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本

誌

前

号

(
第

七

巻

第

二
号
)

に

お

い

て

は
、

西

独

が

進

め

て

い

る
謂

ゆ

る

「
東

方

政
策

」

の
国
際

法

的

側

面

を

探

る

一
環

と

し

て

=
Φ
一
ヨ
三

ω
峠。
写

げ
自

σq
巽

氏

の
論

文

=
<
α
寄

。
員

o
。
犀

一8

『
o

》
ω
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o

島
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鳥
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£

ω
o
㌣
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婁
U卑
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冨

類

く
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αq
ω
毛
Φ
『
認
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o
ヨ

一
ト。
噛
》
ロ
㈹
器

樽

一
零

9
・
の
紹

介

を

行

な

っ
た
。

こ

の
論

文

は
、

そ

の
表

題

が

示

す

よ

う

に
、

一
九
七
〇
年

八
月

に
西
独
ー

ソ
連
邦
間

で
調
印
さ
れ
た
条
約

(
モ

ス
ク

ワ
条
約
)
が
、

そ

の
政
治

的
効
果

は
兎

も
角

と
し

て
法
的

に
は
ど

の

よ
う
な
権
利
義
務

を
設

定

し
て

い
る

の
か
を
論

じ

る
も

の
で
あ

っ
た
が
、

モ
ス
ク
ワ
条
約

と

の
関
連

の
上

で
、

そ

の
姉
妹
条
約

と
も

い
う
ぺ
き
西

独

ー

ポ
ー
ラ
ソ
ド
間

の

一
九
七
〇
年

=

一月
調
印

の
両
国
間

の
相
互
関

係

正
常
化

の
基
礎

に
関
す

る
条
約

(
ワ

ル
シ

ャ
ワ
条
約
)

に

つ
い
て
も
検
討

を
加

、兄
て
い
た
。

し

か
し
、

こ
の
論
文
も
、

ま

た
前

号

の
紹
介

も
両
条
約

久

保

敦

彦

の
批
准
、
発
効
前
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
果
し
て
両
条
約
が
当
初

の
予
定
通
り
発
効

の
運
び
と
な
る
か
否
か
が
沢
確
定

の
時
点

で
発
表
さ
れ

た
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
そ
の
後
両
条
約
を
め
ぐ

っ
て
西
独
議
会

で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
闘
わ
さ
れ
る
か
、
批
准
承
認

の
た
あ
の
同
蕊

が

必
要
な
賛
成
を
得
て
成
立
す
る
か
ど
う
か
が
そ
れ
だ
け

に
注
目
さ
れ
、
引

続
き
観
察
す
べ
き
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

周
知

の
よ
う
に
、
西
独

で
は
両
条
約

の
調
印
当
時
か
ら
ブ

ラ
ソ
ト
首
相

の
率

い
る
社
民
、
自
由
両
党

の
連
立
政
権
と
野
党
で
あ
る
キ
リ

ス
ト
教
民

主
同
盟
と
の
間
に
、
条
約

の
持

っ
政
治
的
効
果

に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、

各
条
文
の
解
釈

に
つ
い
て
も
大
き
な
見
解

の
相
違
が
見
ら
れ
た
。

こ
の
両

者
が
対
決
す
る
こ
と
と
な

っ
た
議
会
で
の
同
意
法
審
議
は
、
今
年

二
月
九

日
ま
ず
連
邦
参
議
院

で
開
始
さ
れ
、
次

い
で
二
月

二
三
日
か
ら
連
邦
衆
議
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院

へ
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
間
、
連
邦
参
議
院
で

一
票
差
な
が
ら

優
位
を
占

め
る
野
党
は
、
同
院

で
条
約
締
結

に
対
す
る
疑
義
表
明
動
議
を

採
択
さ
せ
、
連
邦
衆
議
院

に
お
い
て
は
ブ

ラ
ソ
ト
首
相
に
対
す
る
不
信
任

案
を
提
出
、
僅
少
議
席
差
で
よ
う
や
く
多
数
党
と
な

っ
て
い
る
連
立
与
党

を
窮
地

に
立
た
せ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
た
め
、
西
独
政
界
は
あ
わ
や
政

権
交
代
も
あ
り
得
る
か
と
い
う
か

つ
て
な
い
緊
迫
状
態

に
、陥
入
り
、
条
約

承
認
拒
否
が

ヨ
ー

ロ
ヅ
パ

の
緊
張
緩
和

に
与
え
る
悪
影
響
を
慮

る
関
係
諸

国

の
注
視

の
的
と
な

っ
た
。
結
局

の
と
こ
ろ
、
不
信
任
案
は
そ
の
成
立

に

必
要
な
議
席
過
半
数

の
賛
成

に
二
票
を
欠

い
て
否
決
さ
れ
、
そ

の
後

の
与

野
党
間

の
折
衝
で
野
党
も
同
意
法
に
敢
え
て
積
極
的
反
対

は
し
な
い
ー
1

採
決

に
際
し
て
は
棄
権
-

こ
と
を
了
承
、
両
条
約

は
よ
う
や
く
五
月

一

七

日
連
邦

衆
議

院
、

五
月

一
九

日
連
邦

参
議
院

の
承

認

を
得

た

の

で

あ

る
。

そ

し
て

六
月

三
日
、
昨

年
九
月

三
日
に
仮
調

印

さ
れ

て

い
た
四
大

国

ベ

ル
リ

ソ
協
定

の
正
式

調
印
が

ベ

ル
リ

ソ
で
行
な

わ
れ
た

の
に
続

き
、

モ

ス
ク
ワ
、

ワ
ル
シ

ャ
ワ
両
条
約

の
批

准
書
が
ボ

ソ
で
交
換

さ
れ
、
両
条

約

は
同

日
付

で
発
効

す
る

こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
間

の
経

緯

は
、

一
般
新
聞

紙
上

で
も
報

道

さ
れ

た
と

こ

ろ

で

あ

り
、
ま

た
本
稿

で
取

り
上
げ

る
べ
き
事

柄

で
も

な

い
。

し
か
し
、
先

号

で

紹
介

し
た
条
約
解
釈

に

つ
い
て

の
問

題
点

の
う
ち
、
幾

つ
か
は
そ

の
ま

ま

議
会

で
の
論
議

の
対
象

と
な

っ
て

お
り
、

こ
の

一
端

を
知

る

こ
と

は
、
条

約

に
対

し
て

の
与
野

党

の
評

価

の
相
違

を
見

る
上
て
も
興
味
深

く
、

ま
た

一
般
論

と

し
て
も
、
条

文
解
釈

に
つ

い
て
両
当
事

国

の
聞

で
必
ず

し
も
見

解
が

一
致
し
て
い
な
い
条
約
、
ま
た
竺

当
事
国
内
肇

、
異
な

っ
た
解
釈

が
主
張
さ
れ
て
い
る
条
約

に
つ
い
て
は
、
そ

の
条
約
が
ど

の
よ
う
な
解
釈

を
基
準
と
し
て
議
会
の
承
認
を
得
た
か
を
知
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ

の
見
地
か
ら
、
本
号
で
の
紹
介
に
先
立
ち
、
西
独
議
会

の
条
約
審
議
過
程

か
ら
、
条
約

に
つ
い
て
の
与
野
党

の
見
解

の
対
立
点
を
拾

っ
て
み
る
こ
と

と
す
る
。
も
と
よ
り
、

こ
こ
で
は
両
院

で
の
審
議

の
詳
細

に
言
及
す
る
余

裕
は
な
い
が
、
審
議
全
体
を
通
じ
て
野
党
側
が
両
条
約

に
対
し
て
表
明
し

た
意
見

は
、
条
約
を
先
議

し
た
連
邦
参
議
院
～

各
州
政
府
代
表

に
よ
り

構
成
l
i
で
同
党
が
成
立
さ
せ
た
条
約

に
対
す
る

「
政
治
的
、
法
的
重
大

鷺

」

に
最
も
良
く
要
約
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
裏

明
さ
れ
嚢

念

に
対

し
、
野
党
は
政
府
側

の
回
答
を
要
求
、
十
分
な
説
明
が
得
ら
れ
な
い
場
合

は
承
認
を
拒
否
す

る
と
迫

っ
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
諺

い
)主
と
し
て
法

的
観
点
か
ら
呈
示
さ
れ
た
疑
問
点
は
以
下

の
如
く
で
あ

っ
た
。

一
、

両
条
約

の
文

言

は
不
明

確
、
多

義
的

で
あ

り
、

ソ
連
側

に
よ

っ
て
条

約

が
ド

イ

ッ
国
内
政
治

へ
の
干
渉

の
道
具

と
さ
れ

る
危
険

が
あ

る
。

二
、

モ
ス
ク
ワ
条
約

に
■よ

り
、
東
独

の
国
家
性

承
認

、
東
西
両
独
間

の
境
界

線

の
国
境

と

し
て
の
承

認
が
な

さ
れ

た
と
さ
れ
、

こ
の
結
果

民
族

自
決

の
原
則

に
基
づ

く
再
統

一
が

一
層
困
難

と
な

る
恐

れ
な
し
と
し
な

い
。

三
、

モ
ス
ク
ワ
条
約

成
立
後
、
西

独
が
な

お
東
独

の
国
際
法
的
承
認
、
東

独
在
住
ド

イ

ツ
人

の
独

自

の
国
籍

の
承
認

を
避

け

ら
れ

る
と

の
保
証
が

な

い
。

四
、

両
条
約

は
、
ド

イ

ツ
国
境

の
最
終
的
確
定

を
将
来

の
平
和
条
約

に
留

保

す

る
旨

の
明
文

を
欠
く
。

こ
の
た

め
、
両
条
約

は
オ
ー
デ

ル

・
ナ
イ
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セ
線
を
再
統

一
後

の
ド
イ
ッ
を
も
拘
束
す
る
形
で
ポ
ー
ラ

ソ
ド
西
部
国

境
と
し
て
承
認
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。

五
、
両
条
約
は
平
和
条
約

の
要
点
を
先
取
り
す
る
内
容
を
持

ち
、

こ
の
結

果

四
戦
勝
国
を
そ
の
金
独
に
対
す

る
責
任
か
ら
解
放
し
、
特

に
西
側

三

国
が
受
諾
し
て
い
た
自
由
主
義
、
民
主
主
義

の
原
則
に
基
づ
く
再
統

一

を
そ
の
ド
イ
ツ
政
策

の
目
標
と
す

る
と
の
責
務
を
空
洞
化

し
て
し
ま
う

恐
れ
が
あ
る
。

右

の
よ
う
な

疑

念
」

(
こ4
)対

し
、
政

府

が
連
邦
参

議
院
宛

に
行

な

っ
た

回
答

は
次

の
通

り

で
あ

っ
た
。

一
、
条
約

は
決

定
的
重
要
性

を
持

つ
各
点

に

つ
い
て
は
明
確

か

つ

一
義
的

で
あ

り
、
ド

イ

ッ
国
内
政
治

へ
の
ソ
連

の
介

入
を
許
す

よ
う

な
可
能
性

は
残

さ
れ
て

い
な

い
。

二
、

モ
ス
ク
ワ
条
約

は
前
文

で
民
族

自
決

権

に
言
及

し
て
お
り
、

ま
た

ソ

連

が
異
議

な
く
受

理

し
た

「
ド
イ

ッ
統

一
に
関
す

る
書
簡
」

に
よ
り
、

ド

イ

ツ
が
平

和
裡

に
統

一
の
回
復

を

は
か
る

こ
と

は
条
約

に

矛

盾

す

る
も

の
で
な

い
旨

の
保

証

は
得

ら
れ

て
い
る
。
東
独

と

の

境

界

線

を

こ
O
『
①
嵩

①
、、
と
呼
称

し
た

例

は

ア
デ

ナ
ゥ
ア
ー

時

代

に
も

あ

り
、

こ

の
名
称

を
用

い
、
そ
れ

を
尊

重
す

る

こ
と
を
約

し
て
も
、
直

ち

に
国
家

承
認

を
意

味
す

る

こ
と

に
は
な
ら
な

い
。

三
、
東

独

の
国
際

法
的
承
認

、

お
よ
び

こ
の
承
認

の
持

つ
べ
き

あ

ら
ゆ

る

法

的
効
果

の
容

認

は
、
西

独

の
明
白

な
そ

の
旨

の
意

思
表
示

に
よ

っ
て

の
み
な
さ
れ
得
る
も

の
で
あ
る
。
政
府

は
こ
の
種

の
意
思
表
示
を
行
な

う
意
向
を
持
た
ず
、
ま
た
条
約
も
こ
の
意
思
表
示
を
行
な
う
義
務
を
課

す

る
も

の
で
は
な
い
。

四
、
四
ヵ
国
の
権
利
、
義
務
が
条
約

に
よ
り
な
ん
ら
影
響
を
受
け
る
も
の

で
な
く
、
国
境
問
題
を
含

め
、
平
和
条
約

に
属
す
べ
き
案
件
の
取
極
は

四
ヵ
国

の
管
轄

の
下
に
あ

る
こ
と
を
、
政
府

は
明
言
し

て

い

る
。

ま

た
、
四
ヵ
国
政
府

は
、
そ
れ
ぞ
れ
条
約
と
四
ケ
国
協
定
と
の
適
合
性
を

認
め
、
西
側
三
国
は
ド
イ
ッ
条
約
を
今
後
と
も
そ

の
政
策

の
基
礎
と
す

る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
更
に
、
西
独
政
府

は
将
来

の
全
独
政
府

を
拘
束
す
る
権
限
を
持

た
な
い
。

(以
上
疑
問
点
第
五
に
対
す
る
回
答

を
も
含
む
)
。

こ
の
他
、
政
府
は
他

の
諸
点
に
対
す
る
回
答

の
中

で
も
、
武
力
不
行
使

が
境
界
線

の
合
法
化
を
招
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
並
び
に
再
統

一
に
関

す
る
独

ソ
間

の
政
治
的
見
解

の
相
違
は
条
約

の
法
的
内
容
と
は
か
か
わ
り

が
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

こ
の
回
答

に
接

し
た
野
党

は
、
そ
の
内
容

に
な
お
批
判
を
加
え
た
の
で

は
あ

る
が
、
野
党
側

の
疑
義
も
本
来
政
府

の
条
約
解
釈

に
反
対
し
、
積
極

的

に
別

の
解
釈
を
主
張
す

る
と
の
対
立
的
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
政
府

の

と
る
解
釈
を
よ
り
ゆ
る
ぎ
な
い
43
の
に
す
る
た
め
に
は
、
条
約
内
容
、
条

約
文
言
を
よ
り
改
善
、
明
確
化
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
す
る
改
良
的
立
場

か
ら
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
と
、
同
意
法
案
が
最
終
的

に
は
与
党

の
賛

成
、
野
党

の
黙
認
に
よ

っ
て
可
決
成
立
し
た
事
実
と
を
考
え
れ
ば
、
政
府
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の
回
答

に
示
さ
れ
た
条
約
解
釈
が
批
准

に
際

し
て
の
公
式
解
釈
と
な

っ
た

こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
こ
の
公
式
解
釈
は
、
前
号
で
紹
介
し

た

ω
叶o
冒
げ
霞
σq
霞

論
文

の
法
的
に
厳
格
な
条
約
解
釈

と

一
致
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上

の
よ
う
な
条
約
解
釈

に
つ
い
て
の
諸
問
題
と
は
別
に
、
野
党

は
疑

義
表
明
決
議

の
中

で
よ
り
広

い
意
味
で
の
東
方
政
策
推
進

の
際

の
原
則
と

し
て
七
項
目
を
あ
げ
、
そ
の
中
で
、

一
、
ド
イ
ッ
人
民

の
民
族
的
、
国
家
的
統

一
の
維
持
並
び
に
民
族
自
決
権

の
自
由
な
行
使

に
よ
る
ド
イ
ツ
の
統

一
と
自
由
と

の
達
成
、

二
、

「
第
二
の
ド
イ
ッ
国
家
」

の
国
際
法
的
承
認
の
拒
否
、

三
、

「第

二
の
ド
イ
ツ
国
家
」

の
国
際
連
合
加
盟
助
長
の
回
避
、

を
法
的

に
重
要
な
事
項
と
し
て
掲
げ
、

こ
れ
ら
に
対
す
る
政
府

の
同
意
を

要
請
し
た
。
政
府

は
、
疑
問
点

へ
の
回
答
と
共

に
こ
れ
ら
の
項
目

に
つ
い

て
の
見
解
を
も
明
ら
か
に
し
、
野
党
側
と
原
則
的

に
は
同
意
見

で
あ
る
旨

を
確
認

し
た
が
、
各
項
目

に
関
し
て
政
府
独
自

の
方
針
を
追
加
説
明
し
て

い
る
。

一
、
全
独

の
民
族
的

一
体
性
を
保
持
す
る
た
め
に
は
、
東
独
政
府
と
の
間

に
条
約
関
係
を
締
結

し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
将
来

の
統

一
実
現
の
可
能
性

を
高
め
る
こ
と
が
不
可
避

で
あ
り
、

こ
れ

こ
そ
基
本
法

の
命
ず
る
統

一

へ
の
努
力
に
か
な
う
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。

二
、
基
本
法

に
示
さ
れ
た
西
独
国
民
の
意
思
、
ド
イ

ツ
の
国
際
法
上

の
地

位

に
照
ら
し
、
東
独
の
国
際
法
的
承
認

の
余
地
は
な
い
。

し
か
し
な
が

ら
、
東
独
と
の
協
定
を
国
際
法
上
の
合
意

の
性
格
を
持

つ
も
の
と
し
て

締
結
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

三
、
国
際
連
合

へ
の
両
独

の
並
行
加
盟
は
、
両
独
間

の
関
係
を
規
定
す
る

協
定

に
基
づ

い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、実
現
さ
せ
て
差
支
・兄
な

い
。

こ
の
よ
う
に
、
西
独
政
府
は
東
方
政
策
推
進

の
手
段
に
つ
い
て
野
党
に

比
べ
て
よ
り
積
極
的
な
対
東
独
接
近
方
針

を
打

ち
出
し
て
お
り
、
上
記

の

議
会
で
の
条
約
審
議

に
際
し
て
の
紛
糾
も
、
条
約
解
釈
自
体

の
相
違
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
そ

の
背
景

に
は
条
約
成
立

の
暁

に
東
独
と
の
関
係
を
ど

の
よ
う
な
も

の
に
す
べ
き
か
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
が
与
野
党
間

に
あ

っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
野
党
も
最
強

の
手
段
ま
で

行
使
し
て
政
府

の
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
策

に
抵
抗
し
た
も

の
と
解

せ
ら
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
両
条
約
批
准
に
よ
り
西
独
国
民

の
第

一
の
選
択

は
な
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
今
後

は
東
独
と
の
関
係
を
ど
う
律
す
る
べ
き
か
、
よ
り
具

体
的

に
は
政
府

に
よ

っ
て
提
案
さ
れ
て
い
る
形
で
東
独
と

の
条
約
を
締
結

す
べ
き
か
否
か
が
、
西
独
国
民
に
第

二
の
選
択
を
迫
る
問
題
と
し
て
現
実

化
し
た
の
で
あ
る
。
東
西
両
独
間

の
条
約
締
結
を
西
独
政
府
が
ど

の
よ
う

な
も

の
と
し
て
考

え
て
い
る
か
は
、
ブ
ラ
ソ
ト
首
相
が

一
九

七

〇

年

五

月
、
ヵ

ヅ
セ
ル
に
お
け
る
第

二
回
両
独
首
相
会
談

に
際
し
て
提
案
し
た
二

十
項
目
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
カ

ヅ
セ
ル
ニ
十
項
目
は
、
時
間

的

に
は
モ
ス
ク
ワ
、

ワ
ル
シ
ャ
ワ
両
条
約

に
先
立

っ
て
発
表
さ
れ
て
は
い

る
が
、
内
容
的

に
は
こ
れ
ら
両
条
約
の
成
立
を
前
提
と
し
、
こ
れ
ら
に
続
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い
て
締

結

さ
れ

る

べ
き
条
約

の
中

味

を
示

す
も

の
と
な

っ
て
い
る
。

さ
て
、
本
稿

で
紹

介

の
対
象

と
す

る

「
ド
イ

ッ
並

ひ

に
東

方
政
策

の
国

家

法
的
、

国
際

法
的
側

面
」

は
、

マ
ッ
ク

ス

・
プ

ラ
ソ

ク
外

国
公
法

・
国

際
法

研
究

所

(ζ
舞

も
一窪

。
写
國器

叶
一ε

轡
隷

憎
窯

ω
鼠
昌
島

。。
魯

窃

α
頃
o
.

ロ
ニ
8
7
。
。。
幻
Φ
。
葺

§

鳥

ノ
.α
一
寄

貫

。
。
簿

)

の
学
術

研
究
員

、

ハ
イ
デ

ル
ベ

ル
グ
大
学

教
授

の

穴
8
U
o
o
ξ

ぎ
αq
氏

、
同
研
究
所

学
術
報
告
員

O
・

幻
Φ
の
ω
氏

、
キ
ー

ル
大

学
教
授

菱

■
閉
φ
≦
Φ
⇒
一αq

氏

の
共
著

に
な

る
も

の

で
あ
り

、
》
夢

①
ロ
ぎ

ヨ

<
①
二
印

αq

か
ら
刊

行

さ
れ

て
い
る

く
α
涛
Φ
讐

?

6
ぼ

¢
昌
島

》
昌

①
コ
b
。
葺

芽

叢
書

の

第

九
冊

と

し
て

発
表

さ
れ

て

い

る
。
表

題

こ
そ

ド
イ

ッ
政
策
、
東

方
政
策

と
な

っ
て
い
る
が
、
本
書

で
主

た

る
検
討

対
象

と
な

っ
て
い
る

の
は
ま
さ

に
カ

ッ
セ

ル
ニ
十
項
目
提
案

で

あ

る
。

こ

の
二
十
項
目

に
は
、
武
力
不
行

使

な
ど

モ

ス
ク

ワ
、

ワ
ル

シ
ャ

ワ
両
条
約

と
共

通
す

る
内
容

も
含

ま
れ

て

い
る
が
、
重
点

は
東
西

両
独
間

で
の
条
約
締
結

に
関
す
る
諸
問
題
1
ー

領
土
保
全
、
国
境
尊
重
、
国
際
法

適
用
、
平
等
無
差
別
原
則
、
国
際
組
織

へ
の
並
行
参
加
な
ど
ー

に
置
か

れ

て

い
る
。
本
書

で
は
、

こ

の
よ
う

な
内
容

の
両
独
間

条
約
締
結

に
よ

っ

て
生

じ
る
と
思

わ
れ

る
法
的
問
題

を

　
貫

し
た

テ
ー

マ
と

し

つ
つ
、
全

体

を

二
部
構
成

と

し
、

第

一
部

で
は

こ
o
Φ
ξ

ぎ
αq
"
幻
①
。。
。。
両

氏
が
国
際
法

上
、

憲
法

上

の
総
合

的
観

点

か
ら
、

第

二
部

で
は

閑
。
ξ
。
三

σq

氏

が

主

と
し

て
憲

法
上

の
観
点

か
ら
各
個

別
問
題

を
論
じ

る
形
式

が

と
ら
れ

た
。

し
か

し
、
第

二
部

に
お

い
て
も
憲

法
問
題

の
前
提

と

し
て
多

く

の

ス
ペ
ー

ス
が
国
際

法
上

の
判

断

に
さ
か
れ

て

い
る
よ
う

に
、

こ
の
種

の
問
題

に
お

い
て
は
国
際
法
上

の
問
題
点

と
憲
法
上
の
問
題
点
と
は
相
互
に
交
錯
し
て

お
り
、
双
方
を
切
離

し
て
論
じ
る
こ
と
は
本
来
不
可
能
で
あ
る
。
当
然

の

結
果
と
し
て
、
殆
ど
の
問
題
が
第

「
部
、
第

二
部

で
重
複

し
て
検
討
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
点
か
ら
、
本
書
が
二
部
構
成
を
と

っ
た
こ
と
の
意
味

に
疑

問
を
投
ず
る
こ
と
も

で
き
よ
う
が
、

こ
の
形
式
は
、
共
著

の
形
を
と
り
な

が
ら
も
各
執
筆
者

の
個
別
的
見
解
を
そ
の
ま
ま
明
確
に
し
て
お
く
た
め
に

敢
、兄
て
…選
ば
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
第

一
部

に
お
い
て
、
U
o
6
ぼ

ぼ
堕

男
o
霧

両
民
が
序
言
と
結
語
と
を
共
同
執

筆
・し
な
が
ら
、
本
論
部
分
で
は
小
項
目
毎
に
担
当
を
分
け
、
執
筆
者
を
遂

一
明
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
、
各
部
分
毎

に
担

当
者
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
各
執
筆
者

の
見
解
、
結
論

に

は

一
部

を
除

い
て
対
立
点

は
見
受
け
ら
れ
ず
、
基
本
的
に
は

一
致
し
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
、
本
書
の
形
式

の
意
図
は
、
異
な
る
見
解

の
対
比

に
あ

る
の
で
は
な
く
、

一
致

し
た
見
解
を
共
同

に
、
し
か
も
個
別
的
責
任
に
お

い
て
表
明
し
、
説
得
力
を
強
化
す
る
に
あ

っ
た
と
解
し
て
良
か
ろ
う
。
以

下

の
紹
介

で
は
、
議
論

の
重
複

を
避
け
る
た
め
、
第

一
部
、
第

二
部
を
別

個

に
取
上
げ

る
形
は
と
ら
ず
、
第

一
部

で
の
問
題
提
起

の
順
序

に
し
た
が

い
つ
つ
、
三
氏
の
見
解

を
ま
と
め
て
論
じ
、
そ
の
後
に

一
部
対
立
点

に
言

及
す
る
こ
と
と
す

る
。
本
書
自
身

の
形
式
か
ら
は
離
れ
る

こ

と

に

な
る

が
、
本
書

の
内
容
、
主
張
を
伝
え

る
点

で
は
、
む
し
ろ
三
氏
の
見
解
を
総

合

し
て
紹
介
し
た
方
が
適
切
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

の

本
書

は
、
両
独
間
条
約
に
関
し
、
ま
ず
葉

法
上
と
る
べ

き

承

認

手

σ

続
、
西
独
政
府
の
締
結
権
限
の
有
無
を
論
じ
、
次

い
で
条
約
内
容
と
基
本
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法
と
の
適
合
性
を
武
力
不
行
使
条
項
、
領
土
保
全

.
国
境
尊
重
条
項
を
中

心
に
八
点

に
分
け
て
考
察
す
る
。

1

条
約
締
結
手
続

西
独
基
本
法
第
七
九
条

一
項
は
、
そ
の
第
二
文

で

「
平
和
規
定
、
平
和

規
定

の
準
備
、
占
領
的
秩
序

の
整
理
を
内
容
と
し
、
ま
た
は
連
邦
共
和
国

の
防
衛

に
役
立

つ
べ
く
規
定
さ
れ
る
国
際
法
上
の
条
約

に
お
い
て
は
、
基

本
法

の
規
定
が
条
約

の
締
結
お
よ
び
発
効

に
反
し
な
い
と
い
う

こ
と
露

明

に
は
、

こ
の
解
明

に
限
定
さ
れ
る
基
本
法
の
本
文

の
補
充

で
足
り
る
。」

と
規
定
し
、
同
条
第

二
項

で
こ
の

「解
明
」
を
も
含
め
基
本
法
を
改
正
す

る
法
律

に
議
会
両
院

の
三
分

の
二
の
特
別
多
数

に
よ
る
議
決
を
要
件
と
し

て
定
め
て
い
る
。

こ
の
条
文
と

の
関
連

の
上
で
、
ま
ず
両
独

間

条

約

が

「国
際
法
上
の
条
約
」

で
あ
る
か
が
問
わ
れ
、
次

い
で
こ
の
条
約
が

「
平

和
規
定
」

ま
た
は

「
平
和
規
定

の
準
備
」

に
該
当
す
る
か
が
問
わ
れ
る
。

そ
し
て
以
上
二
つ
の
問
題

に
肯
定
的
解
答
が
与
え
ら
れ
た
場
合
、
最
後

に

条
約

の
内
容
が
基
本
法

の
規
定

に
抵
触

し
、
そ
の
承
認

の
た
め
に
第
七
九

条

に
定
め
る
手
続
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
否

か
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。第

一
の
問
題
、
両
独
間
条
約
が
国
際
法
上

の
条
約
と
な
る
か
は
、
同
条

約
が
基
本
法
第
五
九
条

一
項

に
い
う

「外
国
と

の
条
約
」

に
相
当
す
る
か

と
共
通

の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
る
。
東
独
を

一
般
的

に
外
国
と
認
め
る

か
否
か
は
、
ド
イ
ッ
全
体

の
現
状
を
法
的

に
ど
う
理
解
す
る
か
に
か
か
わ

る
事
柄
で
あ
り
、
西
独
が
旧
ド
イ
ッ
帝
国
と
の
同

一
性
を
有

し
、
全
独
を

代
表
し
得
る
唯

一
の
国
家
で
あ
る
と
の
立
場

(同

一
説
)

か
ら
は
、
東
独

は
外
国
と
し
て
は
認
め
ら
れ
ず
、
逆

に
旧
ド
イ
ツ
帝
国
の
東
西
両
国

へ
の

分
裂
を
主
張
す
る
立
場

(
二
国
説
)

か
ら
は
、
当
然

こ
れ
を
認
め
る
こ
と

と
な
る
。
西
独
で
は
、
前
号
で
も
触
れ
た
よ
う
に
同

一
説
が

多

数

を

占

め
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も

こ
の
見
解
を
止

っ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
本
書

は
こ
れ
ら
両
説

の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
か
に
は
立
入
ら
ず
、

一
般
論
と
は

別

に
、
第
五
九
条

一
項

の

「
外
国
」

の
概
念
は
基
本
法

の
適
用
地
域
を
基

準
と
し
て
決
定
す
べ
き

で
あ
り
、
議
会

の
条
約
承
認
権
の
存
在
理
由

か
ら

出
発
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、

「
外
国
」

に
は
西
独
憲
法

の
適
用
下

に
な

い

す
べ
て
の
国
際
法
主
体
を
含
む
と
解
せ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
国
際
法
主

体
と
し
て
は
、
国
家

の
み
な
ら
ず
、
国
際
組
織
、
交
戦
団
体

の
他
、
場
合

に
よ

っ
て
は
連
邦
国
家

の

一
支
邦
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
東
独

は
そ
の
国

家
性

の
承
認
問
題
と
は
切
離
し
て
少
く
と
も
こ
の
意
味
で
の
国
際
法
主
体

で
あ
り
、
第
五
九
条

一
項

の

「外
国
」

で
あ
り
、
ま
た
東
独
と
の
条
約

は

第
七
九
条

一
項

に
い
う

「国
際
法
上

の
条
約
」

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。

こ
の
説
明
は
、
ま
た
東
独
と
の
条
約
締
結
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
同
国
の
承

認
を
意
味
す

る
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
の
主
張

の
論
拠
と
も
な
る
の

で
あ
る
。

第

二
点
は
、
両
独
間
条
約
が
基
本
法
第
七
九
条

一
項

二
文

の

「平
和
規

定
」
あ
る
い
は

「平
和
規
定
の
準
備
」

に
該
当
す
る
か
で
あ

る
。
同
様

の

問
題
は
モ
ス
ク
フ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
両
条
約

に
関
し
て
も
論
議
さ
れ
て
い
た

確

四
驚

国
潅

利
留
保
か
条
約
中
お
よ
び
条
約
に
付
属
し
て
発
表
さ

れ

た
西
独
と
西
側

三
国
間

の
交
換

ノ
ー
ト
に
よ

っ
て
明

ら
か

に
さ
れ
て

い

(76)76
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た

こ
と
か
ら
、

こ
れ

ら
条
約

の

「
平
和
規

定
」

の
先

取

り
と
し

げあ

性
格

は
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
規
定
内
容
は
将
来
の
平
和
条
約
に
影
響

を
及

ぼ
す
効
果
を
持

つ
・、
し
♂」

「
平
和
規
定

の
準
僅

に
綾

当
す

る
と
判
断

さ
れ
,て
い
た
。
、」
れ

ら
両

条
約

レ
」
は
異

な
り

、両

独
聞
条
約

は
戦
争
状

態

に

あ

っ
た
当
事

国
間

に
締
結

さ
れ

る
条
約

で
は
な

い
の
で
、
本
来

そ
れ
自
体

と

し

て
平
和
規
定

た
り
得

な

い
こ
と

は
明

ら
か

で
あ

る
が
・
本
書

で
は
同

条
約
が
モ
ス
ク
ワ
条
約
篇

め
と
す
る
東
欧
社
会
主
義
藺

と
案

約
・

関
係
≦

体
的
組

込
ま
れ
、
内
容
的
に
も
国
境
鰻

な
ど
将
来
睾

和

条
約
締
結
繰

し
て
西
独
を
拘
束
す
る
規
定
を
含
む
も
の
と
な
る

と
も
見

ら
れ

る
の
で
、
第
七
九
条

一
項
に
い
う
広

い
意
味
で
の

「
平
和
規
定

の
準

備
」

に
当
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
以
上

二
つ
の
問
題
が
肯
定
的
に
解

さ
れ
た
以
上
、
両
独

間
条
約
は
、
後
述
皿
に
お
け
る
検
討
で
現
行
茱

法

の
規
定
と
相
容
れ
な

い
内
容
を
持

つ
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
場
合
、第
七
九
条

の
適
用

を
受

け
・

同
条

に
定
め
る

「
解
明
」
醤

、
ま
た
は
事
前

塞

本
法
改

正
を
必
要

と

す

る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

∬

条
約

締
結

権

限

両
独
聞
条
約

の
内
容
検
討

に
先
立
ち
、
そ

の
も
う

一
つ
の
前

提

と

し

て
、
そ
も
そ
も
西
独
撞

禽

の
穰

芒

に
独
自
で
東
独
と
の
聞
に
政

治
的
内
容

の
条
約
を
締
結
す
る
権
限

を
有
す
る
か
が
問
題
と
さ
れ
る
・
連

邦
政
府
の
条
約
締
纏

限
に
対
す
る
制
限
の
有
無
は
、
西
独
の
対
外
主
権

の
制
限

の
問
題
と
し
て
戦
勝
諸
国
と
の
関
係
で
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
の

で
う

⇔
が
、
国
内
法
上
の
問
題
と
し
て
も
、
連
邦
と
支
邦

と

の
管
離

分

に
か

か
わ

る
事
柄

と
し
て
検
討

き
れ

て

い
る
。

対
外
的
悶
題

の
発
端
と
な
る
の
は
、

天

五
二
年

に
締
結
さ
れ
た

「米

英
仏

三
国
と
西
独

と

の
関
係

に
関

す

る
条
約
」

(謂

ゆ
る
ド

イ

ツ
条
約
)

第

三
条
、
即

わ

ち
、
右

三
国

に
ベ

ル
リ

ソ
問
題

、
お
よ
び
再
竺

並
び

に
平

和
条
約
を
含
む
全
独
的
問
題

に
関
す
る
権
限
を
留
保
す
る
規
定
で
あ
る
。

、あ

規
定
を
三
国
側

の

芳

的
留
保
と
解
し
、
留
保
さ
れ
た
事
項

を
西
独

の
主
権
回
復
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
と
見
る
か
、
ま
た
は

こ
れ
ら
の
事
項

に
つ
い
て
の
決
定
を
三
国

に
委
ね
る
と
い
う
西
独

の
条
約
上
の
義
務
を
設

定
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
か
で
議
論
が
分
か
れ
、
前
者

の
見
方
を

と

る
な
ら
ば
西
独
が
独
自
に
締
結
す
る
こ
の
種

の
条
約
は
本
来
無
効
、
少

く

と
も
三
国
の
追
認
が
あ
る
ま
で
は
効
力
を
生
じ
な
い
こ

と
と
な
り
・
逆

に

後
者

の
解
釈

に
立

つ
な
ら
ば
、
西
独
が
独
自
に
条
約
を
締
結
し
た
場
合
・

ド
イ
ッ
条
約
上

の
義
務
違
反
と
は
な

っ
て

も
締
結
さ
れ
た
条
約
そ

の
も
の

の
効
力
は
こ
れ

に
よ

っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ

る
。
ド
イ

ッ
条
約

の
留
保
規
定

ξ

い
て
い
ず
れ

の
解
釈
を
と
る
べ
ぎ
か
に
関

し
・

本
書

で
は
ま
ず
ド
イ
ッ
条
約

の
よ
う

に
当
事
国
相
互

の
将
来

の
協
力
関
係

を
定
め
る
条
約
に
つ
い
て
は
、
条
約
締
結
時
の
意
思
を
羨

と
す

る
主
観

的
解
釈

に
対
し
、
時
男

経
過
と
共

に
、
客
観
的
解
釈
を
優
先
さ
せ
て
行

く
べ
き

で
あ
る
と
の
見
蟹

示
さ
れ
る
。

こ
の
立
場
か
ら
、

同
条
約
締
結

当
時
か
ら
現
在

に
至
る
ま
で
の
三
連
合
国
と
西
独
と
の
相
互
関
係
を
見

る

わ

な
ら
ば
、
現
棄

お
連
禽

の

芳

的
趨

留
保
、
西
独
の
主
篇

限
が

σ

ベ
ル
リ
ソ
駿

に
関
し
て
商

様
に
全
独
鰐

に
ま
で
及
ん
で
い

る
と
は

η



解
し
難

い
と
し
て
、
留
保
は
単
な
る
条
約
上
の
義
務
を
設
定
し
た
も
の
で

あ
る
と
の
見
方
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
仮

に
現
在
で
も
三
連
合
国

の

一
方
的
留
保

に
よ
り
西
独

の
条
約
締
結
権
限

に
制
限
が
課
さ
れ
て
い
る

と
す
る
立
場
を
と

っ
た
と
し
て
も
、
実
際

に
締
結
行
為
が
行
な
わ
れ
た
場

倉

は
、
事
前
あ

る
い
は
事
後

の
馨

国

の
同
意

に
よ
り
条
約

の
効
力
が

認
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
表
見
的

に
西
独

の
締
結
権
が
認
定
さ
れ
、
西
独

へ

む

に
条
約
上

の
義
務
が
発
生
す
る
結
果
に
な
ろ
う
と
補
足
し
て
し
る

一
方
、
西
独
国
内
法
上
の
問
題
で
あ
る
連
邦
と
州

と
の
管
轄
配
分

に
関

し
て
は
・
基
本
法
第
三
二
条

項

、

「対
外
関
係

の
処
理
」

を
連
邦
事
項

と
す
る
規
定
に
基
づ

い
て
連
邦
政
府
が
対
東
独
条
約
を
締
結
し
得
る
か
が

問
わ
れ
る
。
対
東
独
関
係
が

「
対
外
」
関
係
で
あ
る
か
が
論
占
州と
な
る
の

で
あ
る
が
・
上
記
第
五
九
条

一
項

の

「
外
国
」

の
解
釈
と
同
様
、
「対
外
」

関
係

は
西
独
憲
法
下
に
属
さ
ぬ
国
際
法
主
体
と

の
関
係
を
意
味
す

る
と
の

解
釈
が

こ
こ
で
も
成
立
す
る
。
ま
た
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
も

一
九
室

年

の
テ
レ
ビ
瀧

ξ

い
て
の
判
決

で
、
全
独
問
題
を
含
む
対
外
関
係

の
処

理
を
連
邦

の
管
轄
事
項
と
判
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、

こ
の
点

に
疑

問

の
余
地
は
な
い
と
見
ら
れ
て

い
る
。

皿

条
約

内

容

の
合

憲
性

i

武
力
不
行
使
条
項

カ

ッ
セ
ル
ニ
十
項
目
提
案

に
盛
ら
れ
た
両
独

闇
条
約

の
内
容
と
な
る
べ
き
事
項
と
し
て
は
、
ま
ず
武
力
不
行
使
が
あ
げ

ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
同
提
案
第
四
点

一
文

に

「両
者

は
、
互

に
い
か
な
る

武
力
に
よ
る
威
嚇

ま
た
は
そ

の
行
使
を
も
慎
し
み
、
相
互
間

の
す
べ
て
の

問
題
を
平
和
的
護

に
よ
そ

解
決
す
犯

と
霧

に
謳
わ
れ
、
こ
の
趣

鴨

旨
は
第
七
点

「
両
毒

、
ギ

ッ
の
地
か
ら
決
し
て
戦
争
が
再
発
し
て
は

の

な
ら
な

い
こ
と
を
宣
言
す
る
」
、
第
八
点

「両
者
は
、

諸
国
民

の
平
和
的

σ

共
同
生
活
を
乱
す
よ
う
な
す
べ
て
の
行
動
を
慎

し
む
義
務
を
負

う
」、

第

九
点

「両
者
は
、

ヨ
ー

ロ
ヅ
パ

の
安
全
保
障
を
向
上
さ
せ
る
軍
縮

お
よ
び

軍
備
管
制

の
た
め
の
す
べ
て
の
努
力
を
支
持
す

る
と

の
決
意

を

強

化

す

る
」

に
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。

(01
)

武
力
不
行
使
条
項
は
、

モ
ス
ク
ワ
条
約
中

の
そ
れ
と
同
様
少
く
と
も
西

独
側

に
と

っ
て
は
、
同
国
が
既

に

一
般
国
際
慣
撰

、
ド
イ
ッ
条
約
第
三

条

に
よ
る
国
連
憲
章
第

二
条
四
項
を
含
む
憲
章

の
諸
原
則

の
受
諾
に
基
づ

い
て
こ
の
義
務
を
負

っ
て
い
る
以
上
、
宣
言
的
効
果
を
持

つ
に
止
ま
る
と

さ
れ
る
。
た
だ
、
両
独
間
条
約

に
お
い
て
対
東
独
関
係
で
宣
言
さ
れ
る
武

力
不
行
使

に
関
し
て
は
、
東
独

の
地
位
問
題
に
鑑
み
、
国
際
法
上

の
武
力

禁
止

は
国
家
間

に
限
定
さ
れ
た
義
務
で
は
な
く
、
例
え
ぽ
分
立
政
権
と
の

間

に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
が
加
・兄
ら
れ
て
い
る
。

こ
の

よ
う
に
、
両
独
問
条
約
に
予
定
さ
れ
て
い
る
武
力
不
行
使
義
務
は
、

一
般

国
際
法
上
の
そ
れ
と
同

一
で
あ
り
、
そ
れ
以
上

の
創
設
的
効
果
は
有
し
な

い
と
さ
れ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
こ
の
義
務

は
自
衛
権

の
否
定
に

ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
と

の
結
論
姦

く
.

ヵ
・
セ
ル
提
案
増

衛
権

否
定

を
意
図

し
て

い
な

い
こ
と

は
、
第
七
点

の

「
ド
イ

ッ

の
地

か
ら
」

の

戦
争
を
否
定
す
る
表
現
に
も
示
さ
れ
て
い
る
.
ま
た
、第
八
点

の
藷

国
民

の
平
和
的
共
星

活
を
乱
す
行
動
」
を
禁
ず
る
規
定
は
、
茱

法
第
二
六

条

一
項

の
文
言
を
受
け
て
い
る
が
、
同
条

の

「平
和
的
共
同
生
活
を
乱
す
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麹
霧

謹
纏

蜷

醸
働髭
囎饗

き

で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
先

の
茱

法
第

二
六
条

の
繁

に
す
べ
て
の
国
際
法
違
反
行
為
ー

広
い
意
肇

は
》航

藷

国
民

の
平

和
的
蕎

生
活
を
乱
す
と
蟹

よ
う
ー

を
含

め
な
い
の
は
・
禁

法
第

二
五
象

既

に

一
般
国
屡

の
遵
守
を
規
定
し
げ-
い
る
た
め
・

こ
れ
に
続

《
第

二
六
条

で
は
特

に
漿

的
行
動
を
戒
し
め
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
る

カ
ら
で
あ
る
.
な
お
、
仮

に
笑

点
を
す
べ
て
の
国
屡

養

行
蓼

含

む

と
広
く
解
釈
す
る
と
し
て
も
、
同
条
項
は
葉

法
上

既

に
明

ら
か
に
さ

れ
て
い
る
霧

を
巌

認
す
る
に
す
ぎ
な
い
と

の
結
論

に
は
変

り

が

な

い
.
第
九
占
州
の
軍
馨

力
強
化

に
つ
い
て

も
、
こ
の
条
項
輩

縮

三

般
的
意
欲

の
表
明
に
終
り
、
具
体
的
措
馨

規
定
す
る

と

こ
ろ
ま
で
行

っ

て
は
い
な
▽

、
と
か
ら
'、
同
条
項
塞

本
法
前
文

に
謳
わ
れ
睾

和
努
力

と
合
致
す
る
が
、

.」
れ
を
上
廻
る
内
容
を
彗

も

の
で
は
な
い
と
さ
れ
る

の

で
あ

る
む

以
上
、
ヵ

ッ
セ
ル
提
案

の
勢

不
行
使
条
項
が
西
独
薪

た
な
霧

を

課
す
結
果
を
生
ぜ
ず
、
圭

よ
塞

漆

と
趨

す
る
恐
れ
を
抱

か
芸

錺

で
も
な
い
こ
と
鋳

ら
か
で
あ
る
が
、
最
後

に
、

こ
の
霧

の
裂

力
轟

の
国
家
承
認
を
意
味
し
、
基
本
法

の
爆

と
す

る
ド
イ
ッ
再
埜

の
実
現
姦

の
か
せ
る
の
で
は
な

い
か

と
の
蕎

が
提
出
さ
馨

・

こ
れ

に
対

し
て
は
、

、、
の
種

の
純
黎

武
力
不
行
使

に
學

る
食

凝

・
妻

吐伽難

蕪

鐸

離

聖
協製
雛
融

新

た
な
拘

束
を
加

え

る

こ
と

は
な

い
と

の
説
明
が

な
さ
れ

て
い
る
。

…u

璽

保
全

.
国
境
尊
重
条
項

カ

ッ
セ
ル
提
案
第
四

点

二
文

は
・

笙

文

の
武
力
不
行
使
条
.碧

受
け
、

「
こ
の
霧

は
、
領
土
保
全

お
よ

び
境
界

の
蛋

を
含
む
」
と
規
定
し
て
い
る
.

こ
れ

は
、
笙

文
と
同
じ

く
国
連
憲
章
第

二
詣

項

に
準
じ
窺

定

で
あ

る
が
、
武
力
不
行
使
と
関

連
づ
け
ら
れ

て
い
る
だ
け
に
、
平
和
的
手
段
に
よ
る
璽

、
境
界

の
蓬

は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
貞

ら
れ
る
.
し
た
が

っ
て
、
渠

法
第

二
三
条

二
文
に
ょ
り
、
茱

法
を

「
ド
イ
ッ
の
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
・

そ

の
加
盟
に
よ

っ
て
効
力
を
発
生
」

さ
せ
る
可
能
性

は
依
舞

さ
れ

て
い
る

わ
け

で
、

.」
の
限

り
に
お

い
て
は
基
本
法

と

の
抵
触

を
生

じ
な

い
・

東
西
両
独
間

の
境
界

の
肇

を
規
定
す
る
部
分
に
関
し
て
は
・

ま
ず
境

界
ー

。
H。
謬
N
Φ
ー

と
い
う
雷
募

持

つ
意
味
が
論
じ

ら
れ
る
が
・

カ

.
セ
ル
提
案

で
は
随
所

に
ド
イ
ッ
両
国

と

の
表
現
が
用

い
ら
れ
て
い
る

呈

、
両
者
聞

の
境
界

は
国
境
と
解
す
る
の
が
順
当

で
あ

る
と
さ
れ
・
こ

の
豪

岳

独
闇

に
国
境

の
存
在
を
認

め
る

こ
と
が
基
本
法

の
再
統

婁

請
に
反
し
な
い
か
が
腰

と
な
る
.
再
埜

は
、

「全
ド

イ
ッ
国
民
は
・

畠

な
自
己
決
定

に
よ

っ
て
ド
イ
ッ
の
堕

自

由
と
を
成
就
す

べ
き
こ

と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
の
前
文

の
文
言

に
あ
ら
わ
さ
れ
た
目
標

で
あ

る
が
、
連
邦
憲
法
薪

所
は
、

こ
の
前
文

の
規
箏

政
治
的
目
標
明
示
の

た
め
の
.フ
。
ど

フ
ム
規
定
で
も
、
基
本
法
案

の
解
釈

基
準

で
も
な
く
・

の

独
立

の
規
範
力
を
持

っ
法
規
定
で
あ
る
と
判
示

し
て
頴

)・
こ
の
晶剛
提

に

げ

立
ち
、
同
裁
判
所

は
、
す
べ
て
の
国
家
欝

舞

統

一
を
法
的

に
妨

げ
・

四



ま
た
は
事
実
上
不
可
態

す
る
よ
う
な

い
か
な
る
醤

を
も
回
避
す
べ
き

で
あ

る
と
し
・
統

一
へ
の
手
段

の
選
択

に
は
大
幅
な
裁
量
禁

与
、暖
潅

て

い
る

こ
と

を
認

め

つ
つ
も
、
堕

の
要
請

を

萌

白

に
そ

.」
な

㌧

し

か
な
る
観
点
か
ら
も
正
当
化

し
得
な
い
」

よ
う
な
措
置
、
行
動
は
憲
法
違

反
で
あ

る
と
断
じ
て

い
る
.
前
文
の
規
定
に
法
的
拘
東
力
を
認

め
る
.あ

見
解

に
対
し
て
は
、
学
説
上
反
対
論
も
多
く
、

.あ

反
対
論

の
立
場
を
と

っ
て
前
文
を
ご

グ
ラ
ム
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ぽ
、
両
独
間
条
約

の
.あ

条
項
と
基
本
法

の
再
統

一
要
請
と
の
適
合
隻

論
じ
る
必
要
も
生
じ
な
い

わ
け
で
あ
る
が
・
本
書

で
は
、
憲
法
裁
判
所

の
判
示
に
し
た
が

っ
た
場
合

に
こ
の
暮

性
の
賜

を
ど
う
判
断
す
べ
き
か
を
議
論
の
対
象
と
し
暑

察
が

進

め
ら
れ

る
。

東
独
領
土
の
茎

、
両
独
間
の
国
境
の
承
認
が
再
統

一
要
請
に
明
白
に

背
き
・

い
か
な

る
観

点

か
ら
も
正
当
化

し
得
な

い
か

に
関
連

し
て

は
、

一

歩

を
進
め
て
東
独

の
承
認
が

こ
の
意
味

で
茱

法
に
反
す
る
措
置
差

.⇔

か
が
論
じ

ら
れ

る
・

こ
の
点

に

つ
い
て

は
、
国
際
法

上

二
国
間

で
統

一
の

へ

　し

た
め
の
選
挙
あ
る
い
は
国
民
投
票
を
行
な
う
こ
と
も
可
能

で
あ
り

こ
車

が
少
く
と
も

;

の
墾

へ
の
手
段
と
し
て
想
審

こ
れ
る
限
り
、

.あ

可

能
性

に
期
待
す

る
こ
と

へ
の
賛
否

は
別
と
し
て
、
東
独
承
認

が

盟

に

埜

へ
の
導

閉
ざ
す
と
は
断
定

で
き
な
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
る
.
西

側

の
主
張
し
て
き
た
全
独
畠

選
挙

は
、
東
独
を
単
な
る
妻

上

の
存
在

と
見
る
に
せ
よ
・
ま
た
こ
れ
を
国
家
と
し
系

認
す

る
に
せ
よ
、現
在
、将

来
共
東
独
側

の
同
意
な
と

は
不
可
能

で
あ
る
の
で
、
領
土

保

全

を

約

し
・
国
境
尊
薯

認
め
、
東
独

の
存
在
を

一
応
墓

す
.Q
方
向

難

む
.」

と
が
・

む

し
ろ
現
在

よ
り
も
再

統

一
へ
の
導

開

く
可

能
性

を
高

め

る
と

8。

の
考
え
方

畿

り
立

つ
と

い
わ
れ

る
の
で
あ

る
。
更

に
、
再

統

一
は
、
全

の

独
畠

選
蒙

唯

一
の
方
法
で
あ
る
と
い
っ
た

「静
的
」
な
見
方

か
ら
だ

ω

け

で
は
な
く
犬

的
、
政
治
的
、
思
想
的
交
流
促
進
を
去

・
と
し
て
長
期

的
漸
進
を
は
か
る
と

い
う

動

的
」
見
地

か
ら
も
考
、毬

れ
て
よ
い
と
の

示
唆
が

な
さ
れ

て

い
る
。

…m

千
渉
禁
止
条
項

カ

ヅ
セ
ル
提
案
箋

占
描は
、

「両
者
は
、
両
国

そ
れ
ぞ
れ
の
対
内
的
主
笹

か
か
わ
垂

柄

ξ

い
て
は
、
各
個

の
独
立

性

と
皇

性
を
叢

す
る
」
と
し
、
第

三

点
で
そ
れ
ぞ
れ
の
主
権

の
及

鑓

囲
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
走

限
定
し
て
い
る
。

.」
の
意
味

で
の
内
政
不

干
渉
義
務

は
、
国
際
法
上
当
然

の
原
則
と
し
て
茱

法
第

二
五
条
に
よ
っ

て
西
独
国
内
法

の
構
成
部
分
と
し
て
馨

さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、

.あ

義

務
を
国
際
塗

の
原
則
と
し
て
東
独
と
の
間

に
璃

す
る
,」
と
自
体
も
、

上
述

の
よ
う
に
東
独

の
国
際
法
的
承
認
さ
え
明
庭

は
違
憲
と
さ
れ
な

い

と
す
れ
ぽ
・
承
認

に
伴

っ
て
両
国
間
星

ず
る
性
質

の
義
務
を
条
約
上
独

立
窺

定
し
て
も
業

法
と
の
抵
触

の
恐
れ
は
な
い
と
暑

れ
.Q
.

汐

国
際
法
適
用
条
項

両
独
間
で
の
国
際
法
の
適
煙

、

カ
.
セ
ル

提
案
第
三
点

「両
者

は
、
そ

の
相
互
関
係
を
国
家
間

の
法

の

一
般
法
規
と

し
て
の
人
権

平
等
、
平
和
的
共
同
生
活
、

お
よ
び
無
差
別

の
基
礎

の
上

に
立

っ
て
調
整
す
ゑ

慧

を
宣
明
す
る
も
の
と
す

る
」

に
示

さ

れ

て

い

る
ご

三

で
は
・
「
国
家
間

の
法
」

(呈

ω。
ぎ

・・
奮

二
穿

Φ
の
肉
。
舞

)



西独 「東方政策」 の国際法的評価

と
の
表
現
が
用

い
ら
れ
、

「国
際
法
」

(曲量

曇

。
邑

Φ
..

智

9

<
葺

Φ
.
・
.
。
ε

が
意
識
的

に
避
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
姦

わ
せ
る
が
・

こ
れ

は
東
独

の
国
際
法
上

の
承
藻

別
開
題

と
し
て
留
保
し
よ
う
と
す
る

覇

藤

鞍
晶
麟

餅
脚麓

欝

味
す
る
.芝

鋳

ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
東
独

の
国
家
承
認
以
前

に
ご

て
も
、
同
国
が
既
に
西
独
と
は
別
個

の
、
独
立
し
た
命
令

系
統
を
有
す
る

主
権
的
存
在

で
あ
る
.」
と
に
は
変
り
な
く
、

こ
の
種

の
窪

と
の
関
係
を

規
制
す

る
法
は
躍

法
以
外

に
は
考
え
ら
れ
な
い
と

こ
ろ
か
ら
・
第

三
点

も
や
は
り
宣
言
的
効
果
に
止
ま
る
と
主
張
さ
れ

る
。

基
本
法
と

の
関
連
で
は
、
両
独
間

で
の
国
際
法
適
用
も
明
白

に
再
堕

要
請

に
反
す
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
更

に
、
基
本
法
自
身
武
力

に
よ
る
こ

の
要
請

の
実
謬

禁
止
し
、
平
和
的
交
渉

の
み
を
そ

の
護

と
し
て
想
定

し
て
い
る
が
、
交
渉

の
相
手
方
が
主
権
的
存
在
で
あ

る
以
上
、

こ
の
交
渉

を
律
す
る
壁

の
規
範

は
国
際
法
を
お
い
て
他

に
な

い
と
説
明
さ
れ
る
・

v

平
等
、
無
差
裂

項

前
記
カ
ッ
セ
ル
提
案
第

三
点

は
・
東
西
両

独
間

睾

等
、
響

別
を
規
芒

ブ、
い
る
が
、
西
独
が
東
独
を
平
等

の
存

在

と
し

て
認

め
る
こ
と

は
、

こ
れ

を
国
際
法
上
承

認
す

る

三

」
に
は
な
ら

な

い
で
あ

う

つ
か
.
本
書
で
は
、
平
等
、
舞

別
原
則
が
特
定

の
審

に

限

っ
て

で
は
な

く
、

両
独

の
全

般
的
関
係

に
わ

た

っ
て
適
用

さ
れ

る
も

の

と
な

っ
て
い
る
と

.」
う
か
ら
、

こ

の
問

い
に
対

し

三

応

肯
定
的
見
蟹

打

ち
出

さ
れ

る
.
し

か
し
、

西
独
政
府

が
、

カ

ヅ
セ
ル
提
案

の
前
空

九

六
九
年

一
〇
月

の
施
政
方
針
表
明
で
既

に
こ
の
原
則
に
言
及
し
な
が
ら
・

特

に
東
独

の
国
際
法
上

の
承
誌
は
考
慮

の
枠
外
で
あ
る
と
言
明
し
・
そ
の

後
当

、
の
縫

を
変
更
し
て
い
な
い
点
を
根
拠

に
、
承
認
は
条
約
締
結

に

よ

っ
て
も
な
お
留

保

さ
れ
イ、
い
る
と

の
見
方

も
あ

る

こ
と
が

指

摘

さ

れ

縫
鞍

灘

繰
鰭
饗
勤響
戴

る
か
否
か
の
キ
…

ポ
イ
ソ
ト
と
な
る
の
で
あ
る
が
、

t
の
点
に
限

っ
て

は
本
書
笙

部

で
示
さ
れ
る

∪
・
・
ぎ

蕗

教
授
の
見
解

と
第
二
部

で
の

困
。
ぞ
.
コ
貫

教

授

の
見
解

と

の
間

に
差
暴

認

め
ら
れ

る
。

し
か
し
・

両

教
授

の
見
解

の
対
比
は
承
認
問
題
に
関
連
し
て
後
に
行
な

う
こ
と
と
し
・

三

」
で
は
、
基
本
法
と
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
前
吝

贔

の

罠

族
的

国
家
的
堕

の
保
持
」
も
そ
の
具
体
的
護

に
つ
い
て
は
特
定

の
規
制

を

課
す
も

の
で
は
な
い
の
で
、
平
等
、
無
差
別

の
馨

が
東
独
承
認
に
通

じ

る
と
解

せ
ら
れ
た
場
合
で
も

こ
の
条
項
鐘

憲

で
な
い

と
の
結
論
が

薮

し

て
出

さ
れ

て
い
る

こ
と
を
指
摘
す

る

に
止

め
て
置

く
。

.町

国
蕎

題

力

.
セ
ル
提
案

に
は
、
直
接
国
蕎

題
姦

っ
た
条

項
答

ま
れ
て
い
な
い
が
、
第
六
点

に

「
両
ド
イ
ッ
国
家

の
い
ず
れ

も
他

の

菌

の
た
め
に
行
動
し
、

こ
れ
を
袋

す
る

こ
と
は
で
き
な
ど

・

第

δ

点

に

「
条
約
は
、
第
二
次
世
界
大
戦

の
輩

お
よ
び
ド

イ
ッ
・
並
び

に
二
つ
の
国
家

に
あ
り
な
が
ら
も

;

の
民
族

の
構
成
員

で
あ
る
と
考

え

る
ド
イ
ッ
人
の
特
殊
状
況

を
そ

の
出
発
点

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と

の
規
定
が
置

か
れ
て
い
る
。

芳

、
西
独
基
本
法
第

=

六
奎

項
は
・

81 (81)



「ド
イ
ッ
国
籍
を
有
す
る
者
」
そ

の
他
を
基
本
法

の
立操

で
の

「
ギ

ッ

人
」
と
定
義
し
て
い
る
.

こ
れ
ま
で
は

「
ド
イ

ッ
国
籍
を
有
す
る
者
」

に

は
東
西
両
独
市
民
が
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
、
し
た
が

っ
て
東
独
市
民
も
西

独
基
本

法

で

い
う

「
ド

イ

ッ
人
」

と
さ
れ

て

い
た
。

ま
た
、

篁

六
条

で

ょ
、
ド
イ
ツ
国
籍

の

「
剥
奪
」
を
禁
じ
て
い
る
。

カ
ッ
セ
ル
提
案

の
上
記
二
点
、

お
よ
び
第

=
二
点

の
相
手
方
国
土

で
の

主
権
作
用

の
禁
止
を
考
え
た
と
き
、
基
本
法
第

二

六
条
の
従
来
通
り
の

解
釈
羅

持
し
得
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ

る
.

.あ

問
題

に
対
す

る
解
答
と
し
て
は
、
今
後
も
両
独
に
ま
た
が
る
ド
イ
ッ
国
籍
が
存
続
す
る

も

の
と
し
・
そ

の
下

で
東
西
別
個

に
国
籍

に
準
じ
る
概
念
を
認
め
る
こ
と

が

;

の
可
能
性

と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

し
か
し
、
民
族
的
結
合

は
兎
も

角
と
し
て
・
国
籍

の
基
礎
と
な
り
得
る
よ
う
な
国
家
的
統

硅

を
認
め
る

の
は
困
讐

あ
る
と
の
立
場
か
ら
は
、
ギ

ツ

「
国
籍
」

の
分
讐

東
独

竺

九
六
七
年
独
自

の
国
籍
法
を
制
定
)
が
あ

っ
た
と
論
じ
ら
れ
、

こ
れ

は
基
本
法
第

=
ハ
条

で
禁
止
さ
れ
た

「剥
奪
」

と
糞

な
り
、
ま
た
篁

=
ハ
条

の

「
ギ

ッ
人
」

は
厳
格
な
意
味

で
の
国
籍
法
上
の
馨

で
は
な

い
の
で
東

独
国
籍
所
薯

で
あ

っ
て
も
こ
の

「
ド
イ
ッ
人
」
と
看
倣

し
、

西
独
で
内
国
人
と
し
最

扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。

h

国
際
組
織

へ
の
並
行
参
加
条
項

力

・
セ
ル
提
案

の
最
終
項
、
第

ソニ
。
点
で
は
・
両
独
間
条
約

塞

づ
き
、
両
国

の
国
際
組
織

へ
の
加
畢

備

を
行
な
う

こ
と
が
謳

わ
れ

て

い
る
.
上
述

の
さ

つ
に
、
東

独

の
国
家

承

認
も
茱

法
違
反
と
は
な
ら
な

い
と
す
れ
ぽ
、
国
際
連
合

の
よ
う
に
加
盟

籍

を
国
窪

限
定
す
る
国
際
組
織

へ
の
参
加
も
、
そ
れ
だ
け
で
塞

本

法
と
抵
触

す

る
も

の
で

は
な

い
こ
と

は
肯
定

さ
れ
よ
う
.

た
だ
、
加
盟
対

象
差

る
国
際
組
織
が
、
加
盟
国

の

芳

的
脱
退
を
許
さ
な
い
場
合
、

こ

の
国
際
組
織

へ
の
並
行
参
加

は
再
統

一
の
障
害
と
な
る
の
で
は
な

し
カ
と

の
懸
念
が
示
さ
れ
る
。

し
か
し
、
国
連
を
含
め
、

芳

的
脱
退

は
兎
も
角

と

し
て
二
加
盟

国

の

一
国

へ
の
統

合

に
制
限

を
付
す

よ
う
な
国

際
組
織

の

存
在

は
通
常

考

え
ら
れ
な

い
の
で
、

本
書

で
も

こ
の
懸

念

は
杞
憂

で
あ

る

と
し

て

い
る
。

し
た
が

っ
て
、
国
際
組
織

へ
の
並
行
加
盟

は
、

将
来

の

一

国

へ
の
統

一
が
禁
止

さ
れ

る
か
、

ま

た
は

こ
の
統

一
が
第

三
者

の
同
意

に

か
か
わ
ら
芒

め
ら
れ
る
場
合

に
は
違
憲
と
な
る
が
、
実
際

に
は
.あ

よ

う
な
ケ
ー
ス
は
殆
ど
理
論
上
の
み
の
存
在
と
見
ら
れ
る
。

東
独

の
国
連
加
盟
も
、
現
在
同
国
で
と
ら
れ
て
い
る
社
会
主
義
的
制
約

の
下

で
の
民
族
自
決
権

の
解
釈
を
、
よ
り
広

い
国
際
的
な
場

に
引
き
出
し

・
そ

こ
で
他

の

一
般
的
自
決
権
解
釈
と
対
峙
さ
せ
る
可
能
性
を
生
む

こ
と

に
な
り
・
西

独
と

し
て
も

む

し
ろ
望

む
と

こ
ろ
で
あ

る
と
考

、を

も
良

か

ろ
う
と

の
見
方
も
紹

介
さ
れ

て

い
る
。

皿

自
決
権
問
題

ギ

ッ
民
族

の
自
決
醤

題

は
、

カ
.
セ
ル
提
案

塑

条
項

の
中
の
魑

と
し
て
で
は
磐

、
各
条
項
が
示
す
内
容
で
両
独

間
条
約
が
締
結
さ
れ
た
場
合
、

こ
の
条
約
が
な
塞

本
法
が
そ

の
原
則
と

し
て

い
る
自
決
権

の
保
持

と
合
致

し
得

る
も

の
で
あ

る
か
と

い
・り
形

で
提

起
さ
れ
る
・
自
決
権

、
基
本
法
前
吝

そ

の
樫

日
が
あ
ら
な

ご
れ
て
、

る
だ
け

で
は
な
く
・
第

二
五
条

に
よ
り
国
際
法

の

一
般
原
則
と
し
て
受
容

(sz) 82
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さ
れ
、
国
内
法
上
の
原
則
と
も
な

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
本
書

の
見
方

で

あ
る
。

自
決
権
行
使

の
態
様
と
し
て
は
、
両
独
住
民
に
よ
る
共
同
的
意
思
形
成

と
、
両
独
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
個
別
的
部
分
意
思
形
成

の
双
方
が
考
え

ら

れ

る
が
、
条
約
締
結

に
よ
り
、
西
独
は
第

一
の
方
式

の
採
用
を
東
独

に
要

求
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
条
約
も
こ
の
方
式
を

積
極
的
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
将
来
双
方

の
合
意

に
よ
り
こ

の
方
式

に
よ

っ
て
全
独

の
道
を
定
め
る
可
能
性
も
皆
無

に
帰
す
わ
け
で
は

な
い
と
見
ら
れ
る
。
第

二
の
方
式

に
関
し
て
は
、
東
独
側
が
統

一
を
放
棄

ま
た
は
忌
避
す

る
意
思
決
定
を
行
な
う
こ
と
に
よ
り
、
統

一
の
可
能
性
が

閉
ざ
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

の
疑
問
が
提
示
さ
れ

る
。
し

か
し
、

こ
の
疑
問
に
対

し
て
は
、
カ

ッ
セ
ル
提
案

で
は
民
族

の

一
体
性
が

強
調
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
統

一
の
禁
止
、
統

一
に
対
す

る
第
三
国

の
拒
否

権
が
合
意
さ
れ
る
恐
れ
も
な
い
の
で
、
両
独
間
条
約
が
自
決
権
原
則

に
抵

触
す
る
こ
と
は
な
い
と

の
説
明
が
な
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
各
点

の
考
察
結
果
か
ら
は
、
総
合
的

に
も
、
両
独
間
条
約

は
基
本
法
と
明
白

に
抵
触
す
る
と
は
判
断
し
得
ず
、
し
た
が

っ
て
基
本
法

第
七
九
条

の
手
続
を
と
る
必
要
性

は
生
じ
な

い
と
の
結
論
が
得
ら
れ
る
。

こ
の
結
論

は
、
東
独

の
国
際
法
上
の
承
認
も
基
本
法
に
反
す
る
も
の
で
は

な

い
と
の
判
断
を
踏
ま
、兄
て
い
る
が
、
条
約
締
結

は
果
し
て
東
独
の
承
認

を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
、
U
o①
ゴ
ユ
コ

ぴq
教
授

は
、
東
独
に
対
す

る
平
等
.
無
差

別
取
扱
を
認

め
た
上
で
の
承
認
拒
否

は
、
事
実
上
国
際
法
主
体
と
し
て
の

資
格
を
否
定
し
得
ぬ
存
在
を
事
実
通
り
に
は
確
認
し
な
が
ら
、
そ
の
法
事

実
を
肯
定
す
る
政
治
的
意
思
表
示
を
拒
否
し
た
も

の
と
解
す
る
か
・
ま
た

は
東
西
両
独

の
関
係
は

一
般

の
国
家
関
係
よ
り
も
深

い
も
の
で
あ
る
が
ゆ

、兄
に
、

こ
の
特
殊
な
近
親
関
係
を
崩
さ
ぬ
目
的

で
国
際
法
上

の
承
認
を
回

避
ー

1
拒

否

で
は
な
く
ー

し
た
も

の
と
解

す

る
か
、

二

つ
の
可
能
性

が

あ

る
と
す

る
。

し

か
し
、
篁

の
解
釈

に
お

い
て
は
、
承

認
が
純
粋

な
政

治
的
意
思

表
示
1

、で
o
霞

訂
巴

器

8
σq
三
鉱
。
窃
、「

と

し
て
扱
わ

れ

て
お
り
、
法
的
な
意
味

で
の
承
認

は
こ
の
政
治
的
意
思
表
示

の
有
無
に
拘

わ
ら
ず
西
独
と
の
平
等
視

に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
瑞

軸
第

二

の
解
釈
に

つ
い
て
は
、平
等
、無
差
別
条
項
と
の
関
連
で
両
独
問

の
特
殊
関

係

へ
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
東
独
に
対
す
る
西
独

の
評
価

が
承
認
以
上
の
も

の
で
あ
る
と
の
判
断
の
障
害
と
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
点

か
ら
、
∪
。
Φ
ξ

冒
αq
教
授

は

一
九
六
九
年
政
府
施
政
方
針
表
明
に
見
ら
れ

た
両
独
間

の
特
殊
関
係

の
指
摘
が
カ

ヅ
セ
ル
提
案

で
は
欠
落
し
て
い
る
こ

と
を
当
時

の
法
的
立
場

の
放
棄

で
あ

る
と
す
る
見
方
を
援
用

し
、
「
承
認
」

の
明
示
的
意
思
表
示
は
な
く
と
も
、
実
質
的
に
は
法
的
承
認
が
な
さ
れ
る

と
説
く

の
で
あ
る
。

.」
れ

に
対

し
、

図
睾

豊

αq

教
授

は
、
西

独
政

府
が
繰

り
返

し
表

明

し

て
い
る
東
独
を
外
国
国
家
と
し
て
承
認
す
る
意
図

は
な
い
と
の
方
針
を
重

視
し
て
ま
ず
明
示

の
承
認
を
否
定
し
、
次
い
で
黙
示

の
承
認
と
間
接
的
承

の

認
と
の
可
能
性
を
欝

す
る
。
黙
示

の
承
認
は
、
承
認

の
明
示
的
表
禦

ω

こ
れ
を
直
接
体
現
す
る
行
動
-

例
え
ぽ
外
交
関
係
の
開
設
1

に
よ

っ

83



て
代
替
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
承
認
意
思
は
明
示

の
承
認

の
場
合
と
同

様
当
初

か
ら
存
在
す
る
。
逆

に
承
認
意
思
が
明
確

に
否
定
さ
れ
て
い
る
場

合

に
は
黙
示

の
承
認
も
あ
り
得
な
い
わ
け

で
、
東
独

に
関
し
て
も
、
西
独

側

の
承
認
保
留

の
意
向
が
は

っ
き
り
と
し
て
い
る
現
在
、
条
約
締
結

に
よ

っ
て
も
黙
示
の
承
認
が
あ

っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ

る
。
間
接
的
承
認
は
、
承
認
意
思

の
な
い
国
家
が
、
相
手
方
と
外
交
上
密

接
な
関
係
を
積
重
ね
る
こ
と

に
よ

っ
て
あ
た
か
も
承
認
を
し
た
か
の
よ
う

な
表
見
的
法
状
態
を
自
か
ら
現
出
し
、
そ
れ
以
後

の
反
対
意
思

の
表
明

に

よ

っ
て
も
も
は
や
こ
の
法
状
態
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
段
階

に
至

っ
た
と
き
認
め
ら
れ
る
。

区
①
≦
。
三
鋤q

教
授
は
条
約
締
結
な
ど
を
行
な

っ
て
も
、
そ

の
都
度
承
認
を
保
留
す
る
旨

の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
に
よ

り
、
承
認
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
な
表
見
的
法
状
態

の
成
立
を
妨
げ

る
こ
と

が
で
き
る
と
の
見
解
を
と

っ
て
い
る
が
、
他
方
、
条
約

の
具
体
的
規
定
内

容
と
承
認
保
留

の
意
思
表
示
が
本
質
的

に
相
容
れ
な
い
場
合
に
は
、

こ
の

意
思
表
示

の
真
摯
性
が
疑
わ
れ
、
黙
示

の
承
認
が
認
定
さ
れ
る
可
能
性
も

な
し
と
し
な

い
と
す
る
。

こ
の
最
後

の
可
能
性

の
有
無
は
、
確
定
し
た
条

約
文

の
仔
細

な
検
討

に
よ
っ
て
初

め
て
判
断
さ
れ
得
る
も
の

で

あ

る

の

で
、
両
独
間
条
約

に
つ
い
て
も
こ
れ
が
実
際
に
調
印
さ
れ
て
か
ら
論

じ
る

べ
き
℃
・

こ
の
点
に
つ
き
カ
ッ
セ
ル
提
案

の
段
階

で
最
終
的
結
論
を
出
す

の
は
尚
早
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

以
上
、
両
独
間
に
締
結
が
予
定
さ
れ
て
い
る
条
約

の
内
容
、
そ
の
基
本

法
と
の
関
係
に
つ
い
て
本
書
が
行
な

っ
て
い
る
法
的
観
点
か
ら

の
検
討
を

概
説

し
た
の
で
あ

る
が
、

こ
の
条
約
を
も
含

め
、
西
独

の
推
進

し

て
い
る

雛

東
方
政
策

は
、
政

治
的

に
は

「
現
実
」
、
即

わ
ち
現
存

の
状
態
1

ω
前
ゆ
叶
二
ω

む

ρ
¢
9

宅
冒
貯
出
。
}6

ピ
p
αq
Φ
1

を
相
互

に
認
め

る
と

こ
ろ
か
ら
出
発

し
、

ω

そ

の
上
で
緊
張
緩
和
、
関
係
住
民
に
対
す
る
人
道
的
配
慮

の
促
進
を
達
成

し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
見
て
良
か
ろ
う
。
西
独
側
か
ら
見
れ
ぽ
、

オ

ー
デ

ル
ナ
イ
セ
線
、
両
独
間
国
境
の
尊
重
な
ど

「
現
実
」

の
承

認

に
当

り
・
逆

に
ベ
ル
リ
ソ
と
の
特
別
関
係
、
東
西
両
独
国
民

の
民
族
的

一
体
性

を

「
現
実
」
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
を
東
側

に
求

め
た

の

で

あ

る
。

ま

た
・
こ
れ
ら
の
事
実
関
係

に
属
す
る

「
現
実
」

の
他

に
、
西
独
、
お
よ
び

連
合
諸
国
が
四

ケ
国
協
定
、
ド
イ
ッ
条
約
な
ど

に
基
づ

い
て
主
張
し
て
い

る
諸
権
利
も
法
的
な
意
味

で
の

現

塞

で
あ
り
、
現
実
尊
重

は
こ
れ
を

も
含

め
て
考

え

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
と

の
見
方

も
強

い
。
東
方

条
約
、
両

独
間

条
約

に

つ
い
て
法
的

に
は
厳
格

な
解

釈
が

主
張

さ
れ

る

に

つ

い

て

は
、

こ
の
点

も

一
つ
の
根

拠

に
な

っ
て

い
る
と
思

わ
れ
る
。

と
も
あ
れ
、
両
独

間
条
約
締
結
が
事
実

的
意
味

で
の

「
現
実
」

を
政

治

的

に
強
化
す

る
効
果

を
持

つ
こ
と

は
疑

い
な

い
が
、
法
的

に
は
本
書

で

い

う

よ
う

に
基
本
法

と
抵
触

し
な

い
と
す

る
な

ら
ば
、
基
本

法

の
暫

定
憲
法

と
し

て
の
性

格

も
維
持

さ

れ

る
こ
と
と
な

る
。

た
だ
、
右

の
結

論

に
達

す

る

に
際

し
、
本

書

の
平
等
、

無
差
別
待
遇

と
基
本
法

と

の
関
係

を
論
ず

る

部
分

で

は
、
仮

に
東

独
を
承

認
す
る
結
果

と
な

っ
て
も
、

そ
れ
が
再

統

一

へ
の

一
つ
の
過
程

と
見

る

こ
と
が

で
き

る
な
ら
ば

、
基
本
法
前
文

の

「
民

族
的
、

国
家
的
統

一
の
保
持
」

に
反

し
な

い
と
し

て
い
る
が
、

カ

ッ
セ
ル

提

案

で
も

一
民
族

二
国
家

と

の
考
え
が
強

く
打

ち
出

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
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る

か
ら
、

.」

.」
に
お

い
て
も
、
民
族
的
統

一
の
保
持

と
、
国
家
的
埜

の

保
持

と

は
、
問

題
を

は

っ
き

り
と
分
け

て
論

じ

て
も
良

か

っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
文

で
い
う
国
家
的

撮

性

は
、

中
断
を
許

さ
れ
ず
継
続
的
に
保
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

あ
る
い
は
将
来

の
統

一
の
見
込
み
が
含
ま
れ
て
い
れ
ば

一
時
的

に
二
国
家

の
形
態
を

と
る

こ
と
も
許
容
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
判
断
も
得
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
・

ま

た
、
両
独

間

で
の
国
際

法
適
用
懸

に
関

し
て

は
、

カ

ヅ
セ
ル
提

案
第

三
点

の

・・N
三

・。
音

鵠
・・
璽

奪

島

Φ
&

.ぼ

、
実

質
的

に
は
国
際
法

を
意
味
す
る
と
説
明
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
、

一
応
そ

の
通

り
で
は
あ
ろ

う
が
、
他

の
側
別
的
諸
問
題

の
検
討

に
際
し
て
は
国
際

法

の
適
用
が
国
家

間

の
み
に
限
ら
れ
る
も

の
で
は
な

い
こ
と
が
し
ば
し
ば
述
べ
ら
れ
て
い

る

点
を
考
・兄
る
と
、
第

三
点
で

一
般

に

「国
際
法
」

に
使
用
さ
れ
る
表
現
で

な
く
、
敢
、毛

右

の
よ
う
に

国

家
間

の
法
L

と
の
表
現
を

用

い

た

の

は
、

厨

際
法
」

よ
り
も
狭

い
概
念
、
文
字
通
り
国
家
相
互
間

に
限

っ
て

適
用
さ
れ
る
法
規
を
意
味
し
て
い
る
と
の
解
釈
も
生
れ
得
る
の
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。
字
句

の
厳
密
姦

討

は
、
条
約
文
が
確
定
し
た
暁
に
な
す
べ

き
事
柄

か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
の
用
語
を

;

の
膿

点

と
し
て
指
摘
す

る
の
も
尚

早

で
は
な

か
ろ
う
。

.」
れ
ら
細

目

の
問
題

は
別
と

し
て
、
本

書

で
最

も
注

目

さ
れ

る

の
は
・

東

独
承
認

を
想

定

し
た
議
論

が
随

所

で
行

な
わ
れ

て
い
る
点

で
あ

る
・

こ

の
種

の
議
論

は
、
蛮

陶
に
限

ら
ず

、

こ
の
こ
三
年

来

の
論

芝

お

い
て
は

決

し
て
珍

し

い
こ
と

で
は
な

い
が
、

そ
れ
以
前

の
状
況

と
比
較

す
れ
ば
・

や
は
り
大
き
な
変
化

で
あ
る
。
学
説

の
上
で
も
、

歪

事
実

の
長
期
的
継

続
が
、
そ
れ
な
り
の
重
さ
を
持

つ
こ
と
が
感

じ
ら
れ
る
。
東
独

の
承
認
を

あ
り
得

る
こ
と
と
し
た
場
合
、
基
本
法
の
統

一
理
念
の
最
後

の
拠

り
所

は

民
族

の

一
体
性

で
あ
り
、
本
書
も
法
原
則
と
し
て
認
め
る
自
決
権

で
あ
ろ

う
が
、

こ
の
点
を
考
・兄
る
に

つ
け
て
も
、
数
年
前
、
ボ
ソ
大
学

の
国
際
法

研
究
室
で
、
民
族
自
決
権

は
政
治
的
原
則

で
は
あ
る
が
法
原
則

に
ま
で
は

至

っ
て
い
な
い
と
論
じ
る
ド
イ
ッ
人
教
授
に
対
し
て
、
若

い
ア
ラ
ブ
系

の

研
究
者
が
熱

っ
ぽ
く
反
論
を
試
み
て
い
た
光
景
が
思

い
出
さ
れ
る
の
で
あ

る
。(

-
)

西

独

に
お

い
て
は
、

基
本
法

第
五
九
条

二
項

に
基
づ
き
・

「
連

邦

の
政
治
的
関
係

を
規
律

し
、
あ

る

い
は
連
邦

の
立
法
事

項
に
関

係

す

る
条
約
」

は
、
連
邦

法
律

の
形
式

に
よ
る
議
会

の
承
認
を
得

な

け
れ
ば
な

ら
な

い
と
さ
れ

て
お
り
、

こ

の
た
め

の
法
律

が

一
般

に

同

意

法

(N
器

肝
旦

ヨ

雪

σq
ω
αq
Φ
。・
象

N
)

と

呼

ぽ

れ

て

い
る
。

(
2
)

.」
の

決

議

は

、

連

邦

議

会

で

は
野

党

と

な

っ
て

い
る

キ

リ

ス

ト

教

民

主

同

盟

お

よ

び

そ

の
姉

妹
党

の
キ

リ

ス
ト

教

社

会

同

盟

が

政

権

を

得

て

い

る

至

デ

ン

・
ご

ル
テ

ン

ベ

ル
グ

、

バ

イ

エ

ル

ン
、

ラ

イ

ン

ラ

ン

ド

・
プ

フ

ァ

ル
ツ
、

ザ

!

ル
ラ

ン
ト
・

シ

ュ
レ

ー

ス
ヴ

ィ

ッ
ヒ

・
ホ

ル

シ

ュ
タ

イ

ン

の

五
州

の
共

同

提

案

に

な

る

も

の

で
、

ソ
連

、

ポ

ー

ラ

ン
ド

と

の
条

約

締

結

自

体

に

つ
い

て

は

原

則

的

に
賛

成

を

示

し

な

が

ら
、

ま

ず

七

点

に
わ

た

っ
て

野

党

側

の
東

方

宥

和

政

策

の
原

則

を

呈

示

し
、

次

い

で
条

約

内

容

に
対

し

て
十

二

項

目

に
及

ぶ

疑

念

を

例

挙

し

て

い

る
。
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(
3
)

連
邦
参

議
院

の
疑

嚢

明
決

議

に

つ
い
て
は
、

も

・。
ω
℃
帥
『
一
拶
.

ヨ
。
暮

・・
(
週
刊
藝

華

録
抄
)

一
九
差

一年

二
旦

九

日
付
、

篁

三

巻

第

八
号
参

照
。

な
お
、

本

文
中

の
各

項
晃

号

は
、

決

議

文
自
体

の
項

目
番

号

三

致
す

る
も

の
で

は
な
く
、

ま
た
、

引

用
邦

文
も
原
文
そ

の
ま
ま

の
訳
出

で
は
な

い
。

(
4
)

連
邦
参
議

院

裏

明
さ
れ

た

「
疑
念
」

に
対
す

る
連

邦
政
府

の

回
答

に

つ
い
て
は
、
も

霧

℃
巴

§

。
暮

..
一
九
七

二
年

二
月

二

六
日
付
・
第

二
二
巻

第
九
号
参
照
。

な

お
、

前
註
同
様
、

本
文
中

の
項

目
番

号
、

引

用

文
は
原
回
答

の
項

目
番
号
、

原
文
そ

の
ま
ま

の
訳
に
合

致
す

る
も

の
で
は
な

い
。

(
5
)

本
稿
中

の
西
独
葉

法

の
邦
訳
条
斎

用
は
、
大

石

義

雄

編

「
世
界
各
国

の
憲
法
典
」

に
拠

っ
た
。

た
だ

し
、

第

七
九
条

一
項

二
文

中

に

お

い

て
、

噛耀く
α
蓉

膏

6
ず
二
雲

・

<
Φ
『
什
H
譜

①
..

を

「
国

際
法
的
契
約
」

と
し
て

い
る
な
ど
、

日
本
語

の
用
語
上
明

ら

か

に
不
適

当

と
思
わ

れ
る
個
所

に

つ
い
て

は
、

適

宜
修
正

を
行
な

っ
た
。

(
6
)

。。
喜

び
藷

g

論

文

に
関
す

る
前

号
紹

介
、

神

奈
川

法
学
第

七
巻
第

二
号
、

一
五
〇
1

一
頁
参

照
。

(
7
)

バ
ー

ル
文
書
第

五
項

は
、

「
ド

イ
ッ
連
邦

共
和
国
政
府

と
ソ
ウ

ィ

エ
ト
社
会
主

義
共
和

国
連
邦
政
府

と

の
問

に
は
、

両
国
間

に
武

力
不

行
使
そ

の
他

に
関
し

て
締
結

さ
れ

る
条

約
及
び

ド
イ

ッ
連
邦

共
和
国

と
他

の
社
会
主
義
諸

国

と

の
同
種

の
条
約
、

就
中

ド
イ

ツ

民
主
主

義
共
和
国
、

ポ

ー
ラ

ン
ド
人
民
共
和

国
並
び

に
チ

ェ
コ

ス

ロ
ヴ

ァ
キ

ァ
社
会
主
義

共
和

国

と

の
条
約

は
総
合

的

一
俸
を
成

す

と
の
了
解

が
存
す

る
。」

と
規
定

す

る
。

(
8
)

連
邦
憲

法
裁
判
所

一
九
六

一
年

二
月

二
八
日

判

決
。

ゆ
～
.。
H
{

O
目
・
一
ψ

bO
O
伊

連
邦
政
府

に
よ
る
テ

レ
ビ
会
社

設
置
が
州

の
文
化

高

権
を

犯
す
も

の
と
し

て
争
わ
れ

た
。

(
9
)

カ

ヅ
セ

ル
ニ
+
項

目
提

案
な
ど

関
係

文
書

は
、

本
書

巻
末

の
資

料
集
-

U
。
ざ

§

旨

§

喜

αq
-

に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

カ

ヅ
セ

ル
提

案

の
各
項

目

の
邦

文
引

用
は
、

以
下

の
も

の
を
も
含

め
、
す

ぺ
て
筆
者
仮
訳
。

(
-o
)

ω
叶
。
暮

。
同
αq
興

論

文

に
関

す

る

前

号

紹

介

、

神

奈

川

法

学

第

七
巻
第

二
号
、

一
四
八
-

九
頁
参
照
。

(
n
)

連
邦

憲
法
裁
判
所

一
九
五

六
年

八
月

一
七

日

判

決
。

零

.

.
{

O
国
.
9

Q。
伊

ド
イ

ツ
共
産

党
違

憲
判
決
。

こ
の
判
決
中

の
再
統

一

目
標

に
関

す

る
基

本
法
前

文

に

つ
い
て
の
解
釈

は
、

同
裁
判
所

一

九
六
〇
年

=

一月

二
〇

日

の
決

定

に
お

い
て
も
援
用
、

踏

襲
さ
れ

て
い
る
。

切
く
o
蹴
○
国
」

P

恥
9

良

心
上

の
理
由

に
よ
る
兵
役
拒

否
権

に
関
す

る
決
定
。

(
21
)

分
裂

国
家

の
問
題

と

の
関
連

で
承

認
行
為

の
性
格

姦

近
論
じ

た
も

の
と

し
て
は
、

小
谷
鶴
次

「
分
裂
国

と
国
際
法

の
適

用
」
1

国
際
法
外

交
雑
誌
、

第
七

一
巻

二
号
-

参
照
。
小

谷
教
授

は
、

承
認
を

「
一
定

の
事
実

に
対

し

て

一
定

の
法
効
果

を
付
与

す

る
た

め

の
手

続
」

と
さ
れ

て
い
る
。

(
同
誌

七
頁
)
。
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