
国
際
法
に
お
け
る
国
家
が
、
い
か
な
る
国
際
法
上
の
地
位
を
有
す
る
か
は
、

個
々
の
条
約
を
個
々
に
み
る
よ
り
策
は
な
い
。
が
、
国
際
法
主
体
と
し
て
容
認

せ
ら
れ
る
限
り
、
原
則
と
し
て
共
通
な
国
際
法
地
位
を
考
え
る
こ
と
は
可
能
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
来
、
国
際
法
学
で
、
一
般
に
国
家
の
基
本
権
の
名
に
お

い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
は
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
こ
れ
に
該
当
す
る
と
解

し
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
観
念
は
、
自
然
法
思
想
に
基
づ
い
て
お
り
、
人

間
が
生
来
的
に
一
定
の
権
利
を
付
与
せ
ら
れ
る
の
と
同
様
、
国
家
も
ま
た
生
れ

な
が
ら
に
固
有
の
権
利
を
付
与
せ
ら
れ
て
い
る
、
と
の
観
念
に
も
と
づ
い
て
い

る
。
が
、
国
家
の
国
際
法
上
の
権
利
は
、
国
際
法
を
前
提
と
す
る
国
家
の
承
認
を

通
し
て
、
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
に
固
有
の
も
の
と
い
う

型
で
付
与
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
も
と
よ
り
で
あ
る
。
故
に
、
国

家
に
固
有
の
権
利
と
い
う
観
念
で
、
国
家
の
基
本
権
を
語
り
え
な
い
の
は
論
を

ま
た
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
ん
に
ち
国
際
法
の
主
体
と
し
て
、
国
家
に

原
則
と
し
て
共
通
に
認
め
ら
れ
う
る
国
際
法
的
地
位
の
考
察
は
可
能
と
い
う
べ

き
で
あ
り
従
っ
て
国
家
の
基
本
権
を
語
る
の
も
許
さ
れ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、

序

国
際
法
に
お
け
る
主
権
の
考
察

説

■

ト

い
か
な
る
権
利
が
基
本
権
で
あ
る
か
は
学
説
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い

る
。
と
は
い
え
主
権
宙
。
ぐ
の
Ｈ
ｇ
胃
ご
》
の
。
ｇ
国
曽
の
３
普
昌
閏
普
詳
鷲
）

が
、
最
も
重
要
で
あ
り
、
あ
る
い
は
す
く
な
く
と
も
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ

で
あ
ろ
う
点
で
は
異
論
が
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
十
九
世
紀
は
、
主
権
国
家
の
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
こ

で
は
、
主
権
は
、
な
に
も
の
に
も
服
さ
ぬ
最
高
絶
対
に
し
て
侵
す
こ
と
の
許
さ

れ
な
い
権
力
を
示
す
、
国
家
の
当
然
の
属
性
と
観
念
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
今
日

で
は
、
も
は
や
主
権
の
語
は
、
国
際
連
盟
、
国
際
連
合
、
す
す
ん
で
は
超
国
家

機
構
（
８
国
畠
唾
目
巴
○
品
四
且
恩
威
ｏ
己
）
の
現
出
に
よ
っ
て
、
な
ん
ら
か
の

制
約
な
し
に
は
用
い
ら
れ
な
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
ポ
リ
テ
ス

宮
．
国
冒
芭
に
は
、
「
今
日
で
は
、
す
で
に
久
し
て
以
前
か
ら
光
を
消
し
た

だ
残
光
の
み
を
と
ど
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
星
の
如
き
も
の
と
な
っ
て
し
ま
つ

１た
」
と
し
か
、
映
じ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
他
方
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
の
ち
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
瞭

原
の
火
の
よ
う
に
拡
が
っ
て
い
っ
た
民
族
解
放
運
動
は
、
ひ
と
し
く
主
権
の
確

く２

立
を
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
掲
げ
つ
づ
け
た
。
平
和
五
原
則
蹄
、
主
権
は
尊

’８

重
さ
る
べ
き
も
の
と
う
た
わ
れ
た
。
か
つ
、
ソ
連
の
国
際
法
理
論
は
、
一
貫
し

粕

谷

進

179



て
国
家
主
権
擁
謹
の
立
場
を
強
く
打
ち
だ
し
て
い
る
。

し
か
し
今
日
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
故
に
、
国
際
法
を
規
制
す
る
国
際
法
、
か

つ
国
家
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
さ
え
も
、
何
ら
か
の
変
質
化
の
き
ざ
し
を
み
な
い

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
で
い
る
。
そ
の
限
り
、
主
権
の
問
題
は
、
今
日
な
お
国
際

法
な
い
し
国
際
政
治
に
お
け
る
重
要
な
課
題
の
一
翼
を
し
め
て
い
る
と
思
わ
れ

④一
念
。

一
国
際
法
と
国
家
主
権

｝
国
際
法
は
、
二
つ
の
前
提
を
内
包
し
て
い
る
”
そ
の
一
は
、
複
数
国
家

(4) (3) (2) (1)

田
畑
茂
二
郎
「
国
際
法
・
国
際
政
治
の
諸
問
題
」
五
頁
よ
り
引
用
、
有
信

堂
、
昭
和
三
十
年
。

周
恩
来
と
ネ
ー
ル
が
、
中
国
と
イ
ン
ド
の
唯
一
の
政
治
的
争
点
と
も
い
え
る

チ
ベ
ッ
ト
に
関
し
て
の
話
し
あ
い
で
到
達
し
妥
結
し
た
、
一
九
五
四
年
四
月

二
十
九
日
の
中
印
通
商
貿
易
協
定
の
前
文
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
㈲
主
権
と
領
土
の
相
互
尊
重
、
口
相
互
の
不
可
侵
へ
国
内
政
不
干

渉
、
四
互
恵
と
平
等
、
飼
平
和
的
共
存
、
で
あ
る
。

エ
フ
・
ィ
・
コ
ジ
ェ
ヴ
ニ
コ
ら
共
同
執
筆
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
際
法
」
第
三

章
、
日
刊
労
働
通
信
社
、
昭
和
三
七
年
。

わ
が
国
に
お
け
る
戦
後
の
主
権
に
関
す
る
論
文
と
し
て
、
田
畑
茂
二
郎
「
国

家
主
椛
と
国
際
法
」
（
法
学
理
論
筋
）
、
同
、
「
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家

主
権
」
（
国
際
法
・
国
際
政
治
の
諸
問
題
所
収
）
、
一
又
正
雄
「
国
際
法
か

ら
み
た
主
権
」
（
法
と
国
家
権
力
Ⅲ
）
、
小
田
滋
「
伝
統
的
国
際
法
理
論
の

本
質
Ｉ
国
際
法
に
お
け
る
国
家
主
権
概
念
に
つ
い
て
兵
法
学
十
四
・
四
）
、

佐
藤
和
男
語
一
権
国
家
と
国
際
機
構
と
の
法
的
関
係
」
（
政
経
論
叢
六
・

三
）
宮
崎
繁
樹
「
二
十
世
紀
に
お
け
る
主
施
の
地
位
」
（
法
律
時
報
三
二
）

な
ど
が
あ
る
。

の
存
在
で
あ
り
、
そ
の
二
ぱ
、
そ
れ
ら
国
家
間
に
お
け
る
尊
重
精
神
と
い
う
連

帯
意
識
の
存
在
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
古
代
で
は
、
こ
の
第
二
の
前
提
が
欠
け
て
い
た
。
自
分
た
ち
こ

そ
、
人
間
と
し
て
選
ば
れ
た
民
で
あ
り
、
従
っ
て
他
は
そ
れ
以
前
の
存
在
と
観

念
さ
れ
て
蔑
視
せ
ら
れ
、
敵
視
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
お
互
い
は
、
世
界
支
配
を

掌
中
に
お
さ
め
る
こ
と
に
の
み
終
始
し
て
い
た
。
故
に
、
こ
の
よ
う
な
民
族
相

互
間
で
は
、
当
然
に
相
互
尊
重
の
意
識
は
も
と
よ
り
な
く
、
同
格
者
間
の
法
の

性
質
に
た
つ
国
際
法
は
、
全
く
成
立
の
余
地
を
も
た
な
か
っ
た
。

中
世
に
及
ぶ
と
、
む
し
ろ
第
一
の
前
提
を
欠
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー

Ｏ
ゴ

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ロ
ー
マ
皇
帝
と
ロ
ー
マ
法
王
に
よ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界

帝
国
の
統
一
支
配
の
下
で
は
、
あ
る
種
の
世
界
法
は
存
し
え
た
と
し
て
も
、
国

際
法
成
立
の
基
盤
は
充
分
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
つ
の
前
提
を
み
た
し
た
の
は
、
す
な
わ
ち
国
際
法
の
生
誕
を
み
た
の
は
、

近
代
国
家
を
形
成
し
た
の
と
そ
の
時
を
一
つ
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
、
独
立
国

家
の
本
質
的
特
徴
を
主
権
と
し
て
概
念
づ
け
た
の
は
ジ
ャ
ン
・
ボ
ー
ダ
ン

Ｑ
の
四
口
園
○
目
ｃ
を
も
っ
て
、
最
初
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
言
葉
そ
れ

■
》

自
体
は
、
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
十
世
紀
こ
ろ
よ
り
の
自
曽
日
甘
と
い
う

言
葉
で
使
用
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
、
中
世
ラ
テ
ン
語
の
伽
昌
の
国
胃
用

に
由
来
し
、
か
つ
こ
の
言
葉
も
更
に
古
典
的
ラ
テ
ン
語
の
め
口
冒
眉
唱
の
か
ら
誰

１

つ
た
も
の
で
、
「
最
上
位
の
も
の
」
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
中

世
で
も
、
国
内
の
権
力
が
多
元
化
し
封
建
諸
侯
自
身
、
国
王
に
抗
す
る
社
会
態

。
Ｉ勢

を
と
っ
て
い
た
関
係
で
、
国
王
の
み
を
主
権
者
と
は
み
ず
「
す
べ
て
の
パ
ロ

ン
は
そ
の
封
土
内
に
お
い
て
主
権
者
で
あ
る
」
。
ｇ
国
営
め
９
８
口
の
⑦
異
の
。
ご
‐
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妬
乞
。
唖
Ｅ
・
●
り

ぐ
愚
冨
の
ｇ
の
画
冒
Ｈ
Ｒ
目
の
と
じ
、
封
建
諸
侯
を
も
ま
た
主
権
春
ど
よ
〃
で
い

↑
。
●
・
●
一
■

た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
中
世
で
も
、
主
権
の
権
念
は
一
般
に
用
い
ら
れ
て
は

い
た
が
、
近
世
に
及
び
、
国
内
に
お
け
る
権
力
の
多
元
的
分
烈
の
止
揚
に
伴

い
、
国
内
権
力
下
に
国
家
が
統
一
せ
ら
れ
る
と
、
漸
次
国
王
（
Ⅱ
国
家
）
の
み

を
、
主
権
者
と
呼
称
す
る
に
至
り
、
か
つ
権
力
の
最
高
、
絶
対
性
が
強
調
せ
ら

れ
る
に
及
ん
だ
。
ボ
ー
ダ
ン
が
、
そ
の
主
著
「
国
家
に
関
ず
る
六
書
」
馬
切
の
買

与
Ｈ
閉
号
置
幻
９
号
昼
吊
の
な
か
で
、
主
権
を
「
国
家
の
絶
対
、
永
久
の

権
利
」
と
し
た
の
は
、
右
の
反
映
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
近

代
国
家
は
、
中
世
封
建
制
の
崩
壊
の
の
ち
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

統
一
的
国
家
と
し
て
近
代
国
家
の
生
誕
を
み
る
た
め
に
は
、
国
内
の
封
建
諸
侯

の
権
力
を
奪
い
か
つ
国
王
自
身
の
手
に
委
ね
て
、
唯
一
の
権
力
者
と
す
る
こ
と

が
要
請
せ
ら
れ
た
。
更
に
、
国
王
権
力
の
確
立
化
に
は
、
同
時
に
そ
れ
ま
で
国

王
の
権
力
を
外
部
か
ら
常
に
筆
肘
し
つ
つ
中
世
封
建
制
の
支
柱
の
地
位
に
あ
っ

た
ロ
ー
マ
法
王
な
ら
び
に
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
の
普
遍
的
権
威
を
排
除
す
る
こ
と

２

も
必
要
視
せ
ら
れ
獄
か
く
し
て
、
内
外
の
封
建
的
勢
力
に
対
す
る
闘
争
を
通

し
て
、
や
が
て
雪
国
王
の
権
力
が
確
立
せ
ら
れ
る
と
「
他
の
い
か
な
る
鵬
ガ
春
に

、
・
く３

も
依
存
せ
ざ
る
権
力
者
の
権
力
」
と
い
う
特
質
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
、
漸

次
主
権
の
語
が
一
般
化
せ
ら
れ
、
国
王
（
Ⅱ
国
家
）
の
み
を
主
権
者
と
す
る
観

念
が
生
じ
て
い
っ
た
。

そ
の
後
、
ヴ
ア
ッ
テ
ル
臼
号
冨
雰
ｇ
は
、
国
家
主
権
の
概
念
を
、
自

由
と
独
立
に
よ
っ
て
職
徴
づ
け
、
そ
れ
を
国
際
関
係
の
一
般
的
前
提
と
し
て
強

調
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ー
ノ
ッ
テ
ル
は
「
国
家
は
、
本
来
自
由
で
独
垂
な
、
国

家
が
形
成
せ
ら
れ
る
以
前
は
と
も
に
、
自
然
状
態
の
な
か
で
生
活
し
て
い
た
人

々
に
よ
り
樵
成
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
“
国
家
そ
れ
自
身
も
、
・
自
然
状
態

の
下
に
と
も
に
生
活
し
て
い
る
自
由
な
人
言
格
者
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

国
家
は
自
己
の
意
思
に
よ
り
他
の
人
ま
た
は
他
の
国
家
に
服
従
し
な
い
限
り
、

い
つ
で
も
絶
対
に
自
由
か
つ
独
立
の
存
在
な
の
で
あ
る
」
と
し
、
あ
る
い
は
ま

た
、
「
自
由
と
独
立
と
が
認
め
ら
れ
る
結
果
と
し
て
、
良
心
が
何
を
求
め
で
い

る
か
、
何
を
な
ず
こ
と
が
適
当
で
あ
り
適
当
で
な
い
か
を
決
定
す
る
の
は
、
そ

４

れ
ぞ
れ
の
国
家
で
あ
る
」
と
理
論
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

二
と
こ
ろ
で
、
国
家
が
主
権
を
も
つ
こ
と
そ
れ
自
体
、
国
際
法
の
客
観
的

妥
当
性
と
矛
盾
し
て
い
る
と
論
ず
る
学
者
も
な
い
で
は
な
い
。
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

セ
ル
（
の
①
。
品
①
砕
呂
）
は
、
「
主
権
は
絶
対
的
な
観
念
で
あ
り
」
「
自
己
の

欲
す
る
何
事
を
も
な
し
う
る
能
力
を
意
味
し
て
い
る
と
の
理
解
に
た
ち
つ
つ
、

そ
れ
で
は
、
国
際
法
の
客
観
的
な
性
格
と
調
和
し
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で

あ
っ
た
。
ず
な
わ
ち
、
「
主
権
者
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
法
の
主
体
は
、
す
べ

⑤

て
直
接
、
法
に
背
き
そ
れ
を
否
認
す
る
こ
と
と
な
る
」
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
国
家
主
権
が
国
際
法
の
妥
当
性
と
矛
盾
す
る
と

解
す
る
こ
と
は
、
主
権
観
念
の
本
来
的
意
味
か
ら
み
て
、
正
し
い
も
の
と
は
い

い
難
い
。
た
し
か
に
、
ボ
ー
ダ
ン
は
、
国
家
権
力
を
し
て
主
権
と
概
念
づ
け
は

し
た
が
、
だ
が
、
こ
の
地
上
の
他
の
権
力
に
は
従
属
し
な
い
と
し
た
ま
で
で
あ

っ
て
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
拘
束
を
も
排
す
る
無
制
約
の
権
力
を
主
張
し
た
の
で
は

な
か
っ
た
。
彼
は
、
主
権
者
と
い
え
ど
も
、
神
法
や
自
然
法
、
さ
ら
に
す
べ
て

の
人
々
に
共
通
す
る
あ
る
種
の
人
定
法
に
よ
っ
て
拘
束
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
当

然
と
観
念
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
口

ヴ
ー
ノ
ッ
テ
ル
の
説
明
に
対
し
て
も
、
客
観
的
な
一
切
の
拘
束
を
排
す
る
絶
対

『
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７

主
権
の
観
念
を
展
開
し
て
い
る
か
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
彼
に
し
て
も
、
そ
れ
は
他
の
権
力
主
体
、
わ
け
て
も
当
時
、
強
大
な
絶

対
主
鏡
国
家
の
支
配
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
た
の
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
客
観
的
な
国
際
法
の
拘
束
を
も
否
認
す
る
観
念
に
た

っ
て
主
張
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
説
明
は
そ
の
こ
と
を
証
明

づ
け
る
も
の
と
解
し
う
る
。
「
故
に
、
国
家
が
自
己
の
欲
す
る
ま
ま
に
自
由
な
行

動
が
で
き
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
そ
の
行
動
が
他
の
国
家
の
完
全
な
権
利
を
害

し
な
い
限
度
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
何
ら
か
の
完
全
な
対
外
的
義
務
（
号
辱

醤
睦
○
口
宮
前
旨
の
穏
埼
駐
詳
の
）
な
し
に
、
単
に
対
内
的
義
務
（
・
臣
恩
威
目

甘
扇
日
の
）
を
負
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
も
し
国
家

８

が
、
そ
の
自
由
を
猟
用
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
悪
し
き
行
為
と
な
る
で
あ
ろ
う
」
。

も
っ
と
も
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
が
、
国
家
の
自
由
を
論
ず
る
さ
い
、
し
ば
し
ば
国
際
法

を
前
提
と
し
な
い
、
単
な
る
自
由
を
意
味
す
る
か
の
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と

そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
法
的
概
念
と
し
て
は
、
若
干
不
適
確
で
あ
っ
た
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
国
家
主
権
の
観
念
が
絶
対
化
せ
ら
れ
、
国
家
が
一
般
に
は
最
高
の
法
秩

序
で
あ
り
、
故
に
国
家
自
身
の
上
に
位
す
る
法
の
存
在
は
容
認
し
な
い
と
の
観

念
が
確
立
さ
れ
た
の
は
、
一
九
世
紀
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

影
稗
に
由
来
す
る
の
は
確
か
と
し
て
も
、
し
か
し
ヴ
ア
ッ
テ
ル
の
法
的
概
念
と

し
て
の
不
適
確
性
に
も
、
そ
の
影
響
は
求
め
ら
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
立
場
か
ら
は
、
国
際
法
は
、
単
に
国
際
意
思
に
基
く
「
対
外
的
国

家
法
」
に
す
ぎ
ず
、
従
っ
て
自
己
拘
束
説
に
帰
着
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
イ
エ
ー
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
も
主
張
せ
ら
れ
た
が
、
よ
り
法
理
論
的
に

９

は
、
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
（
の
．
瀞
冒
甘
堅
○
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
彼
に
よ
る

と
、
主
権
的
国
家
権
力
は
自
己
の
う
え
に
よ
り
優
位
な
も
の
を
認
め
ぬ
権
力
で

あ
り
、
つ
ま
り
独
立
・
最
高
の
権
力
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
国
際
法
に
つ
い
て

も
、
理
論
的
に
は
、
国
家
は
た
だ
自
己
の
意
思
に
の
み
服
す
る
、
と
す
る
。
あ

，

る
い
峰
ア
ド
ル
フ
・
ラ
ッ
ソ
ン
ｅ
・
忍
“
伽
融
が
国
家
主
権
は
、
国
家
的

自
己
目
的
の
具
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
国
家
は
そ
れ
を
有
す
る
主
体
と
し
て
、

そ
れ
故
に
、
法
秩
序
に
服
す
る
必
要
は
な
く
、
国
際
法
は
、
純
粋
に
事
実
上
単

な
る
「
合
目
的
的
状
態
」
（
野
§
丙
息
の
既
得
の
儲
目
鼻
目
ｅ
以
上
の
何
物
で
も

な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
は
、
結
局
、
国
家
主
権
の
絶
対
最
高
観
念
を
打
ち
出

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
単
に
理
論
の
上
だ
け
で
な
く
、
事
実
の
上
で
も
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。
一
八
九
九
年
の
第
一
回
ヘ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
け
る
ド
イ
ツ
代

表
ツ
ォ
ル
ン
Ｒ
日
巳
が
、
常
設
仲
裁
判
所
の
裁
判
官
名
簿
の
作
成
を
、
ド
イ

⑪

シ
国
家
の
主
権
を
傷
つ
け
る
と
し
て
反
対
し
た
の
は
そ
の
例
で
あ
っ
た
。
あ
る

い
は
、
ド
ラ
ゴ
ー
ｅ
圃
習
）
が
、
交
債
の
発
行
を
主
権
行
為
で
あ
る
と
し
、

そ
れ
に
関
す
る
争
い
で
は
外
国
の
参
加
を
排
除
し
、
国
家
主
権
の
名
に
お
い
て

自
国
民
保
謹
に
関
す
る
一
般
国
際
法
上
の
原
則
を
否
認
し
た
の
も
、
国
家
主
権

が
絶
対
的
な
無
制
約
の
権
力
と
し
て
主
張
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
先
に
概
観
し
た
歴
史
的
視
点
か
ら
い
っ

て
も
、
主
権
の
概
念
を
歪
め
て
理
解
し
、
行
為
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
、

こ
の
論
は
、
国
内
法
優
位
の
一
元
論
宮
。
且
の
日
）
に
通
ず
る
も
の
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
そ
れ
が
、
絶
対
主
権
を
前
提
と
す
る
限
り
で
、
当
然
に
国
際
法
と

矛
盾
し
、
結
局
は
そ
の
否
定
に
陥
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
際
社
会
の
現
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実
に
も
反
す
る
こ
と
、
も
と
よ
り
で
あ
っ
た
。

一
絶
対
主
権
に
対
す
る
反
省
を
通
し
て
、
国
家
主
権
は
捨
て
さ
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
ひ
と
た
び
国
家
が
合
意
し
た
と
こ
ろ
の
国
際
条

約
は
、
一
方
的
に
は
廃
棄
で
き
な
い
も
の
と
し
、
こ
う
し
た
拘
束
力
あ
る
法
の

(6)（5）（4）（3） (2)（1）(II)m(9)(8)(7)

田
岡
良
一
「
委
任
統
治
の
本
衝
」
一
四
五
頁
。

の
、
国
．
野
冨
尉
ｇ
Ｑ
弓
．
］
・
の
肩
Ｂ
ａ
、
冒
一
ｇ
目
鼻
ご
ロ
８
津
扇

旨
○
号
目
固
８
具
昏
の
の
薗
蔚
員
残
箇
ｇ
ゆ
ぢ
圏
．

田
畑
茂
二
郎
「
国
際
法
Ｉ
」
二
二
一
頁
、
有
斐
閣
、
昭
和
三
六
年
。

同
、
二
二
六
’
二
二
七
頁
。

同
、
二
二
五
’
二
二
六
頁
。

宮
崎
繁
樹
「
二
○
世
紀
に
お
け
る
主
権
の
地
位
」
七
三
頁
、
法
律
時
報
、
三

二
巻
。

田
畑
茂
二
郎
「
国
際
法
Ｉ
」
二
二
七
頁
。

同
、
二
二
七
頁
。

○
．
苛
旨
儲
衰
諺
邑
、
の
日
の
宮
野
豊
厨
庸
営
蔚
陰
届
呂

齢
．
冒
朋
目
》
甘
甘
Ｎ
甘
巨
昌
画
冒
具
幹
烏
の
胃
》
戻
貝
愚
呂
諒
》
岳
ご
》
切
隠

ツ
オ
ル
ン
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
皇
帝
は
、
そ
の
資
格
を
神
法
か
ら
う
け
た
も

の
で
あ
り
、
危
急
の
場
合
は
、
そ
の
国
民
の
運
命
を
指
導
す
べ
き
義
務
を
負

っ
て
お
り
、
一
時
た
り
と
も
、
そ
の
主
権
の
一
部
が
、
否
認
さ
れ
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
だ
発
生
し
て
い
な
い
事
実
に
対
し
て
、
ド

イ
ツ
皇
帝
自
身
が
、
ま
だ
任
命
し
て
い
な
い
裁
判
官
の
判
決
に
従
う
こ
と
を

約
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
で
さ

え
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
に
は
、
仲
裁
裁
判
に
よ
る
こ
と
を
容
認
し
て
い

た
の
で
あ
り
、
合
意
の
う
え
で
裁
判
に
か
け
る
こ
と
は
、
主
権
と
矛
盾
す
る

も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
．

二
主
権
の
概
念

創
設
を
こ
そ
、
む
し
ろ
か
え
っ
て
国
家
主
権
の
発
動
で
あ
る
と
し
、
国
際
法
と

国
内
法
（
ぐ
嘩
涛
の
同
の
目
ご
旨
ロ
伊
四
国
号
閏
①
。
江
）
を
全
く
異
っ
た
次
元
の
法
と

し
て
認
め
る
二
元
論
ａ
９
房
目
）
が
成
立
し
て
い
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、

１

ト
リ
ー
ペ
ル
（
国
．
白
鳳
８
座
）
を
も
っ
て
そ
の
代
表
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ト
リ
ー
ペ
ル
は
、
国
際
法
の
基
礎
を
国
家
間
の
合
意
に
お
い
た
。
こ
の
限
り

で
、
国
内
法
が
意
思
に
基
づ
く
の
と
異
り
、
か
つ
国
内
法
が
個
人
相
互
間
、
又

は
個
人
と
国
家
の
関
係
を
規
律
す
る
の
に
対
し
、
国
際
法
は
、
対
等
国
家
間
の

関
係
を
規
律
す
る
と
し
た
。
従
っ
て
、
国
際
法
と
国
内
法
は
、
同
一
の
法
体
系

で
は
も
と
よ
り
な
く
、
故
に
国
際
法
を
国
内
に
適
用
す
る
た
め
に
は
、
国
家
の

意
思
に
よ
り
国
内
法
に
変
型
（
薄
目
旦
貝
冒
翼
ざ
ｅ
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
た
（
い
わ
ゆ
る
変
型
理
論
）
・

二
元
論
は
、
当
時
に
お
い
て
は
、
進
歩
的
見
解
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
、
大
戦

前
の
現
実
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

二
二
○
世
紀
初
頭
以
来
、
主
権
の
概
念
は
、
大
体
に
お
い
て
国
家
が
他
の

権
力
主
体
に
従
属
し
な
い
こ
と
、
自
己
の
意
に
反
し
て
他
の
権
力
主
体
に
よ
る

拘
束
を
受
け
な
い
こ
と
と
定
識
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

「
主
権
と
は
、
形
式
的
概
念
と
し
て
、
他
の
支
配
権
力
か
ら
独
立
で
あ
る
国

２

家
権
力
の
性
格
を
示
し
て
い
る
」
含
ル
テ
国
．
罵
○
風
の
）
「
支
配
者
、
す
な
わ

ち
、
広
義
に
お
け
る
政
府
が
ｐ
そ
の
権
力
の
行
使
に
関
し
て
、
外
部
の
支
配
者

に
従
属
す
る
こ
と
の
な
い
場
合
、
、
こ
の
支
・
配
団
体
は
主
権
的
で
あ
る
」
（
ヤ
ラ

３

？
■
飯
ｆ
″
、
、
．

イ
ス
国
ご
堅
再
３
筋
の
）
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
は
、
国
家
を
し
て
、
内
政
の
面
で
は
、

他
の
権
力
主
体
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
主
的
に
統
治
し
、
対
外
活
動
で

は
、
他
の
権
力
主
体
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
立
で
あ
る
と
い
う
国
家
の
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性
質
に
対
し
て
、
主
権
と
概
念
づ
け
た
。
従
っ
て
対
外
的
な
面
で
は
、
主
権
は

独
玄
と
同
義
語
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
り
、
あ
る
学
者
は
、
そ
れ
岐
一
に
対
外
面

で
は
、
主
権
と
は
い
わ
ず
独
立
権
の
語
を
用
い
、
内
政
面
で
の
自
主
性
の
み
を

４

主
権
と
し
て
い
る
。

主
権
の
語
は
、
一
般
に
は
こ
う
し
た
国
家
の
一
定
の
性
質
を
示
す
形
容
的
な

観
念
で
用
眺
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
貢
に
そ
れ
菰
転
化
し
、
次
の
性
質
を
も
つ

国
家
権
力
そ
の
も
の
が
、
主
権
と
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
。
例
え
ば

一
九
一
三
年
、
ア
メ
リ
カ
の
モ
ン
タ
ナ
州
最
高
裁
判
所
が
、
世
界
大
戦
中
の
元

兵
士
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
規
定
し
た
州
立
法
の
無
効
宣
言
の
な
か
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
ホ
な
わ
ち
、
「
国
際
社
会
に
お
け
る
合
衆

●
、

国
の
主
権
的
権
力
は
、
専
ら
合
衆
国
政
府
に
の
み
存
し
て
い
る
。
主
権
と
は
、

そ
の
完
全
な
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
独
立
国
家
が
統
治
せ
ら
れ
写

る
最
高
・
絶
対
・
無
制
約
の
権
力
毎
号
３
日
ｎ
号
８
旨
５
画
目

⑤

ご
ロ
８
具
門
昌
齢
貯
冒
急
閏
）
の
こ
と
で
あ
る
」
。

右
の
派
生
的
な
結
果
と
し
て
、
主
権
は
更
に
、
国
家
の
統
治
権
そ
の
も
の
、

あ
る
い
は
領
域
そ
の
も
の
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ス
ト
ウ
ェ
ル

Ｓ
ｂ
・
嘩
○
琴
画
ロ
が
、
「
承
認
と
は
、
そ
の
国
家
が
外
国
の
支
配
か
ら
独
立

し
、
一
定
の
地
域
を
確
実
に
統
治
し
て
い
る
政
府
を
も
っ
て
い
る
の
を
認
め
る

こ
と
で
あ
り
、
被
承
認
国
が
、
そ
の
領
域
を
取
締
り
、
そ
の
な
か
に
あ
る
す
べ

て
の
人
々
か
ら
勾
服
従
を
か
ち
う
る
こ
と
を
示
す
行
為
で
あ
る
。
こ
の
統
治
権

６

が
主
権
と
よ
ば
れ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
一
九
四
四
年
シ
カ
ゴ
に
お

心
一
■
■
胡
も
。
■
■
一
段
■

い
て
調
印
せ
ら
れ
た
国
際
民
間
航
空
条
約
の
第
一
条
「
締
約
国
は
、
各
国
が
そ

の
領
域
上
の
空
間
に
お
い
て
完
全
か
つ
排
他
的
な
主
権
を
有
ず
る
こ
と
を
認

む
」
と
規
定
し
、
更
に
国
際
連
盟
規
約
第
二
二
条
が
、
「
今
次
の
戦
争
の
結
果

と
し
て
、
従
前
統
治
し
て
い
た
国
家
の
主
権
の
下
に
立
つ
こ
と
を
や
め
た
植
民

７

地
及
び
領
土
…
…
…
」
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
主
権
の
語
は
、
二
つ
の
面
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
一

つ
は
、
国
内
的
な
面
で
あ
り
、
国
家
権
力
に
、
国
内
に
お
け
る
最
高
の
も
の
、

も
し
く
は
そ
れ
に
類
似
す
る
性
質
の
国
家
権
力
そ
の
も
の
を
意
味
し
た

（
い
わ
ゆ
る
対
外
主
権
）
。
い
い
か
え
れ
ば
、
国
家
権
力
が
、
そ
の
領
域
内
に
あ

る
人
及
び
土
地
造
支
配
す
る
最
高
の
も
の
で
あ
り
、
原
則
的
に
は
、
他
の
権
力

か
ら
の
●
制
約
を
受
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
二
は
、
国

（
対
）
外
的
面
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
国
家
が
、
対
内
・
対
外
関
係
の
処
理
に

お
い
て
、
外
部
か
ら
の
支
配
権
力
に
従
属
し
な
い
こ
と
、
自
己
の
意
に
反
し
て

■
琴
●

他
の
国
家
権
力
に
拘
束
せ
ら
れ
な
い
こ
と
、
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
権
力
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
い
わ
ゆ
る
対
外
主
権
）
・

三
主
権
概
念
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
権
力
の
面
に
ふ
れ
、
故
に
そ
の
い
ず
れ

の
面
を
強
調
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
生
ん
で
い
る
。
だ
が
、

国
家
の
国
際
法
上
の
地
位
を
示
す
も
の
と
し
て
み
る
と
き
、
国
家
権
力
の
非
従

属
性
、
す
な
わ
ち
、
国
家
が
、
国
内
国
外
の
事
柄
を
処
理
す
る
に
あ
た
り
、
他

の
権
力
主
体
に
従
属
せ
ず
、
。
独
立
を
示
す
側
面
こ
そ
重
要
で
あ
る
。

国
内
的
に
、
国
家
権
力
が
最
高
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
結
局
は
、
国
家
が
対

内
的
に
他
の
権
力
に
千
渉
せ
ら
れ
な
い
排
他
的
権
力
を
所
有
す
る
こ
と
を
意
味

て
い
る
の
で
あ
り
、
国
家
権
力
の
非
従
属
性
こ
そ
、
主
権
の
基
本
を
な
す
も
の

と
い
え
る
９
国
家
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
の
主
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

は
、
従
属
国
の
よ
う
に
国
家
結
合
に
よ
り
そ
の
地
位
に
特
別
の
制
限
を
付
せ
ら
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れ
て
い
る
も
の
は
別
論
と
し
て
も
、
な
お
今
日
生
き
つ
づ
け
て
い
る
、
と
い
わ

ね
ば
な
ら
な
い
。

仙
国
・
門
域
の
石
里
．
ぐ
昌
汽
②
同
ｇ
胃
画
ご
Ｑ
Ｆ
ｍ
ｐ
Ｑ
の
関
ｇ
再
》
岳
＄
》
雪
？
旨
．

②
国
．
瞬
日
廠
雪
の
Ｈ
ロ
ョ
ロ
陣
“
鳴
動
号
吋
ぐ
昌
汽
２
愚
呂
陸
宕
ロ
の
国
詞
ｇ
冨
胤
農
了

い
篇
湾
口
ロ
・
国
目
巳
巨
ご
鴨
霞
ご
い
ぼ
岸
号
制
の
冨
騨
§
》
后
綬
》
の
．
冷
．

③
国
・
菅
胃
３
肘
印
画
戸
８
℃
画
里
の
詞
ｇ
冨
伽
⑦
威
穴
風
玩
乞
居
り
旨
．

い
こ
の
点
に
つ
い
て
、
三
つ
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
①
ブ
ラ
ィ
ア
リ
ー
は
、
主
権
観
念
が
、
支
配
者
と
被
支
配
者
と
の
相
互

関
係
に
お
け
る
権
力
の
優
越
性
を
示
す
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
主
権
理
論
は
、
「
国
家
相
互
の
関
係
に
対
し
て
関
心

を
も
た
ず
、
何
ら
の
注
意
を
も
払
わ
な
か
っ
た
学
者
に
よ
っ
て
、
発

展
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
関
係
に
そ
れ
を
そ
の
ま
ま

用
い
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
と
し
、
故
に
、
対
外
関
係
に
対
し
て

は
、
「
独
立
」
と
い
う
語
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
］
・
炉
国
風
の
邑
顎
日
野
の
Ｆ
、
言
貝
ｚ
ｇ
ご
ロ
、
管
ご
認
・
ロ
ロ
器
Ｉ
忠
．
）
●
１
７
，

〃

々

②
立
博
士
も
主
権
の
語
を
対
外
的
関
係
に
限
定
し
、
対
外
的
に
は
、
「
独

立
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
べ
き
と
し
て
い
る
（
立
作
太
郎
「
平
時

国
際
法
論
」
一
三
四
’
一
三
六
亘
。

③
フ
オ
ル
ク
も
、
同
一
の
立
場
で
あ
る
。
分
．
幻
．
珂
○
巳
冨
崖
．
目
愚
ｌ

珪
恩
。
ご
冒
蔚
目
四
画
目
昌
博
号
々
岳
曽
詞
＄
）

㈹
一
九
二
八
年
の
パ
ル
マ
ス
島
事
件
に
お
け
る
常
設
仲
裁
裁
判
所
ｉ
判

決
の
な
か
で
も
、
「
国
際
関
係
に
お
け
る
主
権
は
独
立
を
意
味
し
て

い
る
」
と
し
て
い
る
。
（
の
．
の
星
冒
、
愚
ｇ
冨
碕
ｇ
冒
蔚
愚
島
目
昌

胃
弓
雪
ぐ
巳
自
得
農
Ｐ
冠
．
認
．
）

紛
一
又
正
雄
「
国
際
法
か
ら
み
た
主
権
」
日
本
法
哲
学
会
編
、
法
と
国

家
権
力
Ⅲ
、
六
七
‐
上
ハ
八
頁
〈
も
そ
う
で
あ
る
。

Ｂ
あ
る
い
は
、
国
家
が
対
内
Ｑ
対
外
関
係
に
お
．
い
て
、
他
の
権
力
主
体
こ
ど

に
国
家
の
命
令
・
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
自
主
的
に
行
動
し
う
る
こ
と

を
意
味
し
た
り
、
ま
た
そ
の
う
ち
の
対
外
関
係
に
関
し
て
の
み
を
独
立
と

し
た
り
、
更
に
国
家
に
対
し
従
属
的
な
結
合
関
係
の
下
に
た
た
ず
自
主
的

存
在
を
保
つ
こ
と
を
独
立
と
い
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
横
田
喜
三
郎
「
国
際
法
学
」
上
三
四
七
ｌ
三
流
二
頁
。

Ｃ
以
上
の
よ
う
な
法
律
的
概
念
と
し
て
で
は
な
く
、
政
治
的
・
経
済
的
に
自

主
的
な
存
在
を
保
つ
こ
と
を
国
家
の
独
立
と
す
る
場
合
も
な
い
で
は
な

い
。
例
え
ば
、
一
九
三
一
年
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
が

求
め
ら
れ
た
独
埋
関
税
同
盟
事
件
、
す
な
は
ち
、
独
填
の
関
税
同
盟
を
約

し
た
一
九
三
一
年
三
月
の
議
定
書
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「
独
立
」
を
動

か
し
え
な
い
も
の
と
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
そ
の
独
立
を
危
く
す
る
お
そ

れ
の
あ
る
行
為
を
な
さ
な
い
こ
と
を
約
し
た
、
サ
ン
・
ジ
エ
ル
マ
ン
条
約

の
第
八
○
条
、
さ
ら
に
そ
れ
を
確
認
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
、
そ
の
「
独

立
」
を
、
直
接
ま
た
は
間
接
に
危
く
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
性
質
の
一
切
の

交
渉
あ
る
い
は
、
経
済
上
ま
た
は
財
政
上
の
約
束
を
な
さ
な
い
こ
と
に
同

意
し
た
、
一
九
二
二
年
十
月
四
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
議
定
書
に
反
し
て
い
な

・
い
か
ど
う
か
認
予
裁
払
助
に
提
超
せ
ら
れ
た
事
件
で
誠
寸
だ
。
ご
Ｑ
蕊
催
Ｉ

で
、
と
く
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
サ
ン
・
ジ
エ
ル
マ
ン
条
約
や
、
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
議
定
書
に
い
う
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「
独
立
」
が
、
い
っ
た
い
い

か
な
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
に
提
出
せ
ら
れ
た
各

国
の
意
見
に
も
こ
の
点
で
は
対
立
が
生
じ
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
・

チ
ェ
コ
の
意
見
書
で
は
、
独
立
は
、
純
粋
に
法
律
的
な
も
の
と
解
釈
せ
ら

れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
国
際
法
上
の
行
意
能
力
に
関
す
る
も
の
と
さ
れ

た
。
従
っ
て
、
こ
の
見
雲
解
で
は
、
関
税
同
盟
章
約
す
る
こ
と
自
体
は
、
オ

ー
ス
ト
リ
ア
の
「
独
立
」
に
は
何
ら
影
響
し
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る

に
フ
ラ
ン
ス
の
意
見
書
で
は
、
政
治
的
な
意
味
を
含
む
も
の
と
観
念
さ
れ

国
家
が
自
己
の
固
有
の
存
在
を
維
持
し
、
他
の
国
家
に
従
属
し
な
い
こ
と

年

も
可

を
い
う
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
こ
の
見
解
で
は
、
関
税
同
盟
は
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
『
独
立
」
を
危
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
も
な
る
。
し
か
る

に
、
裁
判
官
の
意
見
も
同
様
の
対
立
を
示
し
た
。
結
局
、
裁
判
所
は
、
裁

屯
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(7)（6） (5)

判
官
十
五
名
中
の
八
名
の
見
解
に
も
と
づ
い
て
、
関
税
同
盟
は
直
接
オ
ー
．

ス
．
ト
リ
ア
の
「
独
立
」
を
害
す
る
も
の
で
は
な
く
へ
そ
の
か
ぎ
り
で
、
サ
．

ン
・
ジ
エ
ル
マ
ン
条
約
に
反
し
な
い
も
の
と
い
え
る
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
に

対
し
て
は
、
特
殊
の
利
益
を
与
え
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
結
果
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
経
済
的
独
立
を
危
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

議
定
書
に
違
反
す
る
、
と
の
観
告
的
意
見
を
だ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
他
方

七
名
の
裁
判
官
は
、
ジ
ュ
ー
ネ
ー
ヴ
議
定
書
に
い
う
「
独
立
」
を
も
傷
つ
け
．

る
も
の
で
は
な
い
と
の
少
数
意
見
を
提
出
し
、
逆
に
、
裁
判
所
の
見
解
に

服
し
た
な
か
で
、
ア
ン
チ
ロ
ッ
チ
は
、
別
の
個
人
的
意
見
を
発
表
し
た
。

「
す
な
わ
ち
、
ナ
ン
・
ジ
エ
ル
マ
ン
条
約
に
い
う
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「
独

立
」
と
は
、
サ
ン
。
ジ
エ
ル
マ
ン
条
約
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
境
界
内
に
お

け
る
自
主
的
な
国
家
と
し
て
、
他
の
国
家
ま
た
は
他
の
国
家
集
団
の
権
威

の
下
に
た
た
な
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
生
存
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
故
に
、
関
税
同
盟
は
、
サ
ン
・
ジ
エ
ル
マ
ン
条
約
に
も
反

す
る
も
の
ど
し
て
い
る
。

○
・
鶴
．
国
ｇ
賃
ご
胃
号
、
己
碕
の
里
昌
冒
冨
Ｈ
ロ
鼻
ご
邑
昌
伊
塑
貫
く
巳
．

］
．
］
程
雲
ご
望
．

画
・
○
聖
○
弓
呂
言
胃
昌
胃
息
陸
。
ご
里
層
言
、
岳
豊
勺
遁
．

そ
の
ほ
か
、
海
港
の
国
際
制
度
に
関
す
る
条
約
の
前
文
で
「
独
逸
国
は
、

そ
の
主
権
ま
た
は
権
力
の
下
に
あ
る
海
港
に
お
い
て
、
国
際
貿
易
の
た
め

に
一
切
の
締
約
国
の
船
舶
、
そ
の
蹟
荷
お
よ
び
旅
客
の
間
に
均
等
な
る
待

遇
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
り
…
…
」
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
ま
た
、
ポ
ツ
ダ

ム
宣
言
の
第
八
項
で
「
日
本
国
の
主
椛
は
、
本
州
、
北
海
道
、
九
州
お
よ

び
四
国
な
ら
び
に
わ
れ
ら
の
決
定
す
る
諸
小
島
に
局
限
せ
ら
る
く
し
」
と

す
る
場
合
の
主
権
、
平
和
条
約
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
日
本
は
、
琉
球
列
．

島
、
小
笠
原
諸
島
に
対
し
て
、
残
存
主
権
（
Ｈ
舟
国
戸
昌
、
ｏ
ぐ
の
卸
風
習
ｇ

を
も
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
場
合
の
主
権
と
い
う
言
葉
も
、
こ
う

し
た
意
味
の
も
の
で
あ
。

一
こ
ん
に
ち
で
は
、
主
権
の
概
念
は
、
一
九
世
紀
と
は
全
く
異
り
、
・
制
約

せ
ら
れ
た
意
味
を
含
み
、
故
に
絶
対
に
し
て
最
高
の
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
最
近
で
は
、
さ
ら
に
主
権
に
つ
い
て

の
再
検
討
論
と
も
い
う
要
請
の
声
が
盛
ん
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
問
題
の
所
在

は
、
い
っ
た
い
国
家
の
主
権
は
、
国
際
連
盟
、
国
際
連
合
等
の
国
際
機
構
と
両

立
し
う
る
か
ど
う
か
に
伏
在
し
て
い
る
。

ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
Ｐ
目
前
９
月
富
）
に
よ
れ
ば
、
「
国
際
機
構
の
本
質
的
目

的
の
い
か
な
る
も
の
も
、
し
ば
し
ば
国
際
面
に
お
け
る
国
家
主
権
の
重
要
な
属

性
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
譲
渡
な
く
し
て
は
、
達
成
せ
ら
れ
な
い
」
と

し
、
か
っ
こ
う
し
て
、
譲
渡
せ
ら
れ
る
国
家
主
権
の
重
要
な
属
性
に
含
ま
れ
る

も
の
と
し
て
は
、
「
戦
争
に
訴
え
る
能
力
、
戦
争
が
禁
止
な
い
し
放
棄
さ
れ
て

い
る
場
合
に
は
、
自
衛
と
主
張
せ
ら
れ
る
場
合
に
、
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
の
合

法
か
否
か
を
最
終
的
に
決
定
す
る
権
利
、
法
に
基
づ
く
拘
束
あ
る
判
決
に
紛
争

を
付
託
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
権
利
、
国
際
社
会
の
適
当
な
機
関
に
よ
っ
て
布

告
さ
れ
た
法
の
修
正
を
承
認
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
権
利
、
な
ら
び
に
自
国
領

土
の
住
民
の
待
遇
と
福
祉
を
専
ら
自
国
の
国
内
管
轄
権
に
属
し
組
織
化
さ
れ
た

国
際
社
会
に
よ
る
有
効
な
統
制
に
服
し
な
い
と
み
な
す
権
利
」
を
指
摘
し
て
い

づ
③
Ｏ

こ
う
し
た
諸
権
利
ば
、
す
な
わ
ち
、
加
盟
国
が
憲
章
に
よ
っ
て
、
国
際
連
合

に
移
譲
し
た
も
の
と
解
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
従
来
の
伝
統
的
観
念

の
も
と
で
は
、
・
国
家
主
権
の
行
使
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
国
際
機
曾
構
と
主
権

国
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二
国
際
機
構
に
お
い
て
、
国
家
主
権
と
の
関
係
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の

は
、
そ
の
国
際
法
主
体
と
決
議
の
拘
束
力
で
あ
る
。
国
際
機
構
は
、
条
約
に
よ

っ
て
設
立
せ
ら
れ
る
国
家
の
結
合
団
靴
で
あ
り
、
し
か
も
構
成
諸
国
か
ら
、
あ

る
程
度
に
お
い
て
独
立
の
存
在
を
形
成
子
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
国

際
機
構
は
、
そ
の
当
初
、
行
政
的
、
技
術
的
、
あ
る
い
は
地
域
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
漸
次
に
国
家
機
能
の
重
要
な
事
項
に
ま
で
及
び
、
つ
い
に
は
国
際

連
盟
角
冨
馬
畠
月
旦
冨
鼻
さ
目
）
届
８
９
の
蔚
号
の
ｚ
画
昏
目
）
や
、

国
際
連
合
（
弓
言
〔
冒
津
巴
冨
呉
冨
目
》
５
の
ｚ
ｇ
ざ
儲
ロ
嵐
＄
）
に
発
展
し

た
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
国
際
連
盟
は
、
な
お
組
織
化
の
程
度
が
弱
く
、

総
会
や
理
事
会
も
、
そ
の
決
議
に
は
原
則
と
し
て
全
会
一
致
を
必
要
と
し
、
し

か
も
そ
の
効
力
は
勧
告
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
構
成
国
を
法
的
に
拘
束
せ
し
め
る

力
は
有
っ
て
い
な
か
っ
た
。
故
に
、
国
際
連
盟
に
は
、
独
立
の
法
人
格
を
認
め

２

ず
、
単
な
る
条
約
関
係
と
し
て
な
が
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
政
府
が
、
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
自
国
の
同
意
に
基
づ
い
て

い
る
と
の
観
念
か
ら
「
国
家
主
権
の
見
地
よ
り
す
る
も
、
国
際
連
盟
規
約
は
、

国
家
が
自
己
の
意
見
を
も
っ
て
任
意
に
こ
れ
を
承
認
し
、
加
盟
す
る
も
の
な
る

を
も
っ
て
そ
の
制
限
を
受
く
る
も
、
国
家
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
に
あ
ら
ず
と

３

認
む
」
と
い
う
解
釈
を
と
っ
た
の
は
、
こ
の
観
念
に
基
づ
い
て
い
る
。

だ
が
、
条
約
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
が
仮
に
ど
の
よ
う
な
拘
束

を
受
け
た
と
し
て
も
、
主
権
に
影
響
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
例

え
ば
、
保
謹
条
約
に
よ
っ
て
、
特
定
の
国
家
の
被
保
護
国
と
な
る
場
合
、
あ
る

い
は
、
複
数
の
国
家
が
条
約
に
よ
っ
て
連
邦
を
形
成
す
る
場
合
、
こ
う
し
た
時

に
は
、
国
家
が
主
権
を
制
限
も
し
く
は
喪
失
し
た
と
み
ら
れ
る
の
は
明
か
で
あ

り
、
国
家
が
主
権
を
な
お
保
有
し
て
い
る
と
は
認
め
が
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
条
約
に
よ
り
他
の
権
力
主
体
に
よ
る
決
定
に
従
う

と
い
え
ど
も
、
Ｈ
条
約
の
な
か
で
、
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
一
定
の
義
務
の

履
行
を
迫
ら
れ
て
い
る
場
合
と
、
口
条
約
に
よ
っ
て
一
定
の
範
囲
の
事
項
に
関

し
他
の
権
力
主
体
が
自
ら
決
定
し
た
こ
と
に
従
う
場
合
と
は
、
別
論
で
あ
る
。

㈲
の
場
合
に
は
、
条
約
で
決
定
せ
ら
れ
、
故
に
自
己
が
認
め
た
内
容
の
義
務

が
、
そ
の
ま
ま
履
行
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
口
の
場
合
は
、
拘
束
の
内

容
そ
の
も
の
は
、
他
の
権
力
主
体
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
自
ら

に
よ
っ
て
直
接
に
認
め
た
も
の
で
は
な
い
。
新
し
い
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
わ
け

で
あ
り
、
こ
こ
に
、
国
家
主
権
の
本
質
を
、
国
家
が
他
の
権
力
主
体
の
決
定
に

従
属
し
な
い
こ
と
と
す
る
と
き
、
国
家
主
権
は
、
制
約
せ
ら
れ
た
と
い
わ
ざ
る

４

を
得
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
条
約
に
よ
っ
て
拘
束
を
受
け
る
と
こ
ろ
の
内

容
こ
そ
、
問
題
ど
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三
国
際
連
合
で
は
、
そ
の
団
体
性
は
強
化
せ
ら
れ
、
そ
の
機
関
の
決
議
に

は
、
多
数
決
の
方
式
が
採
用
さ
れ
た
。
と
り
わ
け
て
安
全
保
障
理
事
会
に
は
、

勧
告
だ
け
で
な
く
決
定
を
行
う
権
限
が
与
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
態
章
二
五
条

は
「
国
際
連
合
加
盟
国
は
、
安
全
保
障
理
事
会
の
決
定
を
こ
の
慾
章
に
従
っ
て

受
諾
し
、
か
つ
履
行
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
」
と
し
て
、
安
全
保
障
理
事
会
の

決
定
に
、
法
的
拘
束
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
安
全
保
障
理
事
会
に
お
い
て
拒

否
権
を
有
す
る
五
大
国
以
外
は
、
主
権
の
行
使
に
重
大
な
制
約
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。

安
全
保
障
理
事
会
に
は
、
大
国
の
す
べ
て
が
参
加
し
、
か
つ
若
し
憲
章
の
規
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定
の
ま
ま
に
運
用
せ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
現
実
的
強
制
の
裏
づ
け
さ
え
存
在
す

る
。
も
っ
と
も
事
実
と
し
て
、
常
任
理
事
国
た
る
大
国
に
拒
否
権
が
認
め
ら
れ

て
い
る
関
係
で
、
第
七
章
に
基
づ
く
決
議
を
安
全
保
障
理
事
会
が
行
う
こ
と

は
極
め
て
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
問
題
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
脱
退
と
の
関
係
で
あ
る
。
憲
章
で
は
、
脱
退
の
規
定
は
な
い

と
し
て
も
、
ま
っ
た
く
脱
退
を
容
認
し
な
い
趣
旨
で
は
な
く
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
会
議
に
お
い
て
そ
れ
を
審
議
し
た
第
一
委
員
会
に
お
け
る
第
二
専
門
委
員

６

会
の
報
告
の
な
か
で
明
確
に
し
、
そ
れ
を
総
会
議
で
承
認
す
る
と
の
か
た
ち

で
、
脱
退
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
も
例
外
的
な
場
合
に
限

７

定
せ
ら
れ
、
実
際
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
が
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ

に
反
対
す
る
加
盟
国
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
「
法
と
正
量
義
」
を
犠
牲
に
し
て
平

和
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
例
外
的
事
態
に
当
る
も
の
と
し
て
脱
退
も
不
可
能
な

の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
国
際
連
合
も
ま
た
、
国
家
の
主
権
自
体

は
、
否
定
せ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
が
、
現
状
で
は
正
し
い
も
の
と
い
う

こ
ど
が
妥
当
で
あ
る
。

(2)(3) (1)

Ｆ
四
宮
味
の
Ｈ
己
勉
ｏ
固
誘
○
℃
。
①
国
彦
の
笥
員
、
印
Ｈ
鼻
の
蹄
目
鼻
ざ
己
里
貯
費
ざ
ご
、
幼

勺
。
四
『
骨

立
作
太
郎
「
国
際
連
盟
規
約
」
新
法
学
全
集
三
頁
以
下
。

松
原
一
雄
『
現
代
国
際
法
」
六
八
頁
。

こ
の
観
念
に
た
っ
て
い
る
学
者
に
は
、

弓
わ
呂
置
§
ぬ
．
ｄ
の
剛
の
芯
鼻
の
牙
胃
冨
昌
号
埼
胃
荷
胃

丙
目
獄
門
の
鳥
８
．
這
罵
の
．
〕
岳
ｌ
偉
酌

一
国
際
連
合
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
現
在
に
．
お
け
る
最
高
形

態
の
国
際
機
織
と
し
て
容
認
せ
ら
れ
、
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
、
国
際
社

２

会
の
法
的
組
織
と
よ
ば
れ
て
、
現
代
世
界
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
国
家
が
加
盟

し
、
あ
る
い
は
ケ
ル
ゼ
ン
（
国
片
：
ｇ
）
に
よ
っ
て
、
憲
章
が
単
に
国
際
連

合
の
法
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
全
国
際
社
会
の
法
、
つ
ま
り
一
般
国
際
法
へ

③

の
傾
向
と
可
能
性
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
憲
章
は
こ

(6) (5) (4)(7)

○
・
樺
．
国
ざ
篇
即
冨
製
○
風
ご
淘
巳
の
冒
冒
声
閏
己
鼻
さ
愚
一

○
侭
ｇ
旨
鼻
ご
旦
昌
隈
Ｐ
ご
ｐ
四
日
Ｉ
圏
騨

封
評
詞
．
囚
朋
ｓ
５
ｐ
ｍ
ｇ
関
風
習
ｑ
，
駒
母
．
、
岳
曽
Ｉ
岳
麗
句
．
儲
切

ロ
・
ヨ
詞
の
ロ
易
豆
ロ
貝
画
の
四
蔑
届
○
日
ｇ
ロ
ぐ
胃
営
湾
竺
ぐ
巳
汽
２
３
ｏ
胃
、

隠
別
・
の
．
旨
い

こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
、
フ
ア
ン
・
ツ
ア
ン
テ
ン
ぐ
豊

憾
ご
芯
口
が
い
る
。
宮
崎
緊
樹
、
前
掲
論
文
、
七
五
頁
。

国
際
司
法
裁
判
所
、
一
九
四
九
年
四
月
十
一
日
の
勧
告
的
意
見
、

冒
葱
目
鼻
ざ
ご
畠
○
○
口
旦
具
旨
め
陸
８
詞
８
日
夢
』
震
Ｐ
勺
］
息
．

の
８
号
宕
宮
陣
国
璽
ヨ
言
ご
》
日
冨
○
冨
旦
胃
具
室
５
国
・
Ｚ
も
．
の
昌

停
震
頚
咽
・
瞳
い

委
員
会
の
報
告
は
、
例
外
的
な
事
情
に
よ
り
脱
退
し
う
る
こ
と
を
認
め
た

が
、
そ
う
し
た
例
外
的
な
事
情
の
具
体
的
な
例
と
し
て
、
「
国
連
に
平
和

維
持
の
能
力
が
な
い
こ
と
、
ま
た
は
、
法
と
正
義
の
犠
牲
に
お
い
て
の
み

平
和
を
維
持
し
う
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
加
盟
国
が
受
諾

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
憲
章
の
改
正
が
行
わ
れ
た
と
き
、
総
会

ま
た
は
全
体
会
議
で
採
択
さ
れ
た
改
正
が
、
所
要
数
の
批
准
を
こ
え
な
か

っ
た
と
き
は
、
国
連
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
強
要
し
な
い
」
と
明
示
し
て
い

》
③
。四

超
国
家
機
構
と
主
権
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ん
に
ち
、
加
盟
国
間
の
特
別
条
約
に
す
ぎ
ず
、
国
際
連
合
も
、
そ
れ
は
超
国
家

機
構
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
国
際
機
構
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
Ｏ

と
こ
ろ
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
そ
の
期
を
一
つ
と
し
て
創
設
せ
ら
れ
た

国
際
機
構
の
な
か
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
方
向
に
よ
っ

て
創
ら
れ
た
諸
機
構
は
、
い
く
ぶ
ん
そ
の
趣
を
異
と
し
か
っ
て
の
主
権
国
家
な

ら
び
に
同
格
者
間
の
法
と
し
て
の
古
典
的
国
際
法
の
観
念
で
は
認
識
し
が
た
い

面
を
呈
し
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
超
国
家
的
機
構
の
実
質
を
有

す
る
も
の
も
あ
る
。
時
機
的
に
、
そ
の
は
じ
め
に
創
設
せ
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

統
合
の
機
関
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
事
会
Ｓ
ｏ
ｐ
ｍ
邑
号
胃
自
昌
呂
の
）
（
一
九

四
九
年
五
月
五
日
調
印
、
同
年
八
月
三
日
成
立
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
機
構
に
は
、
そ

の
機
関
と
し
て
、
加
盟
国
外
相
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る
、
閣
僚
委
員
会
の
他

に
、
各
加
盟
国
の
人
口
に
ほ
ぼ
比
例
す
る
数
の
代
表
を
も
っ
て
構
成
せ
ら
れ
る

協
議
総
会
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
代
表
は
、
一
国
な
い
し
一
党
を
代
表
す
る
こ
と

な
く
、
全
体
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
利
益
の
た
め
に
、
個
人
的
確
信
に
よ

っ
て
行
動
せ
し
め
る
建
前
を
採
用
し
、
代
表
に
は
、
更
に
総
会
の
会
期
中
、
総

会
の
同
意
な
く
し
て
代
表
と
し
て
の
地
位
を
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
保
障
を
与

え
た
。二

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
五
二
年
八
月
一
○
日
に
成
立
し
た
と
こ
ろ
の
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
日
日
§
の
§
○
ｏ
巴
四
口
。
鯉
の
巴
９
日
目
屋
‐

且
ご
〕
画
Ｂ
Ｇ
と
、
一
九
五
八
年
一
月
一
日
に
成
立
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済

共
同
体
日
日
８
ｍ
四
国
画
８
冒
○
目
。
ｇ
日
日
員
昌
冨
画
圃
ｇ
お
よ
び
原
子
力

共
同
体
Ｓ
胃
呂
の
四
口
鷺
。
日
芦
。
画
頁
吋
雨
廻
９
日
目
局
員
耳
・
圃
口
幻
崖
目
○
旨
）

な
ど
は
よ
り
強
く
超
国
家
機
構
と
し
て
の
実
質
を
猟
戒
て
い
る
。

句
昭

石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
最
高
機
関
は
九
名
の
成
員
中
八
名
が
加
盟
国
政
府
全
員

の
同
意
に
よ
り
残
り
の
一
名
は
、
右
八
名
の
成
員
に
よ
る
選
挙
を
通
し
て
任
命

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
、
共
同
体
の
一
般

的
利
益
の
た
め
に
、
完
全
に
独
立
し
て
そ
の
職
務
を
遂
行
し
、
ま
た
そ
の
義
務

の
超
国
家
的
性
格
と
相
容
れ
な
い
す
べ
て
の
行
為
は
慎
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い

（
第
九
条
）
と
さ
れ
、
か
つ
そ
の
決
定
は
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
つ
い
て
の
拘
束

力
を
も
ち
、
加
盟
国
政
府
と
そ
の
管
轄
下
に
あ
る
企
業
と
個
人
を
拘
束
し
（
第

一
四
条
）
加
盟
国
ま
た
は
企
業
が
、
条
約
あ
る
い
は
そ
の
施
行
規
則
の
規
定
に

違
反
す
る
と
き
は
、
直
接
に
一
定
の
制
裁
処
置
」
を
と
り
う
る
こ
と
（
八
八
’

九
二
条
）
を
定
め
て
い
る
。
総
会
の
代
表
は
、
各
加
盟
国
の
議
会
が
、
各
国
の

定
め
る
手
続
に
よ
り
、
議
員
中
か
ら
人
口
数
に
比
例
し
て
定
め
ら
れ
た
数
に
よ

っ
て
任
命
す
る
が
、
直
接
普
通
選
挙
を
通
し
て
代
表
を
選
出
す
る
方
式
も
考
慮

せ
ら
れ
て
い
る
。
か
つ
共
同
体
に
設
置
せ
ら
れ
る
裁
判
所
も
、
超
国
家
的
性
格

を
も
ち
、
加
盟
国
だ
け
で
な
く
企
業
ま
た
は
個
人
に
も
提
訴
権
を
与
え
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
超
国
家
的
機
織
に
み
ら
れ
る
鄭
象
は
、
加
盟
国
の
国
家
主
権

の
行
使
に
対
し
重
大
な
制
約
を
加
え
た
も
の
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

超
国
家
機
構
は
、
そ
れ
故
に
、
従
来
の
国
際
機
構
と
比
較
考
察
す
る
と
、
連

邦
国
家
と
国
家
連
合
と
の
関
係
に
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
、
「
連
邦

国
家
的
特
徴
を
そ
な
え
た
新
し
い
型
の
国
家
結
合
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

か
く
し
て
、
あ
る
特
定
の
限
ら
れ
た
領
域
に
せ
よ
、
単
に
加
盟
国
だ
け
で
な

く
、
そ
の
国
民
（
個
人
）
に
対
し
て
も
拘
束
力
を
有
す
る
超
国
嫁
機
織
の
創
設

を
約
し
た
各
国
は
、
そ
の
条
約
を
通
し
て
、
自
国
領
域
に
お
け
る
主
権
の
行
使
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一
こ
れ
ま
で
概
説
し
て
き
た
国
家
の
国
際
機
構
お
よ
び
超
国
家
機
織
へ
の

権
限
の
委
譲
に
も
拘
ら
ず
、
国
家
は
な
お
国
際
法
主
体
と
し
て
、
国
際
法
直
接

性
（
超
国
家
機
構
の
加
盟
国
が
直
接
そ
の
創
設
条
約
お
よ
び
機
関
の
決
定
に
服
す
る
）

を
も
ち
、
国
際
法
、
と
く
に
国
際
条
約
の
創
造
と
適
用
に
あ
た
り
、
そ
の
所
属

国
民
を
法
的
に
規
制
す
る
広
汎
な
権
限
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
国
内
管

轄
権
（
他
の
加
盟
国
の
拘
束
を
受
け
ず
に
自
己
の
領
域
内
で
排
他
的
権
限
を
も
つ
）
ま

～

た
は
国
内
問
題
と
し
て
、
国
際
機
構
も
干
渉
言
討
弓
呂
号
ロ
）
し
な
い
こ
と

が
明
示
ま
た
は
黙
示
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
国
際
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て

も
、
国
家
独
立
の
制
限
は
、
こ
れ
を
制
限
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
原
則
が
示
さ
れ
、
か
つ
国
際
連
合
の
運
営
の
事
実
に
お
い
て
も
、
圏
内
管

を
、
一
部
そ
の
機
構
に
移
譲
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
加

盟
国
は
、
そ
の
機
織
に
移
譲
し
な
い
分
野
に
お
い
て
は
、
残
存
権
限
を
保
持
し

て
お
り
、
ま
た
そ
の
機
構
に
所
属
し
て
い
な
い
他
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、

。
「
ｃ

〃

″

Ｏ

Ｂ

Ｕ

、
、
■
″
ヴ

５

国
家
の
有
す
る
権
限
を
失
う
も
の
で
は
な
い
。

一
●

①
冒
冨
９
厘
目
里
○
目
鼻
具
旨
の
は
８
滝
ｇ
ｏ
算
の
、
畔
濃
や
、
国
忍
．

．
②
缶
普
蔽
愚
ぎ
ぽ
》
Ｏ
Ｐ
Ｏ
津
．
冠
．
寵
Ｐ

③
国
・
侭
の
房
ｇ
》
自
冨
伊
勢
言
貝
ロ
．
ｚ
ｊ
電
臼
、
詞
ご
Ｐ

仙
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
で
は
、
弓
意
○
○
目
９
回
勝
、
閏
昏
々
．
経
済
共
同
体

で
は
、
自
置
の
シ
開
。
目
こ
ぎ

⑤
佐
藤
和
男
王
権
国
家
と
国
際
磯
構
と
の
法
的
関
係
」
政
経
論
難
、
第
六

巻
三
号
。
一
又
正
雄
「
西
欧
統
合
と
国
家
主
権
の
問
題
」
国
際
法
外
交
雑

誌
、
五
二
巻
一
’
二
号
。

五
流
動
的
概
念
と
し
て
の
主
権

轄
権
が
採
用
さ
れ
た
事
例
は
、
し
は
し
ば
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
国
内
管
轄
権
お
よ
び
国
内
問
題
の
概
念
は
、
決
し
て
固
定
的
な

も
の
で
は
な
い
。
そ
の
領
域
範
囲
は
、
国
際
機
構
が
と
り
あ
げ
る
分
野
の
激
増

と
と
も
に
、
当
然
に
「
国
際
関
係
事
項
」
に
く
り
入
れ
ら
れ
、
国
際
法
的
規
制

の
対
象
と
な
り
う
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
国
家
は
、
国
際
法
に
よ
る
制
約
を

除
い
て
は
、
自
由
に
国
内
管
轄
事
項
を
処
理
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
し

か
し
国
家
に
残
さ
れ
た
自
由
な
行
動
領
域
は
、
時
を
追
う
と
と
も
に
狭
め
ら
れ

つ
つ
あ
る
実
状
に
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
国
家
が
国
際
法
直
接
性
と
国
内
管
轄
を
も
っ
て
い
る
限

り
、
そ
の
限
り
で
の
主
権
に
は
、
何
ら
の
影
響
を
も
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
。

け
だ
し
、
右
の
国
内
管
轄
権
の
制
限
も
、
い
わ
ば
主
権
の
行
使
の
制
限
に
す
ぎ

ず
、
主
権
そ
れ
自
身
は
依
然
国
家
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て

国
家
は
、
右
の
主
権
の
行
使
に
対
す
る
制
限
、
す
な
わ
ち
国
内
管
轄
権
に
関
す

る
制
限
を
ふ
た
た
び
除
去
し
さ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

国
家
と
地
方
自
治
体
と
の
間
に
は
、
本
質
的
区
別
は
存
し
な
い
。
地
方
自
治

体
は
国
家
に
従
属
し
国
家
は
ま
た
国
際
法
に
従
属
す
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は

、
と
も
に
一
種
の
比
較
的
高
次
の
秩
序
に
す
ぎ
な
い
か
ら
と
論
ず
る
ケ
ル
ゼ
ン

１２

や
セ
ル
の
主
張
に
対
し
て
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
（
ぐ
閏
骨
８
巴
が
、
そ
れ
は
地

方
自
治
体
の
法
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
原
則
と
し
て
、
地
方
自
治
体
の

上
位
に
あ
る
国
家
の
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
と
の
事
実
を
見
落
し
て
い

る
と
し
て
批
評
し
て
い
る
の
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
国
家
が
国
際
法
直
接
性
を
も

つ
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
依
然
そ
の
主
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら

な
い
。
が
、
そ
の
フ
ェ
ァ
ド
ロ
ス
も
「
国
際
団
体
が
国
民
の
行
為
を
原
則
的
に
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自
か
ら
統
治
し
、
そ
し
て
国
民
に
対
し
て
そ
の
本
国
の
決
定
に
は
国
際
法
的
機

関
に
訴
願
す
る
権
限
を
与
え
た
そ
の
瞬
間
に
お
い
て
、
国
家
は
完
全
自
治
の
法

関
係
た
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

二
か
つ
て
、
国
際
法
は
、
国
家
の
み
を
拘
束
し
、
そ
れ
が
個
人
に
対
し
て

も
適
用
さ
れ
る
に
は
、
国
家
の
行
為
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
二
元
論

は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
と
同
様
二
○
世
紀
に
お
い
て
も
、
な
お
多
く
の
支
持

失
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
学
的
に
考
察
す
る
と
き
、
国
家
は
一

定
の
人
間
関
係
の
総
体
に
す
ぎ
ず
、
法
的
に
も
人
間
の
意
志
、
お
よ
び
行
為
の

③

帰
責
対
象
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
は
法
人
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
故
に
現

実
的
に
は
、
人
間
に
よ
っ
て
活
動
行
為
す
る
よ
り
み
ち
な
く
、
一
定
の
国
家
機

関
で
あ
る
個
人
が
、
国
家
を
構
成
す
る
個
人
の
全
体
を
、
行
為
に
お
い
て
も
責

任
的
に
も
代
表
す
る
。
こ
う
し
た
集
団
責
任
の
原
則
は
、
い
わ
ば
国
際
法
の
特

質
で
も
あ
る
。
．

も
っ
と
も
、
一
九
世
紀
以
前
で
は
、
国
家
は
君
主
国
家
で
あ
り
、
故
に
国
民

た
る
個
人
の
意
志
は
、
機
構
的
に
は
国
家
と
の
関
係
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
条
約
の
締
結
権
は
、
専
ら
君
主
が
そ
の
資
格
に
お
い
て
国
際
関
係

に
お
い
て
な
す
す
べ
て
の
行
為
が
、
国
家
に
帰
属
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
国
民
が
、
国
政
に
参
画
し
、
国
民
の
意
思
が
国
家
に
影
響
を
与
え
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
お
も
に
二
○
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
こ
ろ
は
、
少
数
の
例
外
を
除
い
て
は
、
各
国
家
は
、
共

和
国
、
議
会
君
主
国
家
、
そ
の
い
ず
れ
の
形
を
と
る
か
は
別
と
し
て
、
次
第
に

民
主
的
国
家
榊
造
を
整
え
る
に
至
り
、
条
約
の
締
結
に
お
い
て
も
、
署
名
、
批

准
機
関
と
し
て
の
政
府
の
桃
成
承
認
機
関
と
し
て
の
国
会
の
参
与
を
通
じ
て
、

国
民
の
意
思
は
反
映
せ
し
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

国
際
法
を
適
用
さ
せ
届
態
様
は
、
民
主
国
家
と
専
制
国
家
と
で
は
、
も
と
よ

５

り
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
立
憩
民
主
国
の
国
家
機
構
に
お
い
て

は
、
政
府
の
国
際
法
違
反
は
、
裁
判
所
、
野
党
、
あ
る
い
は
世
論
等
に
よ
っ
て

阻
止
せ
ら
れ
る
。
民
主
国
家
の
憲
法
で
は
そ
れ
自
身
で
国
際
法
迩
守
の
保
証
と蟻

も
な
り
う
る
が
、
他
方
、
専
制
国
家
で
は
、
国
際
法
の
侵
害
に
対
し
、
そ
の
抵

抗
を
期
待
し
え
な
い
。
そ
れ
故
、
国
際
機
構
に
よ
っ
・
て
、
制
度
上
で
の
影
課
を

受
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

最
近
に
お
い
て
は
、
国
際
法
優
位
の
一
元
論
は
、
も
は
や
二
元
論
に
と
っ
て

代
ろ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
国
際
法
の
妥
当
性
を
国
家
に
と
ど
め

よ
う
と
の
立
場
は
理
論
の
上
で
は
容
認
し
が
た
く
な
っ
て
い
る
。
結
局
、
国
際

法
は
、
法
と
し
て
一
元
的
に
認
識
し
て
こ
そ
、
よ
り
妥
当
す
る
の
で
あ
る
ｏ
こ

ん
に
ち
先
進
諸
国
の
憲
法
が
、
国
際
条
約
、
国
際
慣
習
法
に
国
内
的
効
力
を
認

め
て
い
る
こ
と
、
個
人
に
も
国
際
法
主
体
と
し
て
の
権
利
義
務
が
容
認
せ
ら
れ

つ
つ
あ
る
実
状
、
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
も
、
一
元
的
な
統
一
的
理
解
は
可
能

で
あ
ろ
う
。
国
際
法
と
い
え
ど
も
法
と
し
て
あ
る
限
り
、
個
人
の
幸
福
を
こ
そ

保
障
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
か
つ
個
人
の
法
意
識
こ
そ
、
国
際
法
を

法
と
し
て
妥
当
せ
し
め
る
根
拠
な
の
で
あ
る
。

三
世
界
人
権
宣
言
は
、
条
約
と
し
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な

い
。
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
顕
著
と
な
っ
た
人
権
の
国
際
的
保
障
、
個
人
の

国
際
機
椛
に
対
す
る
提
訴
権
の
承
認
、
国
際
法
に
よ
る
個
人
の
処
罰
な
ど
に
み

ら
れ
る
傾
向
は
、
国
際
法
が
、
国
民
の
行
為
を
直
接
に
規
制
す
る
に
至
っ
た
も

の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
人
権
お
よ
び
基
本
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西
欧
諸
国
で
は
、
主
権
そ
の
も
の
は
依
然
と
し
て
失
わ
れ
て
は
い
な
い
と
論

￥

ず
る
者
で
も
、
も
は
や
主
権
は
、
国
際
機
構
ま
た
は
国
際
条
約
に
よ
っ
て
多
か

的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
、
ロ
ー
マ
条
約
お
よ
び
そ
の
パ
リ
追
加
議
定
書
に
よ

っ
て
、
直
接
に
人
権
が
保
障
さ
れ
、
国
家
だ
け
で
は
な
く
、
条
約
の
保
護
す
る

王

人
権
の
侵
害
を
受
け
た
個
人
、
個
人
団
体
、
国
家
以
外
の
団
体
に
対
し
、
国
内

的
救
済
方
法
が
つ
く
さ
れ
た
の
ち
、
な
お
満
足
を
え
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の

原
因
は
本
国
の
決
定
で
あ
り
、
本
国
が
提
訴
に
反
対
の
場
合
で
さ
え
、
人
権
委

員
会
に
対
し
て
広
汎
な
訴
願
権
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
も
と
よ
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
の
統
合
運
動
は
、
制
約
せ
ら
れ

た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
際
機
織
な
い
し
超
国
家
機
構
と
加
盟
国
と
の

従
属
関
係
も
不
充
分
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
う
え
、
他
の
国
々
は
な
お
主

権
を
放
棄
す
る
態
度
を
示
し
て
は
い
な
い
。
従
っ
て
、
単
な
る
現
象
面
、
あ
る

い
は
希
望
的
な
観
則
と
に
よ
っ
て
、
こ
ん
に
ち
国
家
主
権
そ
れ
賞
身
が
、
失
わ

れ
て
し
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
も
早
計
で
あ
る
。

(4)（3）（2） (1)

，
一
ハ
娃
帽

一
又
正
雄
「
国
際
法
に
お
け
る
所
謂
『
国
内
問
題
』
に
関
す
る
研
究
」

「
国
際
連
合
に
お
け
る
『
国
内
間
題
』
条
項
の
新
展
開
」
早
稲
田
法
学
所

灰
。

く
の
局
員
Ｏ
Ｈ
Ｃ
協
電
ぐ
α
房
閏
Ｈ
の
。
冨
・
騨
諺
匡
酉
当
思
、
甑
、
．
“

国
の
望
騨
ゆ
く
ｓ
穴
閏
Ｈ
ｇ
冨
寧
腸
ご
留
雪
の
．
臼

冨
笥
汽
冒
の
●
の
巨
里
恩
威
富
宜
己
８
群
○
○
．
騨
騨
鼻
ご
ロ
ロ
巴
冒
冒
吋
己
農
さ
，

己
里
．
ご
鶴
．
宮
沢
俊
義
・
小
田
滋
訳
「
国
際
憲
法
」
九
頁
。

語

れ
少
な
か
れ
制
約
の
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
に
至
っ
て
い
る
。

他
方
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
新
興
諸
国
、
あ
る
い
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
際
法

●
●
Ｐ

理
論
が
、
一
貫
し
て
国
家
主
権
擁
護
論
を
展
開
し
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た
く
西

欧
諸
国
家
と
は
対
照
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
西
欧
側
で
の
そ
れ
は
、
理
論
的
に

主
権
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
否
か
で
問
題
が
提
起
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
け
る
主
権
の
問
題
は
、
か
っ
て
の
先

進
国
の
植
民
地
支
配
に
対
し
て
抗
議
を
な
し
、
そ
の
支
配
を
排
し
て
民
族
独
立

国
家
と
し
て
口
立
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
民
族
自
決
権
の
主
張
な
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
際
法
に
み
ら
れ
る
そ
れ
は
、
右
の
傾
向
の
支
持
と

と
も
に
、
西
欧
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
が
、
反
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
機
構
と
し
て
結
成
せ

ら
れ
る
こ
と
へ
の
抗
議
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
も
主
権
へ
の

理
論
的
分
析
と
し
て
で
は
な
く
、
主
権
の
制
約
に
対
す
る
政
策
的
反
論
、
新
た

な
る
抗
議
概
念
と
し
て
の
主
権
の
主
張
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
国
際
法
学
上
、
主
権
の
概
念
、
解
釈
に
つ
い
て
西
欧
国
際
法
と
相
違

が
存
す
る
の
で
は
な
く
、
主
権
を
国
際
条
約
ま
た
は
国
際
機
構
に
よ
っ
て
、
制

約
す
る
こ
と
が
、
人
権
の
保
障
、
個
人
の
幸
福
に
か
な
う
か
否
か
の
評
価
の
問

題
と
い
っ
て
よ
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
ん
に
ち
の
経
済
的
、
社
会
的
諸
条
件
を
そ
の
ま
ま
の
形
と
し

て
、
国
際
機
構
を
強
化
せ
し
め
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
現
実
の
力
関
係
を
反
映

序

し
、
こ
ん
に
ち
の
国
際
社
会
に
お
け
る
支
配
的
立
場
に
あ
る
国
家
、
民
族
あ
る

い
は
大
国
の
大
企
業
の
利
益
を
強
化
せ
し
め
る
結
果
を
導
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

Ｕ
Ｍ

で
は
、
真
に
、
法
が
窺
極
の
目
的
と
す
る
個
人
の
幸
福
は
実
現
し
が
た
い
。
ま

た
他
方
、
こ
ん
に
ち
、
国
際
的
な
規
模
に
ま
で
発
展
し
て
い
る
独
占
資
本
の
浸

192



４
１
１ 透

を
阻
止
す
る
意
味
で
、
国
家
が
そ
の
領
域
で
主
権
を
有
す
る
こ
と
は
、
な
お

小
国
に
と
っ
て
は
必
要
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
国
家
が
主
権
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
状

態
か
ら
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
個
人
の
真
の
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
も
で
き
な

い
。
自
然
科
学
に
よ
る
驚
異
的
発
達
、
核
兵
器
に
よ
る
危
険
こ
の
上
な
い
今
日

に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
各
国
民
間
の
上
に
、
信
頼
を
生
む
べ
き
教
育
を
普
及

せ
し
め
、
相
互
に
尊
重
で
き
る
と
こ
ろ
の
連
帯
意
識
を
強
化
せ
し
め
、
経
済
的

、
社
会
的
、
文
化
的
協
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
起
る
こ
と
あ
る
弊
害
を
減
少

な
ら
し
め
る
方
策
を
と
り
つ
つ
、
国
家
の
主
権
を
漸
次
に
解
消
し
、
国
際
的
に

人
権
の
保
障
が
行
わ
れ
う
る
国
際
関
係
の
調
整
に
努
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。

付
記
本
稿
で
、
よ
り
問
題
的
な
の
は
、
む
し
ろ
結
び
で
ふ
れ
た
解
決
的
展
開
論

を
説
述
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
れ
ら
は
時
間
的
制
約
の
た
め
に

ま
た
紙
面
の
都
合
で
記
し
能
わ
な
か
っ
た
。
い
ず
れ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て

ま
た
紙
面
の
都
合
で
記
し
能
わ
な
か
っ
た
。

は
、
他
日
を
期
し
て
記
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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