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料

第
七
節

法
廷
地
法
自
国
法
志
向

資

ー
、
法
廷
地
法

O
O
H
E
Y
-裁
判
籍
の
法

l
!と
我
々
が
称
す
る
の

は
、
個
々
の
場
合
に
裁
判
所
の
代
わ
り
に
そ
れ
以
外
の
官
庁
又
は
公
職
者

(
〉
ヨ
吉
田
M
O同
ω
D
ロ
)
(
た
と
え
ば
公
証
人
)
を
指
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
ま
た
当
該
部
署

(go--o〉
が
何
ら
固
有
の
統
一
的
な
法
を
持
た
ず
、

た
と
え
ば
相
異
な
る
法
領
域
や
法
共
同
体
に
対
す
る
共
通
の
上
級
裁
判
所
と

し
て
ケ

1
ス
・
パ
イ
・
ヶ

1
ス
に
あ
れ
こ
れ
の
法
秩
序
か
ら
出
発
す
べ
き
場

合
で
あ
ろ
う
と
も
、
各
々
渉
外
的
事
実
関
係
を
管
掌
す
る
部
署
固
有
の
(
指

定
又
は
決
定
)
法
で
あ
る
。

国
際
法
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
裁
判
所
の
法
廷
地
法
と
み
な
す
べ
き
も
の

は
、
そ
の
規
程
又
は
各
仲
裁
契
約
の
他
に
は
国
際
法
が
あ
る
。
|
|
あ
る
特

定
国
に
よ
り
(
共
産
主
義
諸
国
の
外
国
取
引
仲
裁
裁
判
所
の
よ
う
に
)
設
置

さ
れ
た
も
の
肘
な
い
国
際
商
事
仲
裁
裁
判
所
に
と
っ
て
法
廷
地
法
と
し
て
適

用
さ
れ
る
の
は
、
単
純
に
そ
の
多
か
れ
少
な
か
れ
偶
然
的
な
「
本
拠
」
の
法

律
な
の
で
は
な
く
て
、
文
明
諸
国
の
一
般
的
な
法
の
諸
原
則
(
前
述
第
二
節

E
4
を
み
よ
)
、
世
界
取
引
慣
習
法
並
び
に
当
該
の
経
済
分
野
の
特
別
規
定

(
刷
〉

又
は
慣
行
(
回
忌
znr乙
で
あ
り
、
補
助
的
に
は
、
そ
の
文
は
そ
れ
ら
の
仲

(
叫
刷
〉

裁
人
自
ら
の
法
観
念
で
あ
る
。
こ
の
法
廷
地
法
の
統
合
は
、
「
仲
裁
裁
判
所

が
、
:
:
:
そ
の
絶
え
ず
変
化
す
る
構
成
に
お
い
て
法
的
見
解
の
予
見
可
能
性

(
山
間
)

と
継
続
性
を
与
え
え
な
い
」
だ
け
に
尚
更
あ
り
そ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。

(
郎
〉
の
開
Z
2
2
回叶・
H
a
k
ρ
(

前
出
注

(
8
)
)
H
H品
目
同

4
3
N
戸、

¥
S
R

(
山
川
)
こ
の
点
に
は
特
に
ロ
何
回
と
Z
少

FO
国丹白百円

L
2
5白間四回門
r
n
0・

B
g
m
H
B
E
R
E
R
F
Oロ
包
含
g
ロ門戸
g

Y
口
伝
♀
芯

g
R
E可白
-
2
(〉

目白

]
E
5
5
3
牛
ぬ
で
め
何
回
}
今
日
g
n
o
L
O
F
の
『
曲
目
σ
Z
Lぬ
の
O
B
S
R
n
o

H
ロ件。吋ロ
R
Zロ包
)
H
m虫、・由同，
E
可・

]5日可(凶
-
H
N
M
R
-

(
防
)
最
後
に
あ
げ
た
観
念
は
、
一
九
六
一
年
四
月
一
一
一
日
の
国
際
商
事

仲
裁
裁
判
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
(
開
・
。
・
向
・
〉
条
約
に
お
い
て
、
第
七

条
第
一
項
第
二
段
に
よ
り
、
仲
裁
裁
判
所
が
疑
わ
し
き
場
合
に
は
自
ら

に
「
適
当
守
口
四
百
屈
曲
目

g)」
(
与
司

3
胃
広
一
英
文
で
は
告
主
一

gzo)

と
思
わ
れ
る
抵
触
規
定
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
形
で
、
準
拠
さ

れ
る
旨
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

(
山
川
)
司
司
、
右
同
ご
山
口
い
の
2
2
H
Z
W
7
2
H山
2
r
z田口
}MEN-CFoσOHHmnz・

巧
E
R
E宮円。ロ
THl玄
E
『

F
I
R
-
F
m
g
n
F
5
5
5
2
(
H
S
S
ミ∞-

E
、
外
国
法
に
対
す
る
法
廷
地
法
の
優
先
は
、
一
二
重
の
意
味
で
促
進
さ
れ
う

る。ー
、
自
ら
の
抵
触
法
の
優
先
。
|
|
い
ず
れ
の
裁
判
所
も
自
ら
の
抵
触
法
か

ら
出
発
す
べ
き
こ
と
は
、
今
日
で
は
ほ
ぼ
争
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い

か
な
る
範
囲
で
外
国
抵
触
法
を
も
ま
た
劉
酌
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
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て
は
前
述
第
六
節

N
を
み
よ
。

併)

国
際
的
法
原
則
や
非
国
家
的
生
活
領
域
(
家
族
、
経
営
や
国
際
的
経
済
交

通
〉
の
独
自
の
ル
i
ル
又
は
国
際
的
(
仲
裁
)
裁
判
所
の
抵
触
法
の
た
め
に

(

即

)

内
国
の
抵
触
法
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
を
促
す
こ
と
ー
ー
そ
の
よ
う
に
極

端
に
促
進
す
る
こ
と
は
、
制
定
法
実
証
主
義
の
く
び
き
か
ら
の
法
の
解
放
と

い
う
本
来
共
感
を
よ
ぷ
考
え
方
に
と
っ
て
役
に
立
つ
よ
り
は
害
に
な
り
や
す

い
。
様
々
な
世
界
観
が
併
存
し
て
い
る
多
元
的
社
会
に
お
い
て
裁
判
官
が
確

定
に
困
難
な
法
原
則
の
適
用
を
広
〈
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
社
会
の

側
で
ま
た
実
証
主
義
的
反
応
を
ひ
き
お
こ
す
一
方
性
や
法
的
不
安
定
の
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。

第二版パウル・ハインリッヒ・ノイハウス著「国際私法の基礎理論J

2
、
内
国
の
法
原
則

(
H
N
o
n
y
z
m
B
E凹
即
時

N

乙
、
特
に
そ
の
棋
本
的
な
価
値
決

定
の
優
先
。

l
!内
国
抵
触
法
の
欠
紋
。

1

1補
充
や
補
填
に
際
し
て
明
ら

か
で
な
い
の
は
、
自
国
の
実
質
法
の
原
則
や
或
い
は
国
際
的
基
準
が
ど
の
範

図
で
参
酌
さ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
述
第

六
節

E
を
み
よ
。

3
、
内
国
実
質
法
の
優
先
。

-

1

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
抵
触
法
を
否
定
す

(

悶

〉

る
も
の
と
し
て
の
法
廷
地
と
い
う
よ
く
引
用
さ
れ
る
名
称
が
部
分
的
に
し
か

本
当
に
は
あ
た
ら
な
い
四
つ
の
相
異
な
る
現
象
で
あ
る
。

a) 

低
触
法
の
枠
内
で
は
い
わ
ゆ
る
「
自
国
法
志
向
」
が
蜜
め
い
て
い
る
。

後
述

E
参
照
。

国
際
私
法
の
抵
触
法
か
ら
国
際
手
続
法
(
よ
り
詳
し
く
は
国
際
的
管
轄

権
の
規
制
の
項
参
照
)
へ
の
転
位
が
生
じ
る
の
が
、
国
際
的
合
意
に
よ
り
、

、‘，，1D
 

或
い
は
い
ず
れ
に
し
ろ
国
際
的
基
準
に
よ
り
定
ま
る
裁
判
籍
の
法
廷
地
法
の

門

別

〉

適
用
に
際
し
て
で
あ
る
。

吋
抵
触
法
の
機
能
停
止

(
4
2
8問
。
己
に
際
し
て
は
法
廷
地
法
が
「
補
充

法
」
と
し
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
|
|
後
述
第
五
二
節
補
充
法
参
照
。

司

d

抵
触
法
を
排
除
し
て
若
干
の
場
合
に
は
法
廷
地
法
が
直
接
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。

)
 

'
A
 

(
 
ま
ず
こ
こ
で
は
法
廷
地
法
と
し
て
国
際
的
統
一
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合

ハ
瑚
〉

・
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
-
九
六
四
年
の
ハ

1
グ
統
一
売
買
法
は
1
1
1批

准
に
よ
っ
て
各
々
の
法
廷
地
法
の
一
部
と
な
る
の
で
あ
る
が
ー
ー
そ
の
第
二

条
で
次
の
よ
う
に
明
文
で
述
べ
て
い
る
。
「
本
法
に
別
設
の
定
め
が
な
い
限

り
そ
の
適
用
に
お
い
て
は
国
際
私
法
規
則
は
排
除
さ
れ
る
」
と
。
確
か
に
、

統
一
実
質
法
が
ど
の
抵
触
法
に
比
べ
て
も
極
め
て
優
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
の
適
用
が
原
則
と
し
て
抵
触
規
定
に
よ
る
制
約
を
蒙
つ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
条
約
に
よ
っ
て
第
三
国
と
合
意
さ
れ
た
低
触
法
に
よ
っ
て

も
決
し
て
そ
う
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で

(
肌
)

あ
る
。」

の
最
後
の
見
解
は
、
実
際
上
全
て
の
他
の
、
抵
触
法
に
よ
り
あ
る
い
は

ゴヒ法33(6・177)1639 



料

準
拠
さ
れ
る
実
質
法
に
対
す
る
統
一
一
訟
の
絶
対
的
優
先
を
意
味
し
て
い
る
。

ハ

l
グ
統
-
売
買
法
は
数
十
年
来
の
普
遍
的
な
法
比
較
に
基
づ
い
て
い
る
の

で
、
そ
の
内
容
上
そ
の
よ
う
な
優
先
に
値
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
全
て
の
地
域
的
な
、
或
い
は
単
に
二
国
間
の
法
統
一
が
同
一
の
地
位
を

要
求
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
抵
触
法
に
よ
り
準
拠
さ
れ

る
外
国
法
が
ま
さ
に
そ
れ
と
し
て
統
一
法
な
の
で
あ
る
。
更
に
国
際
的
に
合

意
さ
れ
た
規
定
に
つ
い
て
は
、
事
案
に
即
し
た
解
決
を
犠
牲
に
す
る
、
専
ら
戦

術
的
な
妥
協
の
危
険
が
小
さ
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、
国
際
的
制
定
法

の
場
合
よ
り
も
更
に
大
き
い
と
も
い
え
る
。
-
|
締
約
国
相
互
の
関
係
に
お

い
て
の
み
真
に
統
一
的
な
法
の
適
用
が
抵
触
法
を
不
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

資

(2) 

い
わ
ゆ
る
直
接
適
用
規
定

ppm-2
L
・白

3
r
g
t
s
-
B
B
E
Z
Z
)

に
つ
い
て
は
後
述
第
一
一
節
抵
触
規
定
V
を
み
よ
。

(3) 

一
般
的
に
は
法
廷
地
法
の
直
接
の
適
用
が
、
外
国
法
の
調
査
の
困
難
と

コ
ス
ト
が
そ
れ
に
見
合
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
財
産
法
上
の
訴
額
の
低

(
問
)

い
手
続
に
つ
い
て
は
望
ま
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
訴
訟
的
観
点
に

お
い
て
も
訴
訟
経
済
を
理
由
に
若
干
の
特
別
規
定
に
服
す
る
(
た
と
え
ば
手

続
の
形
成
、
そ
の
判
決
の
理
由
付
け
、
法
律
上
の
不
服
申
立
て
の
許
容
に
つ

い
て
の
)
些
細
な
事
案
に
つ
い
て
せ
い
ぜ
い
ゆ
る
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
他
の
場
合
に
は
、
富
者
と
貧
者
の
為
の
二
様
の
法
が
存
在
す
る
か
の
よ

う
な
印
象
は
絶
対
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。

緊
急
の
場
合
又
は
一
時
的
措
置
に
対
し
て
は
、
同
様
に
良
く
外
国
法
の

適
用
の
放
棄
が
勧
め
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
正
当
で
あ
る
の
は
、
こ
の
適

い)用
が
個
々
の
場
合
に
極
め
て
簡
単
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
場
合
に
限
ら
れ

る
。
こ
の
場
合
に
は
法
廷
地
法
は
、
従
っ
て
特
別
の
原
則
に
基
づ
い
て
で
は

な
く
急
場
の
補
充
法
と
し
て
適
用
さ
れ
う
る

l
l即
ち
こ
れ
ら
の
事
案
の
特

別
の
事
情
に
鑑
み
、
や
む
を
得
な
い
場
合
の
存
在
が
通
常
の
訴
訟
に
お
け
る

よ
り
も
い
く
ら
か
よ
り
迅
速
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

(5) 

最
後
に
提
案
さ
れ
た
の
は
、

一
方
訴
訟
当
事
者
の
明
ら
か
な
申
立
て
が

欠
け
て
い
忍
場
合
に
は
、
質
的
に
価
値
の
高
い
司
法
に
対
す
る
当
事
者
利
益

を
顧
み
て
、
必
然
的
に
よ
り
ひ
ど
い
外
国
法
の
適
用
を
概
ね
と
り
や
め
よ
う

門

別

)

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
、
「
単
に
補
充
的
な
利
益
衡
量
し
か
」
含

(
山
間
)

ん
で
い
な
い
の
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
環
行
法
上
行
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
。

し
か
し
こ
の
モ
デ
ル
の
(
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
る
〉
限
界
が
ど
こ
に
生
じ

る
べ
き
か
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
差
し
当
り
は
実
際
に
は
使
え
な

(

問

)

ぃ
。
許
さ
れ
な
い
法
律
回
避
の
意
図
の
明
ら
か
な
場
合
以
外
の
ど
の
よ
う
な

場
合
に
、
強
行
法
を
貫
徹
す
る
為
に
或
い
は
高
く
つ
く
私
的
鑑
定
な
し
に
外

国
法
の
適
用
の
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
長
所
を
み
の
が
し
え
な
い
よ
う

な
人
々
の
保
護
の
為
に
、
や
は
り
裁
判
所
が
職
権
に
よ
り
国
際
私
法
に
従
っ

(

附

〉

て
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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い)

(
閉
山
)
〈
明
岡
田
開
C
F
W

同州
2
r
z
i口
弘
吉
岡
山
口

r
2
H司
同
州
(
の
曲
目
三
巴
丘
町
口
ro

』匡己伯仲

gl〈
2
0山
口
一
包
括
忌
吋
ω)
・
書
評
は
同
州
与
止
国
N
ω
由

(
H
S印)

ωmvω
『・

(郎)剛山〉国何回、.岡山内
wゲ

o
r
N
U
(
H由一山市町一〉斗印品目〉
c
p間
同

N
q
同

N品印・

ハ

ω〉
一
九
六
ご
千
以
来
の
相
当
す
る
ハ
1
グ
諸
条
約
に
つ
い
て
は
、
前

掲
第
三
節
I
2
b
参
照
。

(
問
)
前
出
注
(
担
〉
。

(肌〉

Nd司何回の開閉叶¥同)問。回
HAH0・
開
z
r
a門

】

Fnrg
烈
E
R
g
o
R
Z
E

ロ》初日岡山由
r
o
F
N
N
U
ハ
H出血印
)
H
S
Cぉ
・
忌
む
・
そ
こ
で
文
字
通
り

い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
統
一
さ
れ
た
事
項
規
定
は
、
原
則
と
し
て
(
統

一
的
な
或
い
は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
〉
抵
触
規
定
を
放
逐
す
る
。
:

い
ず
れ
の
競
合
す
る
抵
触
規
定
に
対
し
て
も
統
一
さ
れ
た
事
項
規
定
が

絶
対
的
に
優
先
す
る
こ
と
は
、
一
見
競
合
す
る
国
際
法
上
の
条
約
の
規

範
階
層
関
係
の
う
ち
に
定
着
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
実
質
的
条

約
に
、
は
る
か
に
重
要
な
も
の
と
し
て
の
優
位
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う

風
に
で
あ
る
o
」

(
問
)
向
回
日
は
た
と
え
ば
円
、
〉
Z
U
。・

5
u
O芯
〉
ロ
耳
色
邑
ロ
ロ
聞
き
-
乙
苦
・

ιznymロ
問
。
口
r
z
u
H
H
H宮山
(
5
2
)
E
H
同
・
一
以
下
の
点
に
つ
い
て
も

そ
の
一
八
六
頁
の
討
論
レ
ポ
ー
ト
参
照
。

(
問
)
司
F
何回印
Z
何回
-
m，白
-2-S巳
4
2
同
O
【]』曲目。ロ回『巾
nr昨日何回目

M

冊

F
N

(
H
S
S
E吋
民
・

(
山
川
)
司
F
何回印
Z
何回ご

F
F
0・印、吋由・-

ハ
防
)
町
F
何回印
Z
E
C

白・白・。・印一吋印・

第二絞パウノレ・ハインリッヒ・ノイハウス著「国際私法の基礎理論」

(川則)相内開。伺円、
.
H
E州
民
xu
及
び
』
〉
吋

g
p
周
知

B
m
N
S吋
r
N
N∞
Z
・。日

〉
『
印
・
十
も
又
否
定
的
で
あ
る
。
同
意
す
る
の
は
N
当
何
回
。
何
回
ア
河
与
or

N
S
(
H
8
6
怠
印
・
彼
は
あ
る
種
の
同
2
2
r
m
z
rユ
を
同
一
の
法

問
題
の
国
内
的
解
決
に
対
す
る
「
匂
同
国
g
E
S
Z
c
巴
S
E
E
L
E目
」
で

も
っ
て
、
即
ち
、
相
異
な
る
法
的
構
成
に
も
か
か
わ
ら
ず
外
国
法
と
内

国
法
の
結
果
の
類
似
性
(
!
)
の
推
定
で
も
っ
て
理
由
づ
け
よ
う
と
す

る
が
(
後
述
第
九
節
I
5
)
、
個
々
の
紛
争
に
お
い
て
は
そ
れ
は
何
ら
当

て
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

E
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム

(
Z
C
回目国〉
C
玄
)
の
い
う
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
自

門

別

〉

国
法
志
向
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
可
能
な
限
り
頻
繁
に
そ
の
郷
土
の
・
法
(
法

廷
地
法
)
の
適
用
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
1

1
決
し
て
ド
イ
ツ
に
限
ら
れ
る

こ
と
の
な
い

l
l若
干
の
著
述
家
、
制
定
法
、
殊
に
ま
た
多
く
の
裁
判
所
の

(
別
)

傾
向
で
あ
る
。
「
故
郷
の
鐘
の
音
は
:
:
:
恐
ら
く
常
に
特
別
な
魔
術
を
行
う

で
あ
ろ
う
」
と
マ
イ
リ
ハ
g
E
C〉
が
?
八
九
九
年
に
は
も
う
記
し
て
い
た

門

別

)

の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
国
際
的
判
決
の
同
一
性
の
理
想
の
対
極
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

sf 

ー
、
本
国
法
志
向
の
根
拠
が
、
パ
ル
タ
ン
が
そ
れ
を
恐
ら
く
も
っ
と
も
は
っ

き
り
と
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
以
下
の
法
律
的
な
国
粋
主
義
に
あ
る
こ
と

は
ご
く
稀
で
あ
る
。
即
ち
、
「
国
際
私
法
は
私
に
と
っ
て
は
、
私
法
関
係
に

(

抑

〉

お
け
る
祖
国
の
観
念
の
法
的
形
式
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
む
し
ろ
他
の
諸
理
由

北法33(6・179)1641 



料

が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

a) 

立
法
に
お
い
て
は
内
国
法
の
優
先
が
、

一
部
は
外
国
の
法
制
と
比
べ
た

資

内
国
法
の
優
秀
さ
に
対
す
る
素
朴
な
信
仰
に
基
づ
い
て
い
る
。
実
際
ど
の
制

定
法
も
そ
の
制
定
の
瞬
間
に
は
最
新
か
つ
最
も
進
歩
的
で
最
も
熱
し
た
法
律

で
あ
る
と
い
う
あ
る
種
の
推
定
を
伴
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

推
定
が
時
の
経
過
と
共
に
維
持
し
え
な
い
も
の
と
な
る
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど

思
い
至
ら
な
い
。
次
に
立
法
に
よ
る
内
国
法
の
優
先
の
う
ち
に
は
内
国
の
利

〈

mv

益
の
一
方
的
な
顧
慮
が
み
と
め
ら
れ
る
。

典
型
的
な
例
を
な
し
て
い
る
の
が
民
施
第
七
条
で
、
そ
れ
は
プ
ロ
イ
セ
ン

一
般
ラ
ン
ト
法
(
序
章
第
二
三
条
、
第
三
五
条
)
に
既
に
範
を
と
っ
て
お
り
、

し
か
も
国
際
的
手
形
・
小
切
手
私
法
に
関
す
る
一
九
三

O
年
・
一
一
一
一
年
の
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
条
約
に
よ
っ
て
(
前
出
注
(
必
〉
・
各
第
二
条
〉
国
際
的
承
認
を
み

る
に
苓
一
っ
た
。

従

判
断
す

竺即
かち

字詰
Zし tこ

丘ぉ
℃け
て る
内内
国 国
取人
引空
σ3 干T
利 為
益 態
の JJ
要は
請そ
がの
あ本
る国
限法

り
、
内
国
に
お
け
る
外
国
人
の
行
為
能
力
は
内
国
行
為
地
法
に
よ
る
の
で
あ

る。b) 

判
例
に
お
い
て
も
同
様
に
、
自
国
法
志
向
は
、
部
分
的
に
は
自
己
の

法
の
優
秀
さ
へ
の
真
撃
な
信
念
に
基
礎
を
有
す
る
(
前
述
第
四
節

E
の
注

(

州

出

)

〈
山
〉
の
前
の
部
分
〉
。
こ
れ
に
外
国
法
適
用
上
の
当
然
の
不
安
定
が
付
け
加

わ
る
。
適
切
に
も
マ
ル
テ
ィ

γ
・
ゲ
ォ
ル
フ
は
、
「
極
力
自
国
実
質
法
の
適
用

を
し
よ
う
と
す
る
良
心
的
な
裁
判
官
(
こ
こ
で
は
怠
慢
は
問
題
と
な
ら
な
い
)

(mv 

の
」
い
た
る
と
こ
ろ
で
み
と
め
ら
れ
う
る
「
傾
向
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

持
に
は
、
勿
論
、
困
難
な
事
案
で
は
ま
さ
に
反
対
の
こ
と
も
ま
た
お
こ
り

う
る
。
即
ち
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
熱
意
あ
る
確
定
で
あ
る
。
そ
れ

は
そ
う
す
る
と
鑑
定
書
を
求
め
う
る
の
で
あ
り
、
更
に
自
ら
の
判
決
が
「
上

〈

別

)

告
に
強
い
」
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
内
国
法
が
不
公
平
だ
と
感
じ
ら
れ

(
加
)

る
場
合
に
は
、
一
般
に
外
国
法
適
用
へ
の
志
向
は
よ
り
強
ま
る
。

そ
れ
が
国
際
私
法
の
正
義
、
国
際
的
判
決
調

2
、
そ
の
評
価
は
分
れ
る
。

和
、
或
い
は
ま
た
法
発
見
の
公
正
さ
を
犠
牲
に
し
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
自

国
法
志
向
は
拒
否
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
他
方
自
国
法
志
向
は
国
際
私
法
の
発

(

加

)

震
に
と
っ
て
こ
れ
ま
で
積
極
的
意
義
を
有
し
て
い
る
。
蓋
し
、
若
干
の
抵
触

規
定
の
不
当
性
は
、
実
務
上
そ
れ
が
具
体
的
に
外
国
法
の
適
用
を
定
め
て
い

る
場
合
に
は
じ
め
て
意
識
さ
れ
る
に
至
る
か
、
或
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
場

合
に
は
じ
め
て
抵
抗
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
際
主
義
者
の
理
想
の
よ
う

に
裁
判
所
が
内
国
法
と
外
国
法
に
同
一
の
公
平
さ
で
対
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

裁
判
所
は
不
当
な
抵
触
規
定
も
よ
く
忍
耐
し
て
承
認
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
方
今
や
抵
触
規
定
が
外
国
法
の
適
用
を
も
た
ら
す
場
合
に
は
、
そ
れ
に

対
す
る
批
判
的
精
神
が
外
国
法
の
適
用
に
対
す
る
嫌
悪
を
鋭
く
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
個
々
の
場
合
に
内
国
法
の
優
先
が
あ
ま
り
正
当
で
な
か
っ
た
場

北法33(6・180)1642 



(4) 

合
に
お
い
て
さ
え
、
そ
の
こ
と
が
時
に
は
、
後
に
「
全
面
的
に
」

1

1
即
ち

外
国
法
の
適
用
に
有
利
に
も
|
|
新
し
い
考
え
方
を
刺
激
し
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
特
定
の
問
題
に
関
す
る
司
法
の
評
価
に
際
し
て
は
、
法
廷
地
法
を
も

た
ら
す
全
て
の
決
定
を
は
じ
め
か
ら
「
不
審
な
も
の
」
と
し
て
排
除
す
る
こ

と
は
正
当
で
は
な
い
。
本
来
内
国
法
の
適
用
に
対
す
る
非
難
に
す
ぎ
な
か
っ

た
も
の
が
、
長
い
間
に
は
双
方
的
規
則
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

明
ら
か
な
例
は
反
致
(
後
掲
第
三
五
節
)
で
あ
る
。
有
名
な
最
初
の

〈

加

〉

フ
ォ
ル
ゴ

l
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
で
財
産
を
取
得

し
そ
こ
で
子
供
が
な
く
死
亡
し
た
パ
バ
リ
ア
人
の
無
遺
言
相
続
を
、
単

純
に
フ
ラ
ン
ス
国
際
私
法
に
よ
っ
て
パ
パ
リ
ア
相
続
法
(
そ
れ
に
よ
れ

ば
彼
の
婚
外
の
母
の
傍
系
親
族
が
棺
続
す
る
こ
と
と
な
る
)
に
よ
ら
し

め
る
の
で
は
な
く
て
、
パ
バ
リ
ア
国
際
私
法
に
従
っ
て
フ
ラ
ン
ス
法
に

服
せ
し
め
る
(
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
遺
産
を
フ
ラ
ン
ス
の
国
庫
に
帰
属

せ
し
め
る
)
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
長
い
間
に
は
反
致
の

観
念
は
疑
い
も
な
く
判
決
の
同
一
性
を
促
進
す
る
転
致
に
ま
で
拡
張
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
の
法
廷
地
法
へ
の
自
国
法
志
向
を
、
い
じ
悪
く
も
自
ら
の
き
ゅ
う

舎
へ
の
馬
の
殺
到
と
比
較
し
て
き
た
。
今
や
そ
の
「
き
ゅ
う
舎
へ
の
殺
到
」

が
、
馬
た
ち
に
そ
の
道
程
の
最
後
の
部
分
を
克
服
す
る
為
の
よ
り
強
い
力
を

与
え
る
場
合
に
は
、
法
廷
地
法
へ
の
自
国
法
志
向
は
国
際
私
法
に
お
い
て
し

(

別

〉

ば
し
ば
新
し
い
発
展
の
為
の
最
初
の
刺
激
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

勿
論
自
国
法
志
向
の
積
極
的
側
面
は
単
に
慰
め
と
な
る
に
す
ぎ
ず
、
推
奨

第二版パウル・ハインリッヒ・ノイハウス著「国際私法の基礎理論j

に
値
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ハ山

)
Z
c
g
E，d
g
ハ
前
出
注
(
以
〉
)
九
日
ω・

(
山
川
)
自
ら
の
法
の
適
用
は
宮
・
4
司

O
E♂
H
M
H
F
H
E
-
F・
5
の
決
し
て

網
羅
的
と
は
い
え
な
い
列
挙
に
従
え
ば
、
以
下
の
も
の
に
よ
っ
て
促
進

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω反
致
理
論
(
後
述
第
三
五
節
を
み
よ
)
、

ω内

国
法
と
外
国
法
の
一
致
の
推
定
、

ω公
序
の
留
保
条
項
の
過
度
の
適

用
、
制
可
能
な
限
り
多
数
の
法
制
度
を
訴
訟
と
性
質
決
定
す
る
こ
と
、

帥
制
定
法
に
よ
る
特
別
規
定
、
に
よ
る
。
そ
の
う
ち
第
三
の
形
は
フ
ラ

ン
ス
で
、
第
四
は
英
法
領
域
で
、
第
五
は
ド
イ
ツ
民
施
で
特
に
頻
繁
に

用
い
ら
れ
る
。

1

1
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
回
目

2
2
F
E

B
B
-
zロ
8
E
ι
g
x
p副口
2
2
L
S
ω
-
m『
t
r
g
g同
常
国
口
D
口
出
'

F

円
白
島
町

]
O』
印
(
]
石
印
也
)
・

巧
E
Z何
回

の

R
E
S
E
-
-
0
2
2
r
o
E
g
g
E
Dロ田

-
1
s号

(∞
E
ロD
田
〉

-
H
2
5吋。
)

N

O

に
よ
れ
ば
国
際
私
法
に
関
す
る
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
判
例
は
、
唯
一
の
テ
1
7
に
関
す
る
一
連
の
果
て
し
な
い
バ

リ
エ

l
シ
ョ
ン
と
し
て
把
え
ら
れ
う
る
。
即
ち
外
国
法
の
適
用
を
回
避

す
る
こ
と
で
あ
る
。

(
別
)
去
何
回

F
H
U
U
5
2
Z門
口
同
江
口
ロ
回

-oロ
己

ロ

5
ロ
ゆ
ロ

:
:
:
ρ

∞∞申
)

4

。

(
円
内
開
。
-
開
「
前
出
注
(
川
)
三
七
頁
の
引
用
に
よ
る
〉
・

(別〉

H
W
L
P同

4
2・
甲
山
口
門
戸
宮
間
ハ
前
出
注
ハ
剖
〉
〉
の
序
文
末
0

4
〈・

0
0
5
・

印

2
5り

J

「
w

日

ロ

回

り

2
5
r片
岡
町
神
宮
・
君
。
】
同
(
呂
町
凶

)
N
E
Z
-
∞
の
ヤ

ユ
「
政
治
家
は
外
国
法
の
運
用
に
よ
っ
て
会
戦
が
失
わ
れ
る
と
常
に
信

じ
て
き
た
の
で
あ
る
」
参
照
。
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料

(
加
)
前
出
注
(
凶
)
参
照
。

(加
)
O
Fの
出
回
目
σ
z
a
S・
M-SUN-
弔
問
∞
官
-
E
U
N
Z
H・日由

(ω
・

HN∞
〉
「
各
国
の
正
当
な
自
己
尊
重
は
そ
の
法
に
つ
い
て
も
み
と
め
ら

れ
、
外
国
法
の
適
用
を
、
有
力
な
理
由
が
要
求
す
る
の
で
な
い
疑
わ
し

い
場
合
に
は
、
裁
判
官
に
内
国
法
に
優
位
を
与
え
る
こ
と
を
許
し
て
い

る
の
で
あ
る
」
参
照
。

(
加
)
宮
・
4
司

0
5司"司
m
a
-
-
-
-個
々
の
場
合
に
、
法
廷
地
法
の
適
用

が
、
誤
解
さ
れ
た
外
国
法
の
誤
っ
た
適
用
よ
り
も
し
か
も
国
際
的
判
決

調
和
に
よ
り
よ
く
資
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が
宮
司
自

r

m与
色
白
出
合
田
∞
)
出
吋

5
窓
口
〈
英
国
人
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
離

婚
)
及
び

ω
E
4
4開
5
・
Z
邑・、
H，・阿見・河・

5
(
H
S
S
2
0・

〈
捌
)
第
一
一
欣
〈
四
六
一
良
注
(
旧

a
〉
)
で
ふ
れ
た
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
の

判
例
は
放
棄
さ
れ
た
日
貝
U開
沼

(
5
2
)
同

HHH・
そ
の
判
決
に
よ
れ

ば
、
判
決
は
裁
判
官
が
準
拠
さ
れ
る
と
表
明
さ
れ
た
外
国
法
の
代
り
に

ス
イ
ス
法
を
、
外
国
法
秩
序
の
内
容
の
調
査
が
裁
判
官
に
期
待
し
え
な

い
と
い
う
理
由
で
ス
イ
ス
法
が
適
用
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
さ
え
も

(
最
近
の
岡
田
日
切
の
開
毘
口
ぎ
出
回
呂
町
〔
NOU〕
)
、
上
告
で
き
な
い
と

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

(
加
〉
法
律
回
避
の
公
式
の
促
進
に
ま
で
い
た
る
。
後
出
注
(
悶
)
を
み
よ
。

(
加
)
自
国
法
志
向
が
い
か
に
阻
害
的
に
作
用
し
う
る
か
の
反
対
の
例
に

つ
い
て
は
、
後
出
注
(
測
)
を
み
よ
。

(
加
〉
の
世
田
ω
・
出
品
・
。
-H∞吋∞

g
L
M
M・M・H
g
N・
0
・
H∞芯
-
r
g
ゲミ・

同∞∞
N

・H

・ω。]「

資

(m〉
U
E
2
(後
出
注
(
加
)

)

ω

印
が
国
際
法
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
、

即
ち
「
新
し
い
法
は
し
ば
し
ば
不
純
な
手
に
よ
り
作
ら
れ
る
」
と
い
う

こ
と
が
、
国
際
私
法
に
つ
い
て
も
若
干
の
誇
張
を
含
む
が
、
い
え
よ

う
。
ま
ず
一
方
的
に
適
用
さ
れ
た
法
は
、
円
将
来
の
法
確
信
の
先
導
者

と
な
り
う
る
の
で
あ
る
」
。

N
、
自
国
法
志
向
の
明
ら
か
な
帰
結
と
し
て
は
、
「
国
許
に
留
ま
る
こ
と
」
、
つ

ま
り
明
ら
か
で
か
つ
無
条
件
の
指
示
に
基
づ
い
て
外
国
法
を
適
用
す
べ
き
で

(

仰

)

な
い
全
て
の
場
合
に
法
廷
地
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
う
る
。
そ
れ

は
、
ま
ず
外
国
法
へ
の
原
則
的
送
致
を
明
ら
か
に
し
、
し
か
る
後
に
そ
れ
を

例
外
規
則
、
訴
訟
的
性
質
決
定
、
反
致
、
公
序
等
と
い
う
「
ト
リ
ッ
ク
」
に

よ
っ
て
や
は
り
撤
回
す
る
の
が
稀
で
は
な
い
場
合
よ
り
も
よ
り
単
純
か
っ
真

撃
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
自
制
的
な
表
現
に
よ
り
、
全
て

の
例
外
を
頭
か
ら
余
計
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
一
義
的
か
つ
決
定
的
な
指
示

規
定
を
立
て
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
-
|
同
様
に
逆
に
当
初
明
ら
か
に
し

た
法
廷
地
法
の
準
拠
性
が
、
時
々
一
特
別
の
事
案
に
お
い
て
(
優
先
、
後
出
第

三
人
節
参
照
。
例
外
的
に
は
特
別
の
申
立
て
に
よ
る
外
国
訴
訟
法
の
適
用
、

後
述
第
五
三
節

E
4
参
照
)
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
精
微
化

し
て
い
く
法
秩
序
に
お
い
て
も
原
則
と
例
外
の
か
け
あ
い
は
避
け
が
た
い
の

で
あ
り
、

従
っ
て
そ
の
場
合
に
|
|
特
に
比
較
的
長
期
の
聞
に
は
|
|
「
例

北法33(6・182)1644 



外
」
が
実
際
上
は
根
本
原
則
の
適
用
よ
り
頻
繁
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
も
生

(4) 

じ
う
る
(
た
と
え
ば
、
許
可
の
留
保
付
の
禁
止
に
つ
い
て
許
可
が
次
第
に
頻

ハ
仰
V

繁
に
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
〉
。

第二版

国
際
私
法
上
の
度
の
す
ぎ
た
保
守
主
義
が
古
く
さ
く
な
っ
た
規
則
を

は
っ
き
り
と
放
棄
す
る
よ
り
も
、
次
第
に
よ
り
多
く
の
例
外
に
よ
っ
て

空
洞
化
す
る
方
が
望
ま
し
く
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
勿
論
正
当
で
あ
る

〈
た
と
え
ば
、
国
籍
主
義
又
は
契
約
の
履
行
地
へ
の
補
充
的
連
結
。
後

出
第
二
七
節

V
又
は
第
三

O
節

E
を
み
よ
〉
。

し
か
し
な
が
ら
全
体
と
し
て
は
、
国
際
的
判
決
の
同
一
性
を
も
た
ら
そ
う

パウノレ・ハインリッヒ・ノイハウス著「国際私法の基礎理論」

と
し
、
そ
れ
故
法
廷
地
実
質
法
に
何
ら
の
原
則
的
優
位
性
を
み
と
め
な
い
抵

触
法
の
理
想
は
、
今
日
に
お
い
て
も
尚
有
効
で
あ
る
。

(
加
)
〉
・
〉
・
岡
山
田
開
閉
山
Z
N
巧
何
回
の
に
お
け
る
ヨ
可
g
L
S
ω
宮
司
白
骨

rcBona

の
特
別
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
り
実
質
的
基
準

(
3
r
g
g
宮
口
a

a
g
J
に
よ
る
抵
触
法
的
観
点
の
代
置
は
、
ヨ
何
回
目
(
前
出
注
(
沼
)
)

印
由
由
を
み
よ
。

(
抑
)
そ
の
よ
う
な
展
開
が
制
定
法
上
定
着
し
た
の
は
、
た
と
え
ば
婚
姻

法
第
四
条
第
三
項
及
び
第
六
条
第
二
項
で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
で
あ
げ
ら

れ
た
免
除
し
う
る
婚
姻
障
害
の
解
除
は
、
「
重
大
な
理
由
が
婚
姻
の
成

立
に
反
す
る
場
合
に
」
(
の
み
)
「
否
定
さ
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
。

第
八
節

際

法

国

国
際
法
は
、
国
際
私
法
、
殊
に
国
際
的
統
-
抵
触
法
に
対
し
て
い
か
な
る

意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ー
、
国
際
法
の
概
念
は
、
古
典
的
学
説
に
よ
れ
ぽ
西
洋
の
若
し
く
は
今
日
で

は
普
遍
的
な
国
家
共
同
体
の
法
を
包
摂
し
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
主
権
諸

国
家
や
若
干
の
他
の
そ
れ
と
同
等
の
冨
際
法
主
体
〈
特
に
国
際
組
織
)
の
相

互
関
係
を
規
律
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
国
際
法
は
一
般
的
に
は
私
人
の

諸
関
係
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
た
し
か
に
現
代
に
お
い
て
は
国
際
法
の
直

接
的
妥
当
性
を
私
人
に
対
し
て
も
認
め
よ
う
と
す
る
、
即
ち
私
人
を
国
際
法

上
の
請
求
権
や
義
務
の
担
い
手
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
は
あ
る
(
た
と
え
ば

(

制

〉

国
際
刑
法
に
よ
っ
て
)
。
し

国
際
外
人
法
、
少
数
民
族
保
護
、
人
権
保
護
、

か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
に
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
大
部
分
国
家
が
そ
の
高

権
の
担
い
手
と
し
て
参
加
し
て
い
る
公
法
上
の
諸
関
係
で
あ
り
、
従
っ
て
純

〈

m〉

法
的
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
国
際
法
の
重
点
は

L
S
X

室
。

gB骨
戸
ロ
ロ
曲
目
宮

ZF口
会
に
あ
り
、
従
っ
て
直
ち
に
全
て
の

L
B
F同
室
町
円
・

国
田
氏
自
己
a

を
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

特
に
今
世
紀
に
お
い
て
国
際
法
上
も
不
明
確
と
な
っ
た
「
主
権

ω
2・
北法33(6・183)1645 



料

(m) 

〈
R
E
E
C」
の
理
念
は
、
い
ず
れ
に
し
ろ
国
際
私
法
上
何
ら
役
に
立

つ
も
の
で
は
な
い
。
蓋
し
、
各
国
の
主
権
は
そ
の
国
境
の
杭
の
と
こ
ろ

で
終
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
法
律
の
適
用
や
そ
の
領
土
上
の
境
界
の

外
に
お
け
る
高
権
行
為
の
域
外
的
効
力
の
承
認
に
対
す
る
何
ら
の
請
求

ハ
制
〉

権
を
み
と
め
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
外
国
主
権
の
尊
重

は
、
内
国
の
法
律
を
外
国
の
事
実
関
係
へ
適
用
す
る
こ
と
を
も
一
般
的

に
禁
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
外
国
に
お
け
る
高
権
的
強
制
の
行
使
を
禁

止
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

時
に
政
治
的
動
向
が
国
際
私
法
の
地
域
的
統
一
の
為
に
ど
の
程
度
寄

与
し
た
の
か
、
た
と
え
ば
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
一
九
二
八
年
の
の
注
目
問
。

仏
凸
仏

2
2
7
c
z
z
g
R
-
oロ
弘
司
巴
〈
色
。
(
の
ひ
岳
問
。

ω
5
g自
由
ロ
芯
〉
成

立
へ
の
汎
ア
メ
リ
カ
運
動
や
、
一
九
五
一
年
五
月
一
一
日
/
一
九
六
九

年
七
月
三
日
の
協
定
に
お
け
る
参
加
諸
国
の
統
一
一
国
際
私
法
草
案
の
為

の
ベ
ネ
ル
ッ
ク
ス
同
盟
の
創
設
、
或
い
は
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体

(

加

〉

の
固
有
の
紙
触
法
の
為
の
あ
る

u
h
z
B官
i
F代
は
、
又
別
の
問
題
で

七
町
w
h
v

。

最
後
に
国
際
的
裁
判
所
が
国
際
条
約
に
基
づ
い
て
私
的
紛
争
の
解
決
の
為

に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
単
な
る
事
実
は
、
そ
の
裁
判
所
に
よ
り
適
用
さ
れ
、
若

し
く
は
ま
た
自
由
に
創
造
さ
れ
た
法
に
国
際
法
の
刻
印
を
押
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
と
え
ば
ハ
l
グ
の
国
際
司
法
裁
判
所
が
そ
の
規
程
第
三
八
条
に
よ

り
「
文
明
諸
国
に
承
認
さ
れ
た
法
の
一
般
原
則
」
を
適
用
す
べ
き
場
合
に
、

こ
れ
ら
の
原
則
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
国
際
法
と
な
る
の
で
は
な

〈

加

〉
ぃ
。
む
し
ろ
本
来
私
法
上
の
原
則
(
た
と
え
ば
有
資
の
加
害
に
対
す
る
責
任
)

の
適
用
に
際
し
て
は
、
事
案
毎
に
こ
の
原
則
が
私
法
上
の
争
い
に
お
い
て
私

法
と
し
て
働
く
の
か
、
或
い
は
国
際
法
上
の
争
い
の
解
決
の
為
に
国
際
法
に

資

よ
り
継
受
さ
れ
た
の
か
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
加
)
こ
の
点
に
つ
き
た
と
え
ば
り
〉
E
P
U
F
O
ω
z
-
Zロ
四
仏

2
7
Fロ・

ω
n
Z口
同
日
〈
ロ

]
Z
R
2
Z
ロロ

ωぬ同
O
H
N
O
X
Q
g
H
)
参
照
。

(
山
)
最
近
の
見
解
に
よ
れ
ば
国
際
法
の
内
国
私
法
へ
の
間
接
的
影
響
(
た

と
え
ば
攻
撃
的
戦
争
の
禁
止
が
、
各
国
に
攻
撃
的
戦
争
の
為
の
武
器

供
給
に
関
す
る
私
法
上
の
契
約
を
も
無
効
と
取
り
扱
う
べ
き
ょ
う
義
務

付
け
、
或
い
は
あ
る
国
の
主
権
が
そ
の
外
交
的
代
表
の
一
雇
一
傭
者
を
接

受
国
の
解
雇
保
護
法
に
服
す
る
べ
く
義
務
付
け
る
こ
と
に
よ
る
)
と
共

に
、
又
直
接
に
国
際
法
的
(
「
渉
外
法
的

3zzsm己
g己
完
会
岳
会
E

gR」
)
私
法
が
、
特
に
そ
の
担
い
手
が
あ
る
国
の
法
に
服
す
る
こ
と
な

く
私
法
的
形
態
に
お
い
て
国
際
法
的
機
能
が
行
使
さ
れ
る
場
合
(
た
と

え
ば
国
際
赤
十
字
委
員
会
の
援
助
行
為
)
に
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

問
問
〉
己
印
同
N
O
O
K
阿
国
H
t
p
印
m
r
U回目
H
2
0門
口
氏
芯
ロ
ω}口山口一
Z
-
r
r
O
H
M
-〈
三
日

nr昨
日

初
巳
u
o
F
N
U∞
(
5
2
)
m
E
(白
出
向
・
・
由
同
∞
『

-
S芹
耳
巳
件
。
円
。
ロ

Z
R
r
-

d

司
包
括
ロ
)
を
み
よ
。

(
出
〉
出
〉
F
F
耳
目

z-z-2宮
司
の

E
8・
ロ
品
川
「
:
:
:
か
く
て
主
権
は

専
ら
そ
れ
に
よ
っ
て
濫
用
す
る
為
に
だ
け
人
聞
が
創
み
出
し
た
概
念
に

属
す
る
と
い
い
た
い
伎
で
あ
る
。
」
参
照
。

(
出
)
そ
の
詳
細
は
図
。

z
z
R出。
z-
戸
田
口

otoロ
仏
ロ
円
O
ロ
岳
円
借

8
5
0・

同
国

5
2
A山田門目白
S
E
R
-
oロ
円
。
牛

2

8
口
出
伊
丹
田
仏
O
H
D
U
H
M
N
2・
R
F
U∞

(
5
3
2同・

8
3
0
ω
申

(
5
0
)
H
E
-
-
そ
の
書
評
。

E
R
E
F

E
r
o
U
N
H叶
(
呂
町

N〉
色
町
民
・
参
照
。
更
に
〈
〉
Z
E回
目
印
?
の

Dロ・
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(4) 

回
目
宮
内

r
r
z
o
H
n
o口
町
民
仲
間
仏
ぬ
明
。
Z
〈

R同
2
2
A山
田
口
河
ぬ
〈
・
同
ロ
回
同
・

σ巳
問
。

ωH
〈戸市部品)∞印間同・

(
出
)
口
問
。
回
2
0・
0
印
刷
悶
巧

C
l
o
g
S
E
r
o
s
g
g
田
宮
町
牛
芯
〉
ロ

OHE

roロ
ロ
ロ
ロ
問
〈

Dロ

CO曲
角
川
口
田
口
『
曲
『
円
。
ロ
ロ
ロ
門
】
』
口
同
町
m
淳
一
回

nroロ
句
。
円
師
C
口
。
ロ
H

E
O
〉
の
お

a-
由。・

H
N
U
(
E
H
)
参
照
。
彼
は
、
「
将
来
は
こ
れ
ま
で

一
種
の
法
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
熱
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
き
た
よ
り
は
る
か
に

厳
し
く
E
E
C
に
お
け
る
法
統
一
計
画
の
必
要
性
を
検
討
す
る
」
こ
と

を
要
求
し
て
い
る
。
「
:
:
:
即
ち
ま
ず
第
一
に
完
成
・
し
た
草
案
が
存
在

す
る
と
、
こ
れ
が
実
質
的
疑
念
が
も
は
や
何
も
物
を
言
わ
な
く
な
る

ハ
そ
れ
自
体
喜
ば
し
い
)
政
治
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
う
ず
に
あ
ま
り
に

も
安
易
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」
恐
ら
く

(
E
C
諸
国

の
)
契
約
上
な
ら
び
に
契
約
外
の
債
務
関
係
の
準
拠
法
に
関
す
る
条
約

の
予
備
草
案
は
よ
り
肯
定
的
評
価
を
う
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
た
と
え
ば
同
u
z
r
N
U∞

(
5
2〉
a
F
N
H
H
R
(
F
2
0
0

及
び
〈
。
2
0
4
開
岡
田
開
。
ミ
〈
。
Fmgh
の
論
文
及
び
ド
イ
ツ
語
テ
キ
ス

ト
)
な
ら
び
に
開
E
B苦
言
問
ロ
芯

garuD曲目
F
B唱

え

oz-mazロP

〉
口
お

S
L
り

0
2
5
8
E
C同

g
r
z
g
a
zロ
色
。
c
-
Z』巳ロ
5
・

(、H
，
ロ
ゲ
山
口

m
g
g叶
印
)
を
み
よ
。

(
加
)
前
出
注
(
印
〉
参
照
。

E
、
普
通
国
際
法
は
、
私
法
的
に
意
味
の
あ
る
わ
ず
か
の
規
定
を
含
ん
で
い

第二版バウル・ハインリッヒ・ノイハウス著「国際私法の基礎理論」

る
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
は
し
か
も
外
人
法
|
|
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入

ら
な
い
が
l
l
t
に
つ
い
て
も
法
適
用
法
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

国
際
手
続
法
に
お
い
て
は
、
国
際
法
と
園
内
法
と
の
間
の
交
渉
が
無

数
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
裁
判
権
免
除
(
後
述
第
五
四
節

E
)、
民
事

手
続
に
お
け
る
国
際
法
上
の
請
求
権
の
主
張
、
訴
訟
上
の
人
権
(
い
わ

ゆ
る
最
低
基
準
〉
及
び
外
国
の
国
際
法
違
反
行
為
の
承
認
と
い
う
諸
問

題
だ
け
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

ー
、
原
則
と
し
て
国
際
法
共
同
体
の
い
ず
れ
の
構
成
員
も
、
他
の
構
成
員
を

そ
れ
自
体
と
し
て
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
(
い
か
な
る
条

件
に
よ
っ
て
か
、
は
こ
こ
で
は
述
べ
え
な
い
〉
、
そ
の
法
秩
序
を
も
尊
重
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
い
か
な
る
国
家
も
外
国
法
を
劉
酌
す
る
こ

と
を
、
原
則
と
し
て
、
あ
る
い
は
個
々
の
場
合
に
怒
意
的
に
拒
絶
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
と
な
る
。

更
に
進
ん
で
国
際
連
合
の
時
代
に
お
い
て
は
恐
ら

く
国
際
的
協
力
の
義
務
を
問
題
と
し
て
、
従
っ
て
そ
の
国
際
私
法
に
よ
っ
て

国
際
的
法
交
通
に
役
立
つ
べ
き
各
国
の
義
務
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
で
き

る。

し
か
し
そ
れ
は
、

そ
の
自
ら
の
利
益
の
維
持
と
い
う
枠
内
に
お
い
て

で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
国
際
法
上
の
平
等
原
則
か
ら
、
外
国
法
と
内
閣
法

の
完
全
な
平
等
取
扱
い
の
為
の
諸
国
の
義
務
を
ひ
き
出
す
こ
と
は
ゆ
き
す
ぎ

で
あ
ろ
う
。

2 

一
般
国
際
法
が
、
国
内
抵
触
法
の
内
容
に
対
し
て
具
体
的
な
個
別
規
定

を
も
含
ん
で
い
る
か
、
に
は
争
い
が
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
恐
ら
く
次

北法33(6・185)1647 



料

の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
即
ち
特
定
法
秩
序
の
適
用
は
、
そ
の
事
実
関
係
が
そ

の
法
秩
序
だ
け
へ
の
連
結
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
国
際
法
上
要
請
さ
れ
て

資

そ
の
事
実
関
係
が
内
国
へ
唯
一
の
逮
結
を
も
全
く
示
し
て
い
な
い

〈

初

)

場
合
に
は
自
国
法
秩
序
の
適
用
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も

お
り
、

前
提
を
な
す
の
は
、
政
治
的
か
つ
倫
理
的
に
中
立
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
い

〈

仰

〉

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

更
に
他
の
内
容
的
に
特
定
の
抵
触
法
命
題
か
全
て
の
世
界
で
妥
当
し
て
い

る
よ
う
な
場
合
に
は
ハ
た
と
え
ば
土
地
物
権
に
対
す
る
所
在
地
法
の
準
拠

性
、
債
務
法
上
の
行
為
の
方
式
に
対
す
る
少
な
く
と
も
選
択
的
な
行
為
地
法

の
妥
当
性
、
国
際
的
商
事
取
引
契
約
に
対
す
る
準
拠
法
の
合
意
の
原
則
的
な

許
容
性
)
、

又
別
の
定
め
を
お
く
為
に
こ
れ
ら
の
原
則
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ

う
諸
国
に
義
務
付
け
る
意
識
が
、
そ
れ
を
国
際
法
と
性
質
決
定
す
る
為
に
は

ハ
制
)

欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
原
則
は
、
超
国
家
的
、
共
通
(
あ

る
い
は
普
通
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
)
慣
習
法
と
呼
ば
れ
う
る
で
あ
ろ
う

が
、
国
際
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
以
外
に
お
い
て
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
外
国
法
を
適
用
す
べ
き
国
際

法
上
の
義
務
は
三
重
の
訴
訟
法
上
の
留
保
に
服
し
て
い
る
。
即
ち
そ
の
よ
う

な
法
の
適
用
は
、
当
事
者
が
手
続
に
お
い
て
そ
れ
を
援
用
し
な
か
っ
た
場
合

(
後
述
第
四
三
節

E
1〉、

或
い
は
こ
の
法
の
内
容
が
圏
内
手
続
法
に
よ
り

規
定
さ
れ
て
い
る
方
式
に
お
い
て
証
明
さ
れ
な
い
場
合
(
第
四
三
節

E
2
参

照
)
、
或
い
は
そ
の
適
用
が
裁
判
所
そ
の
他
の
官
庁
又
は
職
務
行
為
者
に
異

質
の
活
動
を
要
求
す
る
よ
う
な
場
合
(
た
と
え
ば
職
権
に
よ
る
事
実
関
係
の

調
査
、
後
述
第
五
四
節
直
)
に
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
更
に
公
序
に

よ
る
実
質
法
的
留
保
及
び
相
互
性
又
は
報
復
の
政
治
的
留
保
(
後
述
第
四
五

節
)
が
つ
け
加
わ
る
。
こ
れ
ら
が
そ
れ
と
し
て
国
際
法
上
ど
こ
ま
で
制
約
を

受
け
て
い
る
か
は
後
に
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
〈
前
掲
)
。

3
、
諸
国
が
、
そ
の
国
際
私
法
の
適
用
に
際
し
て
、
国
際
法
上
承
認
さ
れ
た
基

こ 本
れ的
ま諸
で価
り値
"、
三殊
'hこ

柔人
定権
国を
際保
法華
のす
書害 '̂' 
it き
部義
分務
とを
し負
て う
は国
証際
明法
さ上
れの
え公
な〈序
い恕は

国
際
法
に
対
す
る
国
際
私
法
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
後
述
第
二
七
節

E
3

(
国
籍
)
及
び
第
四
四
節

E
1
b
ω
〈
承
認
さ
れ
て
い
な
い
政
府
の
法
の
適

用
)
参
照
。

4
、
国
際
法
上
の
条
約
に
関
す
あ
一
般
的
原
則
は
、
原
則
と
し
て
国
際
私

(

m

)

 

法
の
領
域
に
お
け
る
条
約
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
そ
の
際
に
勿
論
注
目
す

べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
国
際
的
に
統
一
的
な
私
法
を
含
ん
で
い
る
限

り
に
お
い
て
全
て
の
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
勿
論
そ
の
限
り
に
お
い
て
も
国
際
的
に
統
一
的
な
解
釈
が
求

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
た
と
え
ば
各
国
主
権
の
最
大
限
保
持
の
原

北法33(6・186)1648 



則
、
即
ち
疑
わ
し
き
場
合
に
は
拘
束
力
が
否
定
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
施
行
、

加
盟
、
解
除
、
留
保
等
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
議
定
書
に
よ
る
、
或
い
は
最
終

(4) 

の
条
項
に
関
し
て
の
み
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
内
容
上
の
規
定

第二版

は
民
事
法
上
の
原
則
の
遵
守
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
法
秩
序
の
無
欠
敏
性
と
内

〈

mv

的
完
結
性
の
意
味
で
解
釈
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

パウル・ハインリッヒ・ノイハウス著「国際私法の基礎理論」

も曲目
S
2
2
2
2
8岳
会
と
い
う
国
際
法
上
の
原
則
は
、
ド
イ
ツ
連
邦

共
和
国
で
は
た
し
か
に
ま
さ
に
憲
法
の
ラ
ン
ク
を
有
し
て
い
る
が
(
基
本
法

第
二
五
条
)
、
国
際
私
法
に
お
い
て
は
大
て
い
の
抵
触
法
条
約
が
明
示
文
は

黙
示
の
内
国
公
序
の
留
保
に
服
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
巾
に
そ
の
価

値
を
減
じ
て
い
る
(
後
述
第
五
一
節
wn
〉
。
そ
の
他
に
、
条
約
が
絶
え
ず
遵
守

(

m

)

 

さ
れ
な
い
場
合
に
は
運
用
停
止

E
2
E
E
L
-〉
に
よ
り
無
効
と
な
る
。

国
際
私
法
条
約
の
妥
当
性
に
対
す
る
戦
争
の
意
義
も
又
国
際
法
上
の
問
題

で
あ
る
。
即
ち
何
ら
の
国
境
を
超
え
た
官
庁
の
交
流
を
前
提
し
て
い
な
い
純

(

制

)

粋
の
法
適
用
条
約
が
継
続
し
て
い
る
か
(
い
わ
ゆ
る
区
別
説
)
、
ま
た
戦
争

に
よ
る
停
止
の
後
に
再
適
用
が
明
示
に
合
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
或
い

は
再
適
用
の
障
害
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
(
そ
し
て
遅
く
と
も
い
か
な

る
時
点
か
ら
そ
う
か
と
い
う
こ
と
)
を
適
当
な
宣
言
が
確
認
す
れ
ば
足
る
の

〈

mv
か
、
ま
た
停
止
の
終
結
の
後
に
1
1
1
ま
だ
可
能
で
あ
る
限
り
は
l
i
I
以
前
の

事
実
関
係
も
再
び
条
約
上
の
抵
触
法
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
か
と
い

(m一
}

う
こ
と
で
あ
る
。

(
加
)
認
〉
関
与
〉
問
。
〈
・
〈
o
-
r巾円円。
n
Z
S
L
H司
H
F
Z
H
Z色
包
悶

2
2
8
x

同
(
〉
予
。
ロ
忌
ω
由一〉印日目印(印印
N
F
〉
に
よ
る
。

(
出
)
こ
の
追
加
に
よ
り
、
の

E
H
E
R
E
0・
Fro-田
N
S
2
5
2

の
批
判
、
即
ち
不
法
行
為
及
び
離
婚
事
件
に
お
け
る
法
廷
地
法
の
一
般

的
適
用
が
国
際
法
違
反
と
み
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と

と
し
た
い
。

(
山
)
宮
〉
問
〉
問
。
〈
(
前
出
注
(
加
)
)
忠
∞
戸
田
O
耳
目
即
日
間
的
・
・
司
岡
山
口
正

5
-
r
O
R
R
E
-
-
R
F
Z
3
(
l
p
z
F
o
n
E
C何
回
)
・

4
司

9
5
z
n
y

ι
2
〈
α-ro日
m
n
Z九
阿

(
H
g
H
V
H
N
由〈

5
3
参
照
。

(
叩
)
個
別
的
に
は
私
の
書
評

ω〉
ミ
岡
戸
〉
Z
Z
?
F
Z
B箆
-GEm-
買い目

〈回国可。
nrTHHM骨
2
ロ白色
C
ロ白
ω-
円

mwnr門
司

(
H
U
品N
〉
U
H
N
白r
o
F
N
N
∞(同由自品一〉

ロN
(

口
ω〉
参
照
。
ラ
ウ
タ

I
パ
ク
ト
は
そ
の
ボ
ル
事
件
(
前
出
注

(
川
)
〉
に
お
け
る
品
呂
田
町
田
丹
巾
。
匂

E
。
尽
に
お
い
て
各
国
内
公
序
の
留
保

だ
け
を
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
の
意
味
に
お
け
る

m
3
0
5日

間以ユロロ

-
1
2
0『
]
白
唱
と
み
な
し
て
い
る
が
、
国
際
的
に
統
一
的
な
公

序
を
そ
う
は
み
て
い
な
い
(
九
二
頁
)
。

(
羽
〉
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
公
式
用
語
は
最
近
、
上
位
概
念
と
し
て
「
国

際
的
合
意

(
5
0
5邑
o
g
r
〈
2
0
z
g
g
a
gど
を
用
い
て
お
り
、

そ
れ
に
対
し
て
「
条
約
(
〈
2
昨
日
間
ど
を
国
家
元
首
に
よ
り
締
結
さ
れ

た
合
意
に
つ
い
て
、
「
協
定
ハ
〉

F
o
g
g
gど
ま
た
は
「
協
定

(
C
V
2
・

舟町長。
5
8
8
)」
を
政
府
間
で
締
結
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て
用
い
て
い
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料

る。

F
2
2
8〈
忌
吋
。
〉
。
包
及
び
後
出
注
(

m

)

を
み
よ
。

(m)
基
本
的
に
は

H1・
4〈
・
回
口
何
回
・
〉
g
r
m
g
m
E
L
何吋向山口
N
E
m

山口件。
B
阻
止

D
D
L
a
s
s
-ロ
}
百
三

F
n
r
2
Z
2
S
E
-
-
-
H
河
与
o
F
N
M
O
(
H
8印〉

き
ω
(自
由
民
・
〉
・
最
近
の
問
問
。
E
O
F
F何
回
・
目
白
r
a
z
m
自由『・・

N∞印同・

を
み
よ
。

(
出
)
回
包
E
F
B
-
N
-
F
〈
0
5
5
L
ω
n
r・
5
吋
タ
ロ
に
よ
れ
ば
、
ス

イ
ス
と
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
に
対
す
る
関
係
で
の
一
九

O
二
年
ハ

l
グ
後
見
条
約
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
。

(

m

)

恐
ら
く
こ
の
趣
旨
を
述
べ
る
の
が
〉
C
巴
2
・
F
H
E由
民
g
問。円

N
Z
-
q
g
N四回出
v
r
c
B
B
g
z
z
s
z
u
o
E仲間
n
z
g牛
同
ロ
唱
団
ロ
LV自己目

印
・
∞
巳
y
m
r
N
E
H
U
m
N
(
H
P悼∞
)
H
O
(同∞
Y

ロ
ロ
品
目
白
山
口
而
〉
ロ
B
・

3

阿
内
包
括
田
町
宮
田
ロ
ロ
宮
町

g
g
Z
2ユ
同
問
問
自
由
げ
日
明
B
B
L
g同市口
Z
J

岡山田『冊目目
N
H由
(
]
5
印一戸〉

Hωω(Hω{)・

(
箔
〉
第
二
次
大
戦
後
の
、
不
統
一
で
占
領
軍
の
介
入
に
よ
り
尚
更
複
雑
と

な
っ
た
ド
イ
ツ
実
務
の
分
析
に
際
し
て
、
反
対
の
結
論
に
達
し
た
の
が

出
O
E
4
5同
F
口
広
問
。
ュ
白
色
宮
口
問
ぐ
ロ
ロ
〈
O円可卸回。ロ

LO田
口
o
z
z
n
r
g

m巳口
r
g
宮
内
目
。
同
∞
河
口
己
主
色
。
一
円

U
U河
(
忌
吋
N
)
由N
l
u印・

H
U
吋
I

HS-

ロ
ロ
仏
∞
F
R
E
E
z・
0
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ヨ包
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2
3
Eロ
岡
弘
E
Z
n
r
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〈

arw何回
2
0号
間
関
叩

H
N忠
岡
山
〈

ω
ω
(
5
4
6
S
Q
R・
-
-
-
議
会
の
閃

意
を
伴
わ
な
い
再
適
用
に
関
す
る
合
意
の
効
力
の
国
法
上
の
問
題
に
つ

い
て
は
巧
E
。
E
F
〈
包

W
2
5
n
Z
H
D
S
C
N
2
2・
H
Z
E

∞。印

2
・N
を
み
よ
。

(m〉
(
詳
し
い
理
由
を
あ
げ
ず
に
)
否
定
的
な
の
が
択
の
(
巧
2
C
M∞・

資

円4 炉-

;;: ~ 
c: .... 
'" ~ 
を戸

町1
占‘ F凶
空 3

I認
戸 U 炉d

zg 
ロお
アピ 品

TE 
勾 N

z ~ 
俳暗唱 ーー-

由色
申ロ;

a喝。
同

〉
ロ
B 

z 
何
c 

E
、
条
約
国
際
法
を
な
す
の
が
、
そ
れ
に
よ
り
当
事
諸
国
が
特
定
の
国
際
私

法
統
一
規
定
を
制
定
す
べ
き
、
或
い
は
あ
る
手
続
法
的
措
置
を
と
る
べ
き
義

務
を
負
う
国
際
的
協
定
、

更
に
広
義
の
国
際
私
法
問
題
に
対
し
て
国
際
的

裁
判
所
や
仲
裁
委
員
会
の
設
置
及
び
そ
れ
へ
の
提
訴
に
関
す
る
協
定
で
あ

る
。
そ
の
数
と
意
義
は
、
第
二
次
大
戦
後
特
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
非
常
に
増

加
し
た
の
で
、
若
干
の
法
分
野
に
お
い
て
そ
れ
に
匹
敵
す
る
国
内
抵
触
規
定

よ
り
頻
繁
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
ら
の
協
定
を
付
録
に
お
い
て
だ
け
、
ま
た
恐
ら
く
は
小
活
字
で
取
り
扱
う
と
い

う
、
ド
イ
ツ
の
コ
ン
メ
ン
タ
i
ル
及
び
教
科
書
の
古
く
か
ら
の
慣
行
は
、
従
っ
て
誤
解

を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。
個
々
の
場
合
に
園
内
(
「
独
自
」
〉
低
触
規
定
の
適
用
の
前

に
、
常
に
条
約
に
依
る
こ
と
が
な
い
の
か
を
ま
ず
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

〈

m)

個
々
の
点
に
お
い
て
は
ま
た
若
干
の
区
別
が
生
じ
る
。

1
、
条
約
当
事
者
の
数
に
応
じ
て
双
方
的

(

m

)

 

的
)
条
約
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
双
面
的
)

と
多
辺
的

(
多
面

ヨ(
U
O

口
語
ロ
巴
ロ
ロ
仏
。
z
Z由
民
は
、
そ
れ
に
対
し
て
い
さ
さ
か
別
の
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
内
国
裁
判
所
(
そ
の
固
有
の
活
動
に
対
し

て
)
並
び
に
外
国
官
庁
(
そ
の
裁
判
の
承
認
の
為
の
前
提
問
題
と
し
て
)
の

国
際
的
管
結
権
を
規
定
し
て
い
る
条
約
で
あ
る
(
後
述
第
五
五
節
E
2
V
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そ
し
て

h
s
sロ
E
S
E
-
o会
と
は
更
に
加
え
て
各
々
の
準
拠
法
を
も
定

め
て
い
る
条
約
を
指
す
。

い)

ニ
国
間
条
約
は
東
側
プ
ロ
ッ
?
で
支
配
的
で
あ
り
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

第二版

メ
ン
バ
ー
は
一
方
で
は
相
互
に
国
際
私
法
及
び
国
際
的
手
続
法
に
関
す
る
そ

の
よ
う
な
条
約
の
完
全
な
網
に
よ
り
結
び
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
若

パウノレ・ハインリヅヒ・ノイハウス著「国際私法の基礎理論」

干
の
西
側
諸
国
と
も
問
様
の
協
定
を
締
結
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
約

が
細
部
で
相
違
し
て
い
る
限
り
で
は
、
当
然
な
が
ら
各
裁
判
所
所
属
国
に
と

つ
て
は
、
二
つ
の
格
呉
な
る
締
約
国
と
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
が
、
ぁ

る
国
に
対
し
て
は
こ
の
法
に
よ
り
、
他
の
国
に
対
し
て
は
か
の
法
に
よ
り
判

断
さ
る
べ
き
場
合
に
抵
触
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
支
配
的
で
あ
る
よ
う
な
多
辺
条
約
に
つ
い
て
は
、
こ
の

よ
う
な
危
険
は
よ
り
小
さ
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
多
数
の
国

際
的
委
員
会
は
、
相
互
の
協
調
な
く
今
日
国
際
私
法
に
関
す
る
条
約
を
生
み

出
す
の
で
あ
る
が
、
同
じ
様
に
紛
争
を
も
た
ら
す
に
到
る
か
、
或
い
は
少
な

(

m

)

 

く
と
も
裁
判
官
を
ま
ど
わ
す
こ
と
に
な
り
う
る
。
か
く
て
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
の
裁
判
所
に
と
っ
て
、
今
日
で
は
ハ

l
グ
国
際
私
法
会
議
、
国
際
民
事
戸
籍

委
員
会
(
の
-
H

・
同
・
。
・
〉
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
諸
条
約
が
併
存
し
て
考

慮
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
並
ん
で
国
際
連
合
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済

審
議
会

2
・。

-m・
)
、
ス
ト
ラ
ス
プ
ル
ク
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の
そ
れ
ら
、

並
び
に
国
際
連
盟
時
代
か
ら
の
若
干
の
古
い
条
約
も
考
慮
さ
れ
る
。
そ
の
混

乱
は
、
非
加
盟
国
に
対
す
る
条
約
の
相
異
な
る
適
用
可
能
性
に
よ
っ
て
も
、

(
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
)
新
し
い
条
約
の
発
効
と
更
に
既
存
の

条
約
の
実
施
を
し
ば
し
ば
遅
き
に
失
す
る
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
公
示
す

(

m

)

 

る
と
い
う
普
か
ら
の
悪
習
に
よ
っ
て
も
ひ
ど
く
な
る
の
で
あ
る
。

混
合
形
態
を
な
す
の
が
双
方
的
付
属
協
定
に
よ
り
補
充
さ
れ
る
多
辺
条
約

で
あ
り
、
た
と
え
ば
一
九
七
一
年
の
ハ

l
グ
承
認
・
執
行
条
約
は
、
そ
の
内

容
が
多
辺
的
に
合
意
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
実
施
は
各
々
双
面
的
に
の
み
行

《

問

)

わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

2
、
加
入
の
可
能
性
に
応
じ
て
閉
鎖
的
、
開
放
的
、
半
開
放
的
条
約
が
区
別

門
町
叫
)

さ
れ
る
。
閉
鎖
的
条
約
に
は
、
せ
い
.
せ
い
特
定
の
諸
国
が
事
後
的
に
加
入
し

う
る
に
す
ぎ
な
い
(
た
と
え
ば
そ
の
条
約
が
締
結
さ
れ
た
会
議
へ
の
参
加
、

或
い
は
あ
る
種
の
国
際
的
組
織
の
構
成
員
)
が
、
開
放
的
な
そ
れ
へ
は
そ
れ

に
対
し
て
全
て
の
諸
国
が
加
入
し
う
る
の
で
あ
る
。
半
開
放
的
条
約
に
つ
い

て
は
新
し
い
諸
国
の
加
入
が
、
全
て
の
そ
れ
ま
で
の
当
事
国
に
よ
り
許
諾
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
、
或
い
は
許
諾
し
た
諸
国
に
対
し
て
の
み
有
効
と
な
る

か
、
逆
に
明
示
的
に
反
対
し
た
諸
国
に
対
し
て
の
み
効
力
を
持
た
な
い
か
、

が
ま
た
区
分
さ
れ
る
。

3
、
有
効
範
囲
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る

L
c
z
zロ民
C
H
E
E
R
-
-よ
り
適
切
に
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料

は
全
面
的
又
は
無
条
件
の
統
一
法
に
関
す
る
条
約
1
1
1
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で

の
国
内
抵
触
規
定
に
当
該
領
域
に
お
い
て
直
ち
に
と
っ
て
代
わ
り
全
て
の
抵

資

触
事
案
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
も
の
と
、
単
純
な
条
約
で
事
実
関
係
が
締
約

国
の
一
つ
に
対
し
て
特
定
の
関
連
性
を
も
っ
場
合
に
の
み
適
用
す
べ
き
も
の

門

別

)

と
が
区
別
さ
れ
る
。
第
二
の
態
様
の
条
約
に
お
い
て
も
、
常
に
他
の
締
約
国

へ
の
関
連
性
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、

一
部
は
条
約
と
縁
の
な
い
国

家
の
法
が
決
し
て
適
用
さ
れ
る
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
消
極
的
に

〈
仰
)

定
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

単
純
な
条
約
法
と
独
自
法
の
聞
に
は
、
し
ば
し
ば
わ
ず
か
の
遠
い
が
認
め

ら
れ
る
(
た
と
え
ば
菅
の
一
九

O
二
年
/
一
九

O
五
年
の
ハ

1
グ
条
約
と
民

施
法
の
そ
れ
に
相
当
す
る
諸
規
定
の
聞
で
)
。
し
か
し
な
が
ら
単
純
な
条
約

と
並
ん
で
、
特
別
に
外
国
人
・
外
人
法
に
敵
対
的
な
一
般
的
国
際
私
法
も
存

在
し
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
と
何
ら
条
約
に
よ
る
合
意
が
存
在

し
な
い
諸
国
に
対
す
る
い
わ
ば
戦
闘
法
で
あ
る
(
前
述
第
六
節

E
序
参
照
)
。

全
体
と
し
て
国
際
法
は
、
統
一
的
国
際
私
法
の
理
想
に
と
っ
て
注
目
す
ベ

き
意
義
を
有
す
る
が
、
決
し
て
決
定
的
意
義
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

(m)
類
型
論
に
つ
い
て
は
問
問

O
E
O
F何回・

も
参
照
。

(

m

)

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
の
公
式
用
語
法
に
お
い
て
は
最
近
は
前
者
の

み
が
ヨ
〉
r
r
c
B
B
g会
と
称
さ
れ
後
者
は

s
c
g
Z
E
r
c
B
B
g
R
と
よ

何
百
ro吉
岡
山
富
l
H
E
を

ば
れ
る
。
日
常
の
用
法
で
は
し
か
し
な
が
ら
二
番
目
の
語
は
ー
1
特
に

合
成
語
で
は
1
1
l
い
さ
さ
か
重
苦
し
く
、
従
っ
て
古
い
条
約
の
引
用
は

外
来
の
名
称
を
む
し
ろ
維
持
し
て
い
る
。

(

m

)

前
出
注
h

m

)

参
照
。

(
捌
)
〈

m-・同内田
O
S向
OFF何回グ何回寸巾】田
N
U
ω
(
H坦
品
川
町
)
口

N・

〈
矧
)
こ
の
点
に
つ
い
て
冨
と
。
同
g
w
ω
u、回目
O
B
O
L
R
3∞
E
H
O同
長
虫
色
・

。
口
会
〈
Oロ

B
E
-
t
E
R
E
-
g
問
。
口
語
口
広
C
ロ
g
H
N
-
F
H凶〈
m--

ェ

(
同
市
町
、
吋

U
)

仏
民
・

(

m

)

「
こ
の
場
合
に
結
局
は
政
治
的
性
格
を
有
す
る
解
決
が
問
題
と
さ
れ

る
」
の
で
、
「
加
入
条
項
に
つ
い
て
は
ハ

1
グ
会
議
の
総
会
で
は
ほ
と

ん
ど
全
く
議
論
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
舞
台
裏
で
解
決
さ
れ
る
」
の
で

あ
る
。
か
よ
う
に
貝
日
〈
開
「
∞
0
4弓
削

r
Eロ
m
z
E
列。同
R
B
Z
L口同町巴ぬ-

ro山
骨

L
g
出
回
出
向
。
同
開
E
B口
E
-
m
Eロ岡田由
r
r
o
B
B
Oロ凹

(U2ω
・回
C
ロロ

巴吋
ω〉

NNω
・

(
邸
)
第
一
の
種
類
の
条
約
に
対
し
て
は
ハ

1
グ
会
議
は
以
前
は
次
の
定

式
を
用
い
た
。
即
ち
「
(
締
約
)
諸
国
は
そ
の
各
国
の
園
内
法
に
お
い

て
:
:
:
そ
の
諸
規
定
を
制
定
す
る
べ
く
合
意
す
る
。
」
最
近
は
そ
れ
に

代
え
て
い
わ
く
「
そ
の
適
用
は
、
相
互
性
の
い
か
な
る
条
件
に
も
依
存

し
な
い
。
条
約
は
、
そ
の
準
拠
法
が
締
約
闘
の
そ
れ
で
な
い
場
合
と
い

え
ど
も
適
用
さ
れ
る
。
」

(
矧
)
か
よ
う
に
た
と
え
ば
ハ

1
グ
扶
養
条
約
第
六
条
は
い
う
。
こ
の
点

に
つ
き
り

0
5・
2
4司
巴
予

N
N
g
参
照
(
同
意
す
る
の
は
切
の
出

印・

N・巴
a
・

HUes剛山
N
s
a・
N吋
N)。
同
様
に
一
九

O
二
年
ハ

l
グ
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(4) 

離
婚
条
約
第
九
条
第
二
項
。
従
っ
て
こ
れ
は
趣
旨
に
即
し
て
い
え
ば

1
1
1
「
締
約
国
の
一
に
お
け
る
全
て
の
訴
え
」
へ
そ
の
適
用
可
能
性
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
第
九
条
第
一
項
)
|
|
非
締
約
国
に
有
利
に
管

轄
権
排
除
を
も
た
ら
し
え
な
い
の
で
あ
る
い
豆

2
8
2
r

阿
川

2
・
0
町
-

E
-
P
F
P
S
・ロ
(
H
S印
)

印

肉

4
4・
回
目
ち
(
H
S
S
H
企
∞
-
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