

回
以
河
口

HNmwゲ
。
一
切

N
品

(]5日())凶印由民・

第二版「国際私法の基礎理論J

v、
国
際
的
事
実
関
係
の
た
め
の
決
定
法
も
国
際
私
法
に
加
え
ら
る
べ
き

か
、
あ
る
い
は
指
定
法
の
み
が
そ
う
な
の
か
、
と
い
う
体
系
的
帰
属
関
係
の

問
題
は
、
単
に
名
辞
上
重
要
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
心
理
上
、
従
っ
て
突

際
上
も
重
要
で
あ
る
@

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
普
通
で
あ
る
よ
う
に
、
狭
義
の
悶
際
私
法
を
特
別
に

取
り
扱
う
こ
と
は
、
指
定
法
の
方
法
上
の
特
色
が
十
分
な
展
開
を
み
る
と
い

う
長
所
を
有
し
て
い
る
。
他
方
で
は
そ
れ
に
は
国
際
私
法
の
過
大
評
価
と
、

他
の
解
決
の
可
能
性
を
無
視
す
る
と
い
う
危
険
性
が
あ
る
(
こ
の
点
の
よ
り

詳
し
く
は
、
後
述
第
十
節
I
参
照
)
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
内
お
よ
び
国
際

的
な
「
渉
外
関
係
を
伴
う
事
案
の
た
め
の
特
別
法
」
を
国
際
私
法
理
論
に
と

り
こ
む
こ
と
は
、
他
の
私
法
か
ら
の
こ
の
特
別
法
の
疑
問
の
あ
る
切
断
と
、

そ
れ
に
よ
る
学
問
上
の
孤
立
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
特
に
、
国
際
私
法

が
i
|
大
て
い
の
ド
イ
ツ
以
外
の
大
学
に
お
け
る
よ
う
に

l
l
一
般
私
法
よ

り
は
国
際
法
の
総
体
と
よ
り
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ

れ
が
い
え
る
(
後
述
第
八
節
国
際
法
参
照
)
。

も
う
一
つ
の
極
|
|
私
法
の
各
論
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
国
際
私
法

(
お
よ
び
特
別
法
)
を
取
り
扱
う
こ
と

l
1は
、
そ
れ
に
対
し
て
そ
の
総
論

の
軽
視
を
来
た
し
ゃ
す
い
。

従
っ
て
、
指
定
法
と
し
て
の
国
際
私
法
に
は
原
則
と
し
て
固
有
の
教
科
の

性
格
を
維
持
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
の
際
に
は
特
別
法
を
見
失
う
べ
き
で

は
な
い
。
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〈
訳
注
〉
刊
の
σ
司

2
Z
E
r
2
m
o
n
z
g
n
r
c
c
に
は
著
作
権
も
含
ま
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
は
広
義
の
工
業
所
有
権
を
も
っ
て
訳
語
と
し
た
。


