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最
高
裁
判
所
二

0
0
七
年
四
月
二
七
日
第
一
及
び
第
二
小
法
廷
判
決
（
以
下
、
最
高
裁
判
決
）
は
、
「
日
中
戦
争
の
遂
行
中
に
生
じ
た
中

華
人
民
共
和
国
の
国
民
の
日
本
国
又
は
そ
の
国
民
若
し
く
は
法
人
に
対
す
る
請
求
権
は
、
日
中
共
同
声
明
五
項
に
よ
っ
て
、
裁
判
上
訴
求

す
る
権
能
を
失
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
請
求
権
に
基
づ
く
裁
判
上
の
請
求
に
対
し
、
同
項
に
基
づ
く
請
求
権
放
棄
の
抗

弁
が
主
張
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
は
棄
却
を
免
れ
な
い
こ
と
と
な
る
」
と
判
示
し
た
。
最
高
裁
の
こ
の
判
断
を
も
っ
て
本
件
被
告
国

(2) 

は
「
日
中
共
同
声
明
五
項
の
請
求
権
放
棄
の
抗
弁
に
つ
い
て
は
、
既
に
決
着
を
み
た
問
題
と
い
う
ほ
か
な
い
」
と
主
張
す
る
。

し
か
し
、
最
高
裁
の
上
記
判
決
は
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
少
な
く
と
も
二
つ
の
点
で
看
過
で
き
な
い
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。

つ
は
条
約
の
第
三
国
へ
の
適
用
に
か
か
る
問
題
、
も
う
一
っ
は
国
際
人
権
条
約
に
規
定
さ
れ
た
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
保
障
に
か

条
約
は
国
際
法
の
基
本
原
則
に
従

っ
て
誠
実
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
れ
は
、
他
の
条
約
義
務
と
の
両
立
性
に
十
分
に

配
慮
し
た
も
の
で
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
平
和
条
約
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
変
わ
り
な
い
。
最
高
裁
の
上
記
判
決
に
は
こ
う
し
た
基
本

的
要
請
へ
の
配
慮
が
う
か
が
え
ず
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
は
是
認
し
え
な
い
法
律
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
意
見
書
の
主
た
る
目
的

ま
た
、
本
件
事
案
は

一
九
三
八
年
か
ら
一

九
四
三
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
日
本
軍
の
爆
撃
に
よ
る
被
害
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
、
爆
撃

そ
れ
自
体
は
「
過
去
」
に
生
起
し
た
も
の
に
は
違
い
な
い
が
、
後
述
す
る
と
お
り
、
日
本
国
の
行
為
は
国
際
義
務
の
違
反
を
構
成
し
、
こ

れ
に
よ
り
国
際
法
上
、
国
家
責
任
を
生
じ
さ
せ
た
と
思
料
さ
れ
る
。
爆
撃
そ
れ
自
体
は
す
で
に
終
了
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ

て
生
じ
た
国
家
責
任
は
原
因
行
為
が
な
さ
れ
た
時
点
か
ら
今
日
に
い
た
る
ま
で
解
除
さ
れ
ず
に
あ
る
。
国
際
法
に
お
け
る
賠
償
義
務
の
僻

は
、
そ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

か
る
問
題
で
あ
る
。

は
じ
め
に
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べ
る
。

ー

怠
は
、
現
在
ま
で
継
続
し
て
い
る
。
二
0
0
一
年
に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た

「「
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
国
の
責
任
」
に
関
す
る
条

(3
)
 

文
」
（
以
下
、
国
家
責
任
条
文
）

一
四
条
二
項
は
、
継
続
的
違
反
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
継
続
的
な
性
質
を
有
す
る
国
の

行
為
に
よ
る
国
際
義
務
の
違
反
は
、
当
該
行
為
が
継
続
し
か
つ
国
際
義
務
と
合
致
し
な
い
状
態
に
あ
る
全
て
の
期
間
に
及
ぶ
」。

本
件
事
案
は
、
過
去
の
国
際
義
務
違
反
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
か
つ
継
続
す
る
現
在
の
国
際
義

務
違
反
を
問
題
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
法
的
評
価
も
、

「
日
本
国
が
締
結
し
た
条
約
及
び
確
立
さ
れ
た
国
際
法
規
は
、

こ
れ
を
誠
実
に
遵
守
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
日
本
国
憲
法
九
八
条
二
項
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
今
日
の
国
際
法
に
十
分
な
関
心

を
払
っ
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
に
関
す
る
国
際
法
的
評
価

最
高
裁
判
決
は

「
日
中
戦
争
の
遂
行
中
に
生
じ
た
中
華
人
民
共
和
国
の
国
民
の
日
本
国
又
は
そ
の
国
民
若
し
く
は
法
人
に
対
す
る
請
求

権
は
、
日
中
共
同
声
明
五
項
に
よ
っ
て
、
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
請
求
権
に
基
づ
く
裁
判

上
の
請
求
に
対
し
、
同
項
に
基
づ
く
請
求
権
放
棄
の
抗
弁
が
主
張
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
請
求
は
棄
却
を
免
れ
な
い
こ
と
と
な
る
」
と
述

「
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
っ
た
」
と
い
う
判
断
は
、
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
と
い
う
論
理
の
下
に
導
か
れ
た

も
の
だ
が
、
そ
の
枠
組
み
と
は
最
高
裁
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
は
、
個
人
の
請
求
権
を
含

め
、
戦
争
の
遂
行
中
に
生
じ
た
す
べ
て
の
請
求
権
を
相
互
に
放
棄
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
：
・
・
：
日
本
国
の
戦
後
処
理
の
枠
組
み
を
定
め

る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
枠
組
み
は
、
連
合
国
四
八
か
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
国
が
独
立
を
回
復
し
た
と
い
う
サ
ン
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フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、

日
本
国
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
当
事
国
以
外
の
国
や
地
域
と
の
間
で
平

和
条
約
等
を
締
結
し
て
戦
後
処
理
を
す
る
に
当
た
っ
て
も
、
そ
の
枠
組
み
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

（
以
下
、
こ
の
枠
組
み
を
「
サ
ン

最
高
裁
判
決
は
こ
の
「
枠
組
み
」
を
日
中
共
同
声
明
に
も
あ
て
は
め
て
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠

組
み
は
平
和
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
を
外

れ
て
、
請
求
権
の
処
理
を
未
定
の
ま
ま
に
し
て
戦
争
賠
償
の
み
を
決
着
さ
せ
、
あ
る
い
は
請
求
権
放
棄
の
対
象
か
ら
個
人
の
請
求
権
を
除

外
し
た
場
合
、
平
和
条
約
の
目
的
達
成
の
妨
げ
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
日
中
共
同
声
明
の
発
出
に
当
た
り
、

あ
え
て
そ
の
よ
う
な
処
理
を
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
な
事
情
は
何
ら
う
か
が
わ
れ
ず
、
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
に
お
い
て
、
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
の
問
題
提
起
が
さ
れ
た
り
、
交
渉
が
行
わ
れ
た
形
跡
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
中
共
同
声
明
五
項
の
文
言
上
、
「
請
求
」

の
主
体
と
し
て
個
人
を
明
示
し
て
い
な
い
か
ら
と
い

っ
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
と
異
な
る
処
理
が
行
わ
れ
た
も
の

と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
。
「
そ
し
て
、
前
記
の
と
お
り
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
請
求
権
の
放
棄

国
内
法
上
の
措
置
は
必
要
と
せ
ず
、

と
は
、
請
求
権
に
基
づ
い
て
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
を
具
体
化
す
る
た
め
の

日
中
共
同
声
明
五
項
が
定
め
る
請
求
権
の
放
棄
も
、
同
様
に
国
内
法
的
な
効
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
」
。

最
高
裁
判
決
の
要
諦
は
以
上
の
と
お
り
だ
が
、
仮
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が

「裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
」
を
失
わ
せ
る
効
果

を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
枠
組
み
」
と
い
う
非
法
的
な
論
理
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
同
条
約
の
非
締
約
国
で
あ
る
中
国

（
本
意
見
書
で
は
、
中
国
と
は
中
華
人
民
共
和
国
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
用
い
る
。
）
と
の
関
係
に
妥
当
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
は

(4
)
 

困
難
と
い
う
し
か
な
い
。

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
と
い
う
）
」。
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条
約
と
第
三
国
の
関
係
に
つ
い
て
、

(5
)
 

日
本
に
お
け
る
代
表
的
な
国
際
法
の
教
科
書
は
次
の
よ
う
に
記
す
。
「
「
条
約
は
締
約
国
を
拘
束
す

る

(
p
a
c
t
a
s
u
n
t
 s
e
r
v
a
n
d
a
)
」
。
し
た
が
っ
て
、
締
約
国
で
な
い
第
三
国
は
条
約
上
の
権
利
を
有
し
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
：
．．．． 
常
設

国
際
司
法
裁
判
所
は
自
由
地
帯
事
件
に
お
い
て
、
問
題
と
な
っ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
規
定
は

「本
条
約
の
締
約
国
で
は
な
い
ス
イ
ス

に
対
し
て
は
、
同
国
が
受
諾
す
る
限
度
で
し
か
対
抗
し
え
な
い
」
と
し

(P
C
I
J
Series A
IB
,
 

N
.4
6
,
 p.

1
4
1
)
、
ま
た
上
部
シ
レ
ジ
ア
事
件
で

は
、
「
条
約
は
そ
の
締
約
国
間
に
お
い
て
の
み
法
を
つ
く
る
の
で
あ
っ
て
、
疑
わ
し
い
場
合
は
そ
こ
か
ら
第
三
国
の
た
め
の
権
利
を
引
き

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た

(P
C
I
J
S
e
ries A
,
 N.7
,
 p.2

9
)
。
こ
う
し
て
条
約
法
条
約
は
、

言
一
四
条
で
]
「
条
約
は
、
第
三
国
の
義
務

又
は
権
利
を
当
該
第
三
国
の
同
意
な
し
に
創
設
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
の
基
本
原
則
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
」
。

上
記
引
用
文
中
に
あ
る
条
約
法
条
約
と
は
「
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
を
指
す
が
、
同
条
約
は
三
五
条
に
お
い
て
、
条
約
が

第
三
国
に
義
務
を
課
す
場
合
に
は
、
締
約
国
が
そ
れ
を
意
図
し
、
当
該
第
三
国
が
書
面
に
よ
っ
て
そ
れ
に
明
示
的
に
同
意
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
。
杉
原
教
授
も
確
認
す
る
よ
う
に
、
「
義
務
の
創
設
の
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
関
係
第
三
国
の
同
意
を
要
す
る
こ
と
は
国
家
実

(6) 

行
上
も
学
説
上
も
疑
問
視
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
平
和
条
約
に
は
、
第
三
国
で
あ
る
中
国
と
朝
鮮
へ
の
利
益
付
与
に
つ
い
て
定
め
る
規
定
は
あ
る
が
（
ニ―

条
）
、
第

三
国
に
対
し
て
い
ず
れ
か
の
義
務
を
課
す
規
定
は
存
せ
ず
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
推
認
で
き
る
事
情
も
存
し
な
い
。
中
国
が
書
面
に
よ
っ

て
明
示
的
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
に
も
と
づ
く
い
ず
れ
か
の
義
務
を
引
き
受
け
た
と
い
う
事
実
も
な
い
。
こ
の
た
め
、
同
条
約
の

「枠
組
み
」
を
中
国
の
明
示
の
同
意
な
く
同
国
に
も
引
き
受
け
さ
せ
る
よ
う
な
法
解
釈
に
は
国
際
法
的
な
根
拠
が
見
出
せ
な
い
。

の
『
平
和
條
約
の
綜
合
研
究
（
下
）
』
（
有
斐
閣
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
つ
い
て
は
日
本
の
国
際
法
学
会
が
条
約
締
結
時
に
包
括
的
な
研
究
書
を
刊
行
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち

一
九
五
二
年
）
が
所
収
す
る
前
原
光
夫
「
紛
争
の
解
決
、
最
終
条
項
、
不
講
和
国
と
の

関
係
」
は
、
第
三
国
へ
の
条
約
適
用
に
つ
い
て
明
快
に
こ
う
説
い
て
い
る
。
コ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
]
は
既
に
記
し
た
と
こ
ろ



(350) 神奈川法学第 46巻第 2・3合併号 2013年 60 

の
連
合
国
と
日
本
と
の
条
約
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
条
約
の
効
果
は
専
ら
、

日
本
と
連
合
国
と
の
間
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
条

約
に
参
加
し
な
い
第
三
国
に
そ
の
効
果
が
及
ぶ
べ
き
で
な
い
こ
と
は
、
条
約
の
原
則
的
な
理
論
上
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、

ニ

本
意
見
書
に
と
っ
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
は
続
け
て
二
六
条
で
次
の
よ
う
に
定
め
て
も
い
る
。

「
日
本
国
は
：
・
・
：
こ
の
条
約
の
署
名
国
で
な
い
も
の
と
、
こ
の
条
約
に
定
め
る
と
こ
ろ
と
同

一
の
又
は
実
質
的
に
同
一
の
条
件
で
二
国
間

の
平
和
条
約
を
締
結
す
る
用
意
を
す
べ
き
も
の
と
す
る
。
但
し
、
こ
の
日
本
国
の
義
務
は
、
こ
の
条
約
の
最
初
の
効
力
発
生
の
後
三
年
で

満
了
す
る
。
日
本
国
が
い
ず
れ
か
の
国
と
の
間
で
、
こ
の
条
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
よ
り
も
大
き
な
利
益
を
そ
の
国
に
与
え
る
平
和
処
理
又

は
戦
争
請
求
権
処
理
を
行
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
と
同
一
の
利
益
は
、
こ
の
条
約
の
当
事
国
に
も
及
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

別
し
て
い
え
ば
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
と

（
実
質
的
に
）
同

一
内
容
の
条
約
を
非
締
約
国
と
締
結
す
る
義
務
は
平
和
条
約
発

効
後
三
年
で
消
滅
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
、
同
条
約
よ
り
も
大
き
な
利
益
を
与
え
る
戦
争
請
求
権
等
処
理
を
行
う
可
能

性
も
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
現
に
そ
の
よ
う
な
処
理
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
と
同

一
の
利
益
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
平
和
条
約
の
締
約
国
に
も
及
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
だ
か
ら
、
同
条
約
は
け
っ
し
て
事
後
の
平
和
条
約
を
内
容
的
に
縛

る
絶
対
的
な
「
枠
組
み
」
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
を
日
中
間
の
関
係
に
関
連
づ
け
て
敷
術
す
れ
ば
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
発
効
後
――
一
年
以
上
を
経
過
し
て
発
せ
ら
れ
た
日

中
共
同
声
明
お
よ
び
平
和
条
約
は
内
容
的
に
同
条
約
と
（
実
質
的
に
）
同

一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
、

同
条
約
よ
り
も
大
き
な
利
益
を
保
障
す
る
可
能
性
も
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
同
共
同
声
明

・
平
和
条
約
が
同
条
約
よ
り
も
大
き

な
利
益
を
与
え
る
も
の
と
な

っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
利
益
が
同
条
約
の
締
約
国
に
も
及
ぼ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
（
二
六
条
）

五
条
に
明
示
さ
れ
て
い
る
」
。

の
誠
実
な
解
釈
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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最
高
裁
判
決
は
次
の
よ
う
に
も
い
う
。
「
日
中
共
同
声
明
五
項
は
、

「中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
中
日
両
国
国
民
の
友
好
の
た
め
に
、

日
本
国
に
対
す
る
戦
争
賠
償
の
請
求
を
放
棄
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
。
」
と
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
文
言
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、

放
棄
の
対
象
と
な
る
「
請
求
」
の
主
体
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
家
間
の
い
わ
ゆ
る
戦
争
賠
償
の
ほ
か
に
請
求
権
の
処
理
を
含
む
趣
旨

か
ど
う
か
、
ま
た
、
請
求
権
の
処
理
を
含
む
と
し
て
も
、
中
華
人
民
共
和
国
の
国
民
が
個
人
と
し
て
有
す
る
請
求
権
の
放
棄
を
含
む
趣
旨

か
ど
う
か
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
」
が、

「公
表
さ
れ
て
い
る
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
の
公
式
記
録
や
関
係
者
の
回
顧
録
等

に
基
づ
く
考
証
を
経
て
今
日
で
は
公
知
の
事
実
と
な
っ
て
い
る
交
渉
経
緯
等
を
踏
ま
え
て
考
え
た
場
合
：
：
：
日
中
共
同
声
明
は
、
平
和
条

約
の
実
質
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
日
中
共
同
声
明
に
お
い
て
、
戦
争
賠
償
及
び
請
求
権
の
処
理
に
つ
い
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
と
異
な
る
取
決
め
が
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。

「
日
中
共
同
声
明
は
、
平
和
条
約
の
実
質
を
有
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
」
も
の
だ
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い

っ
て、

「
日
中
共
同
声
明
に

お
い
て
、
戦
争
賠
償
及
び
請
求
権
の
処
理
に
つ
い
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
と
異
な
る
取
決
め
が
さ
れ
た
も
の
と
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
判
断
を
導
く
の
は
牽
強
付
会
に
す
ぎ
る
。「
日
中
国
交
正
常
化
交
渉
の
公
式
記
録
や
関
係
者
の
回
顧
録

等
に
基
づ
く
考
証
を
経
て
今
日
で
は
公
知
の
事
実
と
な

っ
て
い
る
交
渉
経
緯
等
」
が
示
す
の
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
請
求

権
放
棄
に
つ
い
て
は
交
渉
の
過
程
で
有
意
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
高
裁
判
決
は
、
交
渉
過
程
に
お
い
て
同

条
約
が
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
枠
組
み
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
い
る
に
等
し
い
。
だ
が
い
う
ま
で
も
な

く
、
議
論
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
と
、
否
定
さ
れ
な
か

っ
た
こ
と
と
は
、
同
義
な
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
交
渉
の
過
程
で
は
、

日
華
平
和
条
約
に
よ
り
「
蒋
文
JI
石
]
が
賠
償
を
放
棄
し
た
か
ら
、
中
国
は
こ
れ
を
放
棄
す
る

必
要
が
な
い
と
い
う
外
務
省
の
考
え
方
を
聞
い
て
驚
い
た
。
．．．．．． 
蒋
介
石
が
放
棄
し
た
か
ら
、
も
う
い
い
の
だ
と
い
う
考
え
方
は
我
々
に

(
7
)
 

は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
我
々
に
対
す
る
侮
辱
で
あ
る
」
と
い
う
周
恩
来
首
相
（
当
時
）
の
発
言
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
「
サ
ン
フ
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ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
な
る
も
の
に
つ
い
て
、
中
国
は
明
示
的
な
同
意
を
し
て
い
な
い
以
上
に
、
交
渉
過
程
に
お
い
て
こ
れ

以
上
を
約
言
す
る
に
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
平
和
条
約
が
仮
に
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
条

約
が
非
締
約
国
で
あ
る
中
国
と
の
関
係
に
「
枠
組
み
」
と
し
て
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
う
る
条
件
は
存
し
て
お
ら
ず
、
そ
も
そ
も
「
枠
組
み
」

と
い
う
論
理
を
用
い
て
同
条
約
の
効
果
を
非
締
約
国
と
の
関
係
に
及
ぼ
す
こ
と
は
国
際
法
的
に
根
拠
が
な
い
。
「
日
中
共
同
声
明
に
お
い

て
、
戦
争
賠
償
及
び
請
求
権
の
処
理
に
つ
い
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
と
異
な
る
取
決
め
が
さ
れ
た
も
の
と
解
す
る

(8) 

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
最
高
裁
の
認
識
は
、
法
律
論
と
し
て
は
成
立
し
え
な
い
。

な
お
、
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
中
国
外
交
部
劉
建
超
報
道
局
長
は
同
判
決
を
「
違
法
で
あ
り
、
無
効
で
あ
る
」
と
す
る
談
話
を
発
表
し
、

日
中
共
同
声
明
が
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
の
下
に
あ
る
と
い
う
認
識
を
必
ず
し
も
共
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
言

(9
)
 

し
て
い
る
。

ま
た
、
最
高
裁
判
決
に
は
言
及
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
請
求
権
放
棄
に
か
か
る
法
解
釈
に
際
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
関

連
つ
け
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
の
あ
る
一
九
六
五
年
の
「
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と

大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
」
（
以
下
、
日
緯
請
求
権
協
定
）
に
つ
い
て
、
大
輯
民
国
大
法
院
（
最
高
裁
判
所
）
が
次
の
よ
う
な
認
識
を
示
し

(10) 

て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

[
日
韓
]
請
求
権
協
定
は
：
…

•
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
第
四
条
に
基
づ
い
て
緯
日
両
国
間
の
財
政
的

・

民
事
的
債
権
·
債
務

関
係
を
政
治
的
合
意
に
よ
っ
て
解
決
す
る
た
め
の
も
の
「
で
あ
る
と
こ
ろ
」
：
·
：
•
国
家
と
国
民
個
人
が
別
個
の
法
的
主
体
で
あ
る
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
条
約
に
明
確
な
根
拠
が
な
い
限
り
、
条
約
締
結
で
国
家
の
外
交
的
保
護
権
以
外
に
国
民
の
個
人
請
求
権
ま
で
消

に
反
発
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ア

「裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
の
喪
失
」
と
国
際
人
権
法

II

司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
保
障

滅
さ
せ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
、
請
求
権
協
定
に
は
個
人
請
求
権
の
消
滅
に
関
し
て
韓
日
両
国
の
意
思
の
合
致
が
あ

っ
た
と
み
る
の
に
充
分
な
根
拠
が
な
い
点
、
日
本
が
請
求
権
協
定
直
後
日
本
国
内
で
大
韓
民
国
の
日
本
国
お
よ
び
そ
の
国
民
に
対
す

る
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
内
容
の
財
産
権
措
置
法
を
制
定
・
施
行
し
た
措
置
は
、
請
求
権
協
定
だ
け
で
は
大
韓
民
国
国
民
個
人
の
請
求

権
が
消
滅
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
時
、
初
め
て
理
解
で
き
る
点
等
を
考
慮
し
て
み
る
と
、
原
告
ら
の
請
求
権
が
請
求
権
協
定
の

適
用
対
象
に
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
個
人
請
求
権
自
体
は
請
求
権
協
定
で
当
然
消
滅
す
る
と
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
請
求

権
協
定
で
そ
の
請
求
権
に
関
す
る
大
韓
民
国
の
外
交
的
保
護
権
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
国
内
措
置
で
該
当
請
求
権
が

日
本
国
内
で
消
滅
し
た
と
し
て
も
大
輯
民
国
が
こ
れ
を
外
交
的
に
保
護
す
る
手
段
を
喪
失
し
た
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
原
告
ら

の
被
告
言
一
菱
重
工
業
株
式
会
社
]
に
対
す
る
請
求
権
は
請
求
権
協
定
で
消
滅
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
原
告
ら
は
被
告
に
対
し
て
こ

の
よ
う
な
請
求
権
を
行
使
で
き
る
。

最
高
裁
が
請
求
権
の
放
棄
を
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
の
喪
失
と
解
し
た
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
は
、
日
本
国
と
連
合
国
四
八
か
国
と
の
間
の
戦
争
状
態
を
最
終
的
に
終
了
さ
せ
、
将
来
に

向
け
て
揺
る
ぎ
な
い
友
好
関
係
を
築
く
と
い
う
平
和
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
枠
組
み
が
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定
め
ら
れ
た
の
は
、
平
和
条
約
を
締
結
し
て
お
き
な
が
ら
戦
争
の
遂
行
中
に
生
じ
た
種
々
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
を
、
事
後
的
個

別
的
な
民
事
裁
判
上
の
権
利
行
使
を
も
っ
て
解
決
す
る
と
い
う
処
理
に
ゆ
だ
ね
た
な
ら
ば
、
将
来
、
ど
ち
ら
の
国
家
又
は
国
民
に
対

し
て
も
、
平
和
条
約
締
結
時
に
は
予
測
困
難
な
過
大
な
負
担
を
負
わ
せ
、
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
平
和

条
約
の
目
的
達
成
の
妨
げ
と
な
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
に
お
け
る
請
求
権
放
棄
の
趣
旨
が
、
上
記
の
よ
う
に
請
求
権
の
問
題
を
事
後

的
個
別
的
な
民
事
裁
判
上
の
権
利
行
使
に
よ
る
解
決
に
ゆ
だ
ね
る
の
を
避
け
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
る
と
、
こ
こ
で

い
う
請
求
権
の
「
放
棄
」
と
は
、
請
求
権
を
実
体
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
ま
で
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当
該
請
求
権
に
基
づ

い
て
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
わ
せ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

最
高
裁
判
決
は
、
続
け
て
、
「
上
告
人
ら
は
、
国
家
が
そ
の
有
す
る
外
交
保
護
権
を
放
棄
す
る
の
で
あ
れ
ば
格
別
、
国
民
の
固
有
の
権
利

で
あ
る
私
権
を
国
家
間
の
合
意
に
よ

っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
旨
主
張
す
る
が
、
国
家
は
、
戦
争
の
終
結
に
伴
う
講
和
条
約
の
締

結
に
際
し
、
対
人
主
権
に
基
づ
き
、
個
人
の
請
求
権
を
含
む
請
求
権
の
処
理
を
行
い
得
る
の
で
あ

っ
て
、
上
記
主
張
は
採
用
し
得
な
い
」

と
も
判
示
す
る
。
最
高
裁
の
こ
う
し
た
認
識
は
、
し
か
し
、
個
人
の
請
求
権
を
認
め
る
韓
国
大
法
院
の
上
記
認
識
と
異
な
る
だ
け
で
な
く
、

欧
州
の
実
情
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
。

欧
州
で
は
、
平
和
条
約
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア

（破
毀
院
）
と
ギ
リ
シ
ア

（最
高
裁
）
で
第
二
次
世
界
大
戦

期
に
お
け
る
重
大
な
非
人
道
的
行
為

（強
制
連
行
・
拘
禁
、
虐
殺
）
に
つ
い
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
が
提
起
さ
れ
、
請
求
が
認
容
さ

れ
る
司
法
判
断
が
示
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
、
被
告
と
な
っ
た
の
が
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
と
い
う
外
国
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
国

際
法
に
お
け
る
主
権
免
除

（国
家
免
除
）
の
法
理
と
の
抵
触
が
問
題
と
な
り
、
事
件
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
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(12
)
 

国
際
司
法
裁
判
所
は
慎
重
な
審
理
の
後
に
主
権
免
除
の
法
理
を
優
先
し
、
イ
タ
リ
ア
の
国
際
法
違
反
を
認
定
し
た
。
も
っ
と
も
同
裁
判

所
で
は
、
国
際
人
道
法
違
反
を
理
由
に
外
国
国
家
を
国
内
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う

「裁
判
管
轄
権
」
の
問
題
に
争
点

が
絞
ら
れ
て
い
た
。
同
裁
判
所
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、
「
国
家
が
他
国
の
裁
判
所
で
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、

当
該
国
が
国

(13
)
 

際
責
任
を
生
じ
さ
せ
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
当
該
国
が
賠
償
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
と
は
ま

っ
た
く
別
個
の
問
題
で
あ
る
」
。
換
言
す
れ

ば
、
ド
イ
ツ
は
イ
タ
リ
ア
の
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
主
権
免
除
を
享
有
す
る
も
の
の
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
法
違
反
が
免
責
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ち
な
み
に
同
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
次
の
よ
う
な
付
言
も
添
え
て
い
る
。

「
ド
イ
ツ
が

(14
)
 

被
害
者
集
団
へ
の
損
害
賠
償
を
拒
絶
す
る
決
定
を
し
た
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
か
つ
遺
憾
な

ー
—
—
こ
と
で
あ
る
」
。

本
件
に
お
い
て
は
、

日
本
国
が
日
本
の
国
内
裁
判
所
に
訴
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
う
し
た
裁
判
管
轄
権
の
問
題

は
い

っ
さ
い
生
じ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
平
和
条
約
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
被

っ
た
損
害
の
賠
償
を
訴
え
る
裁
判

(15
)
 

が
欧
州
で
は
現
に
審
理
さ
れ
て
き
た
と
い
う
実
情
を
確
認
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
条
約
の
内
容
と
文
言
が
同

一
で
な
い
こ
と
か
ら
軽
々

に
比
較
す
る
こ
と
に
は
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
イ
タ
リ
ア
な
ど
で
は

「平
和
条
約
を
締
結
し
て
お
き
な
が
ら
戦
争

の
遂
行
中
に
生
じ
た
種
々
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
を
、
事
後
的
個
別
的
な
民
事
裁
判
上
の
権
利
行
使
を
も

っ
て
解
決
す
る
と
い
う
処
理

に
ゆ
だ
ね
た
な
ら
ば
、
将
来
、
ど
ち
ら
の
国
家
又
は
国
民
に
対
し
て
も
、
平
和
条
約
締
結
時
に
は
予
測
困
難
な
過
大
な
負
担
を
負
わ
せ
、

混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
平
和
条
約
の
目
的
達
成
の
妨
げ
と
な
る
と
の
考
え
」
に
よ
っ
て
裁
判
上
訴
求
す
る
権

能
が
喪
失
せ
し
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

イ
．
「
請
求
権
の
放
棄」

を

「裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
の
喪
失
」
と
解
す
る
最
高
裁
判
決
の
踏
襲
は
、
こ
う
し
た
欧
州
等
の
法
実
務
と
麒
甑

を
き
た
す
だ
け
で
な
く
、
日
本
を
拘
束
し
て
い
る
国
際
人
権
条
約
の
義
務
に
違
背
す
る
深
刻
な
事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
指
摘
し
て
お

た

（
原
告
ド
イ
ツ
、
被
告
イ
タ
リ
ア
）
。
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日
本
を
拘
束
す
る
人
権
条
約
の
―
つ
で
あ
る
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
（
以
下
、
自
由
権
規
約
）
は
、
締
約
国

に
対
し
て
、
そ
の
管
轄
の
下
に
あ
る
者
に
規
約
上
の
保
護
を
及
ぼ
す
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
本
件
原
告
ら
も
、
少
な
く
と
も
本
件
訴

訟
追
行
の
限
り
に
お
い
て
日
本
の
管
轄
下
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
自
由
権
規
約
の
必
要
な
保
護
を
受
け
う
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

自
由
権
規
約
の
締
約
国
と
し
て
、
日
本
は
次
の
こ
と
を
法
的
に
約
束
し
て
い
る
（
二
条
三
項
）
。
「
（
a
）
こ
の
規
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ

る
権
利
又
は
自
由
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
、
公
的
資
格
で
行
動
す
る
者
に
よ
り
そ
の
侵
害
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
、
効
果
的
な
救
済
を
受
け

る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
、

(
b
)
救
済
措
置
を
求
め
る
者
の
権
利
が
権
限
の
あ
る
司
法
上
：
．．
．．
 

の
機
関
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を

確
保
す
る
こ
と
及
び
司
法
上
の
救
済
措
置
の
可
能
性
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
」
。
ま
た
、
自
由
権
規
約
一
四
条
一
項
は
第
二
文
で
次
の
よ
う

に
定
め
る
。「
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
：
．．．． 
民
事
上
の
権
利
及
び
義
務
の
争
い
に
つ
い
て
の
決
定
の
た
め
、
法
律
で
設
置
さ
れ
た
、
権
限
の

あ
る
、
独
立
の
、
か
つ
、
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
公
正
な
公
開
審
理
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
」
。

「
効
果
的
な
救
済
を
受
け
る
権
利
」
と
「
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
を
主
要
素
と
し
て
構
成
さ
れ
る

「
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利

(16
)
 

r
i
gh
t
 o
f
 a
c
c
e
s
s
 t
o
 j
u
s
t
i
c
e
」
は
、
同
孟
麻
人
権
法
に
お
い
て
、
民
主
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
の
要
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
日
本
の

管
轄
下
に
あ
る
本
件
原
告
ら
に
も
当
然
に
そ
の
保
障
は
及
ん
で
い
る
。

「請
求
権
の
問
題
を
事
後
的
個
別
的
な
民
事
裁
判
上
の
権
利
行
使
に
よ
る
解
決
に
ゆ
だ
ね
る
の
を
避
け
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
か

ん
が
み
る
と
、
こ
こ
で
い
う
請
求
権
の
「
放
棄
」
と
は
、
請
求
権
を
実
体
的
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
ま
で
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当

該
請
求
権
に
基
づ
い
て
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
わ
せ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
」
と
す
る
最
高
裁
判
決
は
、
請
求
権
の
実
体
的
な
消
滅
ま

で
を
認
め
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
民
事
裁
判
上
の
権
利
行
使
に
よ
る
解
決
」
の
道
を
遮
断
す
る
こ
と
に
限
局
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
た
め
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も
可
能
に
な
る
。
二
最
高
裁
判
決
で
は
]
日
中
共
同
声
明
五
項
か
ら
中
国
国
民
個
人
の
（
実
体
的
権
利
は
あ

か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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2

国
際
人
権
法
に
お
け
る
権
利
保
障
の
実
際

え
、
こ
の
観
点
か
ら
の
吟
味
を
欠
か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

る
が
）
訴
権
の
み
放
棄
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
、
中
国
国
民
個
人
の
（
国
際
法
上
の
）
請
求
権
が
存
在
し
た
こ
と
を
認

め
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
最
高
裁
判
所
の
日
中
共
同
声
明
の
解
釈
に
つ
い
て
は
重
大
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
司
法
部

が
日
中
戦
争
中
の
戦
争
法
な
い
し
人
道
法
違
反
行
為
に
よ
る
被
害
者
個
人
の
損
害
賠
償
権
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
し
な
か
っ
た
こ
と
は

(17
)
 

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

請
求
権
の
実
体
的
消
滅
が
宣
言
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
国
際
法
上
の
含
意
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
実
務
的
な
観
点
か
ら
す
る
と
、

司
法
的
救
済
を
求
め
て
も
訴
求
力
を
欠
く
と
し
て
訴
え
が
退
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
司
法
へ
の
効
果
的
な
ア
ク
セ
ス
を
否
認
さ

れ
る
事
態
と
い
う
し
か
な
い
。
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
基
本
的
人
権
と
し
て
国
際
人
権
法
な
か
ん
ず
く
自
由
権
規

約
に
明
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

日
本
は
こ
の
権
利
を
管
轄
下
に
あ
る
す
べ
て
の
者
に
保
障
す
る
明
瞭
な
義
務
を
負

っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

国
際
人
権
機
関
に
あ
っ
て
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
と
り
わ
け
重
視
し
て
き
た
の
は
米
州
人
権
裁
判
所
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
お
よ
び

カ
リ
ブ
海
地
域
に
妥
当
す
る
米
州
人
権
条
約
の
履
行
を
監
視
す
る
同
裁
判
所
は
、
侵
害
さ
れ
た
実
体
的
権
利
が
強
行
規
範
j
u
s
c
o
ge
n
s
で

(18
)
 

あ
る
場
合
に
は
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
も
ま
た
強
行
規
範
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
自
由
権
規
約
の
履
行
を
監
視

す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
同
規
約
委
員
会
も
、
同
規
約

一
四
条
の
解
釈
指
針
を
示
し
た
一
般
的
意
見
三
二

に
お
い
て
、
公
正
な
裁
判
の
保

障
が
、
公
の
緊
急
事
態
に
お
い
て
も
義
務
の
免
脱
を
認
め
ら
れ
な
い
権
利
の
保
護
を
妨
げ
る
よ
う
な
免
脱
措
骰
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い

(19
)
 

と
述
べ
る
と
と
も
に
、
「
公
正
な
裁
判
の
基
本
的
諸
原
則
か
ら
の
逸
脱
は
、
い
か
な
る
時
に
あ

っ
て
も
禁
止
さ
れ
る
」
と
明
言
す
る
。

も

っ
と
も
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
拷
問
禁
止
の
よ
う
に
制
限
を
い

っ
さ

い
許
さ
ぬ
絶
対
的
権
利
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
保
障
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司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
い
て
は
欧
州
人
権
裁
判
所
に
判
例
の
蓄
積
が
あ
る
。
欧
州
人
権
条
約
は
自
由
権
規
約
と
同
じ
く
一
九
四
八
年

に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
世
界
人
権
宣
言
を
母
胎
と
し
て
誕
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
規
定
態
様
（
文
言
）
に

は

司

法

へ

の

ア
ク
セ
ス
に
か
か
る
規
定
も
含
め
て
際
立
っ
た
類
似
性
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
欧
州
人
権
条
約
の
履
行
を
監
視
す
る
欧
州
人
権

裁
判
所
の
示
す
判
断
は
自
由
権
規
約
の
解
釈
に
と
っ
て
格
別
に
重
要
な
指
針
を
与
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

自
由
権
規
約
一
四
条

一
項
に
酷
似
し
た
規
定
内
容
の
欧
州
人
権
条
約
六
条
一
項
に
つ
い
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
「
締
約
国
に
お
い
て

法
的
な
基
礎
な
し
に
新
し
い
実
体
的
権
利
を
創
設
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
既
に
国
内
法
で
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
の

(20
)
 

手
続
的
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
基
本
認
識
を
有
し
て
い
る
。
関
連
判
例
を
詳
細
に
分
析
し
た
薬
師

寺
教
授
は
、
「
国
内
法
上
争
い
う
る
権
利
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
決
定
す
る
一
般
的
な
規
準
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
相
当
困
難
で
あ

る
。
結
局
は
、
個
々
の
事
件
で
主
張
さ
れ
て
い
る
権
利
が
、
当
該
事
件
の
事
情
の
下
で
、
国
内
法
上
、

一
定
の
根
拠
を
も
っ
て
争
い
う
る

だ
け
の
実
体
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
そ
の

一
方
で
同
教

授
は
、
「
人
権
裁
判
所
は
、
国
内
制
定
法
又
は
判
例
法
な
ど
に
よ
っ
て
既
に
明
確
か
つ
十
分
に
国
内
法
上
の
権
利
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る

「権
利
」
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
権
利
と
し
て
十
分
争
い
う
る
可
能
性

(
a
r
g
u
a
b
i
l
i
t
y
)

が
あ
れ
ば
、
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
広
く
認

由
が
あ
る
、
と
い
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

に
つ
い
て
は
二
つ
の
観
点
か
ら
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
。

―
つ
は
、
訴
訟
に
お
い
て
争
い
う
る
実
体
的
な
権
利

（
民
事
上
の
権
利
及
び

義
務
）
が
国
内
法
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
も
う

―
つ
は
、
そ
の
よ
う
な
権
利
が
存
す
る
と
し
て
も
、
裁
判
を
受
け
る
権

利
の
制
限
が
合
理
的
な
も
の
た
り
う
る
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
本
件
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
、
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
喪
失
さ
せ
る
措

置
が
自
由
権
規
約
の
適
合
性
審
査
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
に
は
、
原
告
ら
に
訴
訟
で
争
い
う
る
実
体
的
な
権
利
侵
害
自
体
が
生
じ
て
い
な
い

こ
と
を
示
す
か
、
あ
る
い
は
、
（
そ
の
よ
う
な
権
利
侵
害
が
主
張
可
能
な
場
合
で
あ
っ
て
も
）
訴
権
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
は
合
理
的
な
理



69 サンフランシスコ平和条約と司法にアクセスする権利 (359) 

(21) 

め
、
六
条
一
項
の
適
用
可
能
性
を
肯
定
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
も
い
う

薬
師
寺
教
授
の
こ
の
分
析
に
依
拠
す
れ
ば
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
あ
っ
て
は
、
「
個
々
の
事
件
で
主
張
さ
れ
て
い
る
権
利
が
、
当
該
事
件

の
事
情
の
下
で
、
国
内
法
上
、
一
定
の
根
拠
を
も
っ
て
争
い
う
る
だ
け
の
実
体
性
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
」
が
問
わ
れ
、
ま
た

「
既
に

明
確
か
つ
十
分
に
国
内
法
上
の
権
利
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る

「権
利
」
だ
け
で
な
く
、
そ
う
し
た
権
利
と
し
て
十
分
争
い
う
る
可
能
性
が

あ
れ
ば
」
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
他
方
で
、
争
い
う
る
権
利
義
務
関
係
が
あ
っ
て
も
、
合
理
的
な
理
由
に
よ
る
手
続
的
制
限
に
服
す
る
場
合
が

あ
る
。
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
そ
う
し
た
合
理
的
制
限
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

「当
裁
判
所
は
、
適
用
さ
れ
る
制
限
が
、
権
利

の
ま
さ
し
く
本
質
v
e
r
y
e
s
s
e
n
c
e
を
毀
損
す
る
よ
う
な
や
り
方
で
個
人
に
委
ね
ら
れ
た
ア
ク
セ
ス
を
制
約
し
ま
た
縮
減
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
を
確
認
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
正
統
な
目
的
を
追
求
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
用
い
ら
れ
る
手
段
と
実
現
が
企
図
さ
れ

(22
)
 

て
い
る
目
的
と
の
間
に
合
理
的
な
比
例
性
の
関
係
が
な
い
場
合
に
は
、
制
限
は
六
条
一
項
と
両
立
し
な
い
だ
ろ
う
」
。
自
由
権
規
約
委
員

会
も
、

制
限
が
正
統
な
目
的
を
追
求
し
て
い
な
い
場
合
や
個
人
に
委
ね
ら
れ
た
ア
ク
セ
ス
が
権
利
の
ま
さ
し
く
本
質
を
損
な
う
程
度
に
限

定
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
侵
害
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
上
記
一
般
的
意
見
で
確
認
し
て
い

(23) 
る
。こ

う
し
て
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
制
限
が
合
理
的
か
ど
う
か
は
、
ま
ず
第
一
に
制
限
が
正
統
な
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
、

第
二
に
用
い
ら
れ
る
手
段
が
当
該
目
的
と
比
例
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
の
審
査
を
通
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
欧
州
人
権
裁
判
所

で
は
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
本
質
が
損
な
わ
れ
る
場
合
に
あ
た
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
に
あ
た
り
、
実
体
的
権
利
の
保
護
を
可
能
に

す
る
合
理
的
な
代
替
手
段
が
存
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
き
て
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
国
際
機
構
内
部
に
お
け
る
労
働
紛
争
に
か
か
る

裁
判
管
轄
権
免
除
（
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
制
限
）
を
、
代
替
的
な
紛
争
解
決
手
段
の
導
入
に
よ
っ
て
合
理
的
と
判
断
し
た
場
合
な
ど
が
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本
件
に
論
を
戻
す
に
、
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
わ
せ
る
こ
と
は
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
す
な
わ
ち
司
法
的
救
済
へ
の
道
を
遮
断
す

る
手
続
的
な
制
限
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
訴
求
力
の
喪
失
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
帰
結
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
の

「枠
組
み
」

を
も
っ
て
日
中
共
同
声
明
の
文
脈
で
も
同
様
の
帰
結
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
が
最
高
裁
の
見
解
で
あ
り
、
ま
た
被
告
国
の
主
張
で
も

あ
る
。
問
題
は
、
こ
う
し
た
措
置
が
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
の
検

討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
。
原
告
の
側
に
お
い
て
争
う
こ
と
の
で
き
る
実
体
的
な
権
利
侵
害
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
、

訴
求
力
の
剥
奪
が
不
合
理
な
制
限
に
あ
た
ら
な
い
の
か
ど
う
か
が
、
人
権
条
約
上
の
観
点
か
ら
精
確
に
吟
味
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

よ
り
詳
し
く
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
1

結
論
を
先
に
述
べ
て
し
ま
う
と
、

当
す
る
重
大
な
国
際
人
道
法

（戦
争
法
）
の
違
反
を
犯
し
た
。
国
際
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
に
よ
り
日
本
国
が
負
う
国
家
責
任
は
、
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約

・
日
中
共
同
声
明
等
に
よ

っ
て
も
解
除
さ
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
引
き
続
い
て
い
る
。
最
高
裁
の
論
理
に
よ

っ

て
も
、
失
わ
れ
た
の
は
民
事
裁
判
上
の
権
利
行
使
の
可
能
性
に
す
ぎ
ず
、
義
務
違
反
に
よ

っ
て
生
じ
た
国
家
責
任
そ
の
も
の
が
解
除
さ
れ

損
な
わ
れ
、
国
際
人
権
法
の
侵
害
が
も
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(24
)
 

そ
う
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
の
事
案
に
際
し
て
、
国
内
の
司
法
手
続
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
排
除
す
る
唯
一
の

(25
)
 

適
当
な
措
置
は
、
当
該
個
人
が
直
接
に
利
用
で
き
る
代
替
的
な
国
際
手
続
の
提
供
で
あ
る
と
す
る
。

引
き
起
こ
さ
れ
た
権
利
の
侵
害
が
大
規
模
で
重
大
で
あ
る
ほ
ど
に
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
本
質
そ
の
も
の
を
損
わ
な
い
よ
う
な
措
置

が
求
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
比
例
原
則
の
基
本
的
要
請
で
も
あ
る
。
人
権
法
・
人
道
法
の
重
大
な
侵
害
が
か
か
わ
る
場

合
に
は
、
法
の
支
配
の
原
理
に
よ
り
正
義
の
回
復
が
強
く
求
め
ら
れ
る
だ
け
に
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
の
で
あ
れ
ば
こ
れ
に

代
わ
る
効
果
的
な
措
置
が
提
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
権
法
・
人
道
法
の
重
大
な
侵
害
を
受
け
た
被
害
者
に
対
し
て
、
司
法
へ
の

ア
ク
セ
ス
を
遮
断
し
な
が
ら
、
有
意
な
代
替
措
置
を
い
っ
さ
い
提
供
し
な
い
場
合
に
は
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
ま
さ
に
本
質
が

日
本
国
は
原
告
ら
に
対
し
て
人
道
に
対
す
る
罪
に
相
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た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
以
上
に
、
重
大
な
人
道
法
違
反
に
つ
い
て
は
そ
も
そ
も
国
家
に
よ
る
放
棄
の
対
象
に
は
な
り
え
な
い
。
国
際
人

道
法
違
反
の
被
害
者
た
る
原
告
ら
は
、
「
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
条
約
」
（以
下
、

行
為
規
定
）
を
用
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
ま
た
、
日
本
国
の
国
際
法
違
反
は
現
在
ま
で
継
続
し
国
家
責
任
の
解
除

義
務
を
日
本
に
課
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
現
在
進
行
形
の
こ
の
義
務
が
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
現
時
点
に
お
い
て
損
害
を
被
っ
て
い
る

と
し
て
、
国
家
賠
償
法
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
の
行
使
も
妨
げ
ら
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
権
利
義
務
関
係
に
つ
い
て
十
分
に
争
い
う
る
主
張
を
行
え
る
原
告
ら
の
訴
権
の
喪
失
を
正
当
化
す
る
に
は
、
司
法
へ
の
ア

ク
セ
ス
の
制
限
が
合
理
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
人
道
に
対
す
る
罪
に
相
当
す
る
重
大
な
国
際
人
道
法
違
反
の
被

害
に
鑑
み
る
に
、
民
事
裁
判
で
争
う
法
的
回
路
を
遮
断
す
る
場
合
に
は
こ
れ
に
代
わ
る
有
効
な
措
置
が
提
供
さ
れ
な
く
て
は
、
司
法
へ
の

ア
ク
セ
ス
の
ま
さ
に
本
質
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
用
い
た
表
現
を
借
用
す
れ
ば
「
驚
く
べ

き
ー

か
つ
遺
憾
な
l

こ
と
」
に
、
重
慶
大
爆
撃
の
被
害
者
に
は
賠
償
措
置
も
そ
れ
に
代
わ
る
措
置
も
ま
っ
た
く
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、

今
後
に
お
け
る
そ
の
可
能
性
も
稀
薄
な
ま
ま
で
あ
る
。
重
大
な
国
際
人
道
法
違
反
を
受
け
た
原
告
ら
が
、
効
果
的
な
代
替
措
骰
を
提
供
さ

れ
る
可
能
性
が
な
い
ま
ま
に
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
剥
奪
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
ま
さ
し
く
本
質
が
損

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
事
態
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
お
よ
び
日
中
共
同
声
明
は
自
由
権
規
約
に
適
合
す
る
よ
う

に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
約
は
、
他
の
条
約
と
可
能
な
か
ぎ
り
調
和
す
る
よ
う
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
条
約
間
の
調

和
を
可
能
に
す
る
解
釈
が
現
に
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
解
釈
を
採
用
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
を
具
現
化
す
る
人
権
条
約

が
か
か
わ
る
場
合
に
は
、
な
お
の
こ
と
そ
の
要
請
は
強
ま
る
。

ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
）
三
条
あ
る
い
は
民
法
（
不
法
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国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
保
障
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
り
ま
ず
検
討
す
べ
き
は
、
本
件
原
告
ら
が
い

か
な
る
権
利
義
務
関
係
に
つ
い
て
争
う
こ
と
が
で
き
る
か
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
際
人
道
法
違
反
に
か
か
る
主
張
が
可
能
で
あ

原
告
ら
が
被
っ
た
被
害
は
日
本
軍
に
よ
る
五
年
半
に
わ
た
る
大
規
模
な
爆
撃
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
国
際
人
道
法
は
、
と
り
わ

け

一
九
七
七
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
第

一
追
加
議
定
書
を
通
じ
て
空
爆

（
空
襲
）

を
射
程
に
入
れ
た
明
文
の
規
定
を
も
つ
に
い
た

っ
て
い

る
も
の
の
、
本
件
爆
撃
が
な
さ
れ
た
時
点
に
あ
っ
て
は
、
空
爆
そ
の
も
の
を
明
文
で
規
制
す
る
一
般
的
な
国
際
文
書
は
存
し
て
い
な
か
っ

(26
)
 

こ
。
も
っ
と
も
、
条
約
と
し
て
は
発
効
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
九
二

二
年
に
ハ

ー
グ
法
律
家
委
員
会
に
よ
り

「空
戦
規
則
案
」
が
作
成

さ
れ
る
な
ど
、
空
爆
を
規
律
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
現
に
、
重
慶
大
爆
撃
が
実
行
さ
れ
て
い
た
時
点
に
あ

っ
て
も
、

国
際
法
の
規
制
は
空
爆
に
及
ん
で
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
国
際
慣
習
法
規
則
を
成
文
化
し
た
と
さ
れ
る
「
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
規
則
」
（
以
下
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
）
は
二
六

条
で
砲
撃
の
通
告
を
義
務
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
混
合
仲
裁
裁
判
所
は
、

イ
ツ
飛
行
船
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
・
サ
ロ
ニ
カ
爆
撃
に
つ
い
て
、
同
条
を
準
用
し
ド
イ
ツ
軍
の
行
為
の
違
法
性
を
認
め
て
い
る

(27
)
 

一
九
三
0
年
に
別
の
事
件
で
も
同
様
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。

年）
。
同
混
合
裁
判
所
は
、

一
九
三
七
年
に
刊
行
し
た
書
物
の
中
で
、

る
。

国
際
義
務
の
違
反

田
岡
博
士
は
、
上
記
サ
ロ
ニ
カ
爆
撃
判
決
の
関
連
部
分
を
訳
出
し
、
そ
の
判
決
の
基
礎
と
な

皿
争
い
う
る
民
事
上
の
権
利
義
務

（
一
九
二
七

一
九

一
六
年
の
ド



73 サンフラン シスコ平和条約と 司法にアク セスする権利 (363) 

「交
戦
国
が
平
和
的
人
民
及
び
其
所
有
財
産
を
出
来
る
限
り
尊
重
す
る
義
務
あ
る
事
は
国
際
法
に
依
っ
て
認
め
ら
れ
た
一
般
原
則
の

一
で
あ
る
。
一

九
0
七
年
の
海
軍
条
約
は
此
の
原
則
に
基
き
、
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
規
則
第
二
六
条
の
中
に
、
強
襲
の
場
合

を
除
き
、
攻
撃
軍
の
指
揮
官
に
、
攻
撃
に
着
手
す
る
に
先
だ
っ
て
之
を
官
憲
に
通
告
す
る
為
施
し
得
る
手
段
を
尽
す
べ
き
事
を
命
ず

る
。
此
条
約
の
制
定
者
が
予
告
の
義
務
を
設
く
る
事
に
拠
っ
て
、
砲
撃
せ
ら
れ
る
べ
き
都
市
の
官
憲
に
、
或
は
降
服
を
申
出
て
砲
撃

を
避
け
る
か
、
或
は
一
般
人
民
を
し
て
都
市
よ
り
撤
退
せ
し
め
る
か
の
可
能
を
与
へ
ん
と
欲
し
た
も
の
で
あ
る
事
は
明
か
で
あ
る
。

尤
も
第
二
六
条
は
陸
戦
の
み
を
目
指
し
て
作
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
然
し
此
の
規
定
は
本
問
題
に
関
す
る

c
o
m
m
u
n
i
s
 opinio 
(
一
般
的
意
見
）
を
表
示
せ
る
も
の
と
看
倣
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
陸
戦
の
砲
撃
に
付
て
採
用
せ
ら
れ
た
規
則
を
空

襲
に
も
同
様
に
適
用
す
る
事
を
不
可
な
ら
し
め
る
何
等
の
理
由
も
な
い
。
被
告
（
独
逸
政
府
）
は
空
爆
は
不
意
打
に
依
っ
て
為
さ
る

る
事
を
要
し
従
っ
て
予
告
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
被
告
の
主
張
は
縦
令
軍
事
的
見
地
か
ら
正
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
予
告

無
き
空
襲
が
許
さ
る
べ
し
と
の
結
論
を
生
ぜ
ず
、
却

っ
て
空
襲
は

一
般
に
許
し
得
べ
か
ら
ず
と
の
結
論
を
生
ず
べ
き
で
あ
る
。
」

要
す
る
に
予
告
必
要
論
の
基
礎
は
非
戦
闘
員
の
生
命
の
尊
重
で
あ
る
。
而
し
て
其
法
規
上
の
支
持
点
は
陸
海
軍
砲
撃
に
就
て
予
告
義

務
を
定
め
る
規
定
で
あ
る
。
非
戦
闘
員
の
生
命
尊
重
は
戦
争
法
の
一
般
原
則
で
あ
っ
て
、
陸
軍
と
海
軍
と
空
軍
と
を
問
は
ず
拘
束
す

る
。
然
る
に
、
陸
海
軍
は
此
原
則
よ
り
派
生
す
る
一
の
義
務
と
し
て
、
都
市
砲
撃
に
当

っ
て
予
告
を
発
す
る
義
務
を
負
ふ
。
陸
海
軍

が
負
ふ
と
同
程
度
の
非
戦
闘
員
生
命
保
護
の
義
務
は
空
軍
も
亦
負
ふ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
0
世
紀
を
代
表
す
る
国
際
法
学
者
で
あ
っ
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
11

ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
も
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
非
戦
闘
員
を
直
接
の

(28) 

っ
た
考
え
方
を
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。
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て
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

侶
夫
博
士
が
言
及
す
る
軍
事
目
標
主
義
に
つ
い
て
、

攻
撃
か
ら
免
除
す
る
こ
と
は
戦
争
に
関
す
る
国
際
法
の
基
本
原
則
の
一
っ
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
先
だ
っ
て
、
陸

戦
に
も
海
戦
に
も
空
戦
に
も
適
用
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
陸
戦
お
よ
び
海
戦
に
妥
当
す
る
規
則
を
、
類
推
に
よ
っ
て
空
戦
に
適
用
す
る

問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
戦
争
の
特
定
の
局
面
を
、
戦
争
法
の
基
礎
を
な
す
と
一
般
に
認
め
ら
れ
た
規
則
に
服
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

非
戦
闘
員
を
直
接
の
攻
撃
か
ら
免
除
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
原
則
の
一
と
思
料
さ
れ
て
い
た
」
。
そ
し
て
オ
ッ
ペ
ン

ハ
イ
ム
11

ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
上
記
混
合
仲
裁
裁
判
所
判
決
を
、
文
民
た
る
住
民
の
生
命
お
よ
び
財
産
を
尊
重
す
る
原
則
が
優
先
的
に

(29) 

適
用
さ
れ
た
国
際
判
例
と
し
て
特
記
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
帝
国
海
軍
第
三
艦
隊
司
令
部
国
際
法
顧
問
も
務
め
た
信
夫
博
士
は
、
空
爆
へ
の
戦
争
法
規
の
適
用
可
能
性
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
説
く
。「

一
九
0
七
年
改
定
の
陸
戦
法
規
慣
例
規
則
も
、
第
二
五
条
に

「防
守
セ
ザ
ル
都
市
、
村
落
、
住
宅
又
ハ
建
物
ハ
如
何
ナ
ル
手

段
二
依
ル
モ
之
ヲ
攻
撃
又
ハ
砲
撃
ス
ル
ヲ
得
ズ
」
と
あ
る
に
於
い
て
、
そ
の
「
如
何
ナ
ル
手
段
二
依
ル
モ
」
の
一

旬
が
こ
れ
亦
空
戦
関
係

の
国
際
法
規
の
一
と
云
え
る
。

一
九

0
七
年
の
改
定
規
則
に
て
之

一
八
九
九
年
海
軍
議
定
の
奮
規
則
の
之
に
該
当
す
る
第
二
五
条
に
は

「防
守
セ
ザ
ル
市
府
町
村
居
宅
ハ
建

物
ヲ
攻
撃
又
ハ
砲
撃
ス
ル
ヲ
禁
ズ
」
と
あ
り
て
、
「
如
何
ナ
ル
手
段
二
依
ル
モ
」
の

一
旬
は
無
か
っ
た
。

を
挿
入
し
た
の
は

（そ
れ
は
仏
国
全
権
の
発
議
で
あ

っ
た
）
、
要
す
る
に
軽
気
球
や
航
空
機
に
依
る
上
空
か
ら
の
攻
撃
を
も
予
想
し
、
該
禁

制
を
之
に
及
ぽ
す
の
意
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
上
空
か
ら
の
攻
撃
は
当
時
既
に
将
来
を
予
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
之
を

陸
戦
法
規
慣
例
規
則
の
一
条
項
の
修
正
に
止
め
た
の
は
、
畢
覚
航
空
機
の
今
日
の
偉
大
な
る
発
達
ま
で
は
予
想
せ
ず
、
乃
ち
空
戦
を
律
す

(30
)
 

る
に
陸
戦
法
規
中
の
一
条
項
を
以
っ
て
せ
ば
足
り
る
と
見
た
結
果
で
も
あ
ら
う
」
。

(31
)
 

一
九
六
三
年
―
二
月
七
日
の
東
京
地
裁
・
原
爆
判
決
は
踏
み
込
ん
だ
認
識
を
示
し
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空
襲
に
関
し
て

一
般
的
な
条
約
は
成
立
し
て
い
な
い
が
、
国
際
法
上
戦
闘
行
為
に
つ
い
て

一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
慣
習
法
に
よ
れ

ば
、
陸
軍
に
よ
る
砲
撃
に
つ
い
て
は
、
防
守
都
市
と
無
防
守
都
市
と
を
区
別
し
、
ま
た
海
軍
に
よ
る
砲
撃
に
つ
い
て
は
、
防
守
地
域

と
無
防
守
地
域
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
防
守
都
市
・
防
守
地
域
に
対
し
て
は
無
差
別
砲
撃
が
許
さ
れ
て
い
る
が
、
無
防
守

都
市
・
無
防
守
地
域
に
お
い
て
は
戦
闘
員
及
び
軍
事
施
設
（
軍
事
目
標
）
に
対
し
て
の
み
砲
撃
が
許
さ
れ
、
非
戦
闘
員
及
び
非
軍
事

施
設
（
非
軍
事
目
標
）
に
対
す
る
砲
撃
は
許
さ
れ
ず
、
こ
れ
に
反
す
れ
ば
当
然
違
法
な
戦
闘
行
為
と
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原

一
九
0
七
年
の
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
戦
時
海
軍
力
を
も
つ
て
す
る
砲

則
は
、
ヘ

ー
グ
陸
戦
規
則
第
二
五
条
で
、
「
防
守
サ
レ
サ
ル
都
市
、
村
落
、
住
宅
又
ハ
建
物
ハ
、

如
何
ナ
ル
手
段
に
依
ル
モ
、
之
ヲ
攻

撃
又
ハ
砲
撃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
」
と
規
定
し
、

撃
に
関
す
る
条
約
」
で
は
、
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、
「
防
守
セ
ラ
レ
サ
ル
港
、
都
市
、
村
落
、
住
宅
又
ハ
建
物
ハ
、
海
軍
カ
ヲ
以
テ

之
ヲ
砲
撃
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
。
（
以
下
略
）
」
と
規
定
し
、
第
二
条
に
お
い
て
「
右
禁
止
中
ニ
ハ
、
軍
事
上
ノ
工
作
物
、
陸
海
軍
建
設

物
、
兵
器
又
ハ
軍
用
材
料
ノ
貯
蔵
所
、
敵
ノ
艦
隊
又
ハ
軍
隊
ノ
用
二
供
セ
ラ
ル
ヘ
キ
工
場
及
設
備
並
港
内
二
在
ル
軍
艦
ヲ
包
含
セ
サ

ル
モ
ノ
ト
ス
。（
以
下
略
）」

と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
空
戦
に
関
し
て
は
「
空
戦
に
関
す
る
規
則
案
」
が
あ
り
：

·
：
•
ま
だ
条
約
と
し
て
発
効
し
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
直
ち

に
実
定
法
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
、
国
際
法
学
者
の
間
で
は
空
戦
に
関
し
て
権
威
の
あ
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
法
規
の
趣
旨
を
軍
隊
の
行
動
の
規
範
と
し
て
い
る
国
も
あ
り
、
基
本
的
な
規
定
は
す
べ
て
当
時
の
国
際
法
規
及
び
慣
例
に
一
貫

し
て
従
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
無
防
守
都
市
に
対
す
る
無
差
別
爆
撃
の
禁
止
、
軍
事
目
標
の
原
則
は
、
そ

れ
が
陸
戦
及
び
海
戦
に
お
け
る
原
則
と
共
通
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
を
慣
習
国
際
法
で
あ
る
と
い
つ
て
妨
げ
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
陸
戦
、
海
戦
、
空
戦
の
区
別
は
、
戦
闘
の
行
わ
れ
る
場
所
と
そ
の
目
的
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
地
上
都

市
に
対
す
る
爆
撃
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
陸
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
陸
戦
に
関
す
る
法
規
が
類
推
適
用
さ
れ
る
と
い
う
議
論
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そ
れ
で
は
、
防
守
都
市
と
無
防
守
都
市
と
の
区
別
は
何
か
。

し
つ
つ
あ
る
都
市
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
単
に
防
衛
施
設
や
軍
隊
が
存
在
し
て
も
、
戦
場
か
ら
遠
く
離
れ
、
敵
の
占
領
の
危
険
が
迫

つ
て
い
な
い
都
市
は
、
こ
れ
を
無
差
別
に
砲
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
軍
事
的
必
要
は
な
い
か
ら
、
防
守
都
市
と
い
う
こ
と
は
で
き

ず
、
こ
の
場
合
は
軍
事
目
標
に
対
す
る
砲
爆
撃
が
許
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
敵
の
占
領
の
企
園
に
対
し
て
抵
抗
す

る
都
市
に
対
し
て
は
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
と
を
区
別
す
る
攻
撃
で
は
、
軍
事
上
の
効
果
が
少
く
、
所
期
の
目
的
を
達
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
、
軍
事
上
の
必
要
上
無
差
別
砲
撃
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
無
防
守
都
市
に
対
し
て

は
無
差
別
爆
撃
は
許
さ
れ
ず
、
た
だ
軍
事
目
標
の
爆
撃
し
か
許
さ
れ
な
い
の
が
従
来

一
般
に
認
め
ら
れ
た
空
襲
に
関
す
る
国
際
法
上

の
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
軍
事
目
標
を
燥
撃
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
に
伴
つ
て
非
軍
事
目
標
が
破
壊
さ
れ
た
り
、
非
戦
闘
員
が
殺
傷
さ
れ
る
こ

と
は
当
然
予
想
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
軍
事
目
標
に
対
す
る
爆
撃
に
伴
う
や
む
を
え
な
い
結
果
で
あ
る
場
合
は
、
違
法
で

は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
無
防
守
都
市
に
お
い
て
非
軍
事
目
標
を
直
接
対
象
と
し
た
爆
撃
や
、
軍
事
目
標
と
非
軍
事
目
標
の
区
別

は
せ
ず
に
行
う
爆
繋

（
い
わ
ゆ
る
盲
目
爆
撃
）
は
、
前
記
の
原
則
に
照
し
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
国
際
•
国
内
判
例
お
よ
び
内
外
の
権
威
あ
る
国
際
法
学
者
の
見
解
に
徴
す
る
に
、
空
爆
を
規
制
す
る
（
当
時
有
効
で

あ
っ
た
）
国
際
法
に
照
ら
し
て
重
慶
大
爆
撃
の
違
法
性
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
重
慶
大
爆
撃
は
、
有
賀
博
士
が

「文
明
戦
争
の
例
規
と
し
て
最
も
重
要
な
る
も
の
な
り
」
と
説
く
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
六
条

を
大
規
模
に
踏
み
に
じ
る
重
大
な
も
の
で
も
あ

っ
た
。
有
賀
博
士
は
、
「
個
人
ノ
生
命
及
私
有
ノ
財
産
：
・：
・ハ
之
ヲ
尊
重
セ
ザ
ル
ヲ
ベ
カ

も
、
十
分
に
成
立
し
得
る
と
考
え
る
。

一
般
に
防
守
都
市
と
は
地
上
兵
力
に
よ
る
占
領
の
企
図
に
対
し
抵
抗
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2

賠
償
請
求
権
の
根
拠

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
六
条
に
託
さ
れ
た
国
際
人
道
法

ラ
ズ
」
と
規
定
す
る
同
条
を
解
説
し
て
、

（上
記
引
用
に
続
け
て
）
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
其
の
大
体
の
主
意
は
、
元
、
戦
争
は
国
と
国
の

間
に
於
て
互
に
戦
闘
力
を
以
て
勝
敗
を
争
ふ
も
の
に
し
て
平
和
の
人
民
に
関
係
な
し
、
而
し
て
人
民
の
人
と
し
て
此
の
世
に
生
存
す
る
上

に
就
き
て
享
有
す
る
天
賦
の
権
利
自
由
は
政
府
と
雖
奪
ふ
可
か
ら
さ
る
も
の
な
り
、
国
家
一
時
の
緩
急
の
為
に
之
を
侵
害
す
へ
か
ら
す
、

況
や
文
明
戦
争
は
国
民
発
達
の
必
要
条
件
に
関
す
る
二
国
の
紛
争
を
解
決
す
る
為
に
起
る
所
な
れ
は
、
之
か
為
に
そ
の
発
達
の
根
源
た
る

(32
)
 

権
利
自
由
を
障
害
す
る
と
あ
る
へ
か
ら
す
と
云
ふ
に
存
せ
り
」
。
重
慶
大
燥
撃
は
、

（
戦
争
法
）

の
根
本
精
神
・
基
本
原
則
を
根
底
か
ら
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
し
か
な
い
。

同
条
の
違
反
は
、
戦
争
法
規

・
慣
例
の
違
反
を
構
成
す
る
。
戦
争
法
規

・
慣
例
の
違
反
は
、
単
な
る
国
際
法
違
反
に
と
ど
ま
ら
ず
、

国

際
犯
罪
と
し
て
国
際
公
序
に
反
す
る
重
大
な
性
格
を
帯
び
て
も
い
る
。
ち
な
み
に
ギ
リ
シ
ア
破
毀
院
は
、
下
級
審
の
判
断
を
支
持
す
る
に

あ
た

っ
て
、
ハ

ー
グ
陸
戦
規
則
四
六
条
が

「
強
行
規
範
j
u
s
co
gen
s
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
い
か
な
る
逸
脱
も
許
さ
ぬ
高
次
の
規
範
的

(33
)
 

効
力
を
同
条
に
付
与
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
な
か
っ
た
。
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
戦
争
法
規
・
慣
例
の
大
規
模
な
蹂
躙
は
、
極
東
国
際
軍
事

裁
判
所
憲
章
五
条

（
ハ
）
に
規
定
す
る
「
戦
前
又
は
戦
時
中
為
さ
れ
た
る
殺
数
、
熾
滅
」
と
し
て
人
道
に
対
す
る
罪
に
該
当
す
る
行
為
と

評
す
べ
き
も
の
で
も
あ
る
（
同

一
の
行
為
が
国
家
の
違
法
行
為
と
個
人
の
国
際
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
は
国
際
法
上
も
確
立
し
て
い
る
）。

ア
．
重
慶
大
爆
繋
は
上
記
の
よ
う
に
重
層
的
で
か
つ
重
大
な
国
際
法
違
反
を
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
告
ら
は
、
そ
の
被
害
者

と
し
て
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
権
利
を
国
際
法
に
よ

っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
の

一っ
は
ハ

ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
で
あ
る
。

同
条
は
次
の
と
お
り
定
め
る
。
二
陸
戦
の
法
規
慣
例
に
関
す
る
ご
即
記
規
則
ノ
条
項
二
違
反
シ
タ
ル
交
戦
当
事
者
ハ
、
損
害
ア
ル
ト
キ
ハ
、

之
力
賠
償
ノ
責
ヲ
負
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
交
戦
当
事
者
ハ
其
ノ
軍
隊
ヲ
組
成
ス
ル
人
員
ノ
一
切
ノ
行
為

二
付
責
任
ヲ
負
フ
」
。
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ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
六
条
お

同
条
は
陸
戦
の
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
空
爆
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
の
法
理
が
妥
当
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
。
信
夫
博
士
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
く
。
「
交
戦
国
政
府
が
そ
の
軍
隊
の
組
成
員
の
行
為
に
付
責
任
を
負
ふ

の
は
、
専
ら
陸
戦
法
規
慣
例
規
則
の
規
定
す
る
諸
事
項
の
違
反
行
為
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
故
を
以
て
同
規
則
以
外
の
交
戦
法
規
の

違
反
に
就
て
は
全
然
責
任
を
負
ふ
に
及
ば
ず
し
て
可
な
り
と
い
ふ
結
論
を
伴
ふ
も
の
で
は
な
い
。
凡
そ
国
際
法
と
国
内
法
た
る
と
を
問
は

ず
、
荀
も
社
会
の
掟
則
に
違
反
す
れ
ば
、
之
に
就
て
責
を
負
ふ
べ
き
も
の
た
る
こ
と
は
総
て
の
場
合
を
通
じ
て
一
貫
す
る
原
則
で
あ
る
。

交
戦
法
規
は
そ
の
陸
戦
に
係
る
と
、
海
戦
に
係
る
と
、
将
た
空
戦
に
係
る
と
を
問
は
ず
、
総
て
そ
の
違
反
者
に
対
し
て
之
が
責
任
の
負
担

を
要
求
す
る
。
た
だ
陸
戦
法
規
慣
例
条
約
は
、
そ
の
凡
例
と
し
て
同
条
約
附
属
の
陸
戦
法
規
慣
例
規
則
の
違
反
に
対
し
特
に
責
任
の
帰
着

祠
）

を
明
指
し
た
ま
で
で
あ
る
。
交
戦
の
当
事
者
こ
の
理
を
誤
解
な
き
を
要
す
る
」
。

と
こ
ろ
で
、
同
条
が
個
人
に
直
接
権
利
を
与
え
た
も
の
な
の
か
そ
れ
と
も
賠
償
請
求
権
の
主
体
は
あ
く
ま
で
国
家
に
限
定
さ
れ
る
の
か

に
つ
い
て
は
、

日
本
に
お
け
る
一
連
の
戦
後
補
償
裁
判
で
激
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
の
趨
勢
が
個
人

の
権
利
主
体
性
を
否
定
的
に
捉
え
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
際
人
道
法
の
法
益
は
ま
ぎ
れ
も
な

く
個
人
の
保
護
に
あ
り
、
そ
の
起
草
過
程
等
を
分
析
し
た
一
群
の
権
威
あ
る
国
際
法
学
者
た
ち
が
詳
論
す
る
よ
う
に
、
同
条
は
損
害
を
被

(35
)
 

っ
た
個
人
の
救
済
を
念
頭
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
、
手
続
き
が
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
個
人
は
そ
う
し
た
権
利

を
十
全
に
は
行
使
し
え
ず
、
実
際
に
は
国
家
間
の
合
意
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
国
際
機
構
の
独
立
し
た
手
続
き
を
通
し
て
、
個
人
が
被
っ

た
損
害
の
賠
償
が
（
き
わ
め
て
不
十
分
で
は
あ
れ
）
な
さ
れ
て
き
た
の
が
現
実
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
国
家
間
の
合
意
に
よ
っ
て
も
あ
る
い
は
国
際
機
構
を
通
じ
て
も
ま
っ
た
＜
賠
償
さ
れ
な
い
損
害
が
あ
る
場
合
に
は
、
個
人
は
国

内
裁
判
に
訴
え
て
救
済
を
図
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
前
述
の
と
お
り
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
占
領
下
で
の

文
民
た
る
住
民
の
殺
害
•
財
産
損
壊
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
を
、
（
私
権
の
尊
重
に
つ
い
て
定
め
る
）
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よ
び

（賠
償
に
つ
い
て
定
め
る
）
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
に
よ
り
認
容
す
る
判
断
が
ギ
リ
シ
ア
地
方
裁
判
所
で
示
さ
れ
、
こ
の
判
断
が
二

(36
)
 

0
0
0
年
に
同
国
最
高
裁
で
も
維
持
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
ギ
リ
シ
ア
で
は
当
該
判
決
が
執
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
事
者
が
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
に
そ
の
執
行
を
求
め
る
訴

え
を
提
起
し
た
と
こ
ろ
、
同
国
破
毀
院
は
二
0
1
―
年
に
そ
の
訴
え
を
認
容
し
、
ド
イ
ツ
に
対
し
て
ギ
リ
シ
ア
の
裁
判
所
の
判
決
に
従
っ

て
損
害
賠
償
を
支
払
う
よ
う
命
じ
た

（
こ
う
し
た
一
連
の
事
情
の
下
に
、
ド
イ
ツ
が
主
権
免
除
違
反
を
理
由
に
国
際
司
法
裁
判
所
に
訴
え

を
提
起
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
）。

そ
の
際
、
同
破
毀
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。
「
ギ
リ
シ
ア
の
裁
判

所
が
正
し
く
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
世
期
の
初
頭
に
お
い
て
さ
え
、
：
・
・
：
文
民
の
保
護
を
責
任
を
も
っ
て
確
保
す
る
義
務
が
す
で
に
存
在

し
て

い
た
。
こ
れ
ら
国
際
法
諸
規
範
は
、
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る

Vojotia
地
方
占
領
期
に
深
刻
に
侵
害
さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
軍
は
文
民
た
る
住

民
の
不
可
侵
の
権
利
に
反
す
る
途
方
も
な
い
行
為
に
従
事
し
た
の
で
あ
る
。
：
・
・
：
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
当
該
侵
害
に
つ
い
て
の
損
害

(37) 

賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
た
ギ
リ
シ
ア
の
裁
判
所
の
判
決
が
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
執
行
で
き
る
も
の
と
判
断
す
る
」
。

こ
の
判
決
文
か
ら
、
イ
タ
リ
ア
破
毀
院
も
ま
た
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
が
具
現
化
す
る
個
人
の
賠
償
請
求
権
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
を

見
て
取
れ
る
。

同
条
に
関
す
る
こ
う
し
た
理
解
は
、

上
記
事
件
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
裁
判
官
か
ら
も
明
瞭
に
支
持
さ
れ
る
に

(38
)
 

い
た
っ
て
い
る
。

ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
の
賠
償
請
求
権
が
個
人
に
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
日
本
に
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
信
夫
博
士
が
次
の
と
お
り
明

(39) 

言
し
て
い
た
こ
と
を
改
め
て
想
起
し
て
お
き
た
い
。

著
者
の
見
解
に
依
れ
ば
、
私
有
財
産
の
尊
重
す
べ
き
は
敵
人
の
た
る
と
第
三
国
人
の
た
る
と
に
依
り
何
等
異
な
る
所
な
く
：
·
：
•
第
三

国
人
に
関
す
る
賠
償
は
考
慮
す
べ
し
支
那
人
の
そ
れ
は
考
慮
せ
ず
と
い
ふ
が
如
き
は
、
国
際
法
眼
に
照
さ
ば
何
等
理
由
な
き
暴
説
と
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一
九
三
0
年
代
の
日
本
に
お
い
て
、
軍
の
法
律
顧
問
を
務
め
た
権
威
あ
る
国
際
法
学

者
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
損
害
賠
償
請
求
権
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
行

使
す
る
手
続
き
が
整
備
・
開
放
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
上
海
戦
に
あ
っ
て
も
、
日
本
軍
の
構
成
員
が
第
三

国
た
る
英
国
の
国
民
に
生
じ
さ
せ
た
生
命
財
産
の
損
害
は
英
国
政
府
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
、
日
本
政
府
に
そ
の
責
を
果
た
す
べ
き
こ
と
が

求
め
ら
れ
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
信
夫
博
士
が
記
す
と
お
り
、
「
第
三
国
人
は
、
そ
の
受
け
た
る
財
産
の
損
害
に
関
し
賠
償
要
求
を
提

(40) 

す
る
に
遠
慮
し
な
い
」
の
で
あ
っ
た
。

本
件
に
あ
っ
て
さ
ら
に
留
意
す
べ
き
は
、
賠
償
請
求
が
ニ

―
世
紀
の
今
日
に
提
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
件
国
際
法
違
反
に
よ

り
生
じ
た
国
家
責
任
は
現
在
に
い
た
る
ま
で
ま
っ
た
く
解
除
さ
れ
ず
に
あ
る
。
義
務
違
反
の
状
態
は
今
に
い
た
る
も
継
続
し
て
い
る
。
条

約
は
解
釈
の
時
点
に
お
い
て
有
効
な
関
連
国
際
法
規
則
を
考
慮
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。
数
多
く
の
人
権
・
人
道
法
条
約
が
整

備
さ
れ
た
今
日
、
自
ら
が
被
っ
た
侵
害
に
つ
い
て
個
人
が
効
果
的
な
救
済
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
は
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権

疑
念
も
み
ら
れ
な
い
。
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
、

云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
・:
．．
．
 
荀
も
交
戦
国
の
違
法
行
為
に
由
り
て
損
害
を
受
け
た
と
認
む
る
私
人
は
、
そ
の
交
戦
が
如
何
な
る
原
因

に
基
い
て
起
っ
た
も
の
に
も
せ
よ
、
当
然
救
済
を
求
む
る
の
権
利
が
あ
る
。
た
だ
問
題
は
、
交
戦
国
の
行
為
が
果
た
し
て
交
戦
法
規

の
容
認
せ
ざ
る
違
法
の
も
の
で
あ
っ
た
か
否
か
に
あ
り
て
：・・：
そ
れ
は
国
際
法
が
冷
静
且
公
平
に
裁
断
す
る
の
で
あ
る
。
殊
に
交
戦

国
の
違
法
行
為

（が
仮
に
あ
り
と
し
て
）
に
因
る
損
害
賠
償
問
題
に
関
し
て
は
、
如
何
に
加
害
国
が
独
自
の
強
硬
な
る
見
解
を
執
る

と
し
た
所
で
、
賠
償
要
求
権
者
は
不
満
足
と
思
ふ
場
合
に
は
、
自
国
政
府
に
訴
え
て
之
を
彼
我
政
府
間
の
外
交
問
題
と
為
し
得
る
の

道
も
あ
る
。

あ
き
ら
か
に
、
戦
争
法
違
反
に
よ
り
損
害
を
受
け
た
個
人
は
賠
償
請
求
権
を
有
し
て
い
る
と
の
認
識
で
あ
り
、
そ
の
認
識
に
は

一
点
の
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利
の
重
要
な

一
部
を
な
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
人
権
諸
条
約
等
を
通
じ
て
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
連
総
会
決

議
が
確
認
す
る
と
お
り
、
「
国
家
は
、
当
該
国
家
に
帰
属
し
得
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
で
あ
っ
て
国
際
人
権
法
の
大
規
模
な
違
反
ま
た
は

(41
)
 

国
際
人
道
法
の
重
大
な
侵
害
に
あ
た
る
も
の
の
被
害
者
に
対
し
て
、
賠
償
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
、

こ
う
し
た
国
際
人
権

・
人
道
法
の
今
日
的
枠
組
み
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
、
個
人
を
権
利
主
体
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
そ

う
明
確
に
し
て
い
る
（
も
と
よ
り
、
同
条
が
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
に
先
だ
っ
て
個
人
に
賠
償
請
求
権
を
付
与
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て

再
び
イ
タ
リ
ア
の
判
例
に
着
目
す
る
と
、
破
毀
院
は
二

0
0
九
年
に
、
ド
イ
ツ
軍
人
の
戦
争
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
受
け
た
イ
タ

リ
ア
人
の
提
起
し
た
損
害
賠
償
請
求
（
附
帯
私
訴
）
を
受
け
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
人
間
の
自
由
お
よ
び
尊
厳
の
価
値
が
侵
害

さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
際
社
会
の
構
成
員
お
よ
び
被
害
者
自
身
に
よ
る
懲
罰
的
反
応
を
必
ず
引
き
起
こ
す
こ
と
が
国
際
的
な
法
シ
ス
テ
ム

(42
)
 

の

一
体
性
に
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
人
間
の
尊
厳
を
深
刻
に
毀
損
す
る
戦
争
犯
罪
は
国
際
公
序
に
反
す
る
重
大
な
国
際
法
違
反

に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
被
害
者
へ
の
賠
償
は
国
際
社
会
全
体
が
共
有
す
る
基
本
的
価
値
（
国
際
公
序
）
を
回
復
し
保
護
す
る
こ
と
に

ほ
か
な
ら
な

い
。
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
の
根
底
に
あ
る
の
も
、
こ
う
し
た
基
本
的
な
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

国
際
法
を

一
般
的
に
受
容
す
る
日
本
に
お
い
て
、
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
ハ

ー
グ
陸
戦
規
則
と
と
も
に
そ
の
ま
ま
国
内
法
化
さ
れ
て

い
る
。
個
人
が
国
際
法
主
体
で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
個
人
に
権
利
が
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
国
際
的
次
元
で
発
せ

ら
れ
る
問
い
と
は
ま
っ
た
く
別
に
、
同
条
は
、
そ
の
ま
ま
国
内
法
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
法
の
規
定
と
し
て

で
あ
る
）
原
告
ら
に
賠
償
請
求
の
法
的
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
°
「
[
ハ
ー
グ
陸
戦
〕
規
則
ノ
条
項
二
違
反
シ
タ
ル
交
戦
当

事
者
ハ
、
損
害
ア
ル
ト
キ
ハ
、
之
力
賠
償
ノ
責
ヲ
負
フ
ベ

キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
い
う
規
定
は
紛
れ
も
な
い
日
本
の
国
内
法
な
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

い
た
こ
と
は
既
に
み
た
と
お
り
で
あ
る
）。

（日
本
法
上
の
主
体
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も
と
よ
り
、
国
際
違
法
行
為
は
治
癒
さ
れ
、
国
家
責
任
は
解
除
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
国
際
法
の
変
わ
ら
ぬ
基
本
原
則
で

あ
る
。
国
内
法
化
し
た
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
を
根
拠
に
原
告
ら
に
賠
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
は
、
本
件
戦
争
法
規
・
慣
例
違
反
に
よ
り

生
じ
た
国
際
義
務
違
反
を
治
癒
し
、
国
家
責
任
の
解
除
を
促
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
憲
法
九
八
条
二
項
の
定
め
る
国
際
法
遵
守

義
務
を
具
現
化
す
る
営
み
そ
の
も
の
で
も
あ
る
。

イ．

ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
を
適
用
す
る
こ
と
と
並
び
、
民
法
不
法
行
為
規
定
を
適
用
す
る
可
能
性
も
必
ず
し
も
排
除
さ
れ
な
い
。
戦
後

補
償
裁
判
に
お
い
て
は
、
国
家
無
答
責
の
法
理
を
排
斥
し
て
民
法
の
適
用
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
事
例
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
中

(43) 

国
人
強
制
連
行

・
強
制
労
働
事
件
新
潟
地
方
裁
判
所
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
じ
て
い
る
。

戦
前
に
お
い
て
、
国
家
無
答
責
の
法
理
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
本
件
に
適
用
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
。

す
な
わ
ち
、
戦
前
に
お
い
て
は
、
行
政
裁
判
所
法
が

「行
政
裁
判
所
ハ
損
害
要
償
ノ
訴
訟
ヲ
受
理
セ
ス
」
と
定
め

（同
法

一
六
条
）
、

司
法
裁
判
所
も
国
に
よ
る
公
権
力
の
行
使
に
関
連
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
民
法
の
不
法
行
為
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
て

お
り
、
司
法
裁
判
所
及
び
行
政
裁
判
所
と
も
に
国
の
公
権
力
の
行
使
に
関
連
す
る
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
受
理
し
な

か
っ
た
た
め
、
そ
の
よ
う
な
請
求
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
国
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を

る
よ
う
な
方
法
（
例
え
ば
、
奴
隷
的
扱
い
）

否
定
す
る
考
え
方
自
体
が
、
行
政
裁
判
所
が
廃
止
さ
れ
、
公
法
関
係
及
び
私
法
関
係
の
訴
訟
の
全
て
が
司
法
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
現
行
法
下
に
お
い
て
は
、
合
理
性
・
正
当
性
を
見
出
し
難
い
。
ま
た
、
国
の
公
権
力
の
行
使
が
、
人
間
性
を
無
視
す

で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
損
害
が
生
じ
た
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
日
本
国
憲
法
施
行

前
・
国
家
賠
償
法
施
行
前
の
損
害
で
あ
る
と
い
う

一
事
を
も

っ
て
、
国
に
対
し
て
民
事
責
任
を
追
及
で
き
な
い
と
す
る
解
釈
・
運
用

は
、
著
し
く
正
義
・
公
平
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
件
は
、
被
告
国
が
政
策
と
し
て
、
法
律
上
・
人
道
上
お
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治
癒
さ
れ
国
家
責
任
が
解
除
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い

よ
そ
許
さ
れ
な
い
強
制
連
行
・
強
制
労
働
を
実
施
し
た
と
い
う
悪
質
な
事
案
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
事
し
た
日
本
兵
ら
の
行
為
に
つ
い

て
は
微
塵
の
要
保
護
性
も
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
前
記
認
定
事
実
八
の
と
お
り
、
被
告
国
は
、
強
制
連
行
・
強
制
労
働
の
事
実
を
隠

蔽
す
る
た
め
に
、
外
務
省
報
告
書
等
を
焼
却
す
る
な
ど
極
め
て
悪
質
な
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
総
合
す
る
と
、
現
行
の
憲
法
及
び
法
律
下
に
お
い
て
、
本
件
強
制
連
行
・
強
制
労
働
の
よ
う
な
重
大
な
人
権

侵
害
が
行
わ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
国
家
賠
償
法
施
行
前
の
法
体
系
下
に
お
け
る
民
法
の
不
法
行
為
の
規
定
の
解
釈
・
適

用
を
行
う
に
あ
た

っ
て
、
公
権
力
の
行
使
に
は
民
法
の
適
用
が
な
い
と
い
う
戦
前
の
法
理
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
正
義
・
公
平
の
観

点
か
ら
著
し
く
相
当
性
を
欠
く
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
大
江
山
中
国
人
強
制
連
行
・
強
制
労
働
事
件
京
都
地
裁
判
決
（
二

0
0
三
年
一
月
一
五
日
）
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
韓

国
人
犠
牲
者
補
償
請
求
控
訴
事
件
東
京
高
裁
判
決
（
二

0
0
三
年
七
月
二
二
日
）
、
損
害
賠
償
等
請
求
控
訴
事
件
福
岡
高
裁
判
決
（
二

0
0

(44) 

四
年
五
月
二
四
日
）
な
ど
少
な
か
ら
ぬ
裁
判
に
お
い
て
民
法
の
適
用
可
能
性
が
肯
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
に
つ
い

て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
民
法
を
通
し
て
で
あ
れ
、
不
法
行
為
が
治
癒
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
責
任
の
解
除
が
促
さ
れ
る
こ
と
に
は

変
わ
り
な
い
。
国
家
責
任
の
解
除
は
日
本
に
課
せ
ら
れ
た
厳
然
た
る
国
際
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
そ
の
義
務
の
履
行
を
可
能
に
す
る
よ
う

に
下
位
法
で
あ
る
民
法
を
解
釈
適
用
す
る
こ
と
は
、
憲
法
九
八
条
二
項
に
も
と
づ
く
憲
法
上
の
要
請
と
い
え
る
。

ウ
．
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、

二
0
0
七
年
の
最
高
裁
判
決
の
論
理
に
よ
っ
て
も
、

（
最
高
裁
判
決
の
論
理
に

日
本
が
生
じ
さ
せ
た
本
件
国
際
法
違
反
は
治
癒
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
。
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
・
日
中
共
同
声
明
等
に
よ
っ
て
も
請
求
権
は
放
棄
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
違
法
性
が

（
重
慶
大
爆
撃
の
被
害
者
に
は
、
賠
償
措
置
が
な
ん
ら
と
ら
れ
て
い
な
い
）
。
「
請
求

権
の
放
棄
」
と
は
、
国
家
間
レ
ベ
ル
で
は
責
任
の
追
及
を
し
な
い
と
い
う
謂
い
で
あ
り
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
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）
の
間
、

日
本
政
府
は
、

任
は
継
続
す
る
。

よ
れ
ば
）
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
が
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ら
す
国
家
責
任
が
解
除
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
本
件
国
際
違
法
行
為
が
も
た

だ
が
、
国
家
責
任
は
解
除
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
義
務
は
、
ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
と
と
も
に
、
国
家
責
任
に
か
か
る

一
般

国
際
法
の
基
本
原
則
に
基
づ
き
、
今
日
に
引
き
続
く
義
務
と
し
て
あ
る
。
国
家
責
任
解
除
の
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
は
、
国
際
法
（
ハ

ー

グ
条
約
お
よ
び
一
般
国
際
法
）
に
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
る
。
義
務
違
反
に
よ
り
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
支
払
い
が
そ
の
中

心
を
な
す
（
一
般
国
際
法
上
の
責
任
解
除
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
前
述
国
家
責
任
条
文
第
二
章
に
列
記
さ
れ
て
い
る
）
。

本
件
国
際
法
違
反
に
よ
る
国
家
責
任
解
除
義
務
は
明
確
で
あ
り
、
ま
た
、
責
任
解
除
の
た
め
に
と
る
べ
き
措
置
も
国
際
法
上
特
定
さ
れ

て
い
る
。
国
家
責
任
解
除
義
務
は
国
際
義
務
の
違
反
が
生
じ
た
一
九
三
八
年
か
ら
継
続
し
て
お
り
、
す
で
に
六

0
年
以
上
の
時
が
経
過
し

て
い
る
。
日
中
共
同
声
明
お
よ
び
日
中
平
和
友
好
条
約
の
時
点
か
ら
で
も
三
0
年
以
上
、
重
慶
市
人
民
代
表
大
会
が
日
本
に
対
す
る
賠
償

請
求
決
議
を
採
択
し
て
か
ら
で
も
二

0
年
以
上
が
経
っ
て
い
る
。
責
任
解
除
義
務
に
つ
い
て
時
効
は
な
く
、
解
除
さ
れ
な
い
限
り
国
家
責

一
貫
し
て
、
原
告
ら
個
人
に
対
し
て
負
担
す
る
職
務
上
の
法
的
義
務
と
評
価
で
き
る
作
為
義
務
（
責
任
解
除

の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
義
務
）

の
淵
怠
を
続
け
て
き
た
。
文
字
通
り
な
ん
ら
の
措
置
も
と
ら
れ
て
お
ら
ず
、
公
務
運
営
の
瑕
疵
は
明
白

で
あ
る
。
こ
う
し
た
継
続
す
る
不
作
為
は
、
原
告
ら
に
は
な
は
だ
し
い
精
神
的

・
肉
体
的
負
担
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
国
家

賠
償
法
施
行
後
以
降
引
き
続
く
国
家
責
任
解
除
義
務
の
解
怠
に
つ
い
て
は
、
同
法

一
条
の
適
用
を
受
け
て
し
か
る
べ
き
も
の
と
い
っ
て
よ

い
。
な
お
、
本
件
に
お
い
て
国
家
賠
償
請
求
の
対
象
に
な
る
の
は
、

日
本
国
が
負
う
国
家
責
任
解
除
義
務
の
悌
怠
と
い
う
同
法
施
行
後
の

行
為
（
不
作
為
）
に
基
づ
く
損
害
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
法
律
施
行
前
の
行
為
に
基
づ
く
損
害
で
は
な
い
。
ま
た
、
相
互
保
証
の
要

件
に
関
し
て
は
、
仮
に
そ
れ
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
救
済
を
念
頭
に
お
い
た
正
義
公
平
の
原
則
に
照
ら
し
緩
や
か
に
解
さ
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IV

権
利
制
限
の
合
理
性
審
査

ん
ら
障
害
は
生
じ
な
い
。

れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
相
互
保
証
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
請
求
権
行
使
時
で
な
く
不
法
行
為
時
と
し
て
も
、
中
華
人
民
共
和
国
国

家
賠
償
法
が
施
行
さ
れ
た

一
九
九
五
年

l

月
一
日
以
降
継
続
す
る
日
本
国
の
違
法
行
為
（
国
家
責
任
解
除
義
務
の
僻
怠
）
に
つ
い
て
は
な

上
記
III
に
記
載
し
た
と
お
り
、
本
件
に
お
い
て
は
民
事
上
の
権
利
義
務
関
係
に
つ
い
て
争
い
う
る
十
分
な
法
的
根
拠
が
あ
る
。
も
っ
と

も
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
合
理
的
な
制
限
に
服
す

る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、
最
高
裁
判
決
に
よ
る
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
の
喪
失
と
い
う
手
続
的
制
限
が
合
理
的
で
あ
る
か
を

検
討
す
る
。
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
第

一
に
当
該
制
限
が
正
統
な
目
的
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
第
二
に
手
段
が
当
該
目
的

と
比
例
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
の
審
査
を
通
し
て
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
権
利
の
本
質
を
損
う
よ
う
な
制
限
は
許
容
さ
れ
な
い
。

最
高
裁
判
決
に
よ
れ
ば
、
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
が
失
わ
れ
る
の
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠

組
み
は
、
日
本
国
と
連
合
国
四
八
か
国
と
の
間
の
戦
争
状
態
を
最
終
的
に
終
了
さ
せ
、
将
来
に
向
け
て
揺
る
ぎ
な
い
友
好
関
係
を
築
く
と

い
う
平
和
条
約
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
枠
組
み
が
定
め
ら
れ
た
の
は
、
平
和
条
約
を
締
結
し
て
お

き
な
が
ら
戦
争
の
遂
行
中
に
生
じ
た
種
々
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
を
、
事
後
的
個
別
的
な
民
事
裁
判
上
の
権
利
行
使
を
も
っ
て
解
決
す

る
と
い
う
処
理
に
ゆ
だ
ね
た
な
ら
ば
、
将
来
、
ど
ち
ら
の
国
家
又
は
国
民
に
対
し
て
も
、
平
和
条
約
締
結
時
に
は
予
測
困
難
な
過
大
な
負

担
を
負
わ
せ
、
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
平
和
条
約
の
目
的
達
成
の
妨
げ
と
な
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
と
解

さ
れ
る
」
。
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わ
る
問
題
そ
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
旨
は
、

日
本
も
締
約
国
で
あ
る

一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
に
共
通
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
文
民
条
約
は
七

条
で
「
い
か
な
る
特
別
協
定
も
、
こ
の
条
約
で
定
め
る
被
保
護
者
の
地
位
に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
こ
の
条
約
で
そ
れ
ら
の
者
に

与
え
る
権
利
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
、
八
条
で
は
「
被
保
護
者
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
こ
の
条
約
及
び
、

前
条
に
掲
げ
る
特
別
協
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
協
定
に
よ
り
保
障
さ
れ
る
権
利
を
部
分
的
に
も
又
は
全
面
的
に
も
放
棄
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
と
定
め
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
国
家
だ
け
で
な
く
当
事
者
個
人
で
あ
っ
て
も
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
で
与

え
ら
れ
た
水
準
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
合
意
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
国
際
公
序
に
か
か

さ
ら
に
、
文
民
条
約
は
一
四
七
条
お
よ
び
一
四
八
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
す
る

損
害
と
を
法
的
に
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
他
の
三
条
約
に
も
同
様
の
規
定
あ
り
）
。
「
重
大
な
違

つ
ま
り
、
将
来
に
向
け
て
揺
る
ぎ
な
い
友
好
関
係
を
築
く
と
い
う
平
和
条
約
の
目
的
達
成
の
た
め
に
、
相
互
に
過
大
な
負
担
が
事
後
的

に
発
生
す
る
事
態
を
回
避
す
る
こ
と
が
制
限
の
目
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を

喪
失
さ
せ
る
手
段
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
法
秩
序
に
あ
っ
て
平
和
条
約
の
果
た
し
て
き
た
役
割
に
鑑
み
る
に
、
こ
う

し
た
目
的
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
、
た
だ
ち
に
否
定
し
去
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
採
用
さ
れ
る
手
段
（
裁
判
上
訴
求

す
る
権
能
の
喪
失
）
が
そ
う
し
た
目
的
と
比
例
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
重
大
な
疑
義
が
あ
る
。

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
人
道
に
対
す
る
罪
に
相
当
す
る
重
大
な
国
際
人
道
法
違
反
に
よ
り
生
じ
た
損
害
な
の
で
あ
っ
て
、
戦

時
に
生
じ
た
単
な
る
私
有
財
産
等
の
損
壊
な
の
で
は
な
い
。
後
者
の
よ
う
な
事
案
に
か
か
る
請
求
権
に
つ
い
て
は
必
要
な
措
置
を
も
っ
て

平
和
条
約
等
に
よ
り
消
滅
さ
せ
る
こ
と
も
否
定
す
る
も
の
で
な
い
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
国
際
公
序
そ
の
も
の
を
脅
か
す
重
大
な
違
法

行
為
で
あ
る
だ
け
に
、
特
別
の
配
慮
が
必
要
に
な
る
。
国
際
犯
罪
に
相
当
す
る
違
法
行
為
か
ら
生
じ
た
損
害
と
、
戦
時
中
に
生
じ
た
他
の
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国
際
人
道
法
の
根
幹
を
な
す
こ
れ
ら
の
規
定
が
伝
え
る
の
は
、
国
家
は
個
人
の
権
利
水
準
を
低
下
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
重
大
な
国
際

人
逍
法
の
違
反
に
か
か
る
自
国
の
責
任
を
免
れ
る
よ
う
な
合
意
を
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
に
関

す
る
赤
十
字
国
際
委
員
会
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
が
解
説
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
従
前
の
諸
条
約
に
内
在
し
て
い
た
も
の
を
具
現
化

さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
け

っ
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
新
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
締
約
国
の
責
任
に
か
か
る
条
項
に
つ
い

(45
)
 

て
は
、

刑
事
処
罰
を
終
え
て
も
な
お
損
害
賠
償
責
任
が
残
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。

ハ
ー
グ
陸
戦
条
約
三
条
は
一

九
七
七
年
の
第
一
追
加
議
定
書
九

一
条
と
し
て
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
に
関
す
る
赤
十
字

国
際
委
員
会
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
「平
和
条
約
の
締
結
に
あ
た
り
、
当
事
国
は
、
適
当
と
思
料
さ
れ
る
場
合
、
戦
争
損
害

一
般
に
関
す
る
問
題
と
戦
争
を
開
始
し
た
責
任
に
関
す
る
問
題
を
原
則
的
に
処
理
す
る
。
そ
の

一
方
で
、
戦
争
犯
罪
人
の
訴
追
を
控
え
る

こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
お
よ
び
本
議
定
書
の
規
則
を
侵
害
さ
れ
た
被
害
者
が
権
利
資
格
を
有
す
る

(
e
n
t
i
t
l
e
d
)

賠

(46) 

償
を
拒
否
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
。

平
和
条
約
に
よ
り
国
家
と
個
人
の
請
求
権
を
処
理
す
る
こ
と
は
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
国
家
が
本
来
負
う
べ
き
責
任

を
回
避
し
、
重
大
な
被
害
を
受
け
た
個
人
の
地
位
を
損
な
う
こ
と
は
国
際
人
道
法
上
許
さ
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約

に
体
現
さ
れ
た
国
際
人
道
法
の
基
本
的
要
請
と
両
立
す
る
限
り
で
の
み
請
求
権
処
理
は
な
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ら
免
れ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
」
。

反
行
為
と
は
、
こ
の
条
約
が
保
護
す
る
人
又
は
物
に
対
し
て
行
わ
れ
る
次
の
行
為
、
す
な
わ
ち
、
殺
人
、
拷
問
若
し
く
は
非
人
道
的
待
遇

（生
物
学
的
実
験
を
含
む
。）
、
身
体
若
し
く
は
健
康
に
対
し
て
故
意
に
重
い
苦
痛
を
与
え
、
若
し
く
は
重
大
な
障
害
を
与
え
る
こ
と
：
・
：
・
又

は
軍
事
上
の
必
要
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
不
法
且
つ
恣
意
的
な
財
産
の
広
範
な
破
壊
若
し
く
は
徴
発
を
行
う
こ
と
を
い
う
」
。
「
締
約

国
は
、
前
条
に
掲
げ
る
違
反
行
為
に
関
し
、
自
国
が
負
う
べ
き
責
任
を
免
か
れ
、
又
は
他
の
締
約
国
を
し
て
そ
の
国
が
負
う
べ
き
責
任
か
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も
と
よ
り
、
最
高
裁
判
決
は
請
求
権
が
実
体
的
に
消
滅
し
た
と
ま
で
は
宣
言
し
て
い
な
い
。
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
が
失
わ
れ
た
と
い

う
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
以
外
の
方
法
に
よ
り
賠
償
の
手
当
が
な
さ
れ
、
人
道
法
違
反
が
治
癒
さ
れ
る
方
途
は
残
さ
れ
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
最
高
裁
判
決
の
時
点
の
み
な
ら
ず
現
時
点
に
あ

っ
て
も
、
原
告
ら
に
対
す
る
賠
償

（あ
る
い
は
そ
れ
に
相

当
す
る
）
措
置
は
日
本
政
府
に
よ
り
ま
っ
た
く
と
ら
れ
て
い
な
い
。
「
過
大
な
負
担
」
が
事
後
的
に
発
生
す
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
前
に
、
こ

れ
ほ
ど
大
規
模
な
違
法
行
為
に
よ
る
損
害
を
受
け
た
原
告
ら
に
な
ん
ら
の
賠
償
措
置
も
振
り
向
け
ら
れ
て
き
て
い
な
い
こ
と
を
想
起
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
以
外
の
方
法
に
よ
る
将
来
的
な
賠
償
手
当
て
の
見
込
み
は
な
に
も
立
っ
て
い
な
い
。
重
大
な
国

際
人
道
法
違
反
の
被
害
者
た
る
原
告
ら
は
文
字
通
り
放
置
さ
れ
、

日
本
国
の
負
う
法
的
責
任
も
回
避
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

ま
た
、
前
記
ー
で
論
じ
た
と
お
り
、
そ
も
そ
も
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
を
日
中
共
同
声
明
に
あ
て
は
め
る
こ
と

に
は
国
際
法
上
の
根
拠
が
な
い
。
日
中
共
同
声
明
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
独

立
し
た
国
際
法
文
書
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
最
高
裁
判
決
が
い
う
よ
う
に
、

「
日
中
共
同
声
明
五
項
は
：
・
・
:

そ
の
文
言
を
見
る
限
り
に
お
い
て
は
、
放
棄
の
対
象
と
な
る

「
請
求
」
の
主
体
が
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
家
間
の
い
わ
ゆ
る
戦
争
賠
償

の
ほ
か
に
請
求
権
の
処
理
を
含
む
趣
旨
か
ど
う
か
、
ま
た
、
請
求
権
の
処
理
を
含
む
と
し
て
も
、
中
華
人
民
共
和
国
の
国
民
が
個
人
と
し

て
有
す
る
請
求
権
の
放
棄
を
含
む
趣
旨
か
ど
う
か
が
、
必
ず
し
も
明
ら
か
と
は
い
え
な
い
」
。

同
共
同
声
明
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
前
掲
新
潟
地
裁
判
決
（
二

0
0
四
年
三
月
二
六

H
)
な
ど
に
お
い
て
詳
細
な
判
断
が

示
さ
れ
て
い
る
。
同
判
決
は
、
「
日
中
共
同
声
明
は
、
文
言
自
体
か
ら
し
て
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
日
本
国
に
対
す
る
戦
争
賠
償
の
請

求
を
放
棄
し
た
だ
け
で
あ
り
、
中
華
人
民
共
和
国
の
国
民
個
人
の
日
本
国
に
対
す
る
請
求
権
を
放
棄
し
た
と
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
り
、
個
人
の
私
的
請
求
権
は
放
棄
さ
れ
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
政
府
の
見
解
、
中
国
側
の
見
解
等
を
分
析
し
、
「
日
中
共
同

声
明
及
び
日
中
平
和
友
好
条
約
に
よ
り
、
原
告
ら
中
国
国
民
固
有
の
私
的
請
求
権
は
放
棄
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
の
裁
判
所
に
お
い
て
本
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結
語

も
た
ら
す
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

件
損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
判
断
は
す
で
に
紹
介
ず
み
の
他
の
中
国
人

こ
の
よ
う
に
、

日
中
共
同
声
明
を
誠
実
に
解
釈
し
た
場
合
に
は
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
が
失
わ
れ
た
と
い
う
解
釈
を
導
き
出
す
こ
と
は

困
難
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
に
強
引
に
組
み
入
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
国
際
法
上
さ

上
述
し
た
こ
と
を
約
言
す
る
に
、
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
を
日
中
共
同
声
明
に
あ
て
は
め
て
原
告
ら
の
裁
判
上

訴
求
す
る
権
能
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
際
法
上
根
拠
の
な
い
論
理
に
依
っ
て
お
り
、
ま
た
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
が
体
現
す
る
国
際

人
道
法
の
基
本
的
要
請
に
違
背
す
る
事
態
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制
限
す
る
手
段
と
し
て
失

当
で
あ
り
、
目
的
と
均
衡
を
失
し
た
不
合
理
な
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
に
よ
り
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
な
ん
ら
の
代
替
措

置
も
と
ら
れ
ず
、
か
つ
、
と
ら
れ
る
見
込
み
も
な
い
な
か
で
、
重
大
な
国
際
人
道
法
違
反
の
被
害
者
で
あ
る
原
告
ら
の
裁
判
上
訴
求
す
る

を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
は
、
以
上
の
理
由
に
よ
り
、
自
由
権
規
約

（特
に

一
四
条
一
項
）

権
能
を
喪
失
さ
せ
る
こ
と
は
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
ま
さ
し
く
本
質
を
損
な
う
に
等
し
い
。
原
告
ら
の
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能

の
定
め
る
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
の
侵
害
を

「サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
を
日
中
共
同
声
明
に
あ
て
は
め
て
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を
失
わ
せ
る
こ
と
は
、
条
約
の

適
用
に
か
か
る
国
際
法
規
範
に
違
背
し
、
か
つ
、
自
由
権
規
約

（特
に

一
四
条
一
項
）
に
よ

っ
て
原
告
ら
が
保
障
さ
れ
て
い
る
司
法
に
ア

ら
な
る
過
ち
を
重
ね
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

被
害
者
関
係
裁
判
で
も
同
様
に
示
さ
れ
て
い
る
。
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＊
本
稿
は
、
以
下
の
事
件
の
原
告
ら
の
求
め
に
よ
り
、
—

1
0
一
三
年
四
月
一
三
日
付
け
で
東
京
地
方
裁
判
所
民
事
第
一
三
部
に
提
出
し
た
意
見
書
を

一
部
修
正
の

う
え
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
二

0
0
六
年
（
ワ
）
第
六
四
八
四
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
原
告
王
子
雄
外
―
二
九
名
被
告
国
）
、
二

0
0
八
年
（
ワ
）
第
一

八
―
―
―
八
二
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
原
告
呉
及
義
外
ニ
―
名
被
告
国
）
‘
―

1
0
0
八
年
（
ワ
）
第
一
二
五
一
八
――
―号
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
原
告
劉
国
珍
外

四
四
名
被
告
国
）
、
二

0
0
九
年
（
ワ
）
第
三
五
二
六
二
号
損
害
賠
償
請
求
事
件
（
原
告
夏
振
東
外
八

0
名
被
告
国
）
。

注(
1
)
L
E
X
¥
D
B
2
8
1
3
1
1
5
3
,
 2
8
1
3
1
1
5
4
.
 

(
2
)

＝10
0
九
年
四
月
九
日
付
「
今
後
の
訴
訟
進
行
に
対
す
る
意
見
書
」
三
頁
。

(
3
)
翻
訳
は
、
奥
脇
直
也
・
小
寺
彰
絹
集
代
表
I

国
際
条
約
集
―

1
0
一
三
l

（
有
斐
閣
、
二

0
1
――一年
）
に
よ
る
。

(
4
)
な
お
、
最
高
裁
判
決
が
説
く
と
お
り
、
日
中
共
同
声
明
は
「
我
が
国
に
お
い
て
条
約
と
し
て
の
取
扱
い
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
会
の
批
准
も
経
て
い
な

い
」
。
「
国
際
法
上
条
約
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
日
中
平
和
友
好
条
約
に
お
い
て
、
日
中
共
同
声
明
に
示
さ
れ
た
諸
原
則
を
厳
格
に
遵

守
す
る
旨
が
確
認
さ
れ
た
」
と
は
い
え
、
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
確
認
は
前
文
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
同
共
同
声
明
が
た
だ
ち
に
「
条
約
と
し

て
の
法
規
範
性
を
獲
得
し
た
」
と
断
ず
る
こ
と
に
は
難
が
あ
る
。
同
共
同
声
明
五
項
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
を
名
宛
人
と
す
る
中
国
側
の
「
一
方
的
な
宣

言
」
と
し
て
法
規
範
性
を
獲
得
し
た
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
意
見
害
に
お
い
て
日
中
共
同
声
明
に
言
及
す
る
場
合
に
は
、
主
と
し
て
五
項

を
念
頭
に
お
く
。

認
め
る
司
法
判
断
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
条
約
は
、
他
の
条
約
と
可
能
な
か
ぎ
り
調
和
す
る
よ
う
解
釈
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
条
約
間
の
調
和
を
可

能
に
す
る
解
釈
が
現
に
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
解
釈
を
採
用
す
べ
き
は
当
然
で
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
を
具
現
化
す
る
人
権
条
約
が
か
か

わ
る
場
合
に
は
、
な
お
の
こ
と
そ
の
要
請
は
強
ま
る
。
法
的
根
拠
の
な
い
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
の
枠
組
み
」
な
る
も
の
に
依

拠
し
た
最
高
裁
判
決
を
無
批
判
に
踏
襲
す
る
こ
と
な
く
、
国
際
法
の
適
正
な
解
釈
に
よ
り
、
原
告
ら
に
対
し
て
裁
判
上
訴
求
す
る
権
能
を

ク
セ
ス
す
る
権
利
の
侵
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
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一
四
三
ー

一
四
四
頁
。

(5
)
杉
原
高
嶺

「国
際
法
」
（
有
斐
閣
、

二
0
0
八
年
）

(6
)
同
上
書
、
一

四
五
頁。

(
7
)
石
井
明
ほ
か

「記
録
と
考
証
日
中
国
交
正
常
化
・
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
交
渉
j

（
岩
波
書
店
、
二

0
0
三
年
）
五
六
頁
。

(8
)
五
十
嵐
正
博
教
授
は
、
最
高
裁
判
決
を

「ま
こ
と
に
奇
妙
な
判
決
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
と
中
国
最
高
裁
判
決
の

「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
枠
組
み
論
」

」
I

法
律
時
報
」
八
0
巻
四
号
（
二
0
0
八
年
）
九
二
頁
。

(9
)
「「
西
松
建
設
」
訴
訟
判
決
に
関
す
る
コ
メ
ン

ト

中
国
外
交
部
報
道
官
」
二

0
0
七
年
四
月
二
八
日
、

h
t
t
p
"＼
¥
w
w
w
.c
h
i
n
a
,
e
m
b
a
s
s
y
.o
r
.j
p
¥
j
p
n
¥

f
y
r
t
h¥
t
3
1
4
8
8
4
.h
t
m
0
 

(10
)
韓
国
大
法
院
、
広
島
三
菱
徴
用
エ
原
燥
被
害
者
裁
判
二

0
―
二
年
五
月
二
四
日
。
翻
訳
は
、
日
本
製
鉄
元
徴
用
エ
裁
判
を
支
援
す
る
会

・
太
平
洋
戦
争
被

害
者
補
償
推
進
協
議
会
I

五

・
二
四
韓
国
大
法
院
判
決
資
料
集
」

(
=I
O
I
―
一
年
六
月
二

0
日
）
九
頁
。

(1
1)
た
と
え
ば
、
F
e
r
r
i
r
i
v

•F
e
d
e
r
a
l
R
ep
u
b
l
ic
 of
 G
e
r
m
a
n
y,
 De

c
i
s
i
o
n
 N
o
.5
0
4
4¥
2
0
0
4
,
 

Inte
r
n
a
tional L
a
w
 R
e
p
orts
,
 Vo

l
.
1
2
8
,
 p.658; P

r
e
fe
c
ture
 o/
V
o
i
o
tia 

V•Federal 

R
epublic o
f
 G
e
r
m
a
n
y,
 ca

s
e
 N
o
.11
¥
2
0
0
0
,
 Id.
,
 Vo

l
.
1
2
9
,
 p.5

1
3
"
R
e
p
u
b
b
lica F
e
de
r
a/e
 di G
e
m
a
n
i
a
 c
.
 Au
t
o
ges
tione
 pr
e
fe
ttiz
ia di 
Vojotia 

(G
r
e
c
i
a
)
,
 

C
a
s
e
 N
o
.
1
1
1
6
3
¥
ll,Itali
a
n
 C
o
u
r
t
 o
f
 C
a
s
s
a
t
i
o
n
,
 

J
u
d
g
m
e
n
t
 o
f
 1
2
 J
a
n
u
a
r
y
 2011.'<c-
タ
リ
ア
と
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
裁
判
の
実
情
は
、
下

記
注

(
12
)

所
掲
の
国
際
司
法
裁
判
所
判
決
中

(p
a
r
a
s
.2
7ー

3
6
)

に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

(
12
)
Jurisdictional I
m
m
u
n
i
t
i
e
s
 o
f
 th
e
 State 
(
G
e
r
m
a
n
y
 v
.
 Italy: 

G
r
e
e
c
e
 Interve
ning
)
 
J
u
d
g
m
e
n
t
.
 
3
 F
e
b
r
u
a
r
y
 2
0
1
2
,
 http"

¥＼
w
w
w
.
i
c
j
,
c
ij
.o
r
g¥
 

d
o
c
k
e
t¥
fi
le
s¥
1
4
3¥
1
6
8
8
3
.pdf. 

(
13
)
Id.
,
 pa

r
a
.
1
0
0
.
 

(
14
)
Id.
,
 pa
r
a.9
9
.
 

(15
)
な
お
、
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
期
に
起
き
た
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
財
産
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
連
合
国
国
民
か
ら
の
訴
え
に
つ
い
て
も

審
理
し
て
き
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
案
の
場
合
に
主
権
免
除
と
の
抵
触
が
生
じ
な
い

こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
。
C
o
u
n
ter,M
e
m
o
r
i
a
l
o
f
 Ita
ly
,
 

2
2
 D
e
,
 

c
e
m
b
e
r
 2
0
0
9
,
 pa

r
a
.4
.91, http"
¥
¥
w
w
w
.
i
cj,cij
.o
r
g¥
d
o
c
k
et¥fi
les¥
1
4
3
¥
1
6
0
1
7
.p
d
f.
 

(16
)
換
言
す
れ
ば
、
司
法
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
（
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
）
と
は
、
形
式
的
・
手
続
的
な
側
面
の
み
な
ら
ず
、
「
結
果
面
で
の
実
体
的
な

「正

義
」
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
含
意
す
る
」（
松
尾
弘
「
開
発
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
司
法
ア
ク
セ
ス
の
改
善
へ
の
統
合
的
ア
プ
ロ
ー
チ
ー
法
の
支
配
お
よ
び
良
い
統

治
と
の
関
連
に
焦
点
を
当
て
て
ー
」
「
慶
應
法
学
j

二
三
号
（
二

0
―
二
年
）
四
ー
五
頁
）
の
で
あ
り
、
本
意
見
書
で
も
こ
の
語
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
用

い
る
。

(17
)
藤
田
久
一

「
国際
人
道
法
と
個
人
請
求
権
」

「法
律
時
報
」
八
0
巻
四
号
（
二
0
0

八
年
）
八
―
―
ず
—

八
四
頁
。
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（竺
）
Case

o
f
 Goiburu et. 

al. 
v. 
Paraguay, 

Merits, R
e
p
a
rations a

n
d
 Costs. J

u
d
g
m
e
nt of S

e
p
t
e
m
b
e
r
 22, 

2006, Ser
ies C, 

N
o.153

,
 pa
r
a.131. 

ぼ
）
General

C
o
m
m
e
n
t
 No.32, C

C
P
R/
C
/GC

/
32,

 23 A
u
g
u
s
t
 2007, para.6. 

（2'5) 
Case of E

m
i
n
e
 Arac v. 

Turkey 
(9907102)

.
 

J
u
d
g
m
ent 

(Seco
n
d
 Section), 23 S

e
p
t
e
m
b
e
r
 2008, para.51. 

（
芯
）
瑞
埠
牝
＜
針
k
「
縣
弄
志
旦
卜
へ
ギ
ペ
ヤ
心
避
栞
S
痢
甲
国
国

(I)
—
函
ま
<
送
緑
盆

1
(
~

I
 ~A.J
皿
王
送
粟
~
I
臣
~
l
~
G
丑
溢

」
「吉

栄

遥
郎
」
（

益
回
坦
<
辛
監
-
<
拒
匡
睾
圭
釈
ギ
入
ぷ
→

I
 }-Rn]t,

い
0

1
0
措

川
匹

)
臣

ギ
'

国
目

賦
O

（斜）
Case

of Waite a
n
d
 Kennedy v. 

Germany, A
p
p
lication no.26083

/94, J
u
d
gment, 18 F

e
b
r
u
a
r
y
 1999, para.59. 

ぼ
）
G
e
ner

al
C
o
m
m
e
n
t
 No.32, supra note 19, 

para.18. 

（吝）
Wai

te
a
n
d
 Kennecly, sz,pra, not

e
 21 para.69; B

e
er a

n
d
 R
e
g
a
n
 v. 

Germany, A
p
p
lication no.289

34/95
,
 

J
u
d
g
m
e
n
t, 
18 F

e
b
r
u
a
r
y
 1999, para.59 

（K¥
)
 Counter-Memorial a/Italy, sz,pra 

note 15, 
paras.4. 92. 

（宮
）

1
兵
0
や
叶
S
R
賤
廷

I~~廿
叫

IIII□投
1
ば
R
囲
e
辮
芯
・
苺
泄
如
感
ヤ

2
心
条
’
押
兵
回
茶
捉
露
囲
は
心
心

1"''
祁
心
甜
呂
ぺ
母
圏
企
埒

0
心
父
全
’
ゃ
e

念
眠

豆
座

側
忌

や
伶

0
足
゜

崇
l且

臼
燥

「釜
咄

心
回

経
坦
」
（
樹

砦
監

細
臨

l
兵
兵
川
~

)
I
や
目
賦
~
\
淫

゜

(~
) 
G
r
e
c
o
-
G
e
r
m
a
n
 M
i
x
e
d
 Arbitral Tribunal. Coenca Brothers v. 

G
e
r
m
a
n
y
 (1927) 

&
 Kiriadolou v. 

G
e
r
m
a
n
y
 
(1930

),
 

G
e
o
r
g
 S
c
h
w
a
r
z
e
n
b
e
r
g
-

er, 
Intemational L

a
w
 as Applied by International Courts a

n
d
 Tribunals, Vol.2 

(1968)
,
 pp.144-150; Ingrid Detter, The L

a
w
 of W

a
r
 
(2nd ed., 

C
a
m
b
r
idge University Press, 2000

). 
p.284. 

澤
）

田
匡
叫

l
「
刹
郡
心
圏
経
叫
（
溢
桑
韻
細
迎
'

l
兵

Illや
母

）
11
<
兵

賦
゜
さ
兵
＇
示
旺
似
投
姦
撼
{
+
ユ
封
念
心

゜

（食）
Lassa

O
p
p
e
n
h
e
i
m
 
[H
e
r
s
c
h
 Lauterpacht e

d
.], 

International L
a
w
:
 A

 Treatise,
 Vol.II 

[7th e
d
.] 

(L
o
n
g
m
a
n
s
,
 1952

),
 p.524. 

(g
)
鯉
水
疑
性

「吋
悪
岩
匁
囲
経
叫
（
式
枷
垢
拭

-4~:itl'
I
 ;::;l
lll 

I~
) 
11
兵

兵
属

゜
示

旺
似

ざ
求

似
如

盤
マ

竺
全

＇
海

撼
{
+
は
封
念
心゚

(~
) 

L
X
"-
D
B
2
7
6
6
1
0
0
4
.
 

（笞
）

雫
瞑

幽
茜

信
塩

圏
経
<-1

叫
（
叫
痣
田
+
<
式
臼
韮
翡
ぎ

I
兵
Ol-R

母）
Ill臣

く
一

Ill
自

ギ
寓

゜
下

王
奴

竺
賑

叡
印

以
ぢ

袋
文

゜

（笞
）
Prefecture

ofVoiotia v. 
Federal Republic of Germany, case No.

11
/
2000, sz,pra, 

note 11, 
p.521. 

（茎
）
起

米
・

症
惑

釦
（

坦
g
)

Il
l団

＜
賦

’
示

旺
似

丑
海

撼
廿

ユ
封

全
心

゜
心

沿
'
O
p
p
e
n
h
e
i
m
,International Law, sz,pra note 29, 

p.594 
-,!iJ匡

iJIII
O

澤
）

匝
叔
条
竪
-
<
心
避
寄
州
蛙
勾
⇒

ャ
ニ
心
心
＄
，
で
把
悩
伶
心
回
経
坦
充
肘
抑
e
訳

淀
如

芸
緊

ヤ
心

企
e

ュ
＇
遮
田
<
:
<

I
•
編
怜
は
十
川

・
9姿
盆
饂
K
器
睫
「
藩

舟
心

要
＜
e
送
写
J

(rn
怜
澁
縄
＃
＇

1
兵
兵
兵
母
）゚

ぼ
）

モ
頚

サ
・

湘
討

令
喉

祇
．

姿
監

諷
柊

器
遷

ほ
這

定
迄

心
回

経
<

翠
叫

ぽ
に

釦
匹

日
0
0
}
-
R
母
)
川
巨
iく
-

川
臣

兵
賦

ユ
郡

霙
全

萎
蕊

和
兵

ャ
3
心

（お
）
Repubblica

Federale di G
e
m
a
n
i
a
 c.

 
Autogestione prefettizia di 

Vojotia 
(Grecia), C

a
s
e
 No.11163

/
11, sz,pra, 

note 11. para.50. 
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Opinion of J
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d
ge
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ャ
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