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料資

は
じ
め
に

国
内
管
轄
条
項
は
、
実
定
法
上
一
九
二

O
年
の
国
際
連
盟
規
約
第
一
五
条

八
項
に
は
じ
め
て
規
定
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
機
能
的
に
こ
れ
に
類
す
る
も

の
は
、
す
で
に
第
一
次
大
戦
前
の
仲
裁
裁
判
条
約
に
お
け
る
留
保
条
賓
と
し

tこ て
つ広

てみ
発ら
生れ
した
fニ 。
紛連

争震
対約
しの
て園
、内

豊富
機条
関項
のは
紛、

争加
解盟
決国
のの
権国
限内
を間
前j 題

約
す
る
。
現
行
の
国
連
憲
章
も
、
国
連
の
原
則
の
一
つ
と
し
て
、
国
内
管
轄

条
項
を
受
け
継
い
で
い
る
(
第
二
条
七
項
〉
。

連
盟
規
約
の
国
内
管
鰭
条
項
は
そ
の
適
用
が
相
当
に
狭
い
範
囲
に
限
定
さ

れ
、
し
か
も
、
そ
の
実
践
の
過
程
か
ら
『
暫
定
的
審
査
」
方
式
と
い
う
適
用

基
準
が
採
用
さ
れ
た
た
め
、
連
盟
機
関
に
よ
る
紛
争
の
解
決
に
と
っ
て
必
ず

し
も
障
害
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、
そ
れ
以
前
の
仲
裁
裁
判
条
約

中
の
留
保
条
項
が
裁
判
の
実
施
そ
の
も
の
を
妨
げ
る
機
能
を
遂
げ
た
の
に
比

べ
て
対
照
的
で
あ
っ
た
。
国
違
憲
章
で
は
園
内
管
轄
条
項
の
適
用
範
囲
が
拡

大
さ
れ
た
が
、
し
か
し
、
実
際
に
は
連
盟
期
で
み
ら
れ
た
発
展
の
方
向
が
維

持
さ
れ
、
さ
ら
に
は
国
連
機
関
の
権
限
を
拡
張
す
る
『
国
際
関
心
事
項
』
理

論
と
い
う
新
し
い
適
用
基
準
が
活
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
発
展
の
過
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程
に
は
、
圏
内
管
轄
条
項
の
適
用
が
国
際
機
関
の
決
定
に
ま
か
さ
れ
る
か
ど

う
か
が
一
つ
の
重
要
な
意
義
を
も
っ
。
そ
の
決
定
が
国
際
機
関
に
ま
か
さ
れ

る
と
き
は
、
当
該
機
関
は
実
際
に
そ
の
紛
争
処
理
の
権
限
を
可
能
な
限
り
維

持
す
る
た
め
の
適
用
基
準
を
採
用
し
て
き
た
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
園
内
管

轄
条
項
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
多
く
の
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
次

国際紛争の平和的解決における国内管鱈条項機能の発展

の
二
点
を
中
心
に
国
内
管
轄
条
項
の
実
際
の
機
能
が
次
第
に
制
約
さ
れ
て
き

た
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
第
一
に
、
国
内
管
轄
条
項
の
適
用
が
国

際
機
関
に
ま
か
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
第
二
に
、
そ
の
決
定
が
国
際
機
関
に
ま

か
さ
れ
る
と
き
に
、
当
該
機
関
が
ど
の
よ
う
な
適
用
基
準
を
用
い
て
、
そ
の

紛
争
処
理
の
権
限
を
維
持
し
て
き
た
の
か
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
検
討

す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
る
る
。

第
一
章

国
内
管
轄
条
項
の
起
源

ー
ー
そ
の
機
能
的
発
展
の
前
史
と
し
て

llj

国
内
管
轄
条
項
の
起
源
は
、
第
一
次
大
戦
前
の
仲
裁
裁
判
条
約
の
中
に
規

定
さ
れ
た
留
保
条
項
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
仲
裁
裁
判
も
含
め
て
国
際
裁

判
は
、
紛
争
当
事
者
の
同
意
を
基
礎
と
し
て
行
わ
れ
る
。
通
常
こ
の
同
意
は

特
定
の
事
件
に
つ
い
て
当
事
者
間
で
結
ば
れ
る
個
別
の
協
定
の
形
式
で
与
え

コ
ン
プ
ロ
ミ
ー

ら
れ
る
。
こ
の
協
定
(
仲
裁
契
約
)
は
、
国
家
聞
に
紛
争
が
発
生
し
た
あ
と

で
、
そ
れ
を
仲
裁
裁
判
に
付
託
し
て
解
決
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
方
式
は
、
紛
争
が
発
生
す
る
度
ご
と
に
、
当
事
国
の
合
意
の
形
成

を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
仲
裁
裁
判
の
実
施
に
実
効
的
な
保
障
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
当
事
者
間
で
一
定
の
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
に
、

そ
の
付
託
を
義
務
的
な
も
の
と
し
、
さ
ら
に
、
当
事
者
間
の
合
意
を
必
要
と

し
な
い
常
設
的
な
裁
判
所
を
予
め
設
置
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
実
際

に
、
第
一
次
大
戦
前
の
仲
裁
裁
判
は
こ
の
よ
う
な
発
展
の
方
向
を
た
ど
る
傾

向
に
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
な
お
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
仲

裁
裁
判
の
利
用
形
態
を
定
め
る
多
く
の
条
約
は
、
限
定
さ
れ
た
内
容
を
有
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
の
付
託
範
囲
に
つ
い
て
は
、
各
条
約

は
、
締
約
国
間
で
発
生
す
る
将
来
の
紛
争
の
う
ち
で
法
律
的
な
性
質
を
有
す

る
紛
争
に
限
定
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
締
約
国
の
重
大
利
益
、
独
立
ま
た
は
名

誉
に
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
留
保
条
項
(
以
下
、
重
大
利
益

条
項
と
い
う
)
を
と
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

以
下
、
本
章
で
は
、
こ
の
よ
う
な
第
一
次
大
戦
前
に
お
け
る
仲
裁
裁
判
の

発
展
の
過
程
を
概
観
し
、
当
時
一
般
的
で
あ
っ
た
仲
裁
裁
判
条
約
の
実
施
に

際
し
て
、
こ
の
重
大
利
益
条
項
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
た
か
を
み
る
こ

と
に
す
る
。
そ
こ
で
は
、
重
大
利
益
条
項
が
そ
の
本
来
の
目
的
、
つ
ま
り
、

単
に
紛
争
の
付
託
範
閤
(
裁
判
所
の
事
項
管
轄
権
)
を
限
定
す
る
も
の
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
は
仲
裁
裁
判
の
実
施
そ
の
も
の
を
妨
げ
る

よ
う
に
作
用
す
る
余
地
が
広
く
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
明
確
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事ヰ

に
す
る
こ
と
は
、
連
盟
規
約
の
圏
内
管
轄
条
項
の
機
能
を
み
る
う
え
で
有
益

で
あ
ろ
う
。

資

一
、
重
大
利
益
条
項
の
定
式
化
と
そ
の
構
造

ハ
円
、
第
一
次
大
戦
前
に
お
け
る
仲
裁
裁
判
制
度
の
動
向

第
一
次
大
戦
前
の
仲
裁
裁
判
の
発
展
の
過
程
は
、
そ
の
き
わ
め
て
任
意
的

な
性
格
を
い
か
に
制
限
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
。
そ
の
一

つ
の
重
要
な
方
向
は
、
任
意
的
裁
判
か
ら
義
務
的
裁
判
へ
の
過
程
で
あ
り
、

他
の
方
向
は
、
常
設
的
な
裁
判
所
を
予
め
設
置
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ

る
。
重
大
利
益
条
項
の
実
際
の
機
能
を
み
る
前
に
、
以
下
、
こ
れ
ら
の
点
に

お
け
る
発
展
の
過
程
を
慨
観
し
て
み
よ
う
。

一
定
の
紛
争
が
発
生
し
た
場
合
に
、
当
事
者
が
そ
の
つ
ど
合
意
す
る
こ
と

な
く
、
紛
争
の
付
託
を
義
務
的
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
裁
判
条
賓
の
帰

入
と
裁
判
条
約
の
締
結
と
い
う
二
つ
の
方
法
で
行
わ
れ
た
。
前
者
は
、
通
商

航
海
条
約
や
平
和
条
約
な
ど
に
当
該
条
約
の
解
釈
・
適
用
に
関
す
る
紛
争
を

付
託
す
る
こ
と
を
予
め
約
束
す
る
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者

は
、
当
事
者
間
で
発
生
す
る
将
来
の
一
定
の
紛
争
を
裁
判
に
付
託
す
る
こ
と

を
、
一
般
的
に
約
束
す
る
形
式
で
あ
る
。

重
大
利
益
条
項
は
、
一
九
世
紀
後
半
に
作
成
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
裁
判
条

約
案
及
び
裁
判
条
項
の
中
に
す
で
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
第
一

回
汎
米
会
議
(
一
八
八
九
年
)
に
提
出
さ
れ
た
仲
裁
裁
判
条
約
案
(
第
三

条
)
、
一
八
九
四
年
に
ス
ペ
イ
ン
と
コ
ロ
ム
ビ
ア
の
間
で
締
結
さ
れ
た
平
和
友

好
条
約
(
第
一
条
)
に
そ
の
起
源
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
条
約
(
案
)

は
、
い
ず
れ
も
締
約
国
の
一
方
の
判
断
で
、
そ
の
国
の
独
立
、
名
誉
等
に
影

響
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
い
か
な
る
紛
争
も
、
特
別
の
協
定
に
よ
る
場
合

を
除
い
て
、
仲
裁
裁
判
に
付
託
さ
れ
な
い
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
他
方
、

こ
の
よ
う
な
裁
判
義
務
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
の
選
定
(
具
体
的
法
廷

の
設
置
)
は
、
紛
争
の
つ
ど
、
当
事
者
間
の
合
意
(
特
別
の
協
定
)
に
基
づ

い
て
は
じ
め
て
可
能
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
誰
を
裁
判
官
に
す
る
か
に
つ
い

て
合
意
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
仲
裁
裁
判
は
な
お
実
施
さ
れ
え
な
い
こ

と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
仲
裁
裁
判
に
付
託
す
べ
き
紛
争
の
範
囲
を
予
め
規
定
し
て
お

く
問
題
と
と
も
に
、
常
設
的
な
国
際
法
廷
を
設
置
す
る
試
み
は
、
第
一
回
ハ

l
グ
会
議
(
一
八
九
九
年
)
で
は
じ
め
て
議
論
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、

こ
の
会
議
は
そ
の
多
数
の
参
加
国
(
第
一
回
会
議
は
二
大
国
、
第
二
閉
会
議

は
四
五
国
)
を
網
羅
す
る
義
務
的
な
仲
裁
裁
判
条
約
を
作
る
こ
と
を
白
的
と

し
た
。
ま
ず
、
会
議
の
招
請
閣
で
あ
る
ロ
シ
ア
代
表
は
、
仲
裁
裁
判
に
付
託

す
べ
き
紛
争
の
範
簡
を
定
式
化
す
る
一
つ
の
草
案
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
料
、
法
律
的
紛
争
と
く
に
条
約
の
解
釈
と
適
用
に
関
す
る
紛
争
を
、

そ
れ
が
重
大
利
益
等
に
関
係
し
な
い
限
り
、
仲
裁
裁
判
に
付
託
す
べ
き
こ

北法26(3・272)550



， 

と
、
け
、
右
の
重
大
利
益
等
の
留
保
に
服
さ
な
い
、
特
に
二
種
類
の
事
項

(
当
事
者
間
に
賠
償
支
払
の
原
則
が
承
認
さ
れ
た
場
合
の
賠
償
金
額
の
決
定

な
ら
び
に
郵
便
、
鉄
道
等
に
関
す
る
条
約
の
解
釈
と
適
用
)
の
紛
争
を
仲
裁

裁
判
に
付
託
す
べ
き
こ
と
、
持
、
右
に
記
し
た
二
種
類
の
紛
争
を
除
い
て
、

各
場
合
に
当
事
国
は
い
か
な
る
紛
争
を
仲
裁
裁
判
に
付
託
す
べ
き
か
を
自
ら

(
S
V
 

判
断
で
き
る
、
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
法
律
的
な
紛
争
が
発
生
し
て
も
、
そ

閤際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

れ
が
重
大
利
益
等
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
当
事
国
の
決
定
に

ま
か
さ
れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
以
前
に
み
ら
れ
た
条
約
な
い
し
条
約
案

と
基
本
的
に
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
な
く
、
広
く
当
事
国
の
主
観
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
留
保
条
項
を
伴
う
も
の

で
さ
え
自
国
の
主
権
に
反
す
る
と
い
う
ド
イ
ツ
の
反
対
、
ま
た
右
の
重
大
利

益
等
の
留
保
に
服
さ
な
い
一
定
の
紛
争
の
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
よ
う
に

要
求
す
る
ア
メ
リ
カ
の
主
張
等
、
各
国
の
修
正
動
議
が
続
出
し
、
結
局
、
第

一
回
ハ

1

グ
会
議
に
お
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
法
律
的
な
性
質
を
有
す
る

あ
ら
ゆ
る
紛
争
を
仲
裁
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う

(
5〉

原
則
を
確
認
す
る
こ
と
に
お
わ
っ
た
こ
八
九
九
年
の
国
際
紛
争
平
和
的
処

理
条
約
第
二
ハ
条
)
。
し
か
し
、
こ
の
ロ
シ
ア
案
に
規
定
さ
れ
た
重
大
利
益

条
項
の
定
式
化
の
試
み
は
こ
こ
で
終
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

ご
諸
国
で
締
結
さ
れ
た
仲
裁
裁
判
条
約
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
そ
の
一
つ

は
、
の
ち
に
み
る
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
(
一
九

O
三
年
)
で
あ
り
、
当
時
の
二

大
国
間
で
結
ば
れ
た
最
初
の
条
約
と
し
て
、
そ
の
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、

一
九
一

O
年
現
在
に
お
い
て
有

効
な
仲
裁
裁
判
条
約
の
数
は
二
一
二
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
で
重

大
利
益
条
項
を
含
む
も
の
は
七
二
を
か
ぞ
え
た
と
い
わ
れ
る
v

な
お
、
第
二

回
ハ

l
グ
会
議
に
お
い
て
も
、
多
く
の
条
約
案
が
提
出
さ
れ
、
最
終
的
に
委

員
会
の
表
決
に
付
さ
れ
た
案
は
、
す
で
に
み
た
ロ
シ
ア
案
を
踏
襲
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
重
大
利
益
条
項
に
服
さ
な
い
八
項
目
の
技
術
的
な

事
項
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
つ
い
て
任
意

に
署
名
す
る
闘
の
相
互
の
間
で
仲
裁
裁
判
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
が
規
定
さ

れ
た
が
、
他
方
で
、
そ
れ
以
外
の
紛
争
に
つ
い
て
は
重
大
利
益
条
項
が
適
用

さ
れ
、
か
っ
そ
の
決
定
は
当
事
国
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
案
は

多
数
の
賛
成
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
員
一
致
の
賛
成
を
み
な
か
っ
た

た
め
、
可
決
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
、
第
二
回
ハ

l
グ
会
議
に
お

い
て
も
、
第
一
回
ハ

1

グ
会
議
と
同
様
に
、
法
律
的
紛
争
を
仲
裁
裁
判
に
付

託
す
べ
き
こ
と
を
望
ま
し
い
と
す
る
原
則
を
確
認
す
る
だ
け
に
お
わ
っ
た

(
一
九

O
七
年
の
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
第
三
八
条
一
項
)
。

と
こ
ろ
で
、
二
度
の
ハ
l
グ
会
議
に
お
け
る
常
設
的
な
仲
裁
裁
判
所
の
設

立
に
関
す
る
計
画
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
第
一
回
ハ
l
グ
会

議

ιお
い
て
締
結
さ
れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
に
基
づ
い
て
、

O
一
年
に
常
設
仲
裁
裁
判
所

(
3
5
Eゆ
え
の

B
ユ
え
〉
号
X
E同
5
と

が
九

北法26(3・273)551



車ヰ

設
立
さ
れ
た
が
、
原
則
と
し
て
、
具
体
的
事
件
を
取
り
扱
う
裁
判
部
の
構
成

に
つ
い
て
は
、
紛
争
当
事
者
間
の
合
意
を
必
要
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
紛
争

当
事
者
が
、
事
件
の
度
ご
と
に
、
予
め
常
備
し
て
あ
る
裁
判
官
の
名
簿
か
ら

資

担
当
裁
判
官
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
事
者
の
合
意
を
必
要
と
す
る

点
に
お
い
て
は
、
従
来
の
仲
裁
裁
判
と
何
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
八
九
九
年
の
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
第
二
四
条
〉
。
そ
の
た
め
、

第
二
回
ハ

l
グ
会
議
で
は
、
右
の
方
法
と
は
別
に
、
当
事
者
の
合
意
を
必
要

と
し
な
い
真
に
常
設
的
な
裁
判
所
1
1
仲
裁
司
法
裁
判
所
(
の

B
足
。
『
〉

T

V
芹

邑

』

5
t
n
o
)
1
1を
設
置
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
各
締
約
国
の
任

命
す
る
常
勤
の
裁
判
官
の
割
り
当
て
を
め
ぐ
り
論
議
が
紛
糾
し
、
結
局
実
現

(
9
v
 

を
み
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
第
二
回
ハ

l
グ
会
議
に
お
い
て
も
、
紛
争
が
発

生
す
る
つ
ど
、
当
事
者
間
の
合
意
に
よ
っ
て
仲
裁
法
廷
を
構
成
す
る
方
法
が

認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
九

O
七
年
の
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条

約
第
四
五
条
)
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
二
度
の
ハ

l
グ
会
議
に
お
い
て
は
、
義
務
的
な
仲
裁

裁
判
制
度
を
樹
立
し
よ
う
と
す
る
企
図
は
最
終
的
に
失
敗
に
帰
し
た
。
た

だ
、
こ
の
会
議
を
契
機
と
し
て
、
第
一
次
大
戦
前
に
多
数
の
仲
裁
裁
判
条
約

が
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
わ
け
で
も
、
す
で
に
述
べ
た
一
九

O
三
年

の
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
は
、
先
例
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
と
し
て
最
も
重
要

な
も
の
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
こ
の
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
に
規
定
さ

れ
た
重
大
利
益
条
項
が
い
か
な
る
構
造
を
も
つ
か
、
み
て
み
よ
う
。
な
お
、

そ
の
実
際
の
機
能
に
つ
い
て
は
、
次
節
ニ
、
で
検
討
す
る
。

。
、
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
の
重
大
利
益
条
項

英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
三
九

O
三
年
〉
は
、
す
で
に
み
た
ロ
シ
ア
案
の
一

部
を
範
に
と
り
、
次
の
よ
う
な
重
大
利
益
条
項
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

「
法
律
的
な
性
質
を
有
す
る
紛
争
ま
た
は
両
締
約
国
に
存
す
る
条
約
の
解

釈
に
関
す
る
紛
争
が
、
今
後
両
国
の
聞
に
発
生
し
、
外
交
に
よ
っ
て
解
決

さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
一
八
九
九
年
に
:
:
:
設
け
ら
れ
た
常
設
仲
裁
裁

判
所
に
付
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
当
該
紛
争
が
両
締
約
国

の
重
大
利
益
、
独
立
、
名
誉
に
影
響
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
第
三
国
の
利

益
に
も
触
れ
な
い
こ
と
を
条
件
と
す
る
ご
〈
第
一
条
〉

と
こ
ろ
で
、
重
大
利
益
条
項
に
つ
い
て
、
第
一
回
ハ

l
グ
会
議
以
前
か
ら

指
摘
さ
れ
て
い
た
問
題
は
、
第
一
に
、
留
保
事
項
の
内
容
そ
の
も
の
が
「
拡

大
可
能
で
か
つ
暖
味
な
性
惇
を
有
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
紛
争
が
重
大
利

益
等
に
触
れ
る
か
ど
う
か
の
決
定
が
当
事
国
の
判
断
に
ま
か
さ
れ
る
結
果
、

仲
裁
裁
判
所
が
こ
の
先
決
問
題
の
決
定
権
を
も
た
な
い
限
り
、
右
条
項
が
慾

(
悶
}

意
的
に
運
用
さ
れ
る
余
地
が
残
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
と
に
、
重
大
利
益
条

項
の
実
際
の
機
能
を
左
右
す
る
の
は
、
後
者
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

う
し
か
し
、
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
は
裁
判
義
務
に
つ
い
て
さ
ら
に
不
完
全
な
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点
が
あ
っ
た
。
そ
の
第
二
条
に
よ
れ
ば
、

設
仲
裁
裁
判
所
に
提
訴
す
る
に
先
立
ち
、
紛
争
の
対
象
、
仲
裁
裁
判
官
の
権

「
個
々
の
場
合
に
、
締
約
国
は
常

限
の
範
囲
、
及
び
仲
裁
裁
判
部
の
構
成
と
手
続
が
有
効
で
あ
る
一
定
の
期

間
、
を
明
白
に
定
め
る
特
別
の
コ
ン
プ
ロ
ミ
l
に
調
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
規
定
の
解
釈
上
の
問
題
は
次
の
二
点
に
あ
る
。
第
一

一
{
疋
の
紛
争
を
裁
判
に
付
託
す
る
こ
と
を
認
め
た
(
第
一
条
)
以
上
、

当
事
国
の
一
方
は
そ
の
事
前
の
合
意
を
介
し
て
一
方
的
に
提
訴
す
る
権
利
を

国際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

有
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
具
体
的
法
廷
を

設
立
す
る
た
め
の
合
意
が
な
お
必
要
で
あ
る
の
で
一
、
右
提
訴
は
そ
の
合
意
の

獲
得
(
コ
ン
ブ
ロ
ミ
l
の
締
結
〉
を
申
し
込
む
権
利
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な

ぃ
。
逆
に
い
え
ば
、
右
の
一
方
的
提
訴
を
応
諾
す
る
他
方
の
当
事
国
の
義
務

の
内
容
は
、
そ
の
合
意
に
達
す
る
交
渉
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
第
二
に
、
国
際
裁
判
の
一
般
原
則
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は

自
己
の
管
路
権
を
決
定
す
る
権
限

(
g
s
z
g
R
T
g
B
Z件
。
ロ
の
め
)
を
有
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
条
約
で
は
、
そ
の
権
限
は
当
事
国
に
留
保
さ
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
紛
争
の
付
託
範
囲
に
つ
い
て
当
事
国
聞
の
意
貝
が
一
致
し
な

い
と
き
は
、
と
り
あ
え
ず
仲
裁
裁
判
部
の
設
立
だ
け
を
-
認
め
る
コ
ン
プ
?
ミ

ー
を
締
結
し
て
、
そ
の
先
決
問
題
を
裁
判
所
の
判
断
に
ま
か
せ
る
こ
と
が
望

ま
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
方
式
が
一
般
的
に
と
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
な

ぃ
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
右
裁
判
部
の
構
成
に
つ
い
て
事
後
の
合
意
が
得

ら
れ
な
い
限
り
、
義
務
的
裁
判
は
実
施
さ
れ
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
は
そ
の
規
定
全
体
か
ら
み
て
、
義
務

的
仲
裁
裁
判
の
実
施
を
必
ず
し
も
保
障
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
と
く

に
、
裁
判
所
が
構
成
さ
れ
る
ま
で
の
交
渉
の
過
程
で
重
大
利
益
条
項
が
援
用

さ
れ
る
な
ら
ば
、
右
条
項
は
仲
裁
裁
判
の
実
施
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
形
で

作
用
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
も
っ
と
も
、
裁
判
に
反
対
す
る
場
合
で
も
、
右

条
項
が
常
に
援
用
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
当
事
国
の
一
方
は
紛
争
が
法
律
的

な
性
質
を
も
た
な
い
と
い
う
形
で
抗
弁
を
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
る
)
。
そ

の
意
味
で
、
重
大
利
益
条
項
は
『
逃
避
条
項
」

て
機
能
す
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
よ
う
な
機
能
を
実
際
の
事
例

(
何
宮
即
日
掃
の

-2月
)
と
し

を
と
お
し
て
み
て
み
よ
う
。

二
、
重
大
利
益
条
項
の
実
際
的
機
能
に
関
す
る
事
例

こ
こ
で
は
、
チ
ュ
ニ
ス
・
モ
ロ
ツ
コ
の
国
籍
法
令
事
件
(
以
下
、
国
籍
法

令
事
件
と
す
る
)
を
中
心
に
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
の
重
大
利
益
条
項
が
実
際

に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
か
を
み
る
〈
な
お
、
本
件
は
の
ち
に
み
る
よ
う

に
、
連
盟
規
約
の
国
内
管
轄
条
項
に
関
す
る
主
要
な
事
例
と
も
な
る
)
。

国
籍
法
令
事
件
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
イ
ギ
リ
ス
の
間
に
発
生
し
た
紛
争
で
あ

る
。
一
九
二
一
年
に
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
保
護
領
の
チ
ユ
ニ
ス
と
モ
ロ
ツ
コ

で
、
そ
の
地
域
に
生
ま
れ
か
つ
阿
親
の
一
方
が
そ
こ
で
生
ま
れ
た
者
に
フ
ラ
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料

ン
ス
の
国
籍
を
付
与
し
兵
役
の
義
務
を
課
す
国
籍
法
令
を
発
布
し
た
。
イ
ギ

リ
ス
は
、
右
の
法
令
が
そ
の
地
援
に
居
住
す
る
イ
ギ
リ
ス
人
に
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
反
対
し
、
こ
の
問
題
を
一
九

O
三
年
の
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
に
ょ
っ

資

て
常
設
仲
裁
裁
判
所
に
付
託
す
る
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
に
申
し
入
れ
た
。
し
か

し
、
フ
ラ
ン
ス
は
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
提
案
を
拒
否
し
た
町
イ
ギ
リ
ス
政
府
の

主
張
に
よ
れ
ば
、
本
件
は
、

を
有
す
る
紛
争
」
で
あ
り
、
従
っ
て
、
仲
裁
裁
判
に
付
託
可
能
な
紛
争
で
あ

「
丙
国
政
府
聞
の
紛
争
が
専
ら
法
律
的
な
性
質

る
と
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
が
裁
判
付
託
を
拒
否
す
る
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
政
府
が

「
イ
ギ
リ
ス
人
に
影
響
を
与
え
る
法
律
を
制
定
し
、
イ
ギ
リ
ス
人
を
フ
ラ
ン

ス
軍
の
強
制
的
な
兵
役
の
下
に
置
く
権
利
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
争
点
を
回

避
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、

本
件
が
法
律
的
な
性
質
を
有
し
な
い
こ
と
を
の
べ
る
と
同
時
に
、
英
仏
仲
裁

裁
判
条
約
に
定
め
る
重
大
利
益
条
項
〈
第
一
条
)
の
留
保
事
項
に
該
当
す
る

と
し
て
、
こ
れ
を
援
用
し
た
の
で
あ
る
。

「
紛
争
の
対
象
」
に
関
す
る
特
別
の

コ
ン
プ
ロ
ミ
!
を
締
結
す
る
過
程
で
表
明
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
時
点
で
仲

裁
裁
判
部
を
構
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
の
合
意
も
存
し
て
い
な
か
っ
た

の
で
、
右
の
紛
争
の
対
象
に
関
す
る
先
決
問
題
の
決
定
を
常
設
仲
裁
裁
判
所

」
の
よ
う
な
相
対
立
す
る
見
解
は
、

に
ま
か
せ
る
意
図
も
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
本
件
に
お
い
て
は
重
大
利
益
条

項
は
裁
判
を
回
避
す
る
『
逃
避
条
項
』
と
し
て
機
能
し
た
と
い
え
る
。
フ
ラ

ン
ス
と
し
て
は
、
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
第
一
条
に
い
う
紛
争
の
範
囲
に
つ
い

て
両
国
の
意
見
が
一
致
し
な
い
限
り
、
こ
の
条
約
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
付
託
提

案
に
応
諾
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
件
に
お
い
て
は
、
義
務
的
仲
裁
裁
判
条
約
が
予
め
存
在
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
際
の
運
用
は
任
意
裁
判
と
殆
ど
変
わ
り
な
い

実
状
を
呈
し
た
。
重
大
利
益
条
項
は
、
か
く
て
「
外
交
交
渉
の
レ
ベ
ル
で
、

係
争
国
が
自
己
の
(
関
与
す
る
〉
紛
争
を
仲
裁
に
付
託
不
可
能
な
(
ロ

8
1』

5
l

江
口

g
r
F
)
も
の
と
宣
言
で
き
る
具
体
的
な
フ
ォ
l
ミ
ユ
レ

l
シ
ヨ
ン
に
す

門別》

ぎ
な
い
」
と
い
え
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
も
う
一
つ
の
付
託
拒
否
の
理
由

|
|
そ
れ
は
本
件
が
法
律
的
な
紛
争
で
な
い
と
い
う
主
張
|
!
と
相
ま
っ

て
、
重
大
利
益
条
項
は
仲
裁
裁
判
の
実
施
を
拒
否
す
る
「
二
重
の
予
防
策
」

の
一
つ
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
よ
活
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
条
項
の

逃
避
条
項
的
機
能
を
支
え
た
主
た
る
要
因
は
、
予
め
義
務
的
仲
裁
裁
判
条
約

で
約
束
し
た
紛
争
の
範
囲
に
つ
い
て
当
事
国
間
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き

ac 

に
、
そ
の
先
決
問
題
の
決
定
を
右
当
事
国
に
ま
か
せ
た
点
に
あ
る
。
本
件
の

よ
う
な
事
例
が
他
に
ど
の
程
度
発
生
し
た
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

が
、
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
中
の
留
保
条
項
は
、
こ
の
当
時
か
な
り
一
般
的
に

み
ら
れ
た
。

一
九
一

O
年
の
終
わ
り
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
仲
裁
銭
判
条
約
の

一
四
九
に
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
、
第
一
次
大
戦
前
の
条
約
で
右
の
先
決

問
題
を
、
当
事
者
で
は
な
く
、
裁
判
で
解
決
す
べ
き
義
務
を
定
め
た
も
の
は
、

数
は
、
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資

第
二
章

国
際
連
盟
規
約
に
お
け
る
圏
内
管
轄
条
項

「
園
内
管
轄
事
項
」
と
い
う
概
念
は
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
に
は
じ

め
て
導
入
さ
れ
た
。
連
盟
規
約
に
右
の
条
項
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

直
接
の
理
由
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
国
内
政
策
上
の
配

慮
に
よ
る
と
さ
れ
犯
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
ノ
カ
合
衆
国
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
園
内
問
題
に
つ
い
て
、
仲
裁
裁
判
制
度
に
お
い
て
は
当

事
国
に
留
保
さ
れ
た
紛
争
が
広
範
に
連
盟
機
関
に
付
託
さ
れ
る
新
し
い
制
度

を
排
除
す
る
途
を
残
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
圏
内
管
轄
条
項
は
こ
の
よ
う
な
動

機
か
ら
採
用
さ
れ
た
が
、
た
だ
、
連
盟
機
関
に
よ
る
紛
争
処
理
の
権
限
を
制

約
す
る
こ
の
圏
内
管
鰭
条
項
の
適
用
は
、
連
盟
規
約
に
よ
り
そ
の
機
関
の
決

定
に
ま
か
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
実
践
の
過
程
か
ら
、
現
在
な
お
有
効
な
適
用

基
準
も
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
、
基

本
的
一
に
は
重
大
利
益
条
項
と
同
様
の
目
的
を
有
す
る
園
内
管
轄
条
項
の
機
能

が
制
制
限
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
問

題
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
が
ら
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
の
導
入
の
過
程
及

び
そ
れ
が
援
用
さ
れ
た
事
例
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
、
連
盟
規
約
の
国
内
管
瞥
条
項
(
第
一
五
条
八
項
)
の
導
入
の
経
緯

連
盟
規
約
に
よ
れ
ば
、
国
交
断
絶
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
紛
争
が
発
生
し

た
場
合
に
、
加
盟
国
は
そ
れ
を
仲
裁
裁
判
か
ま
た
は
司
法
的
解
決
に
付
託
し

な
い
限
り
、
必
ず
連
盟
理
事
会
の
審
査
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
連
盟

規
約
第
一
二
条
一
項
)
。
こ
の
場
合
に
、
紛
争
当
事
国
聞
の
合
意
は
必
要
で

は
な
く
、
事
務
総
長
に
対
す
る
一
方
的
な
通
知
で
足
り
、
こ
の
通
知
を
受
け

た
理
事
会
は
必
ず
そ
の
審
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
連
盟
規
約
第

一
五
条
一
項
)
。

と
こ
ろ
で
、
連
盟
規
約
の
起
草
に
際
し
て
、
右
の
よ
う
な
紛
争
の
付
託
手

円

2
v

続
は
比
較
的
当
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
。
連
盟
設
立
の
推
進
者
で
あ
っ
た

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
も
、

一
九
一
九
年
に
自
ら
準
備
し

北法26(3・278)556



円

S
』

た
連
盟
規
約
第
二
草
案
に
右
の
手
続
規
定
を
と
り
入
れ
て
い
た
。
同
年
一
月

に
連
盟
規
約
の
作
成
を
審
議
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
「
国
際
連
盟
委
員
会
」

(の
O
B
自
芯
払
O
出
。
ロ
号
。
戸

g向
5
0『

Z
巳
芯
出
回
)
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ル
ツ

ン
大
統
領
は
右
委
員
会
の
そ
の
後
の
許
議
の
基
礎
と
な
る
規
約
草
案
(
い
わ

ゆ
る
ハ

l
ス
ト
H
ミ
ラ
l
案
〉
を
提
出
し
た
。
こ
の
案
も
さ
き
の
ウ
ィ
ル
ソ

国際紛争の平和的解決における圏内管轄条項機能の発展

ン
大
統
領
の
第
二
草
案
を
受
け
て
、
ハ
円
、
外
交
関
係
の
断
絶
に
至
る
お
そ
れ

の
あ
る
紛
争
は
、
そ
れ
が
仲
裁
裁
判
に
付
託
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
然
に

理
事
会
に
付
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
(
第
一
一
一
一
条
)
、
∞
、
さ
ら

に
、
右
の
仲
裁
裁
判
ま
た
は
理
事
会
の
勧
告
に
従
う
加
盟
国
に
対
し
て
、
そ

れ
が
下
さ
れ
た
後
=
一
か
月
を
経
る
ま
で
、
武
力
に
訴
え
て
は
な
ら
な
い
こ
と

内

4
v

(
第
一

O
条
〉
が
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
諸
規
定
は
、
仲
裁
裁
判
に
よ

る
紛
争
の
解
決
に
当
事
者
聞
の
合
意
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら

ば
重
要
な
意
味
を
も
っ
。
つ
ま
り
、
仲
裁
裁
判
に
付
託
さ
れ
な
い
紛
争
の
解

決
に
つ
い
て
、
理
事
会
の
「
強
制
的
な
権
限
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
こ
の
権
限
が
勧
告
権
と
し
て
当
事
者
を
法

的
に
拘
束
し
な
い
に
せ
よ
、
戦
争
の
モ
ラ
ト
リ
ウ
ム
規
定
を
設
け
た
意
味
で

重
要
で
あ
る
。

き
て
、
右
の
諸
規
定
は
、
一
九
一
九
年
二
月
一
四
日
に
公
表
さ
れ
た
国
際

連
盟
委
員
会
の
第
一
次
修
正
案
(
連
盟
規
約
原
案
〉
に
盛
ら
れ
た
。
と
こ
ろ

で
、
こ
の
案
に
は
、
国
内
管
轄
条
項
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
討

議
の
過
程
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
は
圏
内
管
轄
条
項
を
設
け
る
修
正
案
を

提
出
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
い
る
。

第
一
次
修
正
案
が
公
表
さ
れ
た
後
で
、
ア
メ
リ
カ
上
院
で
は
、
こ
の
案
の

内
容
と
り
わ
け
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
批
判
が
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
諸
国
の
政
策
に
つ
い
て
発
生
し
そ
の
「
名

誉
、
主
権
の
存
在
そ
の
も
の
に
影
響
を
与
え
る
」
紛
争
に
つ
い
て
、
第
一
次

修
正
案
が
他
の
諮
問
に
そ
れ
を
理
事
会
に
付
託
す
る
権
利
公

Z
H仲
間
正
ぢ

月
伊
る
を
認
め
、
理
事
会
が
そ
れ
に
干
与
す
る
こ
と
を
認
め
た
点
で
あ
る
山

ア
メ
リ
カ
上
院
で
は
、
右
の
点
に
関
す
る
理
事
会
の
権
限
を
留
保
す
る
こ
と

を
連
盟
規
約
の
承
認
の
条
件
と
考
え
、
加
盟
国
は
自
ら
国
内
問
題
と
考
え
る

あ
ら
ゆ
る
事
項
を
連
盟
に
よ
る
紛
争
処
理
か
ら
除
外
す
る
権
利
を
有
す
る
と

考
え
た
。
そ
の
ね
ら
い
は
す
で
に
み
た
重
大
利
益
条
項
と
同
様
の
も
の
で
あ

(
7
v
 

っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
も
っ
と
も
、
ま
っ
た
く
同
様

の
機
能
を
有
す
る
も
の
に
は
実
際
に
は
な
ら
な
か
っ
た
)
。

こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
上
院
の
反
対
を
察
知
し
て
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が

「
何
ら
の
反
対
も
な
く
」
最
終
確

提
出
し
た
園
内
管
轄
条
項
の
修
正
案
は
、

円

B
V

定
案
と
し
て
採
用
さ
れ
た
。
た
だ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
最
終
案
は

ア
メ
リ
カ
上
院
の
反
対
の
一
部
分
を
と
り
入
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、

つ理
国事
内会
管の
鞍紛
条争
項解
の決
適の
用強
に f制j
関的
すな
る権
決限
定が
権「
は原
明則
文」
上 と
連し
盟て

費警
に さ
認れ
め、

らか
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H 

(

9

)

 

れ
た
。
そ
の
意
味
で
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
の
提
案
し
た
園
内
管
鰭
条
項
は

必
要
最
小
限
の
留
保
条
項
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

資

二
、
国
際
連
盟
の
実
践
過
程
に
お
け
る
園
内
管
轄
条
項
と
紛
争
の
平
和

的
解
決
の
保
障

す
で
に
み
た
起
草
の
過
程
か
ら
明
ら
か
の
よ
う
に
、
連
盟
規
約
の
園
内
管

轄
条
項
の
機
能
を
左
右
す
る
条
件
に
は
、
連
盟
以
前
の
仲
裁
裁
判
条
約
中
の

重
大
利
益
条
項
に
比
べ
根
本
的
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
第
一
に
、
一
定
の
紛

争
が
付
託
さ
れ
る
連
盟
機
関
の
常
設
性
が
保
障
さ
れ
、
右
の
紛
争
を
解
決
す

る
連
盟
機
関
の
強
制
的
な
管
結
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
第
二
に
、
そ
れ
に

関
連
し
て
、
園
内
管
鰐
条
項
の
適
用
可
能
性
に
関
す
る
決
定
権
が
そ
の
連
盟

の
機
関
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
点
の
相
違
が
、
連
盟
規

約
に
定
め
る
国
内
管
轄
条
項
と
す
で
に
み
た
重
大
利
益
条
項
の
機
能
的
相
違

を
も
た
ら
す
大
き
な
要
因
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
連
盟
が
そ
の
活
動
を
開
始
し
て
ま
も
な
く
、
国
内
管
轄
条
項

(
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
〉
が
援
用
さ
れ
た
が
、
連
盟
機
関
が
右
の
条
項

の
適
用
可
能
性
に
判
断
を
下
し
た
の
は
わ
ず
か
二
回
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
山

そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
連
盟
機
関
に
よ
っ
て
意
見
を
諮
問
さ
れ
た
司
法
的
機
関

に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
。
も
と
も
と
右
条
項
の
適
用
範
囲
は
相
当
に
狭
く
限

定
さ
れ
て
い
た
の
で
、
最
初
か
ら
そ
れ
が
援
用
さ
れ
る
範
閤
は
ご
く
限
ら
れ

て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
右
条
項
の
解
釈
上
、
そ
の
適
用
範
聞
は
連
盟

規
約
第
一
五
条
四
項
に
定
め
ら
れ
た
理
事
会
の
紛
争
解
決
の
勧
告
権
限
に
限

ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ー
ラ
ン
ド
島
事
件
(
一
九
二

O
年
)
を
取
り
扱

っ
た
法
律
家
委
員
会
が
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
の
適
用
に
関
し
て
認
め
た

点
で
あ
る
。

さ
て
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
に
よ
れ
ば
、
理
事
会
は
そ
の
適
用
可
能

性
を
「
国
際
法
」
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
が
付
託
し
た
紛
争
に
つ
い
て
、
他
方
の
当

事
国
が
右
条
項
を
援
用
し
た
場
合
に
、
理
事
会
は
そ
れ
が
国
際
法
上
、
専
ら

そ
の
当
事
国
の
管
轄
権
に
属
す
る
事
項
に
つ
い
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
実
際
に
次
の
よ

う
な
現
象
が
み
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
事
項
が
国
内
管
轄
事
項
で

あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
た
め
に
、
紛
争
当
事
国
の
双
方
が
そ
の

相
対
立
す
る
争
点
を
悶
際
法
の
解
釈
及
び
適
用
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
う
る
と

い
う
形
で
提
起
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
園
内
管
糖
条
項
の
適
用
可
能
性
を
決
定
す
る
方
法

『
暫
定
的
審
査
』
方
式
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

を

一
九
一
一
一
一
一
年
の
国
籍
法

令
事
件
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
で
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
こ
の
決
定
基

準
を

F
E
S
U
F
E
E
-
E
E門
戸

5
5之
と
呼
ん
だ
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
方
法

を
生
み
出
し
た
事
例
を
み
て
み
よ
う
。
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『
暫
定
的
審
査
』
方
式
の
導
入

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
国
籍
法
令
事
件
は
英
仏
仲
裁
裁
判
条
約
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
二
三
年
八
月
、
イ
ギ
リ
ス
は
本
件
を
連

盟
規
約
第
一
五
条
一
項
に
基
づ
い
て
連
盟
理
事
会
に
付
託
し
た
。
そ
の
後
、

国際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

両
国
の
交
渉
の
結
果
、
本
件
の
予
備
的
問
題
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
を
常
設

国
際
司
法
裁
判
所
に
要
請
す
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。
同
年
一

O
月、

イ
ギ
リ
ス
か
ら
右
の
意
見
を
求
め
る
決
議
案
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
が
理
事
会

に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
料
、
第
一

に
、
本
件
が
国
際
法
上
専
ら
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
管
糖
事
項
で
あ
る
か
ど
う

か
、
伯
、
第
二
に
、
も
し
裁
判
所
が
右
の
ハ
門
を
否
定
す
る
な
ら
ば
、
浬
事
会

は
本
件
を
丙
国
の
同
意
の
下
に
仲
裁
裁
判
か
又
は
司
法
的
解
決
に
付
託
す
る

こ
と
に
両
国
政
府
の
意
見
が
一
致
し
た
こ
と
に
留
意
す
る
と
山
こ
う
し
て
理

事
会
は
、
右
の
付
の
予
備
的
問
題
に
つ
い
て
の
み
裁
判
所
の
意
見
を
要
請
し

た。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
な
意
見
を
示
し
た
。
ハ
円
、
第
一
に
、
連
盟
規
約
第

五
条
八
項
に
い
う
「
専
ら
当
事
国
の
管
轄
に
属
す
る
事
項
」
の
「
専
ら
」

(
g
E
5
の
意
味
は
、
原
則
と
し
て
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
事

項
に
つ
い
て
紛
争
当
事
国
の
一
方
が
「
唯
一
の
判
断
者
」

(
g
r
y止
と

で
あ
る
場
合
を
い
う
。
従
っ
て
、
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
が
単
独
で
自
己
の
法
律
上
の
権
限

の
有
無
を
判
断
す
る
権
能
を
も
た
な
い
。
他
方
の
当
事
国
も
、
そ
の
国
際
法

の
諸
規
則
を
援
用
す
る
権
能
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
料
、
第
二
に
、
、
裁
判

所
は
、
こ
の
よ
う
な
当
事
国
の
「
権
能
」
と
右
の
国
際
法
の
諸
規
則
を
援
用

す
る
「
事
実
」
を
区
別
し
、
単
に
あ
る
国
際
協
定
を
援
用
す
る
事
実
の
み
に

よ
っ
て
国
内
管
轄
条
項
の
適
用
を
排
除
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
取

極
に
基
づ
く
法
的
根
拠

(-a丘
四
円
。
己
邑
ω

)

が
理
事
会
に
付
託
さ
れ
た
紛
争

の
解
決
に
と
っ
て
法
的
に
重
要
性
を
も
ち
、
そ
し
て
国
家
が
一
定
の
措
置
を

と
る
権
限
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
(
本
案
事
項
)
が
そ
の
根
拠
の
有
効

性
と
解
釈
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
『
暫
定
的
な
結
論
』
(
司
『
2
E
D
E
}

8
2
F
2
cと
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
』
(
た
だ
、

こ
の
場
合
に
そ
の
紛
争
の
主
題
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
の
当
事
国
が
国
際
法
上

《
初
}

の
権
利
を
有
す
る
か
と
い
う
本
家
事
項
は
い
ま
だ
に
決
定
さ
れ
な
い
)
。

こ
の
よ
う
な
立
論
に
従
っ
て
、
裁
判
所
は
本
件
に
つ
い
て
考
察
し
、
ま
ず
、

裁
判
所
は
国
籍
の
問
題
が
原
則
と
し
て
国
家
の
管
轄
権
内
に
入
る
こ
と
を
認

め
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
国
籍
問
題
が
専
ら
フ
ラ
ン
ス
の
管
轄
権
内
に
入

る
事
項
に
関
す
る
紛
争
と
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は
い
え
な
い
。
裁
判
所
は
、

ブ
ラ

γ
ス
の
保
護
領
で
公
布
さ
れ
た
国
籍
法
の
問
題
を
審
査
し
、
そ
れ
が
イ

ギ
リ
ス
人
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
当
事
者
間
に
国
際
協
定
の

解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
右
の
協
定
及
び
そ
れ
に
含
ま

れ
る
条
項
が
本
件
に
適
用
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
条
約
の
有
効
性
そ
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料

の
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
対
立
が
あ
る
こ
と
、
以
上
の
点
か
ら
、
裁
判

資

所
は
フ
ラ
ン
ス
の
主
張
を
斥
け
て
、
連
盟
理
事
会
の
紛
争
処
理
の
権
限
を
認

め
た
。

式
にと
っこ
いろ
てで

次 v

の X

若返
事ゑ
す害
守的

長賞
で と
きり
る

わ
で金け

ろ冨

え是

2暮
方歪
遠方

服
規
約
第
一
五
条
八
項
に
い
う
国
内
管
轄
事
項
は
他
国
に
対
し
て
負
っ
た
国

際
義
務
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
が
、
た
だ
、
こ
の
義
務
の
内
容
は
最
終
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
件
に
つ
い
て
み
る

と
、
裁
判
所
は
そ
の
義
務
内
容
を
確
定
す
る
国
際
法
上
の
諸
規
則
が
存
す
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
そ
の
諸
規
則
の
解
釈
・
有
効
性
が
争
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
理
由
に
、
国
内
管
轄
条
項
の
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス

は
右
の
義
務
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
厳
格
な
審
査
を
裁
判
所
に
求
め
、
裁
判

所
も
そ
れ
を
十
分
に
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
裁
判
所
は
ど
の

よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
義
務
内
容
を
最
終
的
に
判
断
し
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
の
点
を
考
え
て
み
よ
う
。

ω 

『
暫
定
的
審
査
』
方
式
の
導
入
の
理
由

本
件
に
お
い
て
、
両
当
事
国
は
自
己
の
権
限
を
立
証
す
る
た
め
に
多
く
の

国
際
協
定
と
国
際
法
上
の
原
則
を
援
用
し
た
。
し
か
る
に
、
裁
判
所
は
そ
れ

ら
の
有
効
性
と
解
釈
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
紛
争
の
本
案
が
決
定
さ
れ
う
る
と

い
う
『
暫
定
的
な
結
論
』
を
下
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
こ

〈

n
Dロ
丘
仏
叩
H
M
W
品川片

E
C『

件
目
凶
作

「
紛
争
の
本
案
に
立
ち
入
る
」
も
の
件
、
は
な
い
と
い
う
。

そ
れ
で
は
、
右
の
事
実
審
査
と
本
案
審
査
の
区
別
が
ど
の
よ
う
な
要
請
の
下

に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
こ
点

の
結
論
は
あ
く
ま
で
も
「
事
実
に
関
す
る
審
査
」

pa〉

で
あ
り
、

が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
園
内
管
繕
抗
弁
の
取
り
扱
い
に
お
け
る
訴
訟
手

続
上
の
要
請
、
次
に
、
よ
り
基
本
的
に
は
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
が
逮

盟
理
事
会
の
紛
争
処
理
の
権
限
に
照
ら
し
て
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
連
盟
規
約
の
解
釈
上
の
要
請
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
『
暫
定
的
審
在
方
式
が
導
入
さ
れ
た
基
盤
を
み
て
み
よ
う
。

ー
、
訴
訟
手
続
上
の
要
請

国
籍
法
令
事
件
は
勧
告
的
意
見
を
要
請
す
る
と
い
う
形
式
で
連
盟
理
事
会

か
ら
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
た
が
、
実
質
的
に
は
国
家
聞
の
訴

訟
事
件
に
等
し
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
右
事
件
が
両
当
事
事
者
の
同
意
の
下

に
勧
告
的
意
見
を
要
請
す
る
よ
う
に
理
事
会
に
付
託
さ
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に

そ
の
意
見
内
容
が
当
事
者
間
で
拘
束
力
を
有
す
る
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
て

い
た
こ
ζ

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
意
見
要
請
の
た
め
の
理
事

会
の
決
議
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
が
フ
ラ
ン
ス
の
圏
内
管
轄
抗
弁
を
否
定
し
た

と
き
に
は
、
当
事
者
に
よ
る
紛
争
本
案
の
付
託
が
仲
裁
裁
判
か
ま
た
は
司
法
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的
解
決
に
あ
ら
た
め
て
行
な
わ
れ
る
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
裁
判
所
は
こ
の

意
見
要
請
に
答
え
る
に
際
し
て
、
紛
争
の
本
案
を
予
断
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
裁
判
所
が
フ
ラ
ン
ス
の

園
内
管
轄
抗
弁
を
訴
訟
事
件
で
提
起
さ
れ
る
先
決
的
抗
弁
と
向
性
質
の
も
の

と
み
な
し
た
こ
と
は
十
分
に
予
測
で
き
よ
う
(
実
際
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、

国際紛争の平和的解決における園内管轄条項機能の発展

こ
の
事
件
で
採
用
さ
れ
た
『
暫
定
的
審
査
」
方
式
は
、
そ
の
後
訴
訟
事
件
に

受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
)
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
が
こ
の
抗
弁
を
審
理

す
る
に
当
っ
て
、
も
し
紛
争
の
主
題
が
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い

と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
紛
争
の
本
案
を
も
決
定
し
た
に
等
し
い
。
そ

の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
国
際
法
上
の
義
務
違
反
ま
た
は
不
履
行
が
存
し
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
紛
争
の
主
題
が
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る

と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
被
告
国
の
行
為
が
そ
の
よ
う
な
義
務
違
反
ま
た
は
不

履
行
を
構
成
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
最
終
的
な
判
断
は
別
と
し
て
、
そ
れ
を

決
定
す
る
た
め
の
解
釈
上
の
前
提
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で

裁
判
所
は
紛
争
の
本
案
事
項
に
立
ち
入
る
可
能
性
を
最
小
限
に
し
て
諮
問
さ

れ
た
事
項
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
暫
定
的
審
査
』
方
式
は
、

つ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
手
続
上
の
理
由
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と

い
え
よ
う
。
訴
訟
事
件
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
内
管
轄
抗
弁
が
紛
争
の
本
由
来
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
き
に
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
一
九
五
七
年
の

イ
ン
ド
領
通
行
権
に
関
す
る
事
件
(
管
轄
権
〉
で
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
こ
の

抗
弁
を
本
案
に
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
国
籍
法
令
事
件
で
は
、
本
索

の
決
定
は
裁
判
所
に
求
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
併
合
の
余
地
は
な
か

っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
裁
判
所
は
『
暫
定
的
審
査
』
方
式
に
よ
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
次
に
、
こ
の
方
式
が
採
用
さ
れ
た
い
ま
一
つ
の

理
由
を
み
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
の
う
ち
に
示
さ
れ
て

い
る
。

2
、
連
盟
規
約
の
解
釈
上
の
要
請

裁
判
所
は
そ
の
意
見
で
、
湾
臨
規
約
第
一
五
条
八
項
を
制
限
的
に
解
釈
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
。
こ
の
こ
と
は
『
暫
定
的
審
査
』
方

式
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
こ
と
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
。

裁
判
所
は
、
右
の
方
式
を
提
示
す
る
に
先
立
っ
て
次
の
よ
う
に
の
ベ
た
。

「
(
諒
盟
規
約
第
一
五
条
)
八
項
の
規
定
は
そ
の
前
の
諸
条
項
に
定
め
ら
れ

た
原
則
に
対
す
る
例
外
で
あ
り
、
従
っ
て
、
拡
張
さ
れ
て
解
釈
さ
れ
る
の
は

適
当
で
は
な
い
」
と
。
そ
し
て
、
も
し
裁
判
所
が
、
当
事
国
の
管
轄
権
の
問

題
に
答
え
る
に
当
っ
て
、
紛
争
の
本
案
に
つ
い
て
意
見
を
与
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
「
規
約
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
制
度
は

反
す
る
」
と
の
ベ
た
。
こ
こ
に
い
う
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
制
度
と
は
、
連

盟
規
約
第
一
五
条
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
に
お
け
る
理
事
会
の
権
限

は
司
法
的
機
能
に
限
定
さ
れ
な
い
。
確
か
に
理
事
会
は
園
内
管
轄
条
項
の
適

北法26(3・283)561



d
ゆ
f

血
小

用
可
能
性
を
「
国
際
法
」
に
よ
っ
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
右
条

項
の
援
用
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
理
事
会
の
下
す
勧
告
の
内
容
は
必

ず
し
も
「
国
際
法
」
に
基
づ
く
平
和
的
解
決
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な

い
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
に
、
裁
判
所
が
『
暫
定
的
審
査
』
方
式
を
用
い
る

資

こ
と
な
く
紛
争
の
本
案
を
決
定
す
る
形
で
判
断
す
る
な
ら
ば
、
本
案
が
事
前

に
か
つ
司
法
的
に
解
決
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
な
り
、
理
事
会
の
権
限
を
実

質
的
に
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
が
『
暫
定
的
審
査
』
方
式
を
導
入

し
た
の
は
、
理
事
会
の
紛
争
処
理
の
権
限
を
可
能
な
限
り
広
く
保
持
し
よ
う

と
す
る
姿
勢
か
ら
と
い
え
る
。
実
際
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
み
ず
か
ら

一
九
二
四
年
の
マ
ヴ
ロ
マ
チ
ス
事
件
(
管
轄
権
〉
で
、
国
籍
法
令
事
件
に
お

け
る
国
内
管
轄
抗
弁
が
連
盟
に
よ
る
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
た
め
の
「
き
わ

(
円

zsqmsmgご
c
g
e
n
t
oロ
)
に
向
け
て
提

め
て
一
般
的
な
権
限
」

起
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
、
『
暫
定
的
審
査
』
方
式
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を

認
め
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

『
暫
定
的
審
査
』
方
式
は
理
事
会
の
紛
争
処
理
の
権
限
に

対
し
て
国
内
管
轄
条
項
が
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て

い
る
。
右
条
項
の
適
用
を
広
範
に
認
め
る
な
ら
ば
、
重
大
利
益
条
項
と
同
様

こ
の
よ
う
に
、

に
、
義
務
的
な
紛
争
処
理
の
実
施
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
『
逃
避
条

項
』
と
同
様
の
機
能
を
そ
れ
に
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
国
籍
法
令
事
件
モ

裁
判
所
が
、
第
一
次
大
戦
前
の
仲
裁
裁
判
条
約
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
留
保
が

円
制
)

連
盟
規
約
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
に
言
及
し
た
こ
と
も
右
の
点
を
考
慮
し

た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、

一
九
二
三
年
の
コ
ル
フ
島
事
件
の
処
理
に
お
い

て
、
法
律
家
委
員
会
は
連
盟
規
約
第
一
五
条
の
権
限
に
関
す
る
疑
義
を
明
ら

(
M
V
 

か
に
し
た
際
に
も
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
と
に
、
こ
の
委
員
会
に
諮

関
さ
れ
た
こ
と
が
連
盟
規
約
の
正
当
な
解
釈
に
関
す
る
争
い
を
解
決
す
る
た

め
で
あ
っ
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
以
上
み
た
よ
う
に
、
『
暫
定
的
審
査
』
方

式
は
、
「
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
定
め
る
連
盟
規
約
の
実
効
性
を
保
障
し
た
」

点
に
、
そ
の
導
入
の
理
由
と
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

(
1
)
(
U
-
∞・

2
・回り
E
n
E
E・
0
0
5
2
t
n
』
日
広
告

2
5
p
-
U品∞・唱・

3
・

(
2
〉
こ
の
手
続
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
指
名
に
よ
る
委
員
会
が
作
成
し

た
一
九
一
八
年
の
フ
ィ
ル
モ
ア
計
画
に
す
で
に
み
ら
れ
た
。

0
・

z・

宮
ニ

-2・
吋

Z
U
E
E口
問
。
同
仲

ro
の

C
Sロ
E
F
g
}・
国
公
認
∞

γ

司・

4
.

(
3
)
H
E
?
三
・
デ
宅
-
二
l
g
・

F
4
)
F
E
-
〈

c-
・

?

3・
N
ω
A
1
l
N
ω

印・

(
5
)
C・
ω・
可
与
の
D
口
開
局

macs-
河
合
C
包

(-u-u・

N
-

一
白
)
鴨
署
-

品

ω

一+l
hお-印・

(
6
)
C・
ω・
m
g
r
の
D口
問

5
3
8弘
知

2
2
L
-
N
E
V
Z
D
F
E
M
-

同

Vmwa
印
ハ
-
U
N
0
.
ω
.

一∞

γ
明

y

A
印一山田.

(
7
)

「
同
v
z
g
E
W
C官
-
n
芹
よ
司
・
印
町
一
-

(
8
)
U・
2
・

5
=
F
C司・
2
7
3・
8
一
118N・
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国際紛争の平和的解決における圏内管路条項機能の発展

(
9
)

連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
紛

争
当
事
国
ノ
一
国
ニ
於
テ
、
紛
争
カ
国
際
法
上
専
ラ
該
当
事
国
ノ
管

轄
ニ
属
ス
ル
事
項
-
一
付
生
ジ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
主
張
シ
、
連
飽

理
事
会
之
ヲ
是
認
シ
タ
ル
ト
キ
ぺ
連
盟
理
事
会
ハ
、
其
/
旨
ヲ
報

告
シ
、
且
之
カ
解
決
ニ
関
シ
何
等
ノ
勧
告
ヲ
モ
為
サ
サ
ル
モ
ノ
ト

ス。」

(
叩
)
そ
れ
ら
の
ケ
1

ス
は
、
一
九
二

O
年
の
ア
ー
ラ
ン
ド
一
烏
紛
争
と
後

述
す
る
一
九
二
三
年
の
チ
ュ
ニ
ス
と
モ
ロ
ツ
コ
に
お
け
る
国
籍
法
令

事
件
で
あ
る
。
た
だ
、
ア
ー
ラ
ン
ド
島
紛
争
に
お
い
て
は
、
連
盟
理

事
会
が
意
見
を
諮
問
し
た
法
律
家
委
員
会
の
報
告
に
完
全
に
従
っ
た

か
ど
う
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
本
稿
第
三
章
、
二
の
同
注

(
1
)参
語
、
な
お
、
連
盟
機
関
に
よ
る
紛
争
の
解
決
に
直
接
に
は
関

係
し
な
い
が
、
一
九
二
五
年
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
総
主
教
の
追
放
に
関

す
る
ギ
リ
シ
ャ
と
ト
ル
コ
の
紛
争
に
お
い
て
も
連
盟
規
約
第
一
五
条

八
項
が
問
題
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
ω
町
田
・
4
5
E
R
r
-

C
宮
再
g
-
。
C
己
話
。
。
=
司
ロ
r
z
n
H
口
窓
口
g
Z
E
白
田
-
F
ω
耳
噌
閉
山
史
川
口
広
-

分
ω
(リ
c
c
a
-
Z
E
命
-
o
m
(
一
∞
白
N
・
国
)
・
司
・
一
司
令
g
g
o
件
。
ω
)

U

同
.
出
』
3
2
・
U
9
5
2
t
n
』
=
ュ
&
E
F
C
口
l
司
3
百
件
「
ゅ
の
D
S
E
口
同

ぎ
奇
2
2
2
・
E
S
o
u
r
=
p
i
2
・

5}・
会
今
回
印
了

志
向
)
司
司
・
M
M
U
(
『
D
D
Z
O
件
。
ω
国
)
h
o
z
z
v
pん

Y

吋
Z
H
J
O
Z
0
5

0
『
ω
O〈
2
1
2
間
口
同
可
ル
ロ
件
}
戸
命
。
r
m
w込
2
・
ω
ロ
L
F
ロ
丹
}
再
司
】
「
聖
u
t
n
m
w
O
向

子
。
c
z
g
L
Z
込
芯
ロ
P

一回吋
0

・唱-一品目・

(
什
)
立
作
太
郎
、
「
国
際
連
盟
規
約
論
」
(
昭
和
七
年
)
、
一
一
三
面
頁
。

(ロ
)
H
t
z
・
0
E
n
g
-
』
ロ
ミ
E
f
-
U
N
O
(
o
a
c
g
H
)
・
司
・
ム
・

可 i

(日
)
H
U
・
。
-
』
・
ω
め
同
町
内

ω
切
-
Z
0
・
品
、
司
・

8
・

(
川
門
)
司
・
。
・
H
・
』
・
ω
2
5

《

U
・
2
0
・
N
-
司
・
自
由
u
横
田
喜
三
郎
、
「
国

際
判
例
研
究
I
」
(
昭
和
八
年
)
、
二
二
六
頁
。

(
河
川
〉
M
M
・
。
-
H
・
』
.
ω
2固め
ω
何

.
z
p
f
匂
一
回
目
.

(
日
山
)
V
-
2
-
O
R
W
U
一
』
C
白
吋
E
ア
-
∞
M
M
W
Z
0
・
二
w

同
V
R
件
デ
同
》
司
・

一
M
O
m
-
一
日
ロ
ア
-
N
E
u
検
問
喜
三
郎
、
「
前
掲
書
」
、
二
二
六
頁
。

(
げ
)
司
・
。
・
円
』
.
川
町
円
高
ω
切
Z
C
・
A
・
司
-
u
.

(
叩
山
)
H
E
?
宅
-
N
ω
i
M
A
h
検
問
喜
三
郎
、
「
前
掲
書
」
、
一
一
一
一
六
!

二
一
一
七
頁
。

(
悶
)
司
・
。
・
H
・
』
・
ω
2
2
∞
-
Z
G
・
A
・

3
・
N
印
l
M
m
u
横
田
喜
三
郎
、

「
前
掲
書
」
、
一
一
一
一
九
頁
。

(
却
〉
句
。
・
H
・
』
・
ω
2
5
戸
吋
4
0
・

P
司
-
N
4
u
横
闘
志
向
三
郎
、
コ
別

掲
書
」
、
二
二
八
頁
。

(
引
)
同
ν
-
n
-
H
・
』
・
ω
2
2
∞
-
Z
0
・

P
3・
M
吋
!
日
?
横
田
喜
三
郎
、

「
前
掲
書
」
、
一
一
一
一
一

O
頁。

(
辺
〉
同
v
・
。
-
H
』
・
ω
め
片
付

ω
∞
・
2
0
・

h

ア
宅
-
M
∞
1
2
u
横
田
喜
三
郎
、

「
前
掲
書
」
、
一
二
三

j
二
三
二
頁
。

(
お
)
H
M
・
。
・
H
・
』
・
ω
官
庁
ω
戸
Z
C
・
A
-
司
自
一
横
田
喜
三
郎
、
「
前

掲
書
」
、
一
一
一
一
九
頁
。

(
M
)
司
-
n
-
H
・
』
・
ω
2
5
ω
∞
-
Z
C
・
A
-
司
・
2
・

(
お
〉
杉
原
高
領
、
「
国
際
司
法
裁
判
所
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
機
能
の

発
展

ω完
」
(
北
大
法
学
論
集
第
二
二
巻
第
四
号
〉
、
一
一
一
一
八
頁
。

〈

m
m
)

の
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国
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V
向
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ω
E
R
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2
0
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c
g
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O
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料

〈D
-
・
ω
一(一回印品
)

w

同)司・一(〕吋
i
l
l
-
o
∞・

(
U
)

皆
川
悦
、
「
国
際
裁
判
と
園
内
管
轄
権
の
原
則
」

雑
誌
第
六
五
巻
第
六
号
)
、
二
七
一
員
。

(
諸
)
戸
。
・
』
・
悶
4
2
σ
一
∞
勾
・
司
・

5
0
u
関
野
昭
一
、
「
イ
ン
ド
領

通
行
権
に
関
す
る
事
件
(
管
轄
権
並
び
に
本
案
)
」
(
高
野
雄
一
一
編

著
、
判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
)
、
二

O
八
頁
。

(勾〉

M
M
-
n
-
F
』-
m
官
庁
ω

∞
-
Z
G
・
A

・同
Y
M
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ハ
釦
〉
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-
N
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・

(引〉
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宮・
4
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2
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8-nF了
間
》
・
一
O

品・
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M
M

〉
出
・

2
・
v
z
p
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℃℃
-MNPNω
品一回、.句
5
5♂
D唱
-nx--

同》℃・印町
ω
l
l
印町品・

(
お
)
句
-
n
-
H
・
』
-
P
ュ2
P
Z
D目

M-
宅・

5
1コ
・
な
お
、
こ
の

点
に
注
目
す
る
も
の
と
し
て
、
。
・

ωno--po目

y
n
E
J
同yω
∞∞

(『
DDZD件。一
ω)U
戸
田
・
守
口
2
・
8
・円伊丹よ同
y
N
U
U
Q
g
z
o
g

ω). 

(
M
M
)

阿川・。・
H

・』
-
m
げ
ユ
命
的
∞
・

2
0
hア
司
-
M
A
・

ハお

)
2
0
5・
ω
3
n
E
C
E
E
F仲丹
2
2
C
S
3
8
p
g
t
g
m

円角川
Z
Z
P四
件
。
巴
百
回
口
C
w
『司見込町戸時一
F
D
E
C
『件
y
o
h
0
4ぬロ岱口仲
O
四件
}μ

。

F
g
m
c。
。
同
沼
え
F
D
ロ
♂
日
凶
・
J
R
-
H
-
H
j
〈
口
}
・
〈
(
一

UNム
γ
司・一∞
0

・

(初
)
H
E
L
-
-

司・一吋∞・

(
竹
山
)
戸
円
、
E
g
H℃
R
E
-
吋

z
u
o
s
-
o司
自
ゆ
え
え
同
ロ
件
。
円
S
E
c
s
-
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c
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・
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∞
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ι
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γ
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-

N
コ
・
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他
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M
ν
R
E
P
-℃・
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司・印町田・

(
国
際
法
外
交

資

第
三
章

国
際
連
合
憲
章
に
お
け
る
国
内
管
轄
条
項

国
際
連
合
憲
章
第
二
条
七
項
(
国
内
管
際
条
項
〉
は
起
草
の
当
初
か
ら
複

雑
な
法
律
問
題
を
ひ
き
起
し
た
。
ま
ず
最
初
の
公
式
草
案
で
あ
る
ダ
ム
パ

l

ト
ン
・
オ
l
ク
ス
提
案
(
一
九
四
四
年
一

O
月
)
に
お
い
て
は
、
右
条
項
は

安
全
保
障
理
事
会
(
以
下
、
安
保
理
と
す
る
〉
に
よ
る
紛
争
の
平
和
的
解
決

に
つ
い
て
の
み
国
内
管
轄
条
項
の
制
約
を
受
け
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。

ダ
ム
パ

l
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
提
案
第
八
章
は
、

A
、
B
二
部
か
ら
成
り
、

A

部
は
紛
争
の
平
和
的
解
決
(
現
行
憲
章
第
六
章
)
を
、

B
部
は
安
保
理
の
集

団
安
全
保
障
FL
関
す
る
行
動
(
現
行
憲
章
第
七
章
〉
を
規
定
し
て
い
た
。
そ

の
A
部
第
七
項
に
よ
れ
ば
、
安
保
理
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
定
め
る
「
A

部
第
一
項
か
ら
第
六
項
の
規
定
は
、
国
際
法
上
専
ら
関
係
国
の
圏
内
管
稽
権

内
に
あ
る
事
項
か
ら
生
じ
る
事
態
ま
た
は
紛
争
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を
全
面
的
に
削
除
し
、
い
か
な

(

2

)

 

る
紛
争
も
国
連
の
平
和
的
解
決
の
権
限
の
外
に
放
置
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

と
い
う
若
干
の
異
論
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
憲
章
に
園
内
管
轄
条
項
を
挿
入

す
る
こ
と
自
体
に
は
、
大
勢
は
異
論
が
な
か
っ
た
。

一
九
四
五
年
四
月
に
開
催
さ
れ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
議
に
お
い
て
、

四
大
町
間
議
国
(
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
ソ
ビ
エ
ト
、
中
国
)
は
、
右
の
ダ

ムパ

l
ト
ン
・
ォ
i
ク
ス
提
案
に
代
え
て
、
国
内
管
轄
条
項
を
憲
章
の
「
原

北法26(3・285)564
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則
」
の
章
に
入
れ
る
次
の
よ
う
な
修
正
案
を
提
出
し
た
。

「
こ
の
憲
章
に
含
ま
れ
る
い
か
な
る
規
定
も
本
質
上

(
2自
己
乞
守
)
関

係
国
の
国
内
管
轄
権
内
に
あ
る
事
項
に
干
渉
す
る

(
5
g円
高
見
〉
権
限
を

こ
の
機
構
に
与
え
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
項
を
こ
の

憲
章
に
基
づ
く
解
決
に
付
託
す
る
こ
と
を
加
股
国
に
要
求
す
る
も
の
で
は

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
第
八
章
B
部
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は

(
呂
〉

な
い
」
と
。

国際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

こ
の
案
は
最
後
の
但
書
の
一
部
分
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
現
行
の
憲
章
第
二
条

七
項
と
同
じ
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
と
比
較
す

る
と
き
、
そ
こ
に
は
国
内
管
跨
条
項
の
機
能
を
左
右
す
る
と
思
わ
れ
る
次
の

二
点
に
重
要
な
変
更
が
み
ら
れ
る
。
第
一
に
、
園
内
管
鞍
条
項
の
適
用
可
能

性
を
品
内
定
す
る
権
限
が
国
葬
機
関
に
「
明
文
上
」
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
、
第
二
に
、
凶
弾
盟
期
で
採
用
さ
れ
た
「
国
際
法
」
と
い
う
適
用
基
準
が
削

除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
以
下
こ
の
二
点
に
関
連
し
て
憲

章
の
園
内
管
轄
条
項
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
運
用
さ
れ
て
き
た
か
、

こ
と
に
、
連
盟
期
で
認
め
ら
れ
た
発
展
の
方
向
が
ど
の
程
度
維
持
さ
れ
て
い

る
の
か
、
あ
る
い
は
新
た
な
機
能
的
発
展
が
み
ら
れ
る
か
、
に
焦
点
を
あ
て

て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

/ヘ

、J
問
、

.

Y
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。

E
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ι
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E
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ω
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ι
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田
町
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同
開
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・
)
・
同
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由吋{〕・

(
2〉

C
・

2
・
。
・

H
・

0
J
U
R
E
g
mロ
g
C
Z印
)
・
〈
D
-
・
?
旬
間
y
ω
吋
ア

印固た

y
印∞
h
F

・

(
3
)
H
E
P
-
〈D-・

ω
・
喝
・
由
民
・

て
国
連
憲
章
の
国
内
管
籍
条
項
(
第
二
条
七
項
)
の
援
用
と
国
連
の

判
断

国
連
憲
章
第
二
条
七
項
に
お
い
て
、
い
か
な
る
事
項
が
加
盟
国
の
圏
内
管

轄
権
内
に
属
す
る
か
の
決
定
権
の
所
在
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
会
議
で
は
、
次
の
二
つ
の
修
正
案
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
点

に
関
す
る
議
論
が
行
な
わ
れ
た
。
一
つ
は
、
こ
の
決
定
を
当
事
者
の
要
請
に

よ
っ
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
ギ
リ
シ
ャ
の
修

正
案
で
あ
る
。
こ
の
提
案
に
対
し
て
は
、
招
請
国
代
表
ダ
レ
ス
は
、
憲
章
の

解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
は
国
内
管
轄
条
項
に
の
み
固
有
の
も
の
で
な
く
、
ま
た

憲
章
の
原
則
規
定
に
関
す
る
争
い
に
右
裁
判
所
の
義
務
的
な
管
轄
権
を
認
め

る
こ
と
は
「
殆
ど
不
可
能
か
ま
た
は
望
ま
し
く
な
い
」
と
反
論
し
呪
い
ま

一
つ
の
修
正
案
で
あ
る
ベ
ル
ギ
ー
案
は
、
そ
の
決
定
を
「
国
際
連
合
の
判

断
」
に
ま
か
せ
る
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

直
接
的
な
反
論
は
な
か
っ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
こ
れ
ら
の
提
案
は
と
も
に

円

4
v

否
決
さ
れ
た
。
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し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
国
連
機
関
が
憲
章
第
二
条
七
項
の

資

解
釈
・
適
用
に
ま
っ
た
く
表
5
7す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
は

早
計
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る

の
が
、
サ
ン
ブ
ラ
シ
ス
コ
会
議
の
第
四
委
員
会
第
二
専
門
委
員
会
の
報
告
書

で
あ
る
。
そ
れ
は
憲
章
規
定
一
般
に
つ
い
て
、
国
連
の
各
機
関
が
そ
の
解
釈

・
適
用
の
権
能
を
有
す
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
国
連

機
関
が
実
際
に
活
動
す
る
過
程
で
「
各
機
闘
が
そ
の
特
別
の
任
務
を
遂
行
す

る
に
際
し
て
、
適
用
可
能
な
憲
章
部
分
を
解
釈
す
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ

」
の
こ
と
を
と
く
に
憲
章
中
に
含
め
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ

る
」
の
で
、

た
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
個
々
の
憲
章
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
国
連
機
関
と

加
盟
国
の
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
に
、
最
終
的
な
決
定
権
が
ど
こ
に
あ
る

か
に
つ
い
て
は
何
ら
示
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
問
題
は
、
憲
章
の
解
釈

-
適
用
に
つ
い
て
国
連
機
関
と
加
盟
国
の
聞
に
争
い
、
が
あ
る
と
き
に
、
そ
れ

を
有
権
的
に
決
定
す
る
主
体
、
が
誰
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
委
員
会
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
、
解
釈
の
決
定
権
を
国
連
機

関
に
認
め
、
圏
内
管
鰭
条
項
に
つ
い
て
も
同
様
に
解
す
る
見
解
は
少
な
く
な

p
a
o
d
 

ぃ
。
他
方
、
グ
ロ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
憲
章
に
特
に
明
示
さ
れ
な
い
限
り
、

国
連
機
関
、
が
そ
の
解
釈
上
の
争
い
を
有
権
的
に
決
定
す
る
権
限
を
有
し
な
い

と
い
う
意
見
も
あ
る
。
グ
ロ
ス
は
、
国
連
機
関
が
憲
章
第
二
条
七
項
の
抗
弁

を
第
一
次
的
に
解
釈
・
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
認
定
は
そ
れ
に

反
対
す
る
加
盟
国
を

J
s
p
n
g
に
拘
束
す
る
決
定

(
E同
邑
常
2
5と
で

は
な
い
と
論
ず
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
明
文
の
規
定
が
な
い
以
上
、
国
連
の

権
限
を
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
国
連
機
関
が
右
の
第
一
次
的
な
認
定
権

を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
抗
弁
を
自
ら
有
権
的
に

決
定
す
る
権
限
を
も
っ
と
い
う
慣
行
な
い
し
慣
習
法
の
成
立
を
ま
つ
以
外
に

な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
憲
章
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
国
連
機
関
が
圏
内
管

轄
条
項
を
解
釈
・
適
用
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
は
正
面
か
ら
否
定
さ
れ

ず
、
各
ケ

1
ス
で
右
機
関
の
認
定
が
そ
の
つ
ど
有
効
に
内
部
的
な
拘
束
力

を
有
す
る
慣
行
の
成
立
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
の
ち
に
み
る
よ
う
に
、

国
連
発
足
後
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
抗
弁
の
多
く
は
国
連
機
関
に
お
け
る
多

数
決
投
票
で
処
理
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
決
定
は

i
lグ
ロ
ス
も
認

め
る
よ
う
に
ー
ー
そ
の
つ
ど
一
応
(
胃
5
m
p
n
F
4
有
効
で
あ
り
、
当
該

機
関
の
権
限
を
逸
脱
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
ぞ
次
に
、
こ
の
点
に

関
す
る
国
連
機
関
の
慣
行
を
み
て
み
よ
う
。

ハ
円
、
安
保
理
に
お
け
る
事
例

国
連
の
実
践
の
過
程
で
み
ら
れ
た
憲
章
第
二
条
七
項
の
抗
弁
は
、
国
連
機

関
に
お
け
る
審
議
の
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
で
提
起
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
と
に
問

題
と
な
る
の
は
、
右
機
関
に
付
託
さ
れ
た
問
題
を
そ
の
議
題
に
掲
載
す
る
こ

二!ヒ法26(3・288)566



と
さ
え
排
除
し
よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ひ
と
た
び
問
題
が
議

事
日
程
に
掲
載
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
何
ら
か
の
討
議
が
な
さ
れ

る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
議
題
へ
の
掲
載
そ
の
も
の
が
国

内
管
轄
事
項
に
関
す
る
討
議
の
一
環
と
し
て
争
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
抗
弁

が
無
条
件
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
連
盟
期
で
み
ら
れ
た
発
展
の
方

向
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

国際紛争の平和的解決における園内管轄条項機能の発展

安
保
理
は
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
実
体
審
議
に
先
立
っ
て
、
付
託
さ
れ
た

紛
争
を
そ
の
議
題
に
採
択
す
べ
き
か
ど
う
か
の
予
備
的
な
決
定
を
行
な
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
決
定
が
当
事
国
に
よ
る
憲
章
第
二
条
七
項
の
一
方

的
な
援
用
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
基
本

的
に
は
次
の
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。
一
つ
は
、
安
保
理
が
特
定
の
問
題
を
そ

の
議
題
に
掲
載
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
右
問
題
が
同
時
に

安
保
理
の
権
限
内
に
入
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
議
題
採
択
の
決

定
に
よ
っ
て
同
時
に
憲
章
第
二
条
七
項
の
問
題
も
処
理
さ
れ
る
と
い
う
見
解

で
あ
る
。
こ
の
立
論
は
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
問
題
)
(
一
九
四
八
年
)
、
ハ

ィ
デ
ラ
パ

i
ド
問
題
(
一
九
四
八
年
〉
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ラ
ニ
ア
ン
石
油
会

社
事
件
)
(
一
九
五
一
年
)
、
ハ
ン
カ
リ
l
問
題
(
一
九
五
六
年
〉
、
ォ
1
7

ン
問
題
(
一
九
五
七
年
)
で
主
張
さ
れ
た
。
も
う
一
つ
の
見
解
は
、
安
保
理

が
特
定
の
問
題
を
そ
の
議
題
に
掲
載
す
る
決
定
は
、
安
保
理
の
権
限
問
題
を

予
断
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
議
題
へ
の
婦
載

τ 
; 
? 

は
付
託
さ
れ
た
問
題
が
園
内
管
轄
事
項
で
な
い
と
い
う
決
定
を
含
む
も
の
で

は
な
く
、
と
り
あ
え
ず
議
題
と
し
て
採
択
し
た
あ
と
で
権
限
問
題
に
関
す
る

安
保
理
の
「
予
備
的
な
」
討
議
を
認
め
る
。
こ
の
見
解
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
問

題
(
一
九
四
七
年
)
に
お
け
る
安
保
理
議
長
の
裁
定
問
題
の
僚
に
主
張
さ

れ
、
そ
の
後
す
で
に
掲
げ
た
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
問
題
、
ハ
イ
デ
ラ
パ
1

ド

問
題
、
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ラ
ニ
ア
ン
石
油
会
社
事
件
に
お
い
て
も
広
く
支
持
さ

れ
た
。
こ
の
見
解
は
紛
争
の
「
実
体
審
議
」
か
ら
権
限
問
題
に
つ
い
て
の

「
先
決
的
な
審
議
」
を
切
り
離
し
、
後
者
は
憲
章
第
二
条
七
項
の
禁
止
す
る

国
内
問
題
に
対
す
る
「
干
渉
」
に
該
当
し
な
い
と
い
う
の
ぐ
あ
る
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
、
安
保
理
自
身
が
国
内
管
轄
条
項
の
適

用
可
能
性
を
決
定
す
る
慣
行
が
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
っ

と
も
、
実
際
に
は
、
安
保
理
は
権
限
問
題
に
関
す
る
「
先
決
的
な
審
議
」
を

行
な
う
場
合
で
も
、
自
己
の
権
限
の
有
無
を
敢
え
て
決
定
し
な
い
傾
向
に
あ

る
。
す
で
に
掲
げ
た
事
例
に
お
い
て
も
、
権
限
問
題
を
改
め
て
正
式
に
決
定

す
る
こ
と
は
殆
ど
々
か
っ
た
。
こ
の
慣
行
が
憲
章
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い

な
ら
ば
、
安
保
理
は
本
案
決
議
を
採
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
権
限
を

暗
黙
に
認
め
た
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な

慣
行
は
若
干
の
手
続
上
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
総
会
の
事
例
に
お
い
て
も
確

認
さ
れ
て
い
る
。
次
に
こ
の
点
を
み
て
み
よ
う
。
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料

ω、
総
会
に
お
け
る
事
例

総
会
に
お
い
て
も
、
付
託
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
国
内
管
繕
条
項
が
援
用

さ
れ
、
そ
れ
を
議
題
に
掲
載
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
抗
弁
が
い
く
つ
か
み
ら

れ
た
。
総
会
は
、
こ
の
場
合
、
基
本
的
に
は
安
保
理
と
同
様
の
態
度
を
と
っ

て
き
た
と
い
え
る
。
そ
の
主
要
な
取
り
扱
い
は
次
の
二
つ
に
大
別
す
る
こ
と

資

が
で
き
る
。

第
一
に
、
総
会
の
権
限
の
有
無
を
特
定
の
動
議
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
争
う
場
合
で
あ
る
。
手
続
規
則
上
、
総
会
は
自
己
の
権
限
問
題
に
つ
い
て

動
議
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
特
定
の
行
動
・
勧
告
を
表
決
に
付
す
る
前

に
、
右
の
動
議
の
可
否
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
九
四
八
年
の
南

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
イ

γ
ド
原
住
民
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
問
題
〈
第
一
委

員
会
〉
で
、
南
ア
フ
リ
カ
代
表
か
ら
総
会
の
無
権
限
を
主
張
す
る
動
議
が
提

円

mv

出
さ
れ
た
が
、
総
会
は
こ
れ
を
否
決
し
た
。
こ
の
こ
と
は
総
会
が
自
己
の
決

定
権
を
直
接
に
認
め
た
こ
と
を
示
す
。
他
方
で
、
同
じ
問
題
に
関
す
る
第
五

総
会
〈
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
政
治
委
員
会
〉
の
審
議
で
、
総
会
は
右
問
題
を
積
極

的
に
そ
の
議
題
に
採
択
す
る
権
限
を
有
す
る
と
い
う
動
議
(
シ
リ
ア
動
議
)

が
可
決
さ
れ
が
w

こ
の
よ
う
に
手
続
規
則
上
の
権
限
問
題
に
関
す
る
動
議
を

表
決
に
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
会
が
自
己
の
権
限
の
有
無
を
決
定
す
る
と

い
う
一
つ
の
方
式
が
み
ら
れ
た
。

第
二
に
、
総
会
が
す
で
に
み
た
安
保
理
の
慣
行
を
明
確
に
踏
襲
す
る
場
合

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
権
限
問
題
は
議
題
掲
載
の
あ
と
に
特
定
の
委
員
会
で
討

議
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
一
九
五

二
年
の
南
ア
フ
リ
カ
政
府
の
ア
バ
ル
ト
へ
イ
ト
政
策
に
よ
る
人
種
紛
争
の
間

題
に
お
い
て
、
総
会
の
一
般
委
員
会
は
本
件
を
本
会
議
の
議
題
に
掲
載
す
る

よ
う
に
勧
告
し
た
。
右
委
員
会
は
手
続
規
則
上
、
そ
の
よ
う
な
勧
告
に
際
し

内
叫
帥
》

て
、
原
則
と
し
て
総
会
の
権
限
の
有
無
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
南

争ア
し、フ

そカ
の代
無表
権は

堅芸
決議
定で
を右
求の
め勧
る告

室長
を〉
提を

空襲
たす
。る

し総
か会
しの
、権

譲堅

の
末
に
総
会
が
一
般
委
員
会
の
勧
告
(
議
題
採
択
〉
を
受
け
入
れ
る
か
杏
か

の
決
定
は
、
右
勧
告
の
主
題
を
取
り
扱
う
総
会
の
権
限
を
-
認
め
る
決
定
を
含

む
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
総
会
は
こ
の
議
題
を
議
事
日
程
に

掲
載
し
、
そ
の
後
に
お
い
て
実
需
題
の
勧
告
決
議
を
採
択
し
問
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
総
会
の
権
限
は
手
続
規
則
上
、
動

議
の
提
出
に
よ
っ
て
争
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
こ
の
取
り
扱
い
は
実
際
に

は
少
な
い
。
右
の
動
議
は
南
ア
フ
リ
カ
政
府
に
よ
っ
て
わ
ず
か
二
回
提
出
さ

れ
た
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
総
会
は
安
保
理
と
同
様
に
、
議
題
掲
載
と
そ
れ
に

続
く
討
議
は
憲
章
第
二
条
七
項
に
い
う
「
干
渉
」
に
当
た
ら
な
い
と
み
な
す

傾
向
に
あ
M
N
も
っ
と
も
、
こ
の
討
議
を
予
備
的
な
審
議
に
限
定
す
る
か
ど

う
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
実
際
に
は
そ
の
区
別
は
理
論
上
の

問
題
に
す
ぎ
ず
、
安
保
理
と
同
様
に
正
式
に
権
限
問
題
を
決
定
せ
ず
に
、
本
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案
決
議
の
採
択
に
よ
っ
て
そ
の
権
限
を
暗
黙
に
認
め
て
き
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

局
、
国
連
機
関
に
お
け
る
慣
行
の
意
義
と
若
干
の
問
題
点

以
上
み
た
よ
う
に
、
国
連
機
関
は
、
憲
章
上
の
明
文
を
欠
く
に
も
か
か
わ

国際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

ら
ず
、
付
託
さ
れ
た
問
題
が
園
内
管
轄
事
項
で
あ
る
か
ど
う
か
を
自
ら
決
定

す
る
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
連
盛
期
の
発
展
の
方
向
が
基
本
的

に
は
な
お
も
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
実
際
、
こ
の
慣
行
に
反
対
す

る
加
盟
国
が
国
連
の
審
議
に
参
加
し
な
い
か
ま
た
は
本
案
決
議
の
採
択
で
欠

席
(
棄
権
)
す
る
現
象
は
あ
っ
て
も
、
憲
章
第
二
条
七
項
に
基
づ
い
て
安
保

理
ま
た
は
総
会
の
無
権
限
を
直
接
に
決
定
す
る
こ
と
を
求
め
る
提
案
は
一
九

五
六
年
以
降
は
殆
ど
出
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
河
町
こ
の
こ
と
は
す
で
に
み
た

慣
行
が
十
分
に
定
着
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
若
干
の
学
者
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
内
管
轄
条
項
に
関
す
る
国
連
の

「
討
議
の
自
由
」
(
『
『
2
E
R
E
E
Cロ
ニ
ヨ
丘
O

B

G
『
内
田
伊
丹
己
目
芯
ロ
)
の
原

則
が
確
立
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
少
な
く
と
も
、
特
定
の
問
題
が

国
連
機
関
の
議
題
に
掲
載
さ
れ
る
と
き
に
は
、
こ
の
こ
と
は
殆
ど
否
定
し
え

な
い
。
も
っ
と
も
、
右
の
慣
行
が
国
連
機
関
に
お
い
て
確
立
し
た
慣
習
法
規

た
る
地
位
を
し
め
る
に
至
っ
た
か
ど
う
か
は
な
お
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
こ

で
、
こ
の
点
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
憲
常
塑
一
条
七

主

Y 

項
の
実
際
の
運
用
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
傾
向
に

若
干
の
注
意
を
要
す
る
。
す
で
に
み
た
慣
行
で
、
い
く
つ
か
の
加
盟
国
は
各

ケ
ー
ス
の
背
景
を
成
す
政
治
的
状
況
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
全
く
矛
盾
す
る

見
解
を
主
張
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
従
っ
て
、
右
条
項
に
関
す
る
権
限

問
題
が
個
別
的
に
多
数
決
制
度
の
枠
内
で
決
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
決
定
は

国
連
機
関
に
お
け
る
「
相
当
に
公
平
な
か
っ
一
般
に
受
諾
さ
れ
た
認
定
を
示

す
」

d
o
p♀
0
3

な
解
決
と
い
え
な
く
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
慣

行
が
単
な
る
一
般
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
ま
た
は
す
で
に

慣
習
法
の
地
位
を
し
め
る
に
至
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で

は
な
い
。

こ
の
点
に
関
す
る
論
証
を
別
に
す
れ
ば
、
憲
章
第
二
条
七
項
に
関
す
る

「
一
軍
誠
の
自
由
」
の
原
則
は
学
説
上
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
か
く
て
、
国
連

の
実
践
を
と
お
し
て
、
加
盟
国
の
国
内
管
轄
条
項
に
基
づ
く
異
議
の
申
立
が

国
連
機
関
の
認
定
を
無
条
件
に
排
除
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
っ
た
と
い
え

よ
う
。
こ
の
点
に
連
盟
期
と
同
様
に
、
国
連
憲
章
の
園
内
韓
国
轄
条
項
が
逃
避

条
項
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
な
く
作
用
す
る
素
地
が
形
成
さ
れ
た
と
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
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料

る
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
決
議
が
採
択
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
は
、
加
盟

国
は
右
条
項
の
適
用
基
準
に
つ
い
て
多
様
な
見
解
を
主
張
し
て
き
た
。
そ
こ

で
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
考
慮
し
つ
つ
、
右
決
議
の
内
容
か
ら
推
し
て
い
か
な

る
適
用
基
準
が
採
用
さ
れ
て
き
た
か
を
み
て
み
よ
う
。

資

起
草
過
程
に
お
い
て
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
基
準
は
次
の
二
点
を
中

心
に
議
論
さ
れ
た
。
第
一
に
、
あ
る
事
項
が
「
本
質
上
い
ず
れ
か
の
国
家
の

国
内
管
轄
権
内
に
あ
る
」
か
ど
う
か
で
あ
る
。
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
で

挿
入
さ
れ
て
い
た
「
国
際
法
」
と
い
う
判
断
基
準
は
ダ
ム
パ

l
ト
ン
・
オ
!

ク
ス
提
案
に
は
継
受
さ
れ
て
い
た
が
、
招
請
国
案
で
削
除
さ
れ
た
(
連
盟
規

約
に
お
い
て
は
、
特
定
の
事
項
が
「
専
ら
」
国
家
の
管
轄
内
に
あ
る
か
否
か

「
国
際
法
」
が
そ
の
紛
争
に
適
用
可
能
で
あ
る
か
否
か
の
決
定
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
た
|
|
『
暫
定
的
審
査
』
方
式
|
|
)
。
招
請
国
代
表
ダ
レ
ス

はは
、
そ
の
削
除
理
由
と
し
て
、
国
際
法
は
不
断
に
変
化
し
、
特
定
の
事
態
が

国
内
管
轄
権
内
に
属
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
い
か
な
る
場
合
に
も

(
2
)
 

困
難
で
あ
る
こ
と
、
及
び
国
連
憲
章
そ
れ
自
体
が
国
際
法
を
成
す
条
約
で
あ

る
の
で
、
旧
裁
判
所
の
示
し
た
基
準
に
よ
れ
ば
憲
章
で
規
律
さ
れ
る
す
べ
て

円

sv

の
事
項
が
国
内
管
轄
事
項
で
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
あ
げ
た
。
こ

れ
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
招
請
国
案
に
「
国
際
法
に
従
っ
て
」

(
R
8
a
g
m

Z
5
g
g
z
o
g二
言
)
と
い
う
判
断
基
準
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
修
正

{

4

}

 

案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
否
決
さ
れ
た
。
以
上
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
成
立
過

程
か
ら
判
断
す
る
と
き
、
特
定
の
事
項
が
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
主

き
で
も
、
当
該
事
項
の
「
本
質
」
が
な
お
も
国
家
の
管
瞥
権
内
に
あ
る
と
じ

て
、
国
連
の
権
限
が
制
約
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
と
い
え
る
。
少
な
く
と

も
解
釈
上
そ
れ
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
か
ら
憲
章

第
二
条
七
項
が
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
で
留
保
さ
れ
た
よ
り
も
広
範
な

事
項
を
国
内
問
題
と
し
て
留
保
し
て
い
る
と
結
論
を
下
す
こ
と
は
必
ず
し
も

正
当
で
は
な
い
。
確
か
に
、
右
の
「
字
句
上
の
変
化
」
の
背
後
に
み
ら
れ
る

一
般
的
な
意
図
は
、
国
連
と
い
う
新
機
構
が
憲
章
上
広
範
な
権
限
を
有
す
る

こ
と
に
照
ら
し
て
、
加
盟
国
の
国
内
問
題
に
直
接
に
介
入
す
る
こ
と
を
回
避

す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
学
説
上
、
こ
の
「
字
句
上
の
変
化
」
が
旧
裁
判

所
の
示
し
た
適
用
基
準
を
完
全
に
排
除
し
う
る
法
的
効
果
を
も
っ
と
は
必
ず

し
も
い
え
な
い
と
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
通
常
は
国
際
法

に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
事
項
で
も
、
そ
の
こ
と
か
ら

-
3
0
p
a
o
に
右

事
項
が
「
本
質
上
」
国
内
管
轄
権
内
に
あ
る
と
仮
定
す
る
い
か
な
る
理
由
も

な
い
。
国
際
法
が
特
定
の
事
項
の
処
理
に
つ
い
て
一
一
国
に
何
ら
か
の
義
務
を

課
さ
な
い
な
ら
ば
、
右
事
項
は
「
専
ら
、
国
際
法
上
」
当
該
国
家
の
管
鰭
権

内
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
「
本
質
上
」
も
そ
う
で
あ
る
か
否

(
6
)
 

か
は
別
の
問
題
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
か
く
て
、
こ
の
よ
う
な
基
準
内
容
そ
の

も
の
の
相
違
が
実
際
に
い
か
な
る
効
果
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で

は
、
以
下
、
ま
ず
第
一
に
、
右
の
条
文
規
定
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

北法26(3・294)572
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際
に
は
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
に
つ
い
て
採
用
さ
れ
た
適
用
基
準
が
継

受
さ
れ
、
さ
ら
に
国
連
機
関
で
新
し
い
適
用
基
準
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
国
内
管
鞍
条
項
の
機
能
が
い
っ
そ
う
制
約
さ
れ
て
い
る
現
象
を
考
察

す
る
。
第
二
に
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
但
室
聞
と
の
関
連
で
問
題
と
な
る
新
し

い
適
用
基
準
を
と
り
あ
げ
る
。
憲
章
第
二
条
七
項
の
但
書
に
よ
れ
ば
、
園
内

管
轄
事
項
不
介
入
の
原
則
(
右
条
項
前
段
)
の
適
用
は
、
安
保
理
が
憲
章
第

七
章
に
基
づ
く
強
制
措
置
を
適
用
す
る
場
合
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
強

国際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

制
措
置
を
適
用
す
る
に
当
っ
て
、
安
保
理
は
そ
こ
に
付
託
さ
れ
た
紛
争
な

い
し
事
態
が
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
、
平
和
の
破
壊
又
は
侵
略
行
為
」
を
構

成
す
る
こ
と
を
予
め
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
霊
草
第
三
九
き
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
憲
章
第
二
条
七
項
の
但
書
を
文
字
通
り
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

安
保
理
は
少
な
く
と
も
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
」
を
決
定
し
た
と
き
に
の

み
、
国
内
管
轄
条
項
の
適
用
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
第
七
章
に
基
づ
い

〈

7
v

て
行
動
す
る
こ
と
が
ぞ
き
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
。
い
い
か
え
ば
、
第

七
章
の
強
制
措
置
の
適
用
以
外
の
場
合
に
は
、
国
連
の
権
限
が
閣
内
管
轄
条

項
の
援
用
に
よ
っ
て
麻
痔
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
生
じ
よ
う
。
実

際
、
サ
ン
フ
ラ
シ
ス
コ
会
議
に
お
い
て
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
代
表
は
こ
の
点
を
危

円

8
v

俣
し
た
。
サ
ン
フ
ラ
シ
ス
コ
会
-
議
で
は
、
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
ど
の
よ
う
に

対
処
す
る
か
に
つ
い
て
何
ら
積
極
的
に
論
議
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
の

ち
に
み
る
よ
う
に
、
国
連
機
関
は
そ
の
実
践
の
過
程
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈

， l 

を
と
ら
ず
に
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
権
限
を
行
使
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
採
用
さ
れ
た
適
用
基
準
が
い
わ
ゆ
る
『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
で
あ

る。
以
下
、
こ
れ
ら
の
こ
占
吋
つ
ま
り
、
あ
る
事
項
が
「
本
質
上
」
国
家
の
菌

内
管
轄
権
内
に
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
及
び
憲
章
第
二
条
七
項
の
但
書
に
み

ら
れ
る
基
準
を
中
心
に
、
当
該
条
項
の
適
用
基
準
を
考
察
し
、
同
時
に
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
国
連
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
権
限
が
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
検
討
す
る
。
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資

ハ
円
、
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
に
お
け
る
適
用
基
準
の
継
受

連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
の
適
用
基
準
と
し
て
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所

は
い
わ
ゆ
る
『
暫
定
的
審
査
」
方
式
を
示
し
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
紛
争
の
主
題
が
国
際
法
上
の
争
点
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る

な
ら
ば
、
右
事
項
は
「
専
ら
、
国
際
法
上
」
国
家
の
国
内
管
轄
事
項
で
は
な

い
。
こ
こ
に
い
う
国
際
法
上
の
争
点
と
は
、
紛
争
当
事
者
間
で
締
結
さ
れ
た

条
約
の
解
釈
及
び
そ
の
有
効
性
に
関
す
る
争
い
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
国
連
に
付
託
さ
れ
た
紛
争
な
い
し
事
態
に
つ
い
て
憲
章
第
二
条
七
項
が

援
用
さ
れ
た
と
き
に
も
、
当
事
者
間
の
条
約
が
介
在
す
る
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
し
か
し
、
す
守
に
み
た
よ
う
に
右
条
項
で
「
国
際
法
」
と
い
う
字
句
が

削
除
さ
れ
た
の
で
、
国
際
連
盟
モ
採
用
さ
れ
た
基
準
が
な
お
も
有
効
で
あ
る

か
ど
う
か
問
題
と
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
連
の
実
践
に
お
い
て
は
、
次
に
み
る
四
つ
の
事
例
で

旧
裁
判
所
の
示
し
た
適
用
基
準
が
な
お
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。

一
九
四
六
年
の
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ン
ド
原
住
民
の
取
り
扱

い
に
関
す
る
問
題
で
、
イ
ン
ド
は
、
南
ア
フ
リ
カ
に
居
住
す
る
イ
ン
ド
原
住

民
に
対
す
る
南
ア
フ
リ
カ
の
差
別
措
置
が
両
国
の
間
で
締
結
さ
れ
た
ケ
l
プ

タ
ウ
ン
協
定
に
定
め
る
国
際
義
務
に
反
す
る
と
し
て
、
総
会
の
審
議
を
要
請

ハ
2
)

し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
南
ア
フ
リ
カ
が
総
会
の
無
権
限
を
主
張
し
た
た
め
、

そ
れ
を
確
認
す
る
勧
告
的
意
見
を
国
際
司
法
裁
判
所
に
要
請
す
る
決
議
案
と

紛
争
の
本
案
に
関
す
る
決
議
案
の
い
ず
れ
を
さ
き
に
表
決
に
付
す
か
に
つ
い

て
論
議
さ
れ
た
。
結
局
、
総
会
議
長
は
両
国
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
上
の
義

務
が
存
在
す
る
以
上
、
総
会
の
権
限
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
議
長
裁

(
4
v
 

定
を
下
し
、
南
ア
フ
リ
カ
の
差
別
措
置
を
ケ
l
プ
タ
ウ
ン
協
定
に
定
め
る
国

際
義
務
に
合
致
さ
せ
る
よ
う
に
南
ア
フ
リ
カ
に
勧
告
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ

た
。
こ
こ
で
は
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
基
準
と
し
て
旧
裁
判
所
の
示
し

た
基
準
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
問
題
(
一
九
五

六
年
1

一
九
五
七
年
〉
、
及
び
ボ
ル
ザ
ノ
(
ボ
i
ゼ
ン
〉
地
方
に
お
け
る
ド

イ
ツ
語
使
用
地
成
の
地
位
に
関
す
る
事
件
(
一
九
六

O
年
|

J

一
九
六
一
年
)

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
た
。
右
二
つ
の
ケ
l
ス
に
関
す
る
総
会
決
議
は
、
そ

れ
ぞ
れ
ハ
ン
ガ
リ
ー
と
連
合
国
間
で
締
結
さ
れ
た
平
和
条
約
こ
九
四
七
年
)

及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
H
イ
タ
リ
ア
間
の
パ
リ
協
定
(
一
九
四
六
年
)
の
諸
規

定
に
言
及
し
、
そ
の
実
施
に
関
す
る
紛
争
の
解
決
を
当
事
者
に
要
請
し
た
。

ま
た
若
干
変
わ
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
平
和
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
事
件

(
一
九
四
九
年

i
一
九
五

O
年
)
に
お
い
て
も
旧
裁
判
所
の
示
し
た
基
準
が

採
用
さ
れ
た
。
本
件
に
つ
い
て
今
少
し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。
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平
和
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
事
件
は
、

一
九
四
九
年
に
ポ
リ
ビ
ア
が
ハ
ン

ガ
リ
l
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
枢
機
卿
に
対
す
る
迫
害
事
件
を
総
会
に

付
託
し
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
そ
の
後
ブ
ル
ガ
リ
ア
及
び
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お

(
8〉

け
る
同
様
の
事
件
も
総
会
に
も
ち
込
ま
れ
た
。
右
の
東
欧
三
国
は
連
合
国
と

の
平
和
条
約
(
一
九
四
七
年
)
に
お
い
て
、
自
国
民
に
人
権
及
び
基
本
的
自

由
を
尊
重
す
る
こ
と
を
保
障
し
た
。
連
合
国
の
う
ち
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ

の
両
国
は
、
総
会
に
お
い
て
、
右
迫
害
が
平
和
条
約
違
反
を
構
成
す
る
と
し

国際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

て
、
同
条
約
中
の
紛
争
解
決
手
続
条
項
で
本
件
を
解
決
す
る
よ
う
に
東
欧
三

国
に
要
求
し
た
が
、
こ
れ
ら
三
国
は
本
件
が
そ
の
国
内
管
轄
事
項
で
あ
る
と

(
9
v
 

し
て
、
総
会
の
権
限
を
否
定
し
た
。
総
会
は
と
り
あ
え
ず
平
和
条
約
に
定
め

る
人
権
尊
重
の
実
施
措
置
に
注
意
を
払
う
よ
う
に
勧
告
し
た
内
山
東
欧
三
国

は
そ
れ
に
従
う
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
総
会
は
本
件
が
平
和
条
約
中
の

紛
争
解
決
条
項
の
適
用
を
う
け
る
紛
争
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
国
際

司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
を
要
請
し

M
W
し
か
し
、
右
三
国
は
裁
判
所
の

意
見
権
能
を
否
定
し
て
、
ハ
門
、
右
青
寛
の
要
請
が
国
内
管
轄
事
項
に
対
す
る

干
渉
で
あ
り
、
口
、
裁
判
所
も
国
連
の
一
機
関
と
し
て
憲
章
第
二
条
七
項
に

拘
束
さ
れ
る
の
で
本
件
に
意
見
を
与
え
る
権
能
を
有
し
な
い
、
と
い
う
抗
弁

を
提
起
し
た
。
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
総
会
及
び
裁
判
所
の
権
限
を
争
う
抗
弁

で
あ
る
(
な
お
、
総
会
は
意
見
要
請
の
決
議
を
採
択
す
る
に
当
っ
て
、
人
権

の
尊
重
を
定
め
る
憲
章
第
五
五
条
に
言
及
し
た
)
。

r' 

(ー

裁
判
所
は
い
ず
れ
の
抗
弁
も
却
下
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
付
、
総
会
が
意

見
要
請
の
決
議
を
憲
章
第
五
五
条
に
従
っ
て
採
択
し
た
こ
と
に
ノ
ー
ト
す
れ

ば
十
分
で
あ
り
、

ω、
平
和
条
約
の
規
定
の
解
釈
は
そ
の
性
質
上
国
際
法
の

問
題
で
あ
り
「
本
質
上
」
国
内
管
轄
事
項
で
な
い
の
で
、
本
件
は
「
国
際
司
法

裁
判
所
の
権
限
内
に
入
る
」
と
し
た
。
右
の
第
一
ぃ
白
川
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所

は
本
件
が
憲
章
第
五
五
条
に
関
連
す
る
人
権
問
題
と
し
て
総
会
の
権
限
を
認

め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
の
ち
に
触
れ
る
と
し
て
、
裁
判
所
は
、

他
方
で
、
本
件
を
平
和
条
約
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
東
欧

三
閣
の
抗
弁
を
却
下
し
た
と
い
え
る
。
確
か
に
右
の

ωは
裁
判
所
の
管
轄
権

の
み
を
認
め
る
回
答
と
解
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
が
、
他
方
で
、
裁
判
所
は

「
本
質
上
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
、
か
っ
「
国
連
の
一
機
関
と
し
て
憲
一
計
十

第
二
条
七
項
を
含
む
憲
章
規
定
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
の
べ

て
い
る
。
従
っ
て
、
裁
判
所
を
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
を
う
け
る
国
連
機

関
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
モ
も
旧
裁
判
所
の
示
し
た
適
用
基
準
が
な
お
有

効
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
み
て
き
た
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
に
関
す
る
問

題
の
他
に
、
民
族
自
決
の
原
則
に
関
す
る
紛
争
ま
た
は
事
態
に
つ
い
て
も
当

事
者
聞
の
条
約
が
介
在
す
る
ケ

1
ス
が
あ
っ
た
。
チ
ユ
ユ
ジ
ア
問
題
(
一
九

五
二
年
)
、
モ
ロ
ツ
コ
問
題
(
一
九
五
二
年
)
、
及
び
キ
プ
ロ
ス
問
題
(
一

九
五
七
年

l
一
九
五
八
年
)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
り
い
ず
れ
も
総
会
に
付
託
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料

さ
れ
た
。
総
会
の
審
議
の
過
程
で
旧
裁
判
所
の
示
し
た
適
用
基
準
を
用
い
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
最
初
の
二
つ
の
ケ
ー

ス
で
あ
碍
w

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
実
際
に
採

択
さ
れ
た
総
会
決
議
は
、
当
事
者
間
の
保
護
条
約
に
何
ら
言
及
す
る
こ
と
な

く
、
憲
章
の
諸
規
定
に
照
ら
し
て
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
可
能
性
を
決
定

し
よ
う
と
す
る
方
向
を
と
っ
切
す
で
に
み
た
平
和
条
約
の
解
釈
に
関
す
る

資

事
件
で
、
総
会
が
意
見
要
請
の
決
議
を
憲
章
第
五
五
条
に
従
っ
て
採
択
し
た

こ
と
も
こ
の
方
向
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
他
の
諸
事
例
に
つ
い
て
採
択

さ
れ
た
決
議
も
、
当
事
者
間
の
条
約
規
定
に
言
及
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時

に
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
に
関
す
る
憲
章
規
定
に
も
触
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
紛
争
の
主
題
に
当
事
者
間
の
条
約
が
介
在
し
て
い
て
も
、
思

連
機
関
が
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
可
能
性
を
旧
裁
判
所
の
示
し
た
基
準
と

は
別
の
根
拠
(
憲
章
の
規
定
〉
で
決
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
当
事
者
聞
の
条
約
が
介
在
し
な
い
と
き
で
も
、
国
連
機
関
は

憲
章
規
定
を
媒
介
に
自
己
の
権
限
問
題
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
国
連
機
関
は
旧
裁
判
所
の
示
し
た
適
用
基
準
を
否
定

し
な
崎
一
ま
で
も
、
そ
れ
を
余
り
活
用
す
る
こ
と
な
く
、
憲
章
規
定
を
根
拠
と

す
る
新
し
い
適
用
基
準
を
用
い
て
き
た
。
こ
の
新
し
い
傾
向
は
い
わ
ゆ
る

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次

に
、
こ
の
理
論
の
形
成
及
び
展
開
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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国際紛争の平和的解決における圏内管轄条項機能の発展

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
の
形
成
と
展
開

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
(
丹

Z
ι
R
E
5
0ご
ロ
件
。
ョ
邑
D
ロ丘町
8
3
3
)

に
つ
い
て
は
、
憲
章
上
何
ら
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
憲
章
の
起
草
者

が
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
基
準
と
し
て
、
こ
の
理
論
を
積
極
的
に
活
用
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
今
日
、
右
の
理
論
は

国
連
の
実
践
の
過
程
を
と
お
し
て
次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
理
論
の
起
源
は
国
連
発
足
後
ま
も
な
く
安
保
理
に
付
託
さ
れ
た
ス
ペ

イ
ン
問
題
に
遡
る
。
一
九
四
六
年
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
ス
ペ
イ
ン
の
ブ
ラ
ン
コ

政
権
の
政
策
が
国
際
的
な
摩
擦
を
惹
起
し
、
国
際
の
平
和
と
安
全
を
危
く
す

る
と
し
て
、
本
件
を
憲
章
第
六
章
に
定
め
る
安
保
理
の
紛
争
の
平
和
的
解
決

を
求
め
て
提
訴
し
た
。
の
ち
に
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
、
憲
章
第
七
章
に
よ
っ
て
右

政
権
と
外
交
関
係
を
断
絶
す
る
よ
う
に
、
安
保
理
が
国
連
の
す
べ
て
の
加
盟

国
に
要
請
す
る
決
議
案
を
提
出
し
た
。
そ
の
採
択
の
可
否
を
め
ぐ
る
討
議
に

一
国
の
政
治
体
制
の
性
質
に
関
す
る
問
題
が
本
質

上
当
該
国
家
の
国
内
管
轄
権
内
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
安
保
理
内
の
意

見
は
一
致
し
た
。
し
か
し
、
次
に
、
ブ
ラ
ン
コ
政
権
が
憲
章
第
七
章
に
い
う

お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
、

(
第
三
九
条
)
を
構
成
し
、
憲
章
第
二
条
七
項
の

但
童
闘
が
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
対
立
し
た
。
右
の
脅
威

が
存
在
し
な
い
の
で
、
憲
章
第
七
章
の
強
制
措
置
は
も
ち
ろ
ん
、
同
第
六
章

「
平
和
に
対
す
る
脅
威
」

に
基
づ
く
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
措
置
も
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
一

方
に
あ
っ
た
が
、
他
方
、
た
と
え
右
の
脅
威
が
存
在
し
た
い
と
し
て
も
、
そ

れ
が
国
際
の
平
和
と
安
全
を
危
く
す
る
場
合
に
は
『
国
際
関
心
事
-
項
』
と
な

り
、
安
保
理
は
そ
の
平
和
的
解
決
の
権
限
(
第
六
章
)
を
行
使
で
き
る
と
い

(
2〉

う
意
見
が
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
後
者
の
立
論
は
そ
の
後
安
保
理
の
小
委
員
会

(
S
V
 

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
、
同
委
員
会
の
議
長
(
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
代
表
エ
パ

ッ
ト
)
は
そ
の
解
釈
基
準
を
説
明
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
憲
章
第
二
条
七

項
は
第
七
章
の
強
制
措
置
の
適
用
を
う
け
る
事
項
以
外
に
対
し
て
国
連
が
干

渉
し
で
は
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
右
条
項
は
「
本
質
上
、

何
れ
か
の
国
家
の
国
内
韓
国
瞥
権
内
に
あ
る
事
項
」
に
干
渉
し
て
は
な
ら
な
い

(
4
)
 

と
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
解
釈
は
、
安
保
理
が
園
内
管
轄

事
項
に
つ
い
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
唯
一
の
可
能
な
根
拠
」
を
憲
章

(
5
v
 

第
二
条
七
項
の
但
書
に
の
み
求
め
る
見
解
を
排
除
す
る
。
そ
し
て
、
エ
バ
ッ

ト
に
よ
れ
ば
、
ス
ペ
イ
ン
の
ブ
ラ
ン
コ
政
権
が
多
く
の
事
実
に
照
ら
し
て
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料

「
そ
の
性
質
、
行
態
、
活
動
に
お
い
て
」
国
際
平
和
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ

る
の
で
、
右
政
権
の
存
在
、
が
も
は
や
ス
ペ
イ
ン
の
「
国
内
関
心
事
項
」
で
な

い
と
い
一
羽
確
か
に
、
こ
こ
で
は
国
際
平
和
を
害
す
る
性
格
を
有
す
る
ス
ベ

イ
γ
政
権
の
存
在
が
本
質
上
「
国
内
管
轄
事
項
」
で
な
い
と
は
言
っ
て
お
ら

ず
、
微
妙
な
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、

資

一
国
の
国
内
体
制
の
問
題
に
付
随
す

る
事
態
が
強
制
措
置
の
適
用
を
う
け
る
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
」
を
構
成
し

な
い
ま
で
も
、
そ
れ
が
い
わ
ば
「
平
和
に
対
す
る
潜
在
的
な
脅
威
」
を
構
成

す
る
「
国
際
関
心
事
項
」
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
安
保
理
は
当
該

事
態
を
平
和
的
に
解
決
す
る
権
限
を
有
す
る
と
さ
れ
た
。

国
連
の
か
か
る
態
度
は
、
そ
の
後
の
事
例
に
お
い
て
も
貫
か
れ
て
い
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ヒ
ギ
ン
ス
は
、
こ
の
ス
ペ
イ
ン
問
題
以
降
、
「
一
見

し
て
な
ユ
ヨ

ωpnF命
)
国
内
管
轄
権
内
に
あ
る
事
項
が
一
定
の
状
況
の
下
で

〈

8
v

国
際
関
心
事
項
に
な
る
と
い
う
観
念
が
定
着
し
た
」
と
い
う
。
と
く
に
、
『
国

際
関
心
事
項
』
理
論
は
、
そ
の
後
、
主
と
し
て
総
会
の
実
践
の
過
程
で
形
成

・
確
立
し
て
い
く
。
総
会
に
付
託
さ
れ
た
紛
争
な
い
し
事
態
の
多
く
は
、
人

権
及
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
、
そ
し
て
民
族
自
決
の
原
則
に
関
す
る
問
題
で

あ
る
が
、
総
会
は
こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
関
係
国
に
よ
る
園
内
管
轄

条
項
の
援
用
を
認
め
る
こ
と
な
く
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
た
め
の
勧
告
を

下
し
て
き
た
。
以
下
、
明
瞭
で
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
が
、
総
会
に
お
け

る
こ
の
理
論
の
適
用
状
況
を
み
て
み
よ
う
(
便
宜
上
、
人
権
尊
重
及
び
民
族

自
決
に
関
す
る
問
題
に
分
け
て
そ
の
取
り
扱
い
を
検
討
す
る
)
。

ま
ず
、
人
権
問
題
に
つ
い
で
あ
る
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
憲
章
に
定
め

る
平
和
維
持
規
定
、
と
く
に
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
規
定
の
適
用
が
、
憲
章

第
二
条
七
項
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
加
盟
国
の
意
見
は
必
ず
し

も
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
。
結
論
を
先
に
示
す
な
ら
ば
、
総
会
は
、
付
託
さ

れ
た
人
権
問
題
に
つ
い
て
加
盟
国
が
憲
章
上
の
法
的
義
務
を
直
接
負
う
か
ど

う
か
を
問
わ
ず
、
当
該
問
題
か
加
践
闘
の
間
の
友
好
関
係
を
害
す
る
か
ま
た

は
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
危
く
す
る
と
き
に
は
、
そ
の
紛
争
処
理
の

権
限
を
行
使
L
て
き
た
と
い
え
る
。
プ
ロ
イ
ス
は
、
平
和
条
約
事
件
に
お
い

て
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
等
の
東
欧
三
国
に
よ
る
園
内
管
轄
抗
弁
が
国
際
司
法
裁
判

所
に
よ
っ
て
却
下
さ
れ
た
事
実
を
別
に
す
れ
ば
、
本
件
は
右
に
の
ベ
た
『
国

際
関
心
事
項
』
理
論
に
基
づ
い
て
総
会
の
権
限
内
に
入
る
も
の
と
認
め
ら
れ

た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
東
欧
三
国
の
憲
窓
に
定
め
る
人
権
尊
重

規
定
に
対
す
る
法
的
な
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
る
の
で
は
な

〈
、
右
三
国
に
お
い
て
人
権
が
「
著
し
く
か
っ
制
度
的
に
侵
害
さ
れ
た
こ

(
{
}
釦
悶

g
ロ件。

E
m
E
3
5
n
i
D
E
F
Cロ
)
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
態

と
L 

が
国
家
間
の
友
好
関
係
を
害
し
、
か
つ
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
危
く

す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
に
い
う
。
こ
の
よ
う
な
立
論
は
、
南

ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ン
ド
原
住
民
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
問
題
に
も
あ
て

は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
。
総
会
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
勧
告
決
議
で
、
南
ア
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フ
リ
カ
に
お
け
る
イ
ン
ピ
原
住
民
の
取
り
扱
い
が
両
国
の
関
係
を
害
し
、
か

っ
そ
の
紛
争
が
満
足
に
解
決
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
右
の
関
係
が
さ
ら
に
悪
化

す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
明
示
し
、
国
内
管
轄
抗
弁
を
却
下
し
た
の
で
あ

国際紛争の平和的解決における国内管轄条項機能の発展

る
。
総
会
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ケ

l
ス
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
が
憲

章
の
い
か
な
る
規
定
と
か
か
わ
る
の
か
明
示
し
な
か
っ
た
が
、
一
九
五
二
年

の
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
問
題
に
関
す
る
決
議
で
は
、
こ

の
点
を
多
少
明
ら
か
に
し
た
。
本
件
は
、
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト

政
策
の
継
続
が
国
際
平
和
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
し
、
か
つ
憲
章
規
定
に
対

す
る
重
大
な
違
反
を
伴
う
も
の
と
し
て
総
会
に
付
託
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

が
、
南
ア
フ
リ
カ
は
本
件
が
そ
の
国
内
管
轄
事
項
で
あ
り
J

憲
章
第
二
条
七

項
の
但
書
が
定
め
る
強
制
措
置
の
適
用
を
必
要
と
す
る
事
態
は
存
在
し
な
い

と
し
て
、
総
会
の
無
権
限
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、
総
会
は
南
ア
フ
リ
カ
の

事
態
を
調
査
す
る
委
員
会
を
設
け
、
翌
一
九
五
三
年
に
「
憲
章
の
諸
規
定
と

り
わ
け
第
一
四
条
」
に
関
連
し
て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
事
態
を
継
続
調
査
し
、

そ
の
平
和
的
解
決
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
示
す
よ
う
に
、
右
委
員
会
に

要
請
し
た
。
さ
ら
に
、
総
会
は
一
九
五
五
年
に
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
が

「
国
際
関
係
を
害
す
る
重
大
な
要
因
で
あ
り
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
そ
れ
が

『
国
家
閣
の
一
般
的
な
福
祉
ま
た
は
友
好
関
係
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
』
、

憲
章
第
一
四
条
に
基
づ
く
総
会
の
勧
告
の
対
象
と
な
る
事
態
の
一
つ
で
あ

る
」
こ
と
を
南
ア
フ
リ
カ
に
留
意
す
る
よ
う
に
勧
告
し
た
。
こ
の
よ
う
に
総

、

会
は
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
の
継
続
が
憲
章
第
一
四
条
に
い
う
事
態
で
あ

る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
勧
告
の
権
限
を
行
使
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
特
定
の

事
態
が
憲
章
第
七
章
の
強
制
措
置
の
適
用
さ
れ
る
ま
で
に
発
展
し
な
い
場
合

に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
総
会
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
権
限
内
に
入
る
も
の

と
認
定
さ
れ
る
と
き
に
は
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
こ

と
を
一
不
す
も
の
と
い
え
る
。

つ
ぎ
に
、
民
族
自
決
の
原
則
に
関
す
る
問
題
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

来
、
植
民
地
の
内
部
で
発
生
す
る
紛
争
は
内
戦
と
し
て
、
そ
の
保
護
国
ま
た

は
施
政
国
の
国
内
管
轄
権
内
に
属
す
る
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
第
二
次
大
戦
後
、
国
連
憲
章
は
民
族
自
決
の
尊
重
を
関
連
の
目
的
の
一

つ
と
し
て
規
定
し
、
実
際
、
総
会
が
こ
の
よ
う
な
紛
争
に
干
与
す
る
事
例
が

増
え
て
き
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
に
つ
い
て
、
す
で

に
み
た
人
権
尊
重
に
関
す
る
紛
争
と
同
様
の
問
題
が
生
じ
た
。
総
会
の
審
議

に
お
け
る
基
本
的
な
争
点
は
、
特
定
の
事
態
が
国
際
平
和
を
危
く
す
る
も
の

と
し
て
、
第
七
章
の
強
制
措
置
の
適
用
を
う
け
な
い
時
点
で
、
当
該
事
態
に

対
す
る
総
会
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
ゼ

あ
っ
た
。
以
下
、
モ
ロ
ツ
コ
問
題
に
つ
い
て
こ
の
点
を
み
よ
う
。

一
九
五
一
年
に
エ
ジ
プ
ト
及
び
他
の
ア
ラ
ブ
諸
国
が

そ
ロ
ツ
コ
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
施
政
が
憲
章
の
諸
原
則
及
び
世
界
人
権
宣

言
に
反
し
て
モ
ロ
ツ
コ
人
民
の
自
決
権
の
要
求
を
抑
圧
し
、
か
っ
当
該
事
態

モ
ロ
ッ
コ
問
題
は
、

従
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料

が
国
際
平
和
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
、
総
会
に
提
訴
し
た

ケ
!
ス
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
自
国
が
憲
章
上
の
義
務
に

違
反
し
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
国
際
平
和
に
対
す
る
脅
威
が
存
在
し
な
い
と

反
論
し
た
戸
総
会
は
、
ま
ず
、
民
族
自
決
が
実
定
法
上
の
権
利
で
あ
る
こ
と

を
明
確
に
認
め
る
こ
と
な
く
、
他
方
、
本
件
で
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持

資

に
関
心
を
有
す
る
こ
と
に
留
意
し
、
両
当
事
者
に
モ
ロ
ツ
コ
人
民
の
自
由
な

政
治
制
度
を
発
展
さ
せ
る
方
向
で
紛
争
を
解
決
す
る
よ
う
に
、
交
渉
の
継
続

を
要
請
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。
そ
の
決
議
の
前
文
は
、

「
国
際
紛
争
の
平

和
及
び
安
全
の
維
持
に
つ
い
て
の
協
力
に
関
す
る
一
般
原
則
」

一
条
一
項
)
に
言
及
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
管
轄
条
項
の
援
用
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
総
会
が
本
件
を
平
和
的
に
解
決
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か

(
憲
章
第
一

に
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
が
う
か
が
え
る
。
こ
こ
で
は
憲
章
第
二
条
七
項
の
但

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
明
瞭

書
が
度
外
視
さ
れ
、

で
あ
ろ
う
。

以
上
み
た
よ
う
に
、
総
会
は
国
内
管
轄
条
項
(
憲
章
第
二
条
七
項
)
に
制
約

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
す
る
権
限
を
行
使
し
て
き
た
。

由
夫
際
、
総
会
は
、
す
で
に
み
た
ケ
l
ス
の
他
に
、
そ
の
後
の
い
く
つ
か
の
勧
告

決
議
で
、
憲
章
の
目
的
事
項
(
人
権
の
尊
重
及
び
民
族
自
決
の
尊
重
の
原
則
〉

に
抵
触
す
る
か
ま
た
は
そ
れ
と
両
立
し
な
い
事
態
(
な
い
し
紛
争
)
が
、
国

際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
危
く
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
問
題
(
一
九
六

O
年
!
一
九
六
一
年
)
、
南
ア
フ
リ
カ

共
和
国
政
府
の
ア
パ
ル
ト
へ
イ
ト
政
策
の
問
題
(
一
九
六
二
年
|
一
九
六

三
年
、
一
九
六
五
年
〉
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
(
一
九
五
九
年
、
一
九
六
一
年
、

一
九
六
五
年
〉
、
ォ
1
7
ン
関
野
)
〈
一
九
六
三
年
、
一
九
六
五
年
〉
、
南
ロ

ー
デ
シ
ア
問
題
(
一
九
六
一
年
|
一
九
六
三
年
、
一
九
六
五
年
)
、
ア
ン
ゴ

《
時
叫
》

一7
事
態
(
一
九
六

O
年
|
一
九
六
二
年
)
、
ァ
l
デ
ン
事
態
(
一
九
六
三
年
、

一
九
六
五
年
)
の
各
ケ
1
ス
に
み
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
総
会
が
こ
れ
ら
の

紛
争
を
ど
の
程
度
ま
で
平
和
維
持
の
問
題
に
関
す
る
も
の
と
認
定
し
た
か
必

ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
学
説
上
こ
の
『
国
際
関
心

事
項
』
理
論
の
内
容
は
必
ず
し
も
平
和
維
持
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
な
い

こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ウ
オ
ル
ド
ッ
ク
は
、
総
会
の
実
践
過
程
で
人
権
問

題
が
憲
章
第
五
五
条
及
び
第
五
六
条
に
よ
っ
て
「
国
連
の
関
心
事
項
」

(
g
m
l

2
2
m
C『
口
三
宮
島

z
a
3
5
8ロ
2
2
)
と
さ
れ
た
範
囲
内
で
「
自
動
的
に
」

(
E丹

C
B
ω
E
S
一-5
国
連
の
討
議
、
研
究
、
勧
告
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
こ

と
を
認
め
る
。
確
か
に
、
す
で
に
み
た
諸
ケ

I
ス
に
お
け
る
紛
争
の
主
題
は

い
ず
れ
も
園
連
憲
章
の
目
的
事
項
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
当
該
事
項
は

e
g『

R
Z
に
総
会
の
権
限
内
に
入
る
事
項
と
さ
村
山
そ
の
結
果
、
総
会
の

紛
争
の
平
和
的
解
決
に
服
し
て
き
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
、

ウ
オ
ル
ド
ッ
ク
は
、
こ
の
場
合
、
憲
章
第
五
五
条
及
び
第
五
六
条
が
、
原
則

北法26(3・302)580



と
し
て
国
内
管
轄
権
内
に
あ
る
事
項
に
「
何
ら
か
の
程
度
の
国
際
義
務
」

(
E語、
B
2
2
2
m
Dごロ件。円
E
立

D口
え

o
E
H
m
ω
Z
S
C
を
課
す
も
の
と
し

て
把
え
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
憲
章
規
定
が
当
該
事
項
に
つ
い
て
加

盟
国
に
何
ら
か
の
法
的
義
務
を
課
す
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
憲
章
第
二
条
七

項
の
適
用
を
認
め
な
い
と
い
う
立
論
は
、
総
会
の
決
議
内
容
か
ら
推
し
て
一

般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
若
干
の
注
意
を
要
す
る
。

国際紛争の平和的解決における園内管轄条項機能の発展

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
は
、
ス
ペ
イ
ン
問
題
を
取
り
扱
っ
た
安

保
理
に
そ
の
蔚
芽
が
み
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
一
九
六

0
年
代
に
入
っ
て
安
保

理
に
付
託
さ
れ
た
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
紛
争
間
部
〉
(
一
九
六

O
年、

一
九
六
一
二
年
l
一
九
六
四
年
)
、
ア
ペ
コ
ラ
事
関
(
一
九
六
一
年
)
、
南
ロ

ー
デ
シ
ア
事
時
(
一
九
六
五
年
|
一
九
六
六
年
)
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
て

き
た
。
こ
れ
ら
の
事
態
は
、
い
ず
れ
も
実
質
的
に
憲
章
第
六
章
に
定
め
る
事

態
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
、
同
時
に
憲
章
第
二
条
七
項
の
適
用
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
ケ
l
ス
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
、

な
お
、

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論

に
基
づ
く
国
連
の
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
権
限
は
、
実
際
に
広
範
囲
に
わ
た

り
、
か
っ
異
論
の
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

同
、
結
び
に
か
え
て

l
『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
の
意
義
と
若
干

の
問
題
点

l
ー

憲
章
第
二
条
七
項
の
起
草
の
経
緯
か
ら
み
れ
ば
、

『
国
際
関
心
事
項
』
理

論
が
こ
れ
ほ
ど
活
用
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、

A
7
や
こ
の
理
論
が
右
条
項
の
適
用
基
準
と
し
て
広
く
支
持
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
前
述
の
と
お
り
、
『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
は
次
の

二
つ
の
内
容
を
基
礎
と
す
る
。
一
つ
は
、
人
権
尊
重
及
び
民
族
自
決
と
い
う

憲
章
の
目
的
事
項
は
、
か
り
に
加
盟
国
が
当
該
事
項
に
つ
い
て
直
接
憲
章
上

の
法
的
義
務
を
負
わ
な
い
に
せ
よ
、
『
国
際
関
心
事
項
』
と
し
て
総
会
の
討
議

及
び
勧
告
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
限
り
で
璽
車
一
第
二
条
七
項
の
適
用
は
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
守
あ
え
い
ま
一
つ
は
、
特
定
の
主
題
か
国
内
管
轄
事
項
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
に
つ
い
て
発
生
し
た
紛
争
(
な
い
し
事

態
)
が
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
危
く
す
る
と
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、

右
条
項
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
学
説
上
で
は
、
す

で
に
み
た
国
連
機
関
の
実
行
を
積
極
的
に
合
法
化
す
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の

い
ず
れ
の
基
準
に
重
点
が
お
か
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
見
解
が
わ
か
れ

て
い
抗
日
し
か
し
、
右
の
基
準
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
連
機
関
は

そ
こ
に
付
託
さ
れ
た
紛
争
な
い
し
事
態
が
、
強
制
措
置
の
適
用
を
う
け
る
ま

で
に
発
展
し
な
い
と
き
に
も
、
そ
れ
ら
を
平
和
的
に
解
決
す
る
権
能
を
保
障

さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
『
国
際
関
心
事
項
』
理

論
の
機
能
上
の
重
要
な
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
と
に
、
憲
章
第
二
条
七
項

が
、
解
釈
上
、
国
連
の
義
務
的
な
(
平
和
的
〉
紛
争
処
理
の
制
度
を
有
名
無

実
に
す
る
可
能
性
を
残
し
て
い
た
こ
と
、
及
び
今
日
、
国
連
に
よ
る
集
団
安

北法26(3・303)581



や}

全
保
障
錆
置
(
第
二
条
七
項
但
書
)
が
安
保
理
の
常
任
理
事
国
の
利
害
(
拒

否
権
の
発
動
)
に
よ
っ
て
実
際
に
は
容
易
に
実
行
さ
れ
え
な
い
こ
と
を
考
意

す
れ
ば
、
右
の
理
論
は
い
っ
そ
う
有
用
か
っ
必
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
憲
章
第
二
条
七
項
の
解
釈
・
適
用
が
き
わ
め
て
主
観
的

に
行
な
わ
れ
て
き
た
と

υて
、
か
つ
て
は
そ
れ
を
法
律
問
題
と
し
て
よ
り
も

む
し
ろ
政
策
問
題
と
み
な
す
傾
向
も
な
く
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
憲
章
は
本

来
加
盟
国
の
合
意
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
条
約
で
あ
る
が
、
そ
の
条
約
目
的

資

ば
単
に
条
約
の
成
立
に
よ
っ
て
直
ち
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

後
の
各
機
関
の
活
動
を
と
お
し
て
達
成
さ
れ
う
る
。
憲
章
第
二
条
七
項
に
つ

い
て
も
、
何
が
国
内
管
轄
事
項
で
あ
る
か
の
判
断
が
、
当
事
国
で
は
な
く
、

関
連
機
関
の
客
観
的
な
認
定
に
委
ね
ら
れ
、
そ
の
給
果
、
多
く
の
勧
告
決
議

が
採
択
さ
れ
て
、
憲
章
の
目
的
の
実
現
に
寄
与
し
て
き
た
と
い
え
る
。
こ
の

約よ
〈う

良み
メ，る

とS
1国
昔連
L t土、
む掌
L ;; 

ゑ扇

哲露
出の
の協

票罰

わ義
たを
る定
共め
通る
の条

課
題
と
し
て
宣
言
さ
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
定
め
る
「
組
織
法
」

隙(
す g
る忌

「広
自己
由 1a'
解乙

密主
の九

里 E問、

長Z
手立
高2
坦邑

去最
と 百戸
も長
3旬、効

正的
うi干に
。)保

も
と
よ
り
、
国
連
の
勧
告
決
議
の
内
容
は
、
加
盟
国
の
遵
守
な
し
に
は
有
効

に
実
施
さ
れ
え
な
い
。
憲
章
上
安
保
理
の
「
決
定
」
(
第
二
五
条
)
を
除
き
、

そ
の
他
の
議
決
が
「
勧
告
」
以
上
の
法
的
効
果
を
も
た
な
い
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
す
で
に
み
た
「
国
際
関
心
事
項
』
理
論
も
、
特
定
の
国
家
の
国

内
管
轄
権
を
縮
少
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
国
連
機

関
が
紛
争
当
事
国
ま
た
は
加
盟
国
一
般
に
向
け
て
、
何
ら
か
の
措
置
を
勧
告

す
る
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
保
障
す
る
た
め
の
原
理
と
し
て
、
そ
の
役
割
を

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
の
機
能
を
こ
の
よ

う
に
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
加
盟
国
の
国
家
主
権
を
制
限
、
否
定
す
る

も
の
と
み
る
の
は
も
と
よ
り
適
当
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
右
理
論
に
よ
っ
て

国
連
の
権
限
、
か
認
め
ら
れ
る
と
き
に
も
、
加
照
国
が
そ
の
園
内
で
自
国
民
の

人
権
と
基
本
的
自
由
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
方
法
で
保
障
す
べ
き
か
は
、

な
お
も
そ
の
国
内
管
轄
権
内
-L
属
す
る
と
い
え
る
。
と
も
あ
れ
、
憲
章
第
二

条
七
項
の
適
用
に
関
連
し
て
、
国
連
機
関
に
憲
章
上
の
権
限
と
関
係
な
く
無

制
約
的
な
裁
量
権
を
許
す
こ
と
に
は
若
干
の
注
意
を
要
す
る
が
、
右
機
関
が

期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
を
活
用
す
る
限
り
、
憲
章
の
国
内
管
綜
条
項
の
機

能
は
連
盟
規
約
第
一
五
条
八
項
と
は
異
な
っ
た
方
向
に
お
い
て
い
っ
そ
う
制

限
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
1〉

な
お
、
『
国
際
関
心
事
項
』
の
概
念
が
連
盟
理
事
会
に
お
け
る
ア

ー
ラ
ン
ド
島
事
件
(
一
九
一
一

O
年
)
の
取
り
扱
い
に
既
に
み
ら
れ
た

と
い
う
見
解
も
あ
る
。
剛
山
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四
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・
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〈
泊
〉
こ
の
立
論
を
支
持
す
る
加
盟
国
の
見
解
と
し
て
は
、
ハ
円
、
憲
章
は

一
つ
の
国
際
条
約
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
る
事
項
は

『
国
際
関
心
事
項
』
と
し
て
加
盟
国
の
管
結
内
に
入
ら
な
-
い
と
い
う

主
張
〈
問
。
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同
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ω
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件
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章
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O
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の
適
用
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憲
章
第
二
条
七
項
に
よ
っ

て
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
主
張
(
問
。
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(
引
〉
こ
の
点
に
関
し
て
、
総
会
の
決
議
内
容
は
、
件
、
特
定
の
問
題
を

憲
章
の
目
的
と
原
則
を
考
慮
し
て
協
議
す
る
よ
う
に
当
事
者
に
勧
告

す
る
も
の
(
例
え
ば
、
南
ア
に
お
け
る
イ
ン
ド
原
住
民
の
取
り
扱
い

に
関
す
る
問
題
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〈
担
問
)
、
ハ
γ
ガ
リ
l
問
題
。
・
〉

Fω
・
5
E
街
中
国
〉
〉
、

同
、
国
連
憲
章
違
反
の
非
難
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
「
深
い
関
心
」

を
表
明
す
る
も
の
(
例
え
ば
、
平
和
条
約
の
解
釈
に
関
す
る
事
件

。
・
〉
-
m
g
-
N
S
Q〈
)
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
。
・
〉
-

m

g

S印ω

(
M
H〈
γ

ミ
ロ
(
阿
〈
同
γ
N
C吋∞ハ
M
U
C
〉
、
に
大
別
さ
れ
る
が
、

そ
の
他
、
『
国
際
関
心
事
項
』
理
論
を
用
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
と

資

併
記
し
て
、
癒
章
目
的
を
達
成
す
べ
き
加
盟
国
の
「
義
務
」
〈
第
五

六
条
〉
及
び
非
自
治
地
域
人
民
の
自
決
「
権
」
を
確
認
す
る
総
会
決

議
も
あ
る
(
例
え
ば
、
南
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
人
種
紛
争
問
題
。
・

〉・

m
g
一。一回
(

u

ロ
γ
二
吋
∞
ハ
洲
口
Y
一M
A
m
-
(
M
ロ
ロ
)
、
ォ
l

マ
ン

問
題
。
・
〉
-
M
N
2
8
a
〈
関
〉
、
南
ロ
ー
デ
シ
ア
問
題
。
・
〉
・

河
2
一
吋
合
唱
(
》
円
〈
阿
〉
・
一
吋
目
。
〈
M

内〈ロ

γ
一∞∞
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(

阿
〈
口
同
)
・
-
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∞
国
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-
N
C
M
N
(
M
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、
ア
ン
ゴ
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事
態
の
・
〉
-
m
g
ミム
M

(
M
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〈
阿
)
・
一
∞
一
泊
〈
M

円〈
HH)、
ア
l
デ
γ
事
態
。
・
〉
・
阿
川
2

3
日目

(M内〈口問〉・

M
G
N
ω
(
M
M
〉
〉
。
し
か
し
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策

の
如
き
「
制
度
的
な
か
っ
怒
意
的
な
」
人
権
侵
害
の
国
内
措
置
は
別

と
し
て
、
通
常
一
国
の
国
内
措
置
に
関
し
て
発
生
す
る
一
時
的
な
人

権
侵
害
が
当
該
義
務
に
反
す
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
ま
た
民
族
自

決
の
尊
重
に
つ
い
て
も
、
植
民
地
独
立
付
与
宣
言
で
は
す
べ
て
の
人

民
が
自
決
と
独
立
の
権
利
を
有
す
る
と
さ
れ
た
が
、
右
宣
言
が
国
家

に
自
決
権
の
具
体
的
実
施
の
た
め
の
義
務
を
課
す
も
の
か
ど
う
か

は
、
今
日
な
お
も
疑
問
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ

で
は
、
こ
の
問
題
に
立
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
一
部
に
つ

い
て
は
、
金
東
勲
「
国
連
に
お
け
る
人
権
保
護
と
国
内
管
結
権
(
一
ピ

(
国
際
法
外
交
雑
誌
第
七

O
巻
第
六
号
〉
、
七
四
l
八
O
頁
参
照
。

(
m
M
〉

ω
ゎ・岡山
2
・
ロ
ム
ハ
U

内〈

γ
一
∞
一
〈
}
内
〈
口
H
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・一∞叫
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M

内〈口同

γ

-
U
O
(
M
Uハγ

一∞一

(
M
C
C
・

(お
)
ω
-
n
-
m
2
・
5
ω
(
M内〈同)・

(剖〉

ω
・。・

m
g
-
N
-
吋
(U内M
0
・
N
N
-
(凶
M内同)・

(お
d

例
え
ば
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
は
、
憲
章
の
目
的
事
項
(
特
に
人
権
尊
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重
の
問
題
)
そ
の
も
の
を
国
連
の
管
轄
事
項
と
考
え
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
非
国
内
管
轄
事
項
の
他
に
、
憲

章
の
意
味
す
る
「
国
際
領
域
」
(
号
E
5
5
5
E
Z
D
E
C
-
-

す
な
わ
ち
、
憲
章
規
定
が
特
定
の
事
項
に
つ
い
て
明
確
な
義
務
を
課

さ
な
い
に
せ
よ
、
右
事
項
、
が
憲
章
の
主
題
を
成
す
と
い
う
事
実
に
よ

っ
て
「
国
際
法
に
よ
る
規
律
が
原
則
と
し
て
可
能
な
領
域
」
ー
ー
を

設
け
、
こ
の
領
域
内
に
入
る
事
項
を
国
連
の
管
轄
事
項
と
と
ら
え

る
。
他
方
で
、
ロ
ス
は
、
国
内
管
轄
事
項
の
概
念
に
関
し
て
、
他
国

の
権
利

(LBM仲
間
〉
に
影
響
を
与
え
な
い
事
項
の
他
に
、
他
国
の
利

益

(
E芯
芯
押
印
〉
に
影
響
を
与
え
な
い
事
項
と
い
う
二
つ
の
異
な
る

内
容
を
与
え
、
後
者
の
う
ち
で
「
本
質
的
な
態
様
で
」
他
国
の
利
益

に
影
響
を
与
え
な
い
事
項
が
憲
章
第
二
条
七
項
に
よ
っ
て
留
保
さ
れ

る
と
い
う
。
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-141NU?
な
お
、
皆
川
税
、
「
前
掲
論
文
」
、
一
七
l
一八

頁
参
照
。

(
お
)
一
又
正
雄
、
一
国
際
連
合
の
機
能
と
園
内
事
項
」

研
究
、
第
一
巻
〉
、
一
一
一
一
一
一
rill

一
一
二
三
頁
参
照
。
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(
お
)
そ
れ
故
、
総
会
の
法
典
化
作
業
を
媒
介
に
、
加
盟
国
が
国
連
内
で

合
意
さ
れ
た
法
原
則
〈
宣
言
な
い
し
条
約
案
)
を
完
全
に
受
諾
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
発
展
に
つ
い
て
は
、
芹
田
健
太
郎

「
国
連
に
お
け
る
人
権
問
題
の
取
扱
い
」
(
国
際
間
題
一

O
三
号
・

一
九
六
八
年
一

O
月
)
、
二
ー
一
回
頁
参
照
。

(
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