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「一八世紀」及び「一九世紀」における国際法観念（三・完）

「
一
八
世
紀
」及
び「
一
九
世
紀
」に
お
け
る
国
際
法
観
念（
三
・
完
）

︱
︱
「
勢
力
均
衡
」
を
題
材
と
し
て
︱
︱

明　
　

石　
　

欽　
　

司

序
論
：
問
題
の
所
在

第
一
章　

若
干
の
予
備
的
考
察

　

第
一
節　
「
勢
力
均
衡
」
及
び
そ
の
関
連
用
語
の
定
義

　

第
二
節　

勢
力
均
衡
を
巡
る
国
際
法
学
の
現
状

　
　
（
１
）　

現
代
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
勢
力
均
衡

　
　
（
２
）　

国
際
法
史
概
説
書
に
お
け
る
勢
力
均
衡

　
　
（
３
）　

個
別
専
門
研
究
に
お
け
る
勢
力
均
衡

　

第
三
節　

前
史
：「
一
八
世
紀
」
以
前
の
勢
力
均
衡
を
巡
る
理
論
状
況

　
　
（
１
）　

勢
力
均
衡
の
起
源
と
同
時
代
の
理
論
状
況

　
　
（
２
）　
「
一
八
世
紀
」
以
前
の
「
勢
力
均
衡
」
を
巡
る
諸
理
論

（
以
上
、
八
十
七
巻
六
号
）

第
二
章　
「
一
八
世
紀
」
以
前
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
勢
力

均
衡

　

第
一
節　
「
一
七
世
紀
」
以
前
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
け
る
勢

力
均
衡

　

第
二
節　
「
一
八
世
紀
」
の
「
国
際
法
」
文
献
に
お
け
る
勢
力
均
衡

第
三
章　
「
一
九
世
紀
」
の
国
際
法
文
献
に
お
け
る
勢
力
均
衡

　

第
一
節　
「
勢
力
均
衡
」
の
政
治
的
・
法
的
価
値
を
否
定
す
る
国
際
法

文
献

（
以
上
、
八
十
七
巻
七
号
）

　

第
二
節　
「
勢
力
均
衡
」
を
政
治
的
原
則
と
し
て
肯
定
す
る
国
際
法
文

献

　

第
三
節　
「
勢
力
均
衡
」
の
国
際
法
規
範
性
を
肯
定
す
る
国
際
法
文
献

　

第
四
節　
「
勢
力
均
衡
」
を
国
際
法
の
基
盤
と
み
な
す
国
際
法
文
献

結
論

（
以
上
、
本
号
）



2

法学研究 87 巻 8 号（2014：8）

　
第
二
節
　「
勢
力
均
衡
」
を
政
治
的
原
則
と
し
て
肯
定
す
る
国
際
法
文
献

　

本
節
で
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
の
典
型
と
し
て
、
カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン
（Carl Baron K

altenborn von Stachau

）
の
著
作
が
先
ず
挙

げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
明
確
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
政
治
的
勢
力
均
衡
は
、
才
知
の
そ
し
て
政
治
の
制
度
で
あ
っ
て
、
国
際
法
の
制
度
で
は
な
い
。
…
…
［
中
略
］
…
…
そ
れ
は
、
国
際
法

の
外
在
的
な
支
援
で
あ
り
予
備
的
な
も
の
（ein Präparatorium

）
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
［
国
際
］
法
が
真
の
支
配
に
達
す
る
ま
で
の

間
の
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
自
体
の
原
則
で
は
決
し
て
な
い
し
、
そ
の
制
度
で
す
ら
も
な
い）

（（（
（

。」

　　

カ
ル
テ
ン
ボ
ル
ン
と
同
様
に
勢
力
均
衡
を
巡
る
政
治
的
観
念
と
法
的
観
念
の
区
別
を
自
覚
し
つ
つ
、
よ
り
詳
細
に
政
治
的
原
則
と

し
て
の
勢
力
均
衡
を
論
じ
て
い
る
の
が
ボ
ン
フ
ィ
ス
（H

enry Bonfils

）
で
あ
る
。
ボ
ン
フ
ィ
ス
は
、「
欧
州
の
勢
力
均
衡
」
と
は

「
力
の
思
慮
あ
る
分
配
と
賢
明
な
対
抗
に
よ
っ
て
、
何
れ
の
国
家
も
、
単
独
で
又
は
他
国
家
と
連
合
し
て
、
他
国
に
自
己
の
意
思
を

強
制
す
る
こ
と
も
、
他
国
の
独
立
を
圧
迫
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
状
態
」
で
あ
る
と
す
る）（（（
（

。
そ
の
上
で
彼
は
、「
一
七
・
一
八
世
紀

の
全
て
の
戦
争
と
外
交
交
渉
の
出
発
点
と
し
て
役
立
っ
た
一
般
原
則
は
、
欧
州
の
政
治
的
均
衡
の
思
想
（lʼidée de lʼéquilibre 

politique européen

）
で
あ
っ
た）（（（
（

」 

と
の
判
断
を
提
示
す
る
。
勢
力
均
衡
の
名
に
よ
っ
て
、
同
盟
関
係
が
結
ば
れ
、
ま
た
諸
国
家
間

の
均
衡
を
尊
重
し
て
宣
戦
布
告
や
領
土
分
割
が
行
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
、
彼
は
、
勢
力
均
衡
が
有
す
る
他
の
面
を
看
過

す
る
こ
と
な
く
、
次
の
よ
う
に
も
記
し
て
い
る
。

　
　
「
常
に
不
安
定
で
危
殆
に
瀕
し
て
い
た
こ
の
均
衡
を
維
持
す
る
こ
と
に
こ
の
両
［
即
ち
、
一
七
・
一
八
］
世
紀
の
国
際
政
治
は
奉
げ
ら
れ

た
。
こ
れ
ら
の
努
力
は
、
欧
州
の
諸
国
が
そ
れ
ら
諸
国
間
の
利
益
共
同
体
の
予
感
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
則
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は
ま
た
全
て
の
野
望
・
簒
奪
・
権
利
侵
害
を
正
当
化
す
る
た
め
に
援
用
さ
れ
た
の
で
あ
る）

（（（
（

。」

　　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
援
用
の
実
例
と
し
て
、
ボ
ン
フ
ィ
ス
は
、
別
の
箇
所
で
ヴ
ィ
ー
ン
会
議
以
降
の
事
例
、
特
に
、
ポ
ー
ラ
ン

ド
分
割
に
触
れ
、「
勢
力
均
衡
体
制
は
小
国
に
と
っ
て
利
便
を
も
た
ら
す
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
危
険
で
あ
り
得
る
」
こ
と
も
認

め
て
い
る）（（（
（

。
そ
れ
で
も
、
彼
は
、
政
治
的
勢
力
均
衡
理
論
が
欧
州
近
代
史
全
体
で
支
配
的
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
政
治
学
と
同
様

に
古
代
か
ら
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
欧
州
の
政
治
的
勢
力
均
衡
に
と
っ
て
の
最
初
の
基
礎
が
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
あ
り
、

第
二
の
基
礎
が
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
で
あ
っ
た
と
す
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
、「
政
治
家
や
外
交
官
達
が
“balance

”や
“équilibre

”

と
い
う
言
葉
を
使
用
し
、
ま
た
国
際
法
学
者
達
は
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
観
念
を
論
じ
た
」
と
し
て
い
る）（（（
（

。
更
に
、
こ

れ
に
続
い
て
、
学
説
の
検
討
と
分
類
を
行
っ
た
後
に
、
ボ
ン
フ
ィ
ス
は
次
の
よ
う
に
纏
め
る
。

　
　
「
諸
国
家
の
政
治
的
均
衡
体
制
の
問
題
は
国
際
法
の
分
野
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
政
治
学
の
分
野
に
属
す
る
。
そ
れ
は
、
諸
国

家
の
対
外
問
題
の
管
理
及
び
行
政
に
お
け
る
一
つ
の
方
式
（un procédé

）
で
あ
り
、
一
つ
の
方
法
（une m

éthode

）
で
あ
り
、
一
つ
の

体
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
律
上
の
規
則
（une règle juridique

）
乃
至
は
法
的
原
則
（un principe de droit

）
で
は
な
い）

（（（
（

。」

　

こ
の
ボ
ン
フ
ィ
ス
の
見
解
以
上
に
、
政
治
的
原
則
と
し
て
の
勢
力
均
衡
に
対
し
て
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
の
が
、
リ
ヴ
ィ
エ
の

見
解
で
あ
る
。
彼
は
、「
仮
に
、
そ
れ
［
即
ち
、
勢
力
均
衡
］
を
説
明
し
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
諸
条
約
を
考
慮
に
入
れ
な
い
な
ら
ば
、

勢
力
均
衡
原
則
は
高
い
価
値
を
有
し
、
常
に
今
日
的
な
政
治
的
準
則
（m

axim
e

）
で
は
あ
る
が
、
法
原
則
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（（
（

」
と
し
て
い
る
。
こ
の
記
述
で
は
、
勢
力
均
衡
が
政
治
的
原
則
と
し
て
重
視
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、

勢
力
均
衡
に
関
わ
る
諸
条
約
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
勢
力
均
衡
の
法
規
範
性
ま
で
も
が
承
認
さ
れ
得
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
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の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
類
似
の
見
解
は
他
の
概
説
書
に
お
い
て
も
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

以
上
の
各
論
者
に
比
し
て
、
若
干
積
極
的
に
勢
力
均
衡
の
法
的
側
面
を
論
じ
て
い
る
の
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
（George B. D

avis

）

で
あ
る
。
彼
の
国
際
法
概
説
書
の
中
に
は
「
勢
力
均
衡
の
た
め
の
介
入
（Interference

）」
と
題
す
る
一
節
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で

次
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、「
そ
れ
［
即
ち
、
勢
力
均
衡
］
の
維
持
は
欧
州
諸
国
の
一
般
的
同
意
（general consent

）
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ

て
い
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
「
そ
れ
は
自
衛
権
の
本
能
的
行
使
に
由
来
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
継
続
的
存
在
は
厳
格
な
権
利
と
い
う

よ
り
も
む
し
ろ
政
治
及
び
便
宜
の
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
自
己
保
存
権
に
関
す
る
考
察
を
別
と
し
て
も
、
勢
力
均
衡
が

多
く
の
場
合
に
「
欧
州
の
一
般
的
平
和
の
維
持
に
強
力
に
貢
献
し
て
き
た
」
と
す
る
。
更
に
、「
そ
れ
が
存
在
す
る
た
め
の
権
利
は
、

欧
州
国
家
系
が
平
和
の
維
持
と
無
用
且
つ
不
必
要
な
戦
争
の
抑
止
を
目
的
と
す
る
或
る
種
の
同
盟
（alliance

）
又
は
連
合

（confederation

）
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
法
の
如
何
な
る
原
則
か
ら
も
導
出
さ
れ
得
な
い
」
と
す
る
の
で
あ

る
）
（（（
（

。
　

こ
の
よ
う
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
勢
力
均
衡
を
政
治
的
観
念
と
し
て
高
く
評
価
（
即
ち
、
勢
力
均
衡
原
則
の
存
在
を
承
認
）
す
る
と
共

に
、
自
衛
権
と
関
連
付
け
て
勢
力
均
衡
の
法
的
基
盤
に
も
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
彼
は
こ
れ
に
続
い
て
（
ド
イ
ツ

の
）
マ
ル
テ
ン
ス
の
所
説
を
約
三
頁
に
わ
た
り
や
や
唐
突
な
か
た
ち
（
他
者
の
学
説
を
こ
の
よ
う
に
長
く
引
用
す
る
こ
と
は
こ
の
著
作
の

中
で
こ
の
箇
所
以
外
に
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。）
で
引
用
・
紹
介
し
て
い
る）（（（
（

。
本
稿
で
既
に
見
た
よ
う
に
、
マ
ル
テ
ン
ス
は
勢
力
均

衡
の
維
持
を
国
家
の
自
然
権
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
こ
の
点
を
意
識
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
勢
力
均
衡

が
帯
び
る
法
的
性
質
を
彼
が
認
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る）（（（
（

。

　

こ
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
見
解
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
が
ウ
ー
ル
ズ
ィ
ー
（T

heodore D
w

ight W
oolsey

）
の
見
解
で
あ

る
。
ウ
ー
ル
ズ
ィ
ー
も
デ
イ
ヴ
ィ
ス
と
同
様
に
、
勢
力
均
衡
を
「
勢
力
均
衡
の
た
め
の
介
入
（Interference

）」
と
い
う
表
題
の
下
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で
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
勢
力
均
衡
を
欧
州
に
特
有
の
現
象
と
し
て
説
明
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
勢
力
均
衡
は
、
自
己
保
存
の
一
つ
の
準
則
（a m

axim

）
で
あ
り
、
相
互
に
極
め
て
近
接
し
て
い
る
た
め
に
、
突
然
の
侵
略
の
対
象
に

な
り
が
ち
な
国
家
間
で
自
然
に
生
ず
る
に
違
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
和
戦
の
自
由
な
権
能
を
有
す
る
諸
国
家
の
連
合
（confederacy

）
で

あ
っ
て
、
そ
の
結
合
（union

）
の
条
件
が
各
国
家
に
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
を
想
像
せ
よ
。
そ
の
よ
う
な
連
盟

（league

）
に
お
い
て
は
、
或
る
強
国
が
よ
り
弱
小
な
諸
国
の
存
在
を
脅
か
す
な
ら
ば
、
介
入
す
る
（interfere

）
こ
と
は
全
て
の
［
国
家

の
］
責
務
（duty

）
で
あ
ろ
う
。
欧
州
は
そ
の
よ
う
な
連
合
に
類
似
し
て
お
り
、
勢
力
均
衡
は
第
一
級
の
諸
国
家
（states of the first 

rank

）
の
意
図
に
対
す
る
国
家
の
存
在
の
保
証
な
の
で
あ
る）

（（（
（

。」

　　

こ
こ
で
は
、
勢
力
均
衡
が
“a m

axim
”と
さ
れ
、
勢
力
均
衡
維
持
の
た
め
の
介
入
が
“duty

”と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ウ
ー

ル
ズ
ィ
ー
は
勢
力
均
衡
を
少
な
く
と
も
政
治
的
原
則
と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
（
即
ち
、
勢
力
均
衡
原
則
の
存
在
を
承
認
し
て
い

る
）
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

明
確
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
も
の
が
、
カ
ル
ヴ
ォ
（Carlos Calvo

）
の
見
解
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ォ

は
、
彼
の
概
説
書
中
の
「
国
際
法
の
歴
史
的
素
描
」
と
題
さ
れ
た
「
導
入
」（Introduction

）
部
分
に
お
い
て
、
国
際
法
の
歴
史
を

八
期
に
区
分
し
、
そ
の
第
二
期
を
「
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
か
ら
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
ま
で
（
四
七
六
年
か
ら
一
六
四
八
年
ま
で
）」、

第
三
期
を
「
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
か
ら
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
ま
で
（
一
六
四
八
年
か
ら
一
七
一
三
年
ま
で
）」
と
し
た
上
で
、
第
三

期
の
冒
頭
で
「
欧
州
諸
国
家
相
互
間
で
の
よ
り
親
密
且
つ
よ
り
頻
繁
な
関
係
の
開
始
を
記
す
も
の
が
一
六
四
八
年
の
講
和
で
あ
る
」

と
し
、
そ
の
緊
密
な
関
係
の
発
生
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
領
域
の
拡
大
が
他
の
全
て
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
に
繫
が
る
と
い
う

文
脈
の
中
で
勢
力
均
衡
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
自
己
を
封
じ
込
め
、
或
い
は
相
関
的
な
権
利
及
び
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義
務
を
創
設
す
る
よ
う
な
原
則
は
存
在
し
な
い
の
で
、
論
理
的
且
つ
必
然
的
に
こ
の
欧
州
の
勢
力
均
衡
原
則
は
、
干
渉
権
（le droit 

dʼintervention

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
生
み
出
し
た
」
と
す
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ォ
の
見
解
は
「
干
渉
権
」
と
い
う
法
的
観
念
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
勢
力
均
衡
原
則
を
捉
え
て
い
る

（
勿
論
、
同
原
則
自
体
は
法
的
観
念
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。）
の
で
あ
る
。（
ま
た
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
勢
力
均
衡
原
則
が
一
種
の
権

原
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
直
接
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。）

　

以
上
の
他
、
ロ
リ
マ
ー
（Jam

es Lorim
er

）
も
、「
勢
力
均
衡
原
則
（doctrine

）」
が
「
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条

約
以
来
、
普
遍
的
秩
序
の
基
本
的
観
念
（the fundam

ental conception of cosm
opolitan organisation

）
を
体
現
す
る
も
の
と
し

て
み
な
さ
れ
て
き
た）（（（
（

」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
原
則
を
政
治
的
原
則
と
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
ネ
イ
ス

（Ernest N
ys

）
は
、「
勢
力
均
衡
の
観
念
は
欧
州
の
体
制
の
統
合
に
役
立
っ
た
し
、
そ
れ
は
ま
た
諸
国
家
の
権
利
及
び
義
務
の
承
認

に
重
大
な
影
響
を
与
え
た）（（（
（

」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
勢
力
均
衡
が
国
際
法
規
範
で
は
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
政
治
的
原
則
と
し

て
欧
州
諸
国
に
対
す
る
影
響
力
を
有
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
同
様
の
見
解
は
他
に
も
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る）（（（
（

。

　

更
に
、
概
説
書
と
は
別
に
、
勢
力
均
衡
を
扱
っ
た
専
門
研
究
書）（（（
（

を
著
し
た
国
際
法
学
者
と
し
て
、
デ
ュ
ピ
ュ
イ
（Charles 

D
upuis

）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
彼
も
ま
た
そ
の
政
治
的
原
則
と
し
て
の
性
格
を
強
調
し
た
。
デ
ュ
ピ
ュ
イ
は
、
勢
力
均
衡
の
歴
史
的

経
緯
を
詳
細
に
論
じ
た
後
に
、
そ
の
法
的
地
位
を
否
定
す
る
。
そ
の
た
め
の
幾
つ
か
の
論
拠
（
例
え
ば
、「
法
規
則
の
独
特
の
特
徴
は
、

全
て
の
同
一
事
情
に
対
し
て
、
明
確
・
確
実
・
同
一
の
解
決
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
」
の
に
対
し
て
、「
勢
力
均
衡
原
則
は
、
曖
昧
・
不
確

実
・
可
変
的
で
あ
る
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
的
活
動
の
変
動
の
無
限
の
多
様
性
が
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
の
流
動
的
与
件

を
絶
え
間
な
く
増
大
さ
せ
る
ゆ
え
に
、
同
原
則
は
「
規
律
す
べ
き
同
一
事
情
を
知
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
同
原
則
を
法
的
観
念
と
し
た
場
合
に
、

適
用
の
た
め
の
要
件
等
が
確
定
で
き
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る）

（（（
（

。）
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
同
原
則
は
法
の
領
域
か
ら
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放
逐
さ
れ
て
、「
よ
り
可
塑
的
で
あ
り
、
よ
り
流
動
的
な
政
治
の
場
に
そ
の
真
の
場
所
と
現
実
的
有
用
性
を
有
す
る
」
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

最
後
に
、
国
際
法
学
か
ら
離
れ
て
、
外
交
史
的
観
点
か
ら
の
専
門
研
究
書
に
お
い
て
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
「
政
治
的
原
則
と

し
て
の
勢
力
均
衡
」
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い）（（（
（

。

　
第
三
節
　「
勢
力
均
衡
」
の
国
際
法
規
範
性
を
肯
定
す
る
国
際
法
文
献

　

本
節
で
は
、「
勢
力
均
衡
」
の
国
際
法
規
範
性
を
肯
定
す
る
見
解
を
示
す
著
作
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
「
法
規
範
性
」
と

い
う
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
一
様
で
は
な
い
。
各
々
の
論
者
が
提
示
す
る
論
理
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
り
、「
国
際
法
上
一
定
の

法
的
意
義
を
有
す
る
」
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
か
ら
「
国
際
法
の
規
則
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
ま
で
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
る
の
で
あ

る
。

　

先
ず
、
シ
ュ
マ
ル
ツ
（T

heodor von Schm
alz

）
が
ヴ
ィ
ー
ン
会
議
か
ら
間
も
な
い
一
八
一
七
年
に
公
刊
し
た
『
欧
州
国
際
法
八

篇
』
か
ら
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
勢
力
均
衡
は
、
第
一
篇
及
び
第
五
篇
に
お
い
て
、
各
々
国
際
法
の
歴
史

（「
ど
の
よ
う
に
し
て
国
際
法
は
生
成
し
た
か
」）
と
「
諸
国
民
の
独
立
」
を
扱
う
章
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

前
者
に
お
い
て
シ
ュ
マ
ル
ツ
は
、
父
祖
た
ち
が
普
遍
的
専
制
（U

niversal-M
onarchie

）
を
恐
れ
、
勢
力
均
衡
体
制
の
維
持
を
望

み
、
シ
ュ
マ
ル
ツ
の
時
代
に
お
い
て
も
「
脅
か
さ
れ
た
［
諸
国
の
］
提
携
が
脅
威
と
な
る
最
高
権
力
（drohende O

bergew
alt

）
に

対
す
る
強
力
な
、
そ
し
て
唯
一
の
手
段
で
あ
る
こ
と
」
が
確
認
さ
れ
た
と
し
、
ま
た
、「
弱
き
［
諸
国
］
に
対
す
る
最
高
権
力
の
闘

争
に
お
い
て
、
何
れ
の
側
に
法
（das Recht

）
が
存
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
殆
ど
疑
念
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
最
も
賢
明

且
つ
正
当
で
、
最
も
寛
容
且
つ
強
力
な
政
策
は
、
不
当
な
最
高
権
力
に
対
す
る
弱
き
権
利
の
側
に
歩
み
寄
る
こ
と
で
あ
る
」
と
す
る）（（（
（

。

後
者
に
お
い
て
は
、
強
者
に
対
す
る
弱
者
の
同
盟
が
模
索
さ
れ
る
こ
と
が
政
治
的
な
法
則
（Regel

）
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
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「
勢
力
均
衡
の
維
持
が
全
政
治
の
中
心
と
な
っ
た
と
き
に
、
こ
の
法
則
が
近
代
の
政
治
家
に
も
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
」
と
さ
れ
る）（（（
（

。

以
上
の
論
述
か
ら
は
、
勢
力
均
衡
が
過
去
か
ら
シ
ュ
マ
ル
ツ
の
時
代
に
至
る
ま
で
政
治
的
原
則
で
あ
る
と
シ
ュ
マ
ル
ツ
が
認
識
し
て

い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
勢
力
均
衡
に
関
わ
る
彼
の
論
述
は
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
も
シ
ュ
マ
ル
ツ
は

論
ず
る
。

　
「
し
か
し
、
人
の
公
的
用
務
に
お
い
て
た
め
に
な
り
有
利
で
あ
る
も
の
の
全
て
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
勢
力
均
衡
は
正
義
を
通
じ
て
維

持
さ
れ
る
。
占
有
状
態
（Besitzstand

）
が
そ
の
変
更
が
法
的
に
必
要
と
な
る
ま
で
何
よ
り
も
保
護
さ
れ
る
こ
と
を
、
正
義
は
望
む
。
し

た
が
っ
て
、
全
て
の
宮
廷
の
政
治
は
、
占
有
状
態
が
何
よ
り
も
正
し
く
且
つ
神
聖
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
、
押
し
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
（（（
（

。」

　

こ
の
一
節
に
お
い
て
も
、
勢
力
均
衡
維
持
が
「
全
て
の
宮
廷
」
の
政
策
と
し
て
採
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
勢

力
均
衡
そ
れ
自
体
が
、
正
義
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
占
有
状
態
維
持
と
の
関
係
に
お
い
て
法
的
に
擁
護
さ
れ
る
と
の
主

張
も
含
ま
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
ガ
ー
ゲ
ル
ン
（H

ans Christoph Ernst Freiherr von Gagern

）
の
著
作
『
我
々
の
時
代
へ
の
実
際
的
適
用
を
伴
う
国
際

法
批
判）（（（
（

』
を
若
干
詳
細
に
検
討
す
る
。
同
書
は
二
部
構
成
と
さ
れ
、
そ
の
第
一
部
が
「
理
論
」、
第
二
部
が
「
実
践
的
部
分
又
は
今

日
の
情
勢
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
一
部
の
第
一
○
章
（「
才
知
：
優
越
に
対
す
る
警
戒
：
均
衡
」（D

ie K
lugheit. D

ie V
orsicht 

gegen U
eberm

acht. D
as Gleichgew

icht

））
に
お
い
て
勢
力
均
衡
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
は
、
先
ず
、
国
際
法
や
国
家

間
関
係
に
関
す
る
彼
の
基
本
的
な
考
え
方
が
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。



9

「一八世紀」及び「一九世紀」における国際法観念（三・完）

　
「
国
際
法
は
、
所
謂
強
者
の
権
利
に
対
抗
し
て
、
或
い
は
む
し
ろ
自
己
の
力
を
誇
示
し
そ
れ
を
不
正
に
使
用
す
る
者
の
越
権
、
悪
習
、
暴

力
、
悪
意
に
対
抗
し
て
、
確
立
さ
れ
て
い
る
。
…
…
［
中
略
］
…
…
自
然
は
巨
大
な
る
も
の
を
好
ま
な
い
。
そ
れ
は
、
異
常
で
怪
物
の
ご
と

き
も
の
で
あ
る）

（（（
（

。」

　　

つ
ま
り
、
ガ
ー
ゲ
ル
ン
は
、
大
国
に
よ
る
優
越
的
地
位
や
覇
権
の
確
立
を
否
定
し
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
手
段
と
し
て
国
際
法
を
理

解
す
る
と
い
う
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
彼
は
「
優
越
の
反
対
は
、
均
衡
で
あ
り
、
そ
れ
は
反
抗
と
報
復
を
可
能
と
す

る
）
（（（
（

」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
大
国
の
覇
権
確
立
の
阻
止
を
実
現
す
る
も
の
が
勢
力
均
衡
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

こ
と
か
ら
（
当
然
に
も
）、
ガ
ー
ゲ
ル
ン
は
、「
均
衡
の
も
と
で
は
、
単
に
戦
争
へ
の
力
（die K

räfte zum
 K

rieg

）
が
理
解
さ
れ
得

る
の
で
は
な
く
、
平
和
と
繁
栄
へ
の
力
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

」
と
し
て
、
勢
力
均
衡
に
肯
定
的
評
価
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、

勢
力
均
衡
維
持
の
た
め
の
武
力
行
使
（「
戦
争
へ
の
力
」）
を
容
認
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
勢
力
均
衡
の
維
持
（
及
び
そ
れ
を
理
由
と
す
る
武
力
行
使
）
は
如
何
な
る
状
況
に
お
い
て
も
正
し
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
を
ガ
ー
ゲ
ル
ン
は
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

　
「
国
際
法
の
全
て
の
疑
問
及
び
問
題
の
中
で
最
も
困
難
な
も
の
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
或
る
国
家
が
、
他
国
の
拡
大
が
損
失
と
危

険
を
自
ら
に
も
た
ら
す
ゆ
え
に
、
ま
た
、
勢
力
均
衡
が
極
度
に
混
乱
さ
せ
ら
れ
或
い
は
脅
威
に
曝
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
権
限

が
与
え
ら
れ
る
の
は
何
時
か
、
で
あ
る）

（（（
（

。」

　　

ガ
ー
ゲ
ル
ン
は
、「
こ
の
問
題
に
対
し
て
国
際
法
学
者
た
ち
は
た
だ
動
揺
し
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
の
問
題
が

「
神
の
摂
理
」（göttliche V

orsehung

）
に
よ
っ
て
「
我
々
の
理
性
と
正
し
き
洞
察
に
委
ね
」
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ



10

法学研究 87 巻 8 号（2014：8）

の
問
題
を
自
己
保
存
と
関
連
付
け
て
、「
自
己
保
存
の
命
令
（das Gebot der Selbsterhaltung

）
は
、
便
宜
の
問
題
で
は
な
く
、

法
の
問
題
な
の
で
あ
る）（（（
（

」
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
自
己
保
存
の
命
令
」
を
介
し
て
、
勢
力
均
衡
の
維
持
は
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て

理
解
さ
れ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
こ
で
は
、
勢
力
均
衡
の
維
持
が
国
際
法
上
の
権
利
で
あ
る
（
即
ち
、
勢
力
均
衡
規

範
が
存
在
し
て
い
る
）
こ
と
ま
で
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
前
述
の
ガ
ー
ゲ
ル
ン
の
国
際
法
に
関
す

る
基
本
的
な
考
え
方
に
照
合
さ
せ
る
な
ら
ば
、
勢
力
均
衡
の
維
持
の
観
念
を
（
彼
が
構
想
す
る
）
国
際
法
の
規
範
と
し
て
理
解
す
る

こ
と
は
可
能
で
あ
る
。（
ま
た
、
勢
力
均
衡
に
は
「
諸
人
民
の
条
件
」（conditiones populorum

）
（（（
（

） 

が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ガ
ー
ゲ
ル
ン
が
勢
力
均
衡
を
国
際
法
の
基
盤
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。）

　

更
に
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
（Johann Caspar Bluntschli

）
の
概
説
書）（（（
（

に
お
け
る
勢
力
均
衡
を
巡
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
勢
力
均
衡
を
「
国
家
間
の
諸
シ
ス
テ
ム
」（Statensystem

e

）
と
題
さ
れ
た
節
の
中
で
三
頁
に
わ
た
っ
て
論

じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
現
実
に
存
在
す
る
国
家
間
の
国
力
の
相
異
を
国
際
法
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
一
八
世
紀
初
頭

に
流
布
し
た
人
為
的
均
衡
（eine künstliche Gleichgew

icht

）
と
い
う
思
考
（
特
に
、
サ
ン
＝
ピ
エ
ー
ル
師
の
そ
れ
）
が
批
判
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
真
の
均
衡
は
諸
国
の
平
和
的
共
存
を
意
味
す
る
」
と
す
る
。
ま
た
、
或
る
国
家
が
「
優
越
（
的
地
位
）」

（U
ebergew

icht

）
を
獲
得
し
、
他
国
の
独
立
と
自
由
が
犠
牲
と
な
る
よ
う
な
場
合
に
「
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
近
傍
の
弱
小
諸
国

の
み
な
ら
ず
、
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
他
の
諸
国
も
、
均
衡
を
回
復
し
そ
の
充
分
な
維
持
の
た
め
に
措
置
を
と
る
こ
と
を
勧

奨
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
は
正
当
な
も
の
と
さ
れ
る
（berechtigt
）。」
更
に
、
或
る
国
家
が
優
越
的
地
位
の
獲
得
を
企
図
す
る
場
合
に

は
、「
こ
の
企
図
は
均
衡
に
と
っ
て
の
脅
威
を
構
成
し
、
他
の
諸
国
の
共
同
の
抵
抗
を
正
当
化
す
る
（rechtfertigt

）。」「
一
国
の
部

分
的
な
優
越
的
地
位
で
あ
っ
て
も
、
他
の
諸
国
の
安
全
と
自
由
を
危
険
に
曝
し
得
る
し
、
更
に
そ
れ
を
通
じ
て
均
衡
を
も
危
険
に
曝

し
得
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
優
越
的
地
位
を
抑
止
す
る
た
め
の
他
の
諸
国
に
よ
る
共
同
の
抵
抗
を
正
当
化
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、

特
に
、
或
る
国
家
の
優
越
的
海
上
支
配
に
関
し
て
妥
当
す
る）（（（
（

。」
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以
上
の
論
述
に
お
い
て
、「
正
当
な
も
の
と
さ
れ
る
」（berechtigt

）
及
び
「
正
当
化
す
る
」（rechtfertigt

）
と
い
っ
た
文
言
の

法
的
意
味
も
更
に
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
は
展
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ

ら
が
勢
力
均
衡
規
範
の
承
認
を
意
味
す
る
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
判
定
は
困
難
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
論
述
は
、
前
節
で
示
さ
れ
た
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
見
解
以
上
に
勢
力
均
衡
を
政
治
的
原
則
と
し
て
強
く

支
持
す
る
の
み
な
ら
ず
、
何
ら
か
の
法
的
性
質
を
も
帯
び
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
彼
が
米
大
陸

に
お
け
る
勢
力
均
衡
に
関
し
て
「
ア
メ
リ
カ
国
際
法
」（das A

m
erikanische V

ölkerrecht

）
に
言
及
し
、「
公
海
自
由
」
に
対
す

る
脅
威
へ
の
対
抗
概
念
と
し
て
の
勢
力
均
衡
を
論
じ
て
い
る
点）（（（
（

に
は
、
勢
力
均
衡
と
国
際
法
規
範
と
の
密
接
な
関
係
が
意
識
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
更
に
、
神
聖
同
盟
に
関
す
る
記
述）（（（
（

に
お
い
て
は
、
勢
力
均
衡
を
国
際
法
の
基
礎
と
し
て
扱
う
と
い
う
姿

勢
も
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
、
国
家
の
多
様
性
を
否
認
す
る
行
為
を
否
定

す
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
勢
力
均
衡
を
承
認
し
て
お
り
、
そ
れ
を
単
な
る
政
治
原
則
で
は
な
く
何
ら
か
の
法
規
範
性
を
帯
び
る
も
の

と
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

続
い
て
、
勢
力
均
衡
を
「
干
渉
権
」（the Right of Intervention

）
の
根
拠
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
フ
ィ
リ
モ

ア
（Sir Robert Phillim

ore

）
の
見
解
を
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
八
五
四
年
に
上
梓
さ
れ
た
概
説
書
に
お
い
て
、
フ
ィ
リ
モ
ア
は

先
ず
、
古
代
か
ら
の
勢
力
均
衡
に
関
す
る
思
想
に
つ
い
て
簡
単
に
論
じ
（
そ
の
中
で
は
、「
各
国
が
自
己
の
境
界
内
に
自
己
抑
制
す
る
こ

と
は
、
ロ
ー
マ
の
崩
壊
後
に
欧
州
に
導
入
さ
れ
た
封
建
制
に
お
い
て
は
、
当
然
の
傾
向
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
点
が
目
を
引
く
。）、
更
に

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
「
一
六
四
八
年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
り
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
保
証
の
も
と
で
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
自
由

が
確
保
さ
れ
て
以
来
、
こ
の
［
勢
力
均
衡
］
原
則
は
文
明
世
界
全
体
の
慣
行
及
び
実
行
の
中
に
根
付
い
て
き
た
。
勢
力
均
衡
の
維
持
は
主
要
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条
約
（the Cardinal T

reaties

）
と
称
さ
れ
得
る
全
て
の
も
の
の
公
言
さ
れ
た
目
的
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
殆
ど
の
真
の
目
標
で

あ
っ
た）

（（（
（

。」

　

そ
の
上
で
、
勢
力
均
衡
に
関
連
す
る
諸
条
約
の
概
観
が
行
わ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
「
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
の
時
期
か
ら
今
日
に
至
る

ま
で
国
際
法
の
こ
の
原
則
の
進
歩
と
運
命
は
大
き
な
変
動
を
経
験
し
た）（（（
（

」
と
し
て
、
勢
力
均
衡
が
国
際
法
の
原
則
で
あ
る
旨
が
言
明

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
以
降
一
八
五
四
年
ま
で
の
勢
力
均
衡
の
歴
史
が
三
期
（
１
．
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約

か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
勃
発
ま
で
：
２
．
フ
ラ
ン
ス
革
命
か
ら
ヴ
ィ
ー
ン
条
約
ま
で
：
３
．
ヴ
ィ
ー
ン
条
約
か
ら
一
八
五
四
年
ま
で
）
に
区
分

さ
れ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
具
体
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
、
勢
力
均
衡
の
維
持
又
は
回
復
の
た
め
の
干
渉
に
関
す

る
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る）（（（
（

。
こ
れ
は
フ
ィ
リ
モ
ア
が
勢
力
均
衡
を
「
干
渉
権
」
の
根
拠
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
の
論
理
的

帰
結
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

フ
ィ
リ
モ
ア
と
同
様
に
勢
力
均
衡
を
「
干
渉
権
」
の
根
拠
と
し
つ
つ
も
、
よ
り
制
約
さ
れ
た
見
解
を
示
す
の
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム

（H
einrich B. O

ppenheim

）
で
あ
る
。
彼
は
『
国
際
法
体
系
』
の
第
三
章
「
近
代
実
定
国
際
法
の
歴
史
」
と
第
一
一
章
「
戦
争
法
」

に
お
い
て
「
勢
力
均
衡
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る）（（（
（

。
第
三
章
で
は
、
特
に
、
一
七
世
紀
後
半
以
降
の
歴
史
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
、

勢
力
均
衡
に
よ
り
一
六
四
八
年
か
ら
一
七
一
三
年
ま
で
の
国
際
法
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
旨
が
宣
言
さ
れ）（（（
（

、
具
体
的
記
述
が
行
わ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
（
第
一
章
第
三
節
（
２
））
に
お
い
て
も
紹
介
さ
れ
た
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
所
説
（E

xam
en de la conscience sur 

les devoirs de la royauté

）
が
紹
介
さ
れ
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
実
際
に
人
は
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
と
共
に
、
全
体
と
し
て
欧
州
の
半
分
を
相
続
す
る
カ
ー
ル
五
世
の
よ
う
な
君
主
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
残
り
の

半
分
の
欧
州
及
び
世
界
を
抑
圧
す
る
権
利
を
も
継
承
す
る
の
か
、
と
い
う
質
問
を
提
示
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
干
渉
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（Intervention

）
は
均
衡
体
制
の
武
器
で
あ
っ
た）

（（（
（

。」

　

更
に
続
け
て
、「
嫉
妬
と
相
互
の
弱
体
化
（
但
し
、
壊
滅
で
は
な
い
。）
の
シ
ス
テ
ム
」
が
干
渉
を
対
外
的
独
立
と
い
う
目
的
の
た

め
の
み
な
ら
ず
、
対
内
的
に
も
活
用
す
る
、
と
も
描
か
れ
る
。
そ
し
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
宮
廷
と
外
交
は
自
己
の
利
益
を
押
し

通
し
た
」
の
で
あ
り
、「
諸
国
民
に
大
量
の
血
を
流
さ
せ
た
諸
々
の
戦
争
は
、
決
し
て
国
家
の
戦
争
で
は
な
く
、
家
門
の
戦
争
で

あ
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
国
際
法
の
歴
史
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
勢
力
均
衡
に
対
し
て
否
定
的
評
価
を
下
し
て
お
り
、

本
章
の
第
一
節
こ
そ
が
彼
の
見
解
に
相
応
し
い
場
所
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
戦
争
法
」
に
関
す
る
記
述
で
は
、

「
不
干
渉
原
則
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
の
原
則
が
国
内
問
題
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
外
国
の
戦
争
に
対
す
る

介
入
に
関
し
て
は
「
よ
り
弱
い
側
を
保
護
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い）（（（
（

」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
均
衡
か
ら

の
意
図
的
逸
脱
は
戦
争
事
由
と
は
決
し
て
な
ら
な
い
が
、
介
入
（Interzession

）
の
根
拠
と
は
な
る）（（（
（

」
と
す
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、

彼
は
こ
の
よ
う
な
根
拠
が
濫
用
さ
れ
る
危
険
の
大
き
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
彼
が
勢
力
均
衡
に
つ
い
て
、
歴
史
的

に
は
否
定
的
評
価
を
下
し
な
が
ら
も
、
制
限
的
に
干
渉
の
根
拠
と
し
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
法
的
観
念
の
一
つ
と
し
て
捉
え
て
い
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
の
見
解
と
類
似
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
の
が
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
（John W

estlake

）
で
あ
る
。
即
ち
、

彼
は
勢
力
均
衡
の
正
当
化
事
由
を
幾
つ
か
検
討
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
や
や
否
定
的
と
思
わ
れ
る
意
見
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
欧
州
の
地
図
の
如
何
な
る
変
更
も
、
欧
州
国
家
系
（
そ
の
確
立
に
お
い
て
、
自
己
保
存
の
手
段
と
し
て
の
勢
力
均
衡
原
則
が
主
要
な
貢
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献
を
行
っ
た
こ
と
に
は
疑
念
の
余
地
が
な
い
。）
の
最
遠
の
構
成
国
に
と
っ
て
さ
え
も
、
正
当
な
関
心
事
項
（a m

atter of legitim
ate 

interest

）
で
あ
る
と
い
う
原
則
は
、
一
つ
の
社
会
と
し
て
み
な
さ
れ
得
る
と
い
う
最
低
限
の
主
張
（the least pretention

）
を
な
す
人

又
は
国
家
か
ら
成
る
如
何
な
る
集
合
体
に
お
い
て
も
［
存
在
す
る
］
正
義
の
一
般
的
重
要
性
ゆ
え
に
、
現
在
少
な
く
と
も
そ
れ
自
体
の
力
を

有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
領
土
の
増
大
に
対
す
る
何
ら
か
の
介
入
権
（any right of interference

）
が
存
在
す
る
の
は
、
正
義
の
た
め

に
だ
け
で
あ
る）

（（（
（

。」

　　

こ
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
は
、「
自
己
保
存
の
手
段
と
し
て
の
勢
力
均
衡
原
則
」
が
欧
州
国
家
系
形
成
の
た
め
に
有
効
に

機
能
し
た
こ
と
を
認
め
、
更
に
、（「
正
義
の
た
め
」
と
い
う
限
定
を
付
し
つ
つ
も
）
依
然
と
し
て
「
介
入
権
」
が
存
在
す
る
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
は
「
勢
力
均
衡
原
則
」
が
「
介
入
権
」
に
形
を
変
え
て
存
続
し
て
い
る
と
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
が
考
え
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

　

干
渉
と
関
連
付
け
て
勢
力
均
衡
の
法
規
範
性
を
承
認
す
る
と
い
う
論
理
は
ハ
レ
ッ
ク
（H

enry W
ager H

alleck

）
の
概
説
書
に
お

い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ハ
レ
ッ
ク
は
「
武
力
に
よ
る
干
渉
（intervention

）
の
最
も
普
通
の
根
拠
の
一
つ
が
勢
力
均
衡
維
持
の

0

0

0

0

0

0

0

た
め
0

0

と
い
う
も
の
で
あ
る
」（
傍
点
部
分
は
原
文
斜
体
字
）
と
し
た
上
で
、「
如
何
な
る
国
家
も
、
他
国
に
よ
る
領
土
の
合
法
的
取
得

を
妨
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
斯
か
る
取
得
が
自
ら
の
安
全
に
直
接
的
又
は
間
接
的
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
限
り
、
正
当
と
さ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
権
利
は
自
衛
に
の
み
依
拠
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る）（（（
（

。
つ
ま
り
、
彼
は
勢
力
均
衡
維
持
の
た
め
の
武
力
に

よ
る
干
渉
を
「
権
利
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
以
上
に
紹
介
し
た
七
名
の
国
際
法
学
者
に
比
較
し
て
、
か
な
り
積
極
的
に
勢
力
均
衡
の
法
規
範
性
を
承
認
し
て
い
る
の
が

ト
ゥ
イ
ス
（T

ravers T
w

iss

）
で
あ
る
。
一
八
六
一
年
に
公
刊
さ
れ
た
彼
の
国
際
法
概
説
書
（
英
語
版
）
に
お
い
て
、
勢
力
均
衡
は

第
七
章
（
自
己
保
存
権
）
の
中
で
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
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「
自
然
国
際
法
の
下
で
の
同
盟
権
（the Right of Confederacy

）
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
（
一
七
一
三
年
）
以
来
勢
力
均
衡
と
名
付
け

ら
れ
て
き
た
も
の
の
た
め
の
干
渉
権
（the Right of Intervention

）
の
基
礎
に
あ
る
。
勢
力
均
衡
、
又
は
欧
州
の
均
衡
の
体
制
は
、
実

定
法
の
創
設
（a creation of Positive Law

）
で
あ
る）

（（（
（

。」

　
　

　

そ
し
て
、
ト
ゥ
イ
ス
は
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
・
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
条
約
（
一
六
四
八
年
）・
オ
リ
ー
ヴ
ァ
（O

liva

）
条
約

（
一
六
六
○
年
）
等
の
諸
条
約
中
に
均
衡
体
制
の
最
初
の
痕
跡
が
認
め
ら
れ
る
が
「
実
定
法
規
則
と
し
て
の
均
衡
体
制
の
明
示
的
承

認
」（the express recognition of the System

 of Balance, as a rule of Positive Law

）
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
を
待
つ
こ
と
に
な

る
と
い
う
。
ま
た
、「
フ
ラ
ン
ス
革
命
（
一
七
八
九
年
）
に
至
る
ま
で
（
こ
の
間
に
ユ
ト
レ
ヒ
ト
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
勢
力
均
衡
を
混
乱

さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
多
様
な
要
素
が
そ
の
体
制
に
持
ち
込
ま
れ
た
に
も
拘
ら
ず
）
欧
州
実
定
法
体
制
（the European System

 of 

Positive Law

）
は
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
に
基
づ
い
た
と
述
べ
ら
れ
得
る
」
と
み
な
す
ト
ゥ
イ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
戦
争
が

こ
の
体
制
全
体
を
動
揺
さ
せ
た
も
の
の
、「
ヴ
ィ
ー
ン
会
議
の
主
要
目
的
が
均
衡
を
再
調
整
す
る
こ
と
に
よ
る
欧
州
の
安
寧
の
維
持

を
確
保
す
る
こ
と
」
で
あ
り
「
そ
の
意
図
は
パ
リ
条
約
（
一
八
一
四
年
四
月
二
三
日
）
の
前
文
に
宣
言
さ
れ
た
」
と
す
る
。
更
に
、

勢
力
均
衡
の
原
則
は
、
パ
リ
条
約
の
当
事
国
で
あ
る
五
大
国
に
よ
る
白
蘭
間
問
題
へ
の
（
蘭
国
王
の
招
聘
に
基
づ
く
）
介
入
や
デ
ン

マ
ー
ク
領
承
継
を
巡
る
一
八
五
二
年
五
月
八
日
の
ロ
ン
ド
ン
条
約
等
の
事
例
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
、「
勢
力
均
衡
原
則
が
欧
州
実

定
国
際
法
（the Positive Law

 of European N
ations

）（
そ
れ
は
『
協
定
欧
州
公
法
』（the Public Conventional Law

 of Europe

）

と
名
付
け
ら
れ
得
る
。）
の
基
礎
に
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
承
認
に
つ
い
て
の
最
新
の
大
き
な
機
会
が
東
方
問
題
に
関
す
る
最
近
の

解
決
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
」
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ト
ゥ
イ
ス
は
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
以
降
、
勢
力
均
衡
体
制
自
体
や
勢
力
均
衡
原
則
が
実
定
国
際
法
上
の
規
則
で
あ
る

と
の
認
識
を
示
し
、
更
に
、
そ
の
後
そ
れ
が
欧
州
実
定
国
際
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
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ト
ゥ
イ
ス
の
概
説
書
に
お
け
る
よ
り
も
一
層
強
く
勢
力
均
衡
の
法
規
範
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ド
ナ
デ
ュ
ー
（Léone 

D
onnadieu

）
の
専
門
研
究
書）（（（
（

で
あ
る
。
ド
ナ
デ
ュ
ー
は
、
先
ず
「
緒
言
」（Préface

）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
宣
言
す
る
。「
政
治

的
勢
力
均
衡
は
必
要
な
力
の
一
つ
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
諸
国
民
の
生
活
に
関
す
る
一
つ
の
法
（loi

）
の
表
明
で
あ
る
。」
そ
の

上
で
、
ド
ナ
デ
ュ
ー
は
、
外
交
上
の
議
論
の
中
に
勢
力
均
衡
が
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
外
交
担
当
者
た
ち
が
そ
れ
を
検
討
し
、

「
当
初
は
疑
念
を
も
っ
て
、
後
に
は
そ
れ
が
有
し
得
た
有
害
な
も
の
を
除
去
す
る
よ
う
努
力
し
な
が
ら
」
活
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
す
る
。「
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
徐
々
に
国
際
社
会
の
実
定
的
及
び
条
約
上
の
法
と
な
っ
た
の
で
あ
る）（（（
（

。」

　

即
ち
、
こ
こ
で
は
「
政
治
的
勢
力
均
衡
」
自
体
が
実
定
国
際
法
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
に
お
い

て
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
そ
れ
［
即
ち
、
勢
力
均
衡
原
則
］
は
国
際
社
会
の
基
礎
そ
の
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
、
法
の
保
証
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の

［
国
際
］
社
会
に
法
を
付
与
す
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
法
が
死
文
に
と
ど
ま
ら
な
い
よ
う
に
し
、［
諸
国
家
の
］
集
団
と
し
て
の
存
在
を
可

能
と
す
る
の
で
あ
る）

（（（
（

。」

　

こ
の
一
節
で
は
、
勢
力
均
衡
が
実
定
法
と
は
別
に
、「
国
際
社
会
の
基
礎
」
で
あ
り
「［
国
際
］
法
の
保
証
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
、
ド
ナ
デ
ュ
ー
が
別
の
箇
所
で
ル
ソ
ー
の
『
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
師
の
永
久
平
和
論
の
抜
粋
』
か
ら
の
引
用

（「
欧
州
の
諸
国
家
は
そ
れ
ら
の
間
で
一
つ
の
黙
示
的
国
家
を
形
成
し
て
い
る
」
と
し
て
、
欧
州
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
存
在
を
主
張
す
る
。）

を
行
っ
た
後
に
、「
ゆ
え
に
国
際
社
会
は
勢
力
均
衡
の
領
域
で
あ
り
、
こ
れ
［
即
ち
、
勢
力
均
衡
］
が
原
則
的
に
共
通
の
安
全
に
関
す

る
一
般
法
を
承
認
す
る
（sanctionner

）
た
め
に
介
入
す
る）（（（
（

」
と
し
て
い
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
ド
ナ
デ
ュ
ー
は
、
勢
力
均
衡
原
則
を
実
定
国
際
法
の
規
則
で
あ
る
と
同
時
に
国
際
法
の
基
礎
乃
至
保
証
で
あ
る
と
し
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て
、
単
な
る
法
規
範
性
に
止
ま
ら
ず
、
国
際
社
会
維
持
の
た
め
の
よ
り
重
要
な
機
能
ま
で
も
そ
れ
に
認
め
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

本
節
の
最
後
に
、
コ
ー
シ
ー
（Eugène Cauchy

）
の
『
海
事
国
際
法
』
に
も
言
及
し
て
お
き
た
い
。
コ
ー
シ
ー
は
こ
の
著
作
の

第
二
巻
第
二
篇
（「
そ
の
淵
源
と
そ
の
適
用
に
お
い
て
考
察
さ
れ
た
国
際
法
」）
第
一
章
（「
国
際
法
の
第
二
次
的
法
源
：
欧
州
の
条
約
（Les 

conventions et les traités européens

）」）
の
第
一
節
（「
欧
州
の
均
衡
に
つ
い
て
」）
に
お
い
て
、
欧
州
に
お
け
る
勢
力
均
衡
一
般
に

関
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る）（（（
（

。
そ
し
て
、
同
第
二
節
（「
海
洋
の
均
衡
に
つ
い
て
」（D

e lʼéquilibre m
aritim

e

））
の
冒
頭
で
、「
大

陸
政
治
（la politique continentale

）
の
全
て
の
制
度
が
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
の
均
衡
に
類
似
す
る
何
ら
か
の
も
の
が
、
海
洋
航
行

に
つ
い
て
確
立
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か）（（（
（

」
と
の
問
い
が
発
せ
ら
れ
、（
商
船
と
軍
艦
の
区
分
に
依
拠
し
つ
つ
）
同
盟
や
中
立
と

い
っ
た
方
法
で
の
海
洋
空
間
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
形
成
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。
本
稿
の
主
題
と
の
関
連
に
お
い
て
興
味
深

い
事
柄
は
、
例
え
ば
、「
中
立
の
諸
権
利
」（les droits de neutralité

）
（（（
（

）
と
し
て
海
洋
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
形
成
が
論
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ー
シ
ー
は
「
国
際
法
理
論
（la théorie du droit des gens

）
に
お
け
る
発
展）（（（
（

」
の
中
で

海
洋
の
勢
力
均
衡
を
扱
っ
て
い
る
点
で
あ
る）（（（
（

。
つ
ま
り
、
海
事
国
際
法
分
野
に
お
い
て
も
勢
力
均
衡
が
法
的
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
節
　「
勢
力
均
衡
」
を
国
際
法
の
基
盤
と
み
な
す
国
際
法
文
献

　

本
章
の
最
後
に
、「
勢
力
均
衡
」
を
国
際
法
の
基
盤
と
み
な
す
論
者
及
び
文
献
を
紹
介
す
る
。
既
に
、
前
節
に
お
い
て
確
認
さ
れ

た
よ
う
に
、
ト
ゥ
イ
ス
及
び
ド
ナ
デ
ュ
ー
は
、
勢
力
均
衡
の
法
規
範
性
（
即
ち
、
勢
力
均
衡
規
範
の
存
在
）
を
承
認
す
る
と
共
に
、
勢

力
均
衡
が
国
際
法
の
基
盤
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
見
解
も
示
し
て
い
た
。
本
節
で
検
討
の
対
象
と
す
る
論
者
及
び
文
献
は
、
勢
力
均

衡
を
国
際
法
の
基
盤
と
す
る
見
解
を
よ
り
一
層
明
確
に
提
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
第
一
に

挙
げ
ら
れ
得
る
も
の
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（Lassa F. L. O

ppenheim

）
の
著
名
な
概
説
書
で
あ
る
。
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オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
同
書
の
本
論
冒
頭
に
お
い
て
国
際
法
に
関
す
る
通
史
的
記
述
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
「
一
六
四
八

年
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
を
通
じ
て
の
三
十
年
戦
争
の
終
了
は
、
一
六
四
五
年
の
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
死
去
後
の
最
初
の
極
め
て
重

要
な
出
来
事
」
で
あ
り
、
ま
た
、「［
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
講
和
会
議
が
］
諸
国
の
共
通
合
意
に
よ
っ
て
国
際
的
事
項
を
解
決
す
る
と
い

う
目
的
の
た
め
に
招
集
さ
れ
た
歴
史
上
初
の
欧
州
規
模
の
会
議
（a European Congress

）
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
文
脈
に
お
い
て
「
欧
州
の
均
衡
（the European equilibrium

）
が
姿
を
現
し
、
同
族
的
な
国
際
社
会
（the Fam

ily of 

N
ations

）
の
構
成
員
の
独
立
の
保
障
と
し
て
の
黙
示
的
原
則
と
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る）（（（
（

。

　

更
に
、
こ
の
通
史
的
記
述
を
通
じ
て
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
そ
こ
か
ら
導
出
さ
れ
る
「
五
つ
の
教
訓
」（five m

orals

）
を
挙
げ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
の
「
第
一
の
そ
し
て
主
要
な
教
訓
」
と
し
て
、「
国
際
法
は
、
同
族
的
な
国
際
社
会
の
構
成
員
の
間

の
勢
力
均
衡
（an equilibrium

, a balance of pow
er

）
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
存
在
し
得
る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（（
（

。

彼
は
こ
の
「
教
訓
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
　
「
仮
に
諸
国
（Pow

ers

）
が
相
互
に
抑
制
し
得
な
い
な
ら
ば
、
強
大
化
し
過
ぎ
た
国
家
は
、
当
然
自
由
裁
量
の
も
と
で
行
動
し
よ
う
と
し
、

そ
し
て
法
に
服
従
し
な
い
よ
う
に
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
如
何
な
る
法
規
則
も
何
ら
の
力
も
有
し
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
主
権
国
家
を
超
え

る
、
国
際
法
を
強
制
し
得
る
集
権
的
政
治
権
力
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
決
し
て
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
勢
力
均
衡
が
諸
国
の
共
同
体

の
何
れ
か
の
構
成
員
が
万
能
と
な
る
こ
と
を
妨
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ル
イ
一
四
世
及
び
ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
の
時
代
の
歴
史
が
、
こ
の
原
則
の

健
全
性
を
明
確
に
示
し
て
い
る）

（（（
（

。」

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、
国
家
間
関
係
の
構
造
や
実
態
を
考
慮
し
、
諸
国
家
の
「
独
立
の
保
障
」
と
国
際
法
存

在
の
た
め
の
原
則
と
し
て
、
勢
力
均
衡
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
が
ピ
レ
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（A
ntoine Pillet

）
で
あ
る
。

　

ピ
レ
は
、
勢
力
均
衡
を
「［
国
際
］
法
の
保
証
」
と
し
て
高
く
評
価
し
、「
国
家
間
の
又
は
国
家
集
団
間
の
勢
力
均
衡
は
、
法

（droit
）
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
法
の
最
良
の
保
証
で
あ
る）（（（
（

」
と
す
る
と
同
時
に
、「
勢
力
均
衡
は
我
々
に
、
諸
国
民
が
或
る
共

通
・
平
等
の
利
益
を
有
す
る
状
態
の
確
立
と
維
持
の
状
態
に
つ
い
て
の
良
き
事
例
を
提
示
し
て
い
る）（（（
（

」
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
や
ピ
レ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、
国
際
法
の
基
盤
と
し
て
の
勢
力
均
衡
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
の

が
ヘ
フ
タ
ー
（A

ugust W
ilhelm

 H
effter

）
で
あ
る
。
彼
の
概
説
書）（（（
（

の
中
で
、「
勢
力
均
衡
」
は
「
序
論
」
中
の
二
箇
所
で
触
れ
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、「
国
際
法
の
偶
発
的
保
証
：
諸
国
家
の
均
衡
」（Garanties accidentelles du droit international: 

lʼéquilibre des états

）
と
欧
州
国
際
法
の
「
淵
源
」
に
関
す
る
記
述
の
中
で
あ
る
。
特
に
、
後
者
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
。

　

先
ず
、
ヘ
フ
タ
ー
は
、「
一
般
的
に
こ
の
均
衡
は
、
他
国
に
対
し
て
国
際
法
の
侵
害
を
行
お
う
と
す
る
或
る
国
家
が
、
脅
威
を
受

け
た
国
家
の
側
か
ら
の
み
な
ら
ず
、
確
立
さ
れ
た
国
際
法
シ
ス
テ
ム
で
利
益
を
共
有
す
る
他
の
全
て
の
国
家
か
ら
の
反
動
を
惹
起
す

る
と
い
う
状
態
に
存
す
る
」
の
で
あ
り
、「
そ
れ
は
ま
た
、
平
等
な
諸
国
家
か
ら
成
る
社
会
（association

）
の
集
団
的
且
つ
精
神
的

（m
orale

）
保
証
に
も
ま
た
存
し
得
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
勢
力
均
衡
に
関
す
る
観
念
的
な
説
明
を
行
っ
た
上
で
、

彼
は
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

　
「
こ
の
場
合
、
最
強
国
の
侵
略
を
撃
退
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
物
理
的
又
は
精
神
的
な
力
が
不
足
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
均
衡
と
国
際
法
は
空
虚
な
言
葉
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
…
…
［
中
略
］
…
…
し
た
が
っ
て
、
諸
国
家

の
政
治
的
均
衡
は
、
多
く
の
著
者
が
主
張
し
て
き
た
よ
う
な
キ
マ
イ
ラ
（chim

ère
）
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
り
、
同
一
の
法
を
表
明
す

る
諸
国
家
に
と
っ
て
極
め
て
自
然
な
観
念
な
の
で
あ
る）

（（（
（

。」
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つ
ま
り
、
ヘ
フ
タ
ー
は
、「
同
一
の
法
」、
即
ち
、
国
際
法
を
共
有
す
る
諸
国
家
に
と
っ
て
、
勢
力
均
衡
が
「
極
め
て
自
然
な
観

念
」
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
勢
力
均
衡
を
国
際
法
の
基
盤
と
す
る
と
い
う
見
解
を
有
し
て
い
る
も
の
と
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
グ
リ
ッ
ツ
（A

lexandre de Stieglitz

）
の
専
門
研
究
書
『
政
治
的
均
衡
、
正
統
主
義
及
び
国
籍
原
則
論）（（（
（

』

に
お
け
る
（
ヘ
フ
タ
ー
の
見
解
と
同
様
の
）
見
解
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。「
勢
力
均
衡
」
は
同
書
第
一
巻
第
一
部
に
お
い
て
扱
わ
れ

て
お
り
、
そ
の
第
一
章
は
勢
力
均
衡
を
巡
る
歴
史
の
叙
述）（（（
（

に
当
て
ら
れ
、
第
二
章
で
は
先
行
学
説
が
丹
念
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
第
三
章
冒
頭
に
お
い
て
シ
ュ
テ
ィ
ー
グ
リ
ッ
ツ
は
、「
政
治
的
均
衡
原
則
に
関
す
る
批
判
的
考
察
を
始
め
る
に
当
た
り
、
我
々

は
何
よ
り
も
先
ず
、
国
際
的
均
衡
な
く
し
て
諸
国
民
の
法
的
結
合
（lʼassociation juridique

）
の
原
則
又
は
国
際
法
の
客
観
的
原
則

の
存
在
は
不
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る）（（（
（

」
と
明
言
す
る
。
彼
は
更
に
、
こ
れ
ら
の
原
則
の
否
定
は
「
国
際
法

の
客
観
的
原
則
に
対
す
る
主
観
的
原
則
の
優
越
に
つ
な
が
る）（（（
（

」
と
も
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
シ
ュ
テ
ィ
ー
グ
リ
ッ
ツ
は
そ
の
後
に
「
政
治
的
均
衡
原
則
は
国
家
の
活
動
（
そ
れ
は
、
進
歩
と
幸
運
を
目
標
と
す
る
活
動
で

あ
る
。）
の
根
絶
を
要
求
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、「
そ
れ
と
は
逆
に
、
国
際
的
団
結
（union

）
の
構
成
員
の
有
機
的
一

体
性
を
是
認
す
る
政
治
的
均
衡
原
則
は
、
法
的
原
則
、
と
り
わ
け
国
際
的
な
法
的
結
合
に
関
す
る
原
則
に
由
来
す
る
政
治
的
原
則
で

あ
」
り
、「
こ
の
法
的
原
則
は
こ
の
政
治
的
原
則
な
し
で
は
、
不
可
能
で
あ
る）（（（
（

」
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
勢
力
均
衡
に
関

す
る
理
解
を
最
も
整
合
的
に
示
す
た
め
に
は
、「
国
際
法
の
基
盤
と
な
る
不
可
欠
の
政
治
的
原
則
」
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う）（（（
（

。

結
論

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世
紀
」
の
国
際
法
学
関
連
文
献
、
特
に
概
説
書
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
て
、
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そ
れ
ら
に
お
い
て
「
勢
力
均
衡
」
観
念
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
の
検
証
が
試
み
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
本
稿
に

お
い
て
検
証
さ
れ
た
事
柄
か
ら
、
少
な
く
と
も
次
の
三
点
が
導
き
出
さ
れ
得
る
。

　

第
一
に
、
現
在
で
は
政
治
的
観
念
と
し
て
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
「
勢
力
均
衡
」
が
、
遅
く
と
も
一
六
世
紀
末
の
「
国
際

法
」
関
連
文
献
に
登
場
し
、「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世
紀
」
の
多
数
の
国
際
法
概
説
書
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
が
確
認
さ
れ
る
。
但
し
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
事
柄
が
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
一
七
世
紀
以
前
の

「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
い
て
は
、「
勢
力
均
衡
」
観
念
が
明
示
的
に
論
じ
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、「
一
八
世
紀
」
以
降
の
国
際
法
文

献
に
お
い
て
の
み
同
観
念
が
明
示
的
に
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世
紀
」
の
国
際
法
学
関
連
文
献
で
あ
っ
て
、
勢
力
均
衡
に
言
及
す
る
も
の
に
お
い
て
下
さ

れ
て
い
る
勢
力
均
衡
の
法
的
性
質
を
巡
る
評
価
は
多
様
で
あ
る）（（（
（

。
即
ち
、
勢
力
均
衡
の
法
規
範
性
を
否
定
す
る
の
み
な
ら
ず
、
政
治

的
原
則
と
し
て
も
勢
力
均
衡
が
機
能
し
な
い
、
或
い
は
有
害
で
あ
る
と
す
る
も
の
か
ら
、
そ
の
政
治
的
原
則
と
し
て
の
地
位
（
即
ち
、

勢
力
均
衡
原
則
で
あ
る
こ
と
）
を
認
め
る
も
の
、
そ
し
て
、
勢
力
均
衡
が
有
す
る
一
定
の
法
規
範
性
（
即
ち
、
勢
力
均
衡
規
範
の
存
在
）

を
承
認
す
る
も
の
、
更
に
は
、
国
際
法
の
存
在
基
盤
と
し
て
勢
力
均
衡
を
理
解
す
る
も
の
ま
で
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。
こ
れ
ら

の
多
様
な
評
価
の
中
で
、
何
れ
が
有
力
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
勢

力
均
衡
の
法
規
範
性
と
共
に
政
治
的
原
則
と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
も
否
定
的
に
論
ず
る
者
の
中
で
、
徹
底
的
な
批
判
を
展
開
し
た

者
は
必
ず
し
も
多
数
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
勢
力
均
衡
に
法
規
範
性
を
認
め
、
或
い
は
そ
れ
を
国
際
法
の

存
在
基
盤
と
し
て
扱
う
者
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
こ
と
は
再
度
確
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る）（（（
（

。（
ま
た
、
こ
の
第
二
点
に
関
連
し
て
、

勢
力
均
衡
が
「
政
治
的
勢
力
均
衡
」
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
国
際
法
」
の
概
説
書
や
専
門
研
究
書
の
中
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
れ
自
体
も
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。）

　

第
三
に
、「
一
八
世
紀
」
の
勢
力
均
衡
論
と
「
一
九
世
紀
」
の
そ
れ
と
の
間
に
相
異
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
も
留
意
さ
れ
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
相
異
の
存
在
は
、
特
に
、
勢
力
均
衡
に
何
ら
か
の
法
規
範
性
を
付
与
す
る
論
理
が
提
示
さ
れ

る
際
に
明
白
と
な
る
。
本
稿
第
二
章
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、「
一
八
世
紀
」
の
ヴ
ォ
ル
フ
、
マ
ル
テ
ン
ス
及
び
グ
ン
ト
リ
ン

ク
は
、
勢
力
均
衡
を
自
然
法
に
関
連
さ
せ
る
（
或
い
は
、
自
然
状
態
か
ら
説
き
起
こ
す
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
力
均
衡
の
法
規
範
性
を

承
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
時
代
の
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
実
定
法
と
し
て
の
勢
力
均
衡
規
範
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
正
義
に
合
致

す
る
」
と
い
う
条
件
が
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、（
第
三
章
第
三
節
で
確
認
さ
れ
た
）「
一
九
世
紀
」
に
勢
力
均
衡

の
法
規
範
性
に
つ
い
て
肯
定
的
に
論
じ
た
者
は
、
勢
力
均
衡
と
自
然
法
を
直
接
的
に
関
連
さ
せ
る
よ
う
な
論
理
構
築
を
行
っ
て
い
な

い
。
勿
論
、
各
々
の
行
論
に
お
い
て
は
、「
正
義
」（
シ
ュ
マ
ル
ツ
・
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
）
や
「
神
の
摂
理
」（
ガ
ー
ゲ
ル
ン
）
と
い
っ
た

自
然
法
と
の
関
連
性
を
有
す
る
か
の
よ
う
な
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
直
接
的
に
自
然
法
が
援
用

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。（
特
に
、
ト
ゥ
イ
ス
の
場
合
に
は
、「
自
然
国
際
法
の
下
で
の
同
盟
権
」
か
ら
議
論
は
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
最

終
的
に
は
実
定
法
上
の
規
則
と
し
て
の
勢
力
均
衡
規
範
に
至
っ
て
い
る
。）

　

さ
て
、
以
上
の
三
点
は
何
を
意
味
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
々
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

先
ず
、
第
一
点
は
、「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世
紀
」
に
お
い
て
勢
力
均
衡
が
国
際
法
学
上
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
多
数
の
国
際
法
学
者
が
彼
ら
の
「
国
際
法
学
」
の
体
系
の
中
で
勢
力
均
衡
に
つ

い
て
自
覚
的
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
事
実
は
、
本
稿
（
第
一
章
第
二
節
）
で
確
認
さ
れ
た
現
在
の
国
際
法
学
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の

扱
わ
れ
方
と
は
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
現
代
の
国
際
法
学
の
認
識
対
象
と
「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世

紀
」
の
国
際
法
学
の
そ
れ
と
の
相
異
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

現
代
の
国
際
法
学
は
、
実
定
法
の
規
範
内
容
の
確
定
と
そ
の
解
釈
及
び
適
用
を
主
た
る
任
務
と
し
て
お
り
、
結
果
的
に
政
治
的
観

念
を
そ
の
埒
外
に
置
く
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
勢
力
均
衡
観
念
の
歴
史
を
見
る
限
り
、「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世
紀
」

の
国
際
法
学
は
そ
の
よ
う
な
傾
向
に
は
な
い
。
特
に
、
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
さ
れ
た
諸
文
献
の
中
で
、
勢
力
均
衡
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を
政
治
的
観
念
で
あ
る
と
す
る
も
の
の
論
理
構
造
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
勢
力
均
衡
を
政
治
的
観
念
と
し
な
が

ら
、
勢
力
均
衡
に
つ
い
て
「
国
際
法
」
の
枠
組
の
中
で
（
し
か
も
、
か
な
り
の
紙
幅
を
割
い
て
）
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
故
こ
の

よ
う
な
論
述
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
理
由
は
、
勢
力
均
衡
自
体
が
有
し
た
個
別
の
国
際
法
規
範
の
生
成
へ
の

大
き
な
影
響
力
に
も
求
め
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う）（（（
（

。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
即
ち
、「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世
紀
」
の
国
際
法
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
政
治
的
な
観
念
で
あ
る
と
彼
等
が
認
識
し
た
も

の
で
あ
っ
て
も
、
彼
等
の
「
国
際
法
（
学
）」
の
対
象
領
域
内
に
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
論
ず
る
こ
と

な
く
し
て
は
国
際
法
の
体
系
書
や
専
門
研
究
書
を
著
す
こ
と
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。（
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
国
際
法
と
国
際
政
治
の
両
者
の
観
念
の
未
分
離
を
見
出
し
、
学
問
的
専
門
性
の
観
点
か
ら

そ
の
未
成
熟
を
指
摘
乃
至
批
判
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る）

（（（
（

。
し
か
し
、「
一
八
世
紀
」
及
び
「
一
九
世
紀
」
の
国
際
法
研
究
者
が
、
政
治
的
観

念
を
も
含
め
て
自
ら
の
国
際
法
理
論
に
取
り
込
ん
で
い
た
こ
と
は
、
国
際
法
が
現
実
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
を
包
含
す
る
か
た
ち
で
の
理
論
構

築
を
試
み
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
重
要
性
こ
そ
を
我
々
は
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。）

　

次
に
、
第
二
点
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
勢
力
均
衡
を
巡
る
評
価
の
多
様
性
は
欧
州
全
般
の
秩
序
維
持
原
理
の
転
換
と
の
関
連
に
お

い
て
意
味
す
る
事
柄
と
し
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
欧
州
国
家
系
形
成
と
勢
力
均
衡
の
関
係
を
巡
る
問
題

と
し
て
論
じ
ら
れ
得
る
。

　

先
ず
再
確
認
さ
れ
る
べ
き
事
柄
は
、「
勢
力
均
衡
」
が
国
際
法
学
上
の
論
点
と
し
て
登
場
す
る
時
期
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
確

認
さ
れ
た
事
実
を
極
め
て
単
純
化
し
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、「
一
七
世
紀
」
以

前
の
「
国
際
法
」
関
連
文
献
に
お
い
て
は
、
現
在
の
我
々
か
ら
見
て
「
勢
力
均
衡
」
に
関
わ
る
と
解
さ
れ
得
る
問
題
が
扱
わ
れ
て
い

た
に
過
ぎ
ず
、「
一
八
世
紀
」
以
降
に
な
っ
て
「
勢
力
均
衡
」
観
念
が
自
覚
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
勿
論
、
こ
れ
は
勢

力
均
衡
の
起
源
を
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
に
見
出
す
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。）
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理
念
的
問
題
と
し
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
中
世
欧
州
社
会
の
秩
序
観
念
は
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
（respublica christiana

）
で

あ
っ
た
。
コ
ン
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
対
立
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
一
体
性
が
動
揺
し
、
そ
れ
に
並
行
し
て
自
立
し
た
政
治
体

（
国
家
）
の
並
存
状
況
が
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
秩
序
観
念
に
よ
り
維
持
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ

で
見
出
さ
れ
た
も
の
が
「
勢
力
均
衡
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
秩
序
観
念
は
、
理
念
的
に
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
（
特
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
）
的
秩
序
が
一
定
の
階
層
秩
序
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
勢
力
均
衡
は
並
存
す
る
個
別
政
治
体
（
国
家
）
の
判
断
に
基
づ
い
て
形
成

さ
れ
る
関
係
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。（
こ
の
点
に
お
い
て
、
勢
力
均
衡
と
い
う
思
考
の
普
及
及
び
浸
透
が
、
欧
州
国
家
間
関
係
の
世
俗
化
を

意
味
す
る
こ
と
に
も
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。）
但
し
、
実
際
に
は
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
観
念
は
勢
力
均
衡
観
念
の
普
及
と
実

現
に
役
立
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
勢
力
均
衡
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
関
係
者
相
互
間
に
お
い
て
他
者
の
行
為
に
つ

い
て
の
合
理
的
判
断
に
基
づ
く
予
測
可
能
性
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
予
測
可
能
性
を
裏
付
け
る
も
の
が
、
共
通

の
思
考
様
式
及
び
文
化
的
背
景
の
存
在
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
お
い
て
欧
州
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
観
念
の
存
続
は
勢
力
均

衡
の
成
立
・
維
持
に
と
っ
て
有
利
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
に
お
い
て
は
或
る
程
度
の
宗
教
的
一
体
性
の
残
存
と
世
俗
的
欧
州
国
際
社
会
観
が

並
存
し
て
お
り
、
勢
力
均
衡
の
成
立
・
維
持
に
必
要
と
さ
れ
る
思
想
的
（
乃
至
は
精
神
的
）
基
盤
が
整
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、「
一
八
世
紀
」
に
勢
力
均
衡
観
念
が
欧
州
で
受
容
さ
れ
、
そ
れ
が
「
一
八
世
紀
」
の
「
国
際
法
」

関
連
文
献
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）（（（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
新
た
な
秩
序
原
理
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
の
秩
序
と
は
異
な
り
、
観
念
的
統
一
性
が
欠
如
し
て
い
た
。

そ
も
そ
も
、
欧
州
近
代
国
家
系
は
、
近
代
主
権
国
家
を
最
高
の
構
成
単
位
と
し
て
、
国
家
に
優
位
す
る
存
在
を
認
め
な
い
と
い
う
理

念
の
上
に
構
築
さ
れ
た
秩
序
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
秩
序
に
お
い
て
、「
均
衡
状
態
」
の
存
否
の
判
断
権
者
は
各
国
家
の
為
政
者
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で
あ
り
、
そ
こ
に
は
抽
象
的
な
「
均
衡
」
の
観
念
は
共
有
さ
れ
た
と
し
て
も
、
具
体
的
に
何
れ
の
「
状
態
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
か

に
つ
い
て
の
認
識
は
（
全
為
政
者
が
現
状
の
維
持
を
望
ま
な
い
限
り
）
共
有
さ
れ
得
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
観
察
者

（
本
稿
の
場
合
に
は
「
国
際
法
学
者
」）
は
、「
勢
力
均
衡
」
の
観
念
を
共
有
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
存
否
や
効
用
に
つ
い
て

の
共
通
の
判
断
を
下
す
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
、「
一
八
世
紀
」
及
び

「
一
九
世
紀
」
の
諸
論
考
に
お
け
る
勢
力
均
衡
に
対
す
る
多
様
な
評
価
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
点
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

一
般
に
、
国
際
法
学
は
一
九
世
紀
に
「
実
証
主
義
の
世
紀
」
を
迎
え
た
と
さ
れ
る）（（（
（

。
本
稿
で
確
認
さ
れ
た
「
一
八
世
紀
」
の
勢
力

均
衡
論
と
「
一
九
世
紀
」
の
そ
れ
と
の
相
異
は
、
ま
さ
に
こ
の
通
説
的
理
解
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る）（（（
（

。
し
か
し
、
問
題
と

な
る
の
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。

　

一
つ
は
、
実
証
主
義
的
研
究
の
対
象
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。
一
九
世
紀
に
国
際
法
学
が
実
証
主
義
化
し
、
ま
た
現
代
に
生
き
る

我
々
も
実
証
主
義
的
国
際
法
学
を
志
向
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
世
紀
以
降
の
国
際
法
研
究
者
に
と
っ
て
、
国
際
法
は
同
じ
「
実

証
主
義
」
の
も
と
で
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、「
勢
力
均
衡
」
の
扱
い
方
に
関
す
る
限
り
、「
一
九
世

紀
」
の
国
際
法
学
と
現
在
の
そ
れ
と
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
現
在
で
は
政
治
的
観
念
と
さ
れ
て
い
る
勢
力

均
衡
が
、「
一
九
世
紀
」
に
お
い
て
は
法
的
観
念
と
し
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
「
実
証
主
義
」
と
二
○
世

紀
以
降
の
「
実
証
主
義
」
が
、
各
々
如
何
な
る
意
味
内
容
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点
は
更
に
別
に
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
り
、
本

稿
に
お
い
て
検
証
さ
れ
た
事
柄
か
ら
は
両
者
の
間
に
相
異
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
の
み
が
許
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
し
、
実
証
主
義
的
国
際
法
学
に
お
け
る
政
治
的
観
念
へ
の
取
組
み
の
有
無
に
つ
い
て
は
強
調
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う）（（（
（

。

　

第
二
に
、
実
証
主
義
化
と
欧
州
社
会
全
般
の
秩
序
維
持
原
理
と
の
関
係
を
巡
る
問
題
で
あ
る
。（
勿
論
、
こ
れ
は
前
述
の
本
稿
の
結

論
の
第
二
点
を
巡
る
考
察
に
も
関
連
す
る
。）
既
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
勢
力
均
衡
に
何
ら
か
の
法
規
範
性
を
付
与
す
る
「
一
八
世
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紀
」
の
理
論
が
自
然
法
論
的
色
彩
を
強
く
帯
び
て
い
た
の
に
対
し
て
、「
一
九
世
紀
」
の
そ
れ
は
何
ら
か
の
論
理
で
実
定
法
論
と
し

て
勢
力
均
衡
を
扱
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
両
世
紀
に
お
け
る
欧
州
の
秩
序
維
持
原
理
が
「
勢
力
均
衡
」
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
支
え
る
基
盤
の
相
異
が
存
在
し
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、「
一
八
世
紀
」
に
は
自
然
法
論
的
立
論
を
受
け
容
れ
る

素
地
（
例
え
ば
、
先
述
の
キ
リ
ス
ト
教
共
同
体
的
意
識
）
が
存
続
し
て
お
り
、
そ
こ
に
勢
力
均
衡
が
機
能
す
る
基
盤
が
存
在
し
て
い
た
。

し
か
し
、「
一
九
世
紀
」
に
は
同
じ
「
勢
力
均
衡
」
と
い
う
秩
序
維
持
原
理
に
つ
い
て
、
新
た
な
理
論
的
基
盤
（
具
体
的
に
は
、
国
家

主
権
）
の
上
で
の
実
証
主
義
的
な
論
理
構
築
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
国
家
主
権
を
承
認
し
つ
つ
秩
序
維
持
原
理
を

探
究
す
る
こ
と
へ
の
意
識
を
国
際
法
研
究
者
に
求
め
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
国
際
法
の
存
在
基
盤
の

考
察
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
の
時
代
的
変
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
の
一
つ
が
、
両
世
紀
に
お
け
る
勢
力
均
衡
を
巡
る
論
理
の
相

異
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

国
際
法
学
の
枠
内
で
勢
力
均
衡
を
論
ず
る
こ
と
は
、
法
的
観
念
と
政
治
的
観
念
が
錯
綜
す
る
事
項
を
法
学
的
に
論
ず
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
法
学
的
論
理
の
構
築
作
業
に
お
い
て
は
、
法
的
観
念
と
政
治
的
観
念
は
截
然
と
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
或

る
観
念
が
法
的
な
も
の
か
政
治
的
な
も
の
か
の
判
断
が
容
易
で
は
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
常
に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

或
る
観
念
を
「
政
治
的
な
る
も
の
」
で
あ
る
と
安
易
に
断
定
し
、
そ
れ
を
法
の
領
域
か
ら
放
逐
す
る
こ
と
は
、「
法
的
な
る
も
の
」

の
現
実
的
妥
当
性
を
損
な
う
可
能
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、「
何
が
法
で
あ
る
の
か
」
の
決
定
が
分
権
的
構
造
の
中
で
行
わ
れ
る
「
国
際
社
会
」
に
お
い
て
特
に
妥

当
す
る
。
圧
倒
的
な
分
量
の
条
約
や
そ
の
関
連
文
書
、
更
に
は
国
際
判
例
の
集
積
に
よ
り
、
現
代
国
際
法
学
は
そ
れ
ら
の
み
に
依
拠

す
る
こ
と
で
自
己
完
結
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
状
況
を
迎
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
み
に
よ
っ
て
国
際
法
学

は
完
結
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
際
法
と
何
か
、
そ
れ
は
何
を
基
盤
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
素
朴
な
問
い
掛
け
は
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忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
既
に
国
際
法
が
「
存
在
論
後
の
時
代
」（post-ontological era

）
（（（
（

）
に
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
よ
う
な
問
い
掛
け
の
意
義
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。）
一
見
し
て
「
政
治
的
な
る
も
の
」
を
安
易
に
放
逐
し
、
形
式
的
に
「
法
的
な

る
も
の
」
の
み
に
よ
っ
て
論
理
体
系
の
構
築
を
試
み
る
こ
と
は
、
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
国
際
法
の
現
実
的
妥
当
性
に
対
す
る
疑

念
を
惹
起
さ
せ
得
る
の
で
あ
る
。

（
192
）　C. B. K

altenborn von Stachau, K
ritik des V

ölkerrechts nach dem
 jetzigen Standpunkte der W

issenschaft (Leipzig, 
1847), S.193.

（
193
）　H

. Bonfils, M
anuel de droit international public (Paris, 1894), p.127.

（
194
）　Ibid., p.49.

（
195
）　Ibid., p.50.

（
196
）　Ibid., p.129.

（
197
）　Ibid., p.127.

（
198
）　Ibid., p.128.

（
199
）　Ibid., p.130.

こ
れ
に
続
け
て
、
ボ
ン
フ
ィ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
原
則
或
い
は
法
と
は
、
そ
の
保
全
（conserva tion

）

で
あ
り
、
政
治
的
均
衡
と
は
そ
の
原
則
の
適
用
或
い
は
そ
の
法
の
実
現
の
形
態
の
一
つ
（un des m

odes

）
で
あ
る
。」

（
200
）　A

. Rivier, Principes du droit des gens, tom
e 1 (Paris, 1896), p.277.

（
201
）　

フ
ォ
ア
ニ
ェ
（René Foignet

）
は
、「
国
際
法
の
主
体
と
し
て
の
国
家
」
を
論
ず
る
中
で
、「
諸
国
家
に
よ
り
経
験
さ
れ
た
変
化

に
つ
い
て
の
二
つ
の
理
論
が
歴
史
上
の
様
々
な
時
期
を
支
配
し
た
」
と
し
て
勢
力
均
衡
（
他
は
「
国
籍
原
則
」）
を
挙
げ
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。「
そ
れ
［
即
ち
、
勢
力
均
衡
］
は
法
理
論
（une théorie juridique

）
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
統
治
原
則
（une 

doctrine de gouvernem
ent

）
で
あ
る
。」R. Foignet, M

anuel élém
entaire de droit international public, 7 e éd. (Paris, 

1910), pp.46-47.

ま
た
、
次
の
文
献
で
は
、
前
章
第
二
節
で
も
紹
介
さ
れ
た
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
及
び
マ
ル
テ
ン
ス
の
見
解
が
長
文
に
わ
た
っ
て

引
用
さ
れ
、
勢
力
均
衡
を
巡
る
法
的
論
点
を
含
む
見
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。E. S. Creasy, First Platform

 of International Law
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(London, 1876), pp.279-287.

（
202
）　G. B. D

avis, O
utlines of International Law

 w
ith an A

ccount of its O
rigin and Sources and of its H

istorical D
e

velopm
ent (London, 1888), pp.77-78.

（
203
）　Ibid., pp.80-82.

（
204
）　

尚
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
後
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
概
説
書
に
お
い
て
も
同
一
の
論
述
を
繰
り
返
し
て
い
る
。See, G. B. D

avis, T
he 

E
lem

ents of International Law
 w

ith an A
ccount of its O

rigin, Sources and H
istorical D

evelopm
ent, a new

 and 
revised edition (N

ew
 Y

ork/London, 1901), pp.104-108.

但
し
、
こ
の
著
作
で
は
「
モ
ン
ロ
ー
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
に
関
す
る
記
述

（pp.110-115.
）
が
付
加
さ
れ
て
い
る
。

（
205
）　T

h. D
. W

oolsey, Introduction to the Study of International Law
 D

esigned as an A
id in T

eaching and in H
istori

cal Studies (N
ew

 Y
ork, 1860), p.93.

（
206
）　

尚
、
こ
の
勢
力
均
衡
に
関
す
る
ウ
ー
ル
ズ
ィ
ー
の
見
解
は
、
一
九
世
紀
後
半
を
通
じ
て
版
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
彼
の
概
説
書
に
お

い
て
実
質
的
に
何
ら
の
変
更
も
加
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
維
持
さ
れ
て
い
る
。See, 2nd ed. (N

ew
 Y

ork, 1868): 3rd ed. (N
ew

 Y
ork, 

1872): 4th ed. (N
ew

 Y
ork, 1877): 5th ed. (London, 1879): 6th ed. (revised and enlarged by T

heodore Salisbury 
W

oolsey) (N
ew

 Y
ork, 1891).

（
207
）　Ch. Calvo, M

anuel de droit international public et privé, 3 e éd. (Paris, 1892) (rep. 2004 in Elibron Classics), p.15.

（
208
）　J. Lorim

er, Institutes of the Law
 of N

ations, vol.II (Edinburgh/London, 1884), p.197.

（
209
）　E. N

ys, Le droit international: Les Principes, les theories, les faits, nouvelle éd., tom
e I (Bruxelles, 1912), p.24.

（
210
）　See, e.g., Creasy, op.cit., pp.279-287.

（
211
）　C. Dupuis, Le principe de lʼéquilibre et le concert européen (16481906) de la paix de W

estphalie à lʼacte dʼAlgésiras, 2 e 
éd. (Paris, 1909).

（
212
）　Ibid., p.93.

（
213
）　Ibid., p.104.

（
214
）　

例
え
ば
、
メ
ー
ト
ル
（Joseph M

arie M
aistre

）
は
、
欧
州
の
政
治
的
勢
力
均
衡
を
論
じ
、
特
に
、
ラ
シ
ュ
タ
ッ
ト
（Rastadt

）
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会
議
に
焦
点
を
当
て
、
同
会
議
が
勢
力
均
衡
（
及
び
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
の
精
神
）
を
徹
底
的
に
破
壊
す
る
試
み
ゆ
え
に
失
敗
し
た
と
し

て
い
る
。J. M

. M
aistre, Plan dʼun nouvel équilibre politique en E

urope (Paris, 1859), p.99.
（
215
）　T

h. von Schm
alz, D

as europäische V
ölkerrecht in acht Büchern (Berlin, 1817), S.21-22.

（
216
）　Ebenda, S.205-206.

（
217
）　Ebenda, S.208-209.

（
218
）　H

. C. Freiherrn von Gagern, K
ritik des V

ölkerrechts m
it practischer A

nw
endung auf unsre Zeit (Leipzug, 1840).

（
219
）　Ebenda, S.80.

（
220
）　Ebenda, S.81.

（
221
）　Ebenda, S.96.

（
222
）　Ebenda.

（
223
）　Ebenda, S.81-82.

（
224
）　Ebenda, S.97.

（
225
）　J. C. Bluntschli, D

as m
oderne V

ölkerrecht der civilisirten Staten als R
echtsbuch dargestellt (N

ördlingen, 1868). 

（
226
）　Ebenda, S.96-98. 

（
227
）　Ebenda, S.98.

（
228
）　Ebenda, S.98-99.

（
229
）　R. Phillim
ore, Com

m
entaries upon International Law

, in 2 vols, vol.I (London, 1854), p.449.

（
230
）　Ibid., p.453.

（
231
）　Ibid., pp.453-466.

（
232
）　

本
稿
「
序
論
」
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
ヌ
ス
バ
オ
ム
は
彼
の
国
際
法
史
概
説
書
に
お
い
て
勢
力
均
衡
に
つ
い
て
詳
細
な
言

及
を
行
っ
て
い
な
い
が
、
彼
の
フ
ィ
リ
モ
ア
に
関
す
る
叙
述
は
フ
ィ
リ
モ
ア
の
国
際
法
観
念
や
勢
力
均
衡
観
念
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
ヌ
ス
バ
オ
ム
は
一
九
世
紀
英
国
の
国
際
法
学
者
に
関
し
て
第
一
に
フ
ィ
リ
モ
ア
を
採
り
上
げ
、
次
の
よ
う
な

評
言
を
付
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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「［
フ
ィ
リ
モ
ア
は
、
自
然
法
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
］
そ
れ
を
全
く
使
用
し
な
い
。
実
際
に
彼
は
典
型
的
な
実
証
主
義
者
で
あ
り
、

そ
の
真
の
関
心
は
政
治
家
・
外
交
官
・
国
際
法
学
者
の
前
に
存
在
す
る
現
実
の
論
争
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
、
大
部
分
が
英

国
の
外
交
関
係
の
分
野
に
お
け
る
出
来
事
を
扱
う
と
い
う
点
で
国
家
思
想
学
派
（nationalist school of thought

）
と
考
え
ら
れ
得

る
。
や
や
個
別
的
な
特
色
は
、『
勢
力
均
衡
』
維
持
を
目
的
と
す
る
干
渉
権
に
つ
い
て
の
彼
の
強
調
で
あ
る
。
彼
は
、
他
の
若
干
の
理

由
（
宗
教
的
な
も
の
ま
で
も
）
と
並
ん
で
こ
れ
を
理
由
と
す
る
干
渉
を
強
く
擁
護
す
る
が
、
彼
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
な
い
理
由
に
基
づ

く
干
渉
を
全
て
非
難
す
る
。
そ
れ
ら
は
『
暴
力
行
為
』
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。」N

ussbaum
, op.cit., pp.246-247.

（
233
）　H

. B. O
ppenheim

, System
 des V

ölkerrechts (Frankfurt a. M
., 1845), S.23-72 u. 270-290.

（
234
）　Ebenda, S.27-28.

（
235
）　Ebenda, S.31-32.

（
236
）　Ebenda, S.32-33.

（
237
）　Ebenda, S.274.

（
238
）　Ebenda, S.275.

（
239
）　J. W

estlake, International Law
 (Part I: Peace) (Cam

bridge, 1904), pp.303-304.

（
引
用
部
分
は
三
○
四
頁
。）

（
240
）　H

alleck̓
s International Law

 or R
ules R

egulating the Intercourse of States in Peace and W
ar, vol.I, 3rd ed. 

(thoroughly revised and in m
any parts rew

ritten by Sir Sheraton Baker) (London, 1893), p.507.

（
241
）　T

. T
w

iss, T
he Law

 of N
ations Considered as Independent Political Com

m
unities: O

n the R
ight and D

uties of 
N

ations in T
im

e of Peace (O
xford, 1861), p.152.

（
242
）　Ibid., pp.152-154.

尚
、
同
書
の
「
序
言
」（Preface
）
で
は
、「
前
世
紀
初
期
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
は
欧
州
の
均
衡
（the 

European Equilibrium

）
を
害
そ
う
と
す
る
如
何
な
る
勢
力
に
も
対
抗
す
る
同
盟
権
（the right of Coalition

）
の
厳
粛
な
確
認
で

あ
っ
た
」（p.viii.

）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
243
）　L. D

onnadieu, E
ssai sur la théorie de lʼéquilibre: E

tude dʼhistoire diplom
atique et de droit international (Paris, 

1900).

（
244
）　Ibid., p.xx.
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（
245
）　Ibid., p.8.

（
246
）　Ibid., pp.9-10.

（
247
）　

以
上
の
こ
と
に
加
え
て
、
ド
ナ
デ
ュ
ー
は
、
自
ら
の
理
論
に
お
い
て
「
科
学
の
全
要
素
を
有
す
る
こ
と
の
証
明
を
試
み
よ
う
と
は
し

な
い
」
と
し
、
自
己
の
勢
力
均
衡
理
論
が
「
自
然
法
で
あ
っ
て
、
科
学
で
は
な
い
」
と
も
し
て
い
る
。Ibid., p.237.

（
248
）　E. Cauchy, Le droit m

aritim
e international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de 

la civilisation, 2 tom
es, tom

e II (Paris, 1862), pp.127-136.

（
249
）　Ibid., p.136.

（
250
）　Ibid., pp.136-142.

（
251
）　Ibid., p.141.

（
252
）　Ibid., p.142.

（
253
）　

リ
ュ
ア
ー
ド
は
、
勢
力
均
衡
と
の
関
連
に
お
け
る
一
七
世
紀
前
半
以
降
の
国
際
的
な
海
事
法
の
発
展
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を

行
っ
て
い
る
。「［
一
七
世
紀
前
半
以
降
］
海
洋
の
利
用
を
規
律
す
る
一
群
の
規
則
の
必
要
性
が
次
第
に
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

海
上
貿
易
を
世
界
最
遠
の
地
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
は
、
い
ま
や
よ
り
多
く
の
船
舶
が
海
洋
を
利
用
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
の
み
を
も
っ
て
し
て
も
規
則
を
徐
々
に
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
多
く
の
国
家
が
次
第
に
輸

入
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
ら
の
国
家
は
戦
時
に
そ
れ
ら
国
家
の
貿
易
に
干
渉
し
よ
う
と
決
意
し
た
他
国
家
の
活
動
に
対
し
て

脆
弱
な
存
在
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
最
も
議
論
さ
れ
た
事
柄
は
こ
れ
ら
の
活
動
で
あ
り
、
最
も
必
要
と
さ
れ
た
の
は
国
際
的
規
制
で
あ
る

と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。」Luard, op.cit., p.316.

（
254
）　L. F. L. O

ppenheim
, International Law

: A
 T

reatise, vol.I (Peace) (London/N
ew

 Y
ork/ Bom

bay, 1905), pp.60-61.

（
尚
、
“the Fam

ily of N
ations

”を
「
同
族
的
な
国
際
社
会
」
と
訳
出
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
山
本
、
前
掲
書
、
二
一
頁
に
依
拠
し

た
。）

（
255
）　

他
の
四
つ
の
教
訓
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
即
ち
、
第
二
の
教
訓
は
、「
国
際
法
は
、
国
際
政
治
、
特
に
干
渉
（intervention

）、
が

現
実
的
国
益
の
基
礎
の
上
で
な
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
漸
進
的
に
発
達
し
得
る
」（
活
発
な
（dynam

ic

）
戦
争
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、

正
当
性
の
観
点
か
ら
干
渉
も
同
様
で
あ
る
。）、
第
三
の
教
訓
は
、「
国
籍
原
則
は
極
め
て
強
力
で
あ
り
、
そ
の
勝
利
を
止
め
る
こ
と
は
無
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駄
な
ほ
ど
で
あ
る
」（
国
家
形
成
の
必
然
性
、
少
数
者
へ
の
配
慮
。）、
第
四
の
原
則
は
、「
国
際
法
の
発
達
に
お
け
る
何
れ
の
進
歩
も
成
熟

の
た
め
の
然
る
べ
き
時
間
を
必
要
と
す
る
」、
そ
し
て
、
第
五
の
教
訓
は
、「
国
際
法
の
漸
進
的
発
達
は
主
と
し
て
、
一
方
で
は
公
衆
道
徳

の
基
準
（the standard of public m

orality

）
に
依
存
し
、
他
方
で
は
経
済
的
利
益
に
依
存
し
て
い
る
」
で
あ
る
。Ibid., pp.74-76.

（
256
）　Ibid., pp.73-74.

（
257
）　A

. Pillet, 

“Recherches sur les droits fondam
entaux des Ètats

”, R
evue générale de droit international public (1898), 

p.252.

（
258
）　Ibid., p.253.

（
259
）　A

. W
. H

effter, D
as europäisches V

ölkerrecht der G
egenw

art (Berlin, 1844): A
.-G. H

effter (traduit par J. Bergson), 
Le droit international de lʼE

urope, 3 e ed. (Berlin/Paris, 1873).

本
稿
の
記
述
は
仏
語
第
三
版
に
従
っ
て
い
る
。

（
260
）　Ibid., pp.7-8.

（
261
）　A

. Stieglitz, D
e lʼéquilibre politique, de légitim

ism
e et du principe des nationalités, 2 vols. (Paris, 1893).

こ
の
著
作

は
、
一
八
八
九
年
か
ら
一
八
九
二
年
に
か
け
て
ロ
シ
ア
語
で
公
刊
さ
れ
た
原
著
の
仏
訳
で
あ
り
、
二
巻
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
二

巻
は
「
国
籍
原
則
の
歴
史
的
観
念
」（N

otions historiques sur le principe des nationalités

）
の
み
を
扱
っ
て
い
る
。

（
262
）　

第
一
章
に
お
い
て
シ
ュ
テ
ィ
ー
グ
リ
ッ
ツ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
勢
力
均
衡
に
関
す
る
事
例
の
紹
介
か
ら
論
述
を
開
始
し
、
古
代

ロ
ー
マ
時
代
に
も
言
及
し
た
後
、「
ロ
ー
マ
の
崩
壊
の
後
に
、
我
々
は
政
治
的
均
衡
原
則
の
最
初
の
適
用
を
イ
タ
リ
ア
に
見
出
す
」
と
し

て
、
仏
王
シ
ャ
ル
ル
八
世
を
中
心
と
す
る
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
動
向
に
関
す
る
記
述
を
行
っ
て
い
る
。（Ibid., pp.5-7.

）
こ

れ
に
続
け
て
、
一
六
世
紀
に
お
け
る
カ
ー
ル
五
世
に
対
抗
す
る
た
め
の
勢
力
均
衡
の
動
静
（Ibid., pp.7-16.

）、
そ
の
息
フ
ェ
リ
ペ
二
世

の
ス
ペ
イ
ン
に
対
抗
す
る
勢
力
均
衡
の
動
静
（Ibid., pp.16-23.

）、
フ
ェ
リ
ペ
三
世
、
そ
し
て
三
十
年
戦
争
期
間
中
の
同
盟
関
係
（Ibid., 

pp.23-40.

）、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
降
も
継
続
す
る
仏
・
西
間
の
闘
争
（
一
六
五
九
年
の
ピ
レ
ネ
ー
条
約
で
一
応
の
決
着
）、
ル
イ

一
四
世
に
対
抗
す
る
動
き
（
ア
ー
ヘ
ン
条
約
・
ナ
イ
メ
ー
ヘ
ン
条
約
・
ラ
イ
ス
ヴ
ァ
イ
ク
条
約
・
ユ
ト
レ
ヒ
ト
条
約
）（Ibid., pp.40-46.

）

へ
と
議
論
は
進
め
ら
れ
る
。

（
263
）　Ibid., p.232.

（
264
）　Ibid., p.233.
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（
265
）　Ibid., p.237.

（
266
）　

以
上
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
著
作
に
登
場
す
る
勢
力
均
衡
を
国
際
法
の
存
在
基
盤
と
す
る
論
理
の
他
に
、「
恐
怖
」
を
動
機
と
す
る
次
の

よ
う
な
論
理
が
戦
間
期
の
論
考
に
登
場
す
る
。「
均
衡
の
原
則
は
野
心
を
抱
く
主
権
者
（sovereignties

）
に
対
し
て
恐
怖
と
い
う
動
機

（a m
otive of fear

）
を
必
然
的
に
課
し
、
結
果
的
に
他
の
諸
国
家
へ
の
一
定
の
尊
重
へ
と
帰
着
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
際
法
の

基
礎
が
存
在
し
て
い
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
他
者
へ
の
考
慮
の
中
な
の
で
あ
る
。」T

. H
. W

istrand, 

“The Principle of Equilibrium
 

and the Present Period

”, A
m

erican Journal of International Law
, vol.15 (1921), p.523.

（
267
）　

ブ
ル
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
に
先
行
す
る
「
国
際
法
」
関
連
著
作
に
お
け
る
勢
力
均
衡
の
扱
い
を
無
視
し
て
い
る
点

を
除
き
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
。「
一
八
世
紀
初
頭
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
ま
で
国
際
シ
ス
テ
ム
は
勢
力
均
衡
の
維
持
に
か
か
っ
て
い
る
と

一
般
に
主
張
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
以
降
こ
の
概
念
は
国
際
法
学
者
の
著
作
中
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
中
の
若
干
は
、
勢
力

均
衡
は
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
原
則
そ
れ
自
体
が
国
際
法
の
一
部
で
あ
る
、
或
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
実
効
性
の
条
件
で
あ
る
と

の
主
張
さ
え
行
っ
た
。」Bull, 
“Grotius

”, p.90.

（
268
）　

リ
ト
ゥ
ル
は
、「
二
○
世
紀
に
先
行
す
る
法
律
家
及
び
国
際
法
学
者
の
著
述
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
思
想
の
伝
統
」
の
中
で
「
勢
力
均

衡
が
国
際
法
に
と
っ
て
本
質
的
支
援
（essential support

）
を
提
供
す
る
も
の
と
見
た
者
と
勢
力
均
衡
が
国
際
法
を
侵
食
す
る
も
の
と

見
た
者
の
間
で
基
本
的
な
論
争
が
存
在
し
た
」
と
し
て
い
る
。Little, op.cit., p.150.

確
か
に
、
こ
の
指
摘
は
誤
り
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
纏
め
方
で
は
、
本
稿
で
考
察
し
た
事
柄
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
や
や
単
純
に
過
ぎ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
269
）　

政
治
学
的
観
点
か
ら
勢
力
均
衡
を
国
際
法
の
存
在
基
盤
と
み
な
す
論
者
は
現
代
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ブ
ル
は

「
勢
力
均
衡
の
存
在
が
『
国
際
法
の
機
能
の
本
質
的
条
件
』（an essential condition of the operation of international law

）」
で

あ
る
と
し
て
い
る
。Bull, T

he A
narchical Society, p.108.

ま
た
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
覇
権
国
が
国
際
法
を
無
視
し
が
ち
で
あ
る
こ

と
、
そ
し
て
、
国
際
法
の
存
続
は
勢
力
均
衡
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。M

orgenthau, op.cit., p.274.

ま
た
、

大
沼
は
、
二
○
世
紀
末
以
降
に
見
ら
れ
る
「『
帝
国
ア
メ
リ
カ
』
の
単
独
行
動
主
義
の
下
で
の
国
際
法
の
蹂
躙
は
、
国
際
法
の
規
範
内
容

が
実
現
さ
れ
る
条
件
と
し
て
の
勢
力
均
衡
と
い
う
見
解
の
正
し
さ
を
裏
づ
け
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
と
す
る
。
大
沼
保
昭
「
国
際
法
と

力
、
国
際
法
の
力
」
大
沼
保
昭
（
編
著
）『
国
際
社
会
に
お
け
る
法
と
力
』（
日
本
評
論
社
、
二
○
○
八
年
）
五
八
頁
。

（
270
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
中
立
法
の
分
野
を
例
に
採
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
可
能
で
あ
る
。
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一
九
世
紀
に
お
け
る
戦
争
は
「
宣
戦
布
告
」
を
通
常
伴
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
理
由
は
、
中
立
国
と
の
関
係
に
お
け
る
一
定
の
権
利

（
例
え
ば
、
封
鎖
を
行
う
権
利
）
を
交
戦
国
に
与
え
、
交
戦
国
と
の
関
係
に
お
け
る
中
立
国
の
一
定
の
義
務
（
例
え
ば
、
避
止
義
務
）
を

実
効
性
の
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
非
交
戦
国
が
中
立
を
宣
言
す
る
こ
と
も
通
常
で
あ
り
、
そ
の
大
き
な
理
由
の
一

つ
は
参
戦
の
回
避
と
中
立
国
と
し
て
の
経
済
的
利
益
を
得
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
た
。「
し
か
し
、
支
配
的
で
あ
っ
た
政
治
シ
ス
テ
ム
に

と
っ
て
最
も
重
要
で
、
基
本
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
勢
力
均
衡
』
を
救
済
し
得
る
強
力
な
中
立
国
の
存
在
が
交
戦
国
の
目
的
を
制
限
す

る
の
に
役
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（M

. A
. K

aplan/N
. de B. K

atzenbach, T
he Political Foundations of Inter

national Law
 (N

ew
 Y

ork/London, 1961), pp.218-219.

）

　

同
様
の
説
明
は
他
の
国
際
法
分
野
に
お
い
て
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
主
権
免
除
（
主
権
に
対
す
る
他
国
管
轄
権
の
行
使

を
許
容
す
る
こ
と
は
、
勢
力
均
衡
体
制
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
条
件
で
あ
る
「
独
立
」
と
矛
盾
し
た
で
あ
ろ
う
。）（Ibid., 

p.91.

）・
国
家
承
認
（
勢
力
均
衡
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
国
家
承
認
制
度
が
運
用
さ
れ
た
。）（Ibid., pp.112-119.

）・
正
戦
理
論
（
勢

力
均
衡
体
制
の
発
達
と
と
も
に
消
滅
し
た
。）（Ibid., p.205.

）
等
が
挙
げ
ら
れ
得
る
。

（
271
）　

勿
論
、
現
代
の
国
際
法
学
や
国
際
法
概
説
書
に
あ
っ
て
も
、
政
治
的
問
題
を
扱
う
場
合
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
法
的

問
題
と
し
て
俎
上
に
の
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
一
定
の
法
的
枠
組
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
法
的
枠
組
を
実
際
に
活
用
す
る

か
し
な
い
か
が
各
国
家
の
政
治
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
完
全
な
法
的
真
空
状
態
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。（
現
代
国
際

社
会
に
お
い
て
、
他
国
に
対
し
て
武
力
を
行
使
す
る
際
に
、「
自
衛
権
」
な
り
「
領
土
保
全
」
な
り
の
法
的
外
観
を
伴
わ
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
「
政
治
」
の
名
に
も
値
し
な
い
。）
こ
の
こ
と
は
、「
国
家
安
全
保
障
」
及
び
「
集
団
安
全
保
障
」
を
例
に
採
れ
ば
、
次
の
よ
う
に

説
明
可
能
で
あ
る
。

　
「
安
全
保
障
」
自
体
は
、
各
国
家
（
或
い
は
国
家
集
団
）
が
追
求
す
る
政
治
的
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
を
法
的
観
念
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
を
法
的
観
念
と
し
て
論
ず
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
条
約
や
そ
の
他
の
国
際
法
規
範
が
形
成
さ
れ
て

か
ら
の
こ
と
と
な
る
。
個
別
国
家
に
つ
い
て
は
、
安
全
保
障
の
実
現
の
た
め
に
、「
自
己
保
存
権
」・「
自
衛
権
」・「
干
渉
権
」（
そ
れ
ら

が
法
的
に
真
の
権
利
で
あ
る
か
否
か
は
別
の
問
題
と
し
て
）
の
行
使
が
あ
っ
た
場
合
に
、
は
じ
め
て
法
的
評
価
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、

国
際
社
会
全
体
の
制
度
と
し
て
は
、
国
際
的
な
安
全
保
障
と
い
う
政
治
的
観
念
を
政
策
目
標
と
し
て
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
現
在
の
国

際
法
学
に
お
い
て
は
そ
の
理
念
型
と
と
も
に
国
際
連
盟
規
約
・
国
際
連
合
憲
章
等
の
文
書
の
解
釈
論
（
或
い
は
単
な
る
「
紹
介
」）
が
行
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わ
れ
、
併
せ
て
個
別
事
例
に
つ
い
て
の
法
的
評
価
も
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
自
己
保
存
（
国
家
安
全
保
障
）
の
た
め
の
手
段
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
集
団
安
全
保
障
」
と
「
勢

力
均
衡
」
が
同
列
に
置
か
れ
、
そ
れ
ら
が
政
治
的
観
念
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
止
む
を
得
な
い
こ
と
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
「
集
団
安
全
保
障
」
と
「
勢
力
均
衡
」
を
国
際
法
学
に
お
い
て
同
列
に
論
ず
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
不
適
切
さ
は
、
各
々
の
安
全
保
障
制
度
が
有
す
る
目
的
と
そ
れ
に
伴
う
実
施
手
段
と
の
関
連
に
お
い
て
明
白
と
な
る
。

前
者
は
、
国
際
社
会
の
平
和
の
維
持
・
回
復
を
目
的
と
す
る
（
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
的
に
は
抑
止
的
乃
至
は
威
嚇
的
効
果
を
有
す
る
。）
の

に
対
し
て
、
後
者
は
（
本
稿
で
引
用
さ
れ
る
文
献
中
で
も
し
ば
し
ば
示
さ
れ
る
通
り
）「
覇
権
国
の
出
現
を
抑
止
し
、
自
国
の
存
在
の
維

持
・
保
存
を
図
る
こ
と
」
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
前
者
で
は
、
戦
争
（
と
い
う
手
段
）
の
回
避
が
目
的
そ
の
も
の
と
な
る

こ
と
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
で
は
、
戦
争
を
厭
わ
な
い
と
い
う
前
提
が
存
在
し
、
戦
争
は
政
策
遂
行
の
一
手
段
と
み
な
さ
れ
る
。

更
に
、
前
者
は
、
自
国
の
存
在
維
持
自
体
を
第
一
義
的
目
的
と
し
つ
つ
も
、「
世
界
連
邦
」
的
思
考
を
も
許
容
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
各
々
に
お
け
る
法
的
側
面
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
集
団
安
全
保
障
」
に
対
す
る
侵
害
は
法
的
に
評

価
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
目
的
で
あ
る
「
平
和
の
維
持
」
が
法
的
価
値
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
武
力
不
行
使
義
務
」
が

具
体
的
法
規
範
と
し
て
存
在
し
、「
平
和
の
維
持
」
に
対
す
る
侵
害
が
当
該
規
範
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
構
造
を
有
す
る
。（
そ

の
意
味
で
も
、「
集
団
安
全
保
障
」
は
手
段
と
し
て
の
性
格
が
強
い
こ
と
に
な
る
。）
そ
れ
に
対
し
て
（
勢
力
均
衡
規
範
の
存
在
を
承
認

す
る
、
或
い
は
勢
力
均
衡
が
国
際
法
の
基
盤
で
あ
る
と
す
る
論
者
に
と
っ
て
は
）
勢
力
均
衡
に
対
す
る
侵
害
は
、
そ
の
事
実
自
体
が
法

的
帰
結
を
招
く
の
で
あ
る
。（
そ
の
意
味
で
、
勢
力
均
衡
は
手
段
で
は
あ
る
が
、
目
的
と
し
て
の
性
格
も
具
有
す
る
。）

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
現
在
の
国
際
法
概
説
書
に
お
け
る
「
勢
力
均
衡
」
か
ら
「
集
団
安
全
保
障
」
へ
と
い
う
並
列
的
説
明
は
、

以
上
の
よ
う
な
本
質
的
相
異
を
捨
象
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
余
り
に
も
短
絡
的
な
評
価
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
そ
れ
と

同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
説
明
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
力
均
衡
が
「
奇
妙
」
と
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
出
来
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

（
272
）　

高
橋
は
次
の
よ
う
に
勢
力
均
衡
と
国
際
法
の
関
係
を
整
理
す
る
。「［
勢
力
均
衡
体
制
を
規
制
す
る
諸
国
家
間
に
］『
共
通
の
規
範
』

が
完
全
な
る
客
観
性
を
獲
得
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
規
範
が
適
用
さ
れ
る
主
権
国
家
自
体
が
こ
の
規
範
を
形
成
す
る

か
ら
で
あ
り
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
よ
う
に
、
諸
国
家
の
上
か
ら
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
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言
う
な
れ
ば
、
相
互
主
観
的
に
形
成
さ
れ
る
こ
の
規
範
が
主
権
国
家
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
国
際
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
限
り
で
は
、

勢
力
均
衡
と
い
う
政
治
原
理
も
国
際
法
も
相
互
主
観
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
勢
力
均
衡
と
い
う
政
治
原
理
に
お
い
て
は
、
国
力
の
違
い
が

そ
の
均
衡
の
傾
き
に
お
い
て
実
質
的
に
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
国
際
法
に
お
い
て
、
各
主
権
国
家
は
、
形
式
的
に
主
権
国
家
と
し
て
平

等
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
性
が
法
的
な
性
質
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。」（
高
橋
、
前
掲
論
文
、
七
一
頁
。）
現

在
の
学
問
的
専
門
性
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
整
理
は
妥
当
な
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、「
国
力
の
違
い
が
そ
の
均
衡
の
傾
き
に
お
い

て
実
質
的
に
表
さ
れ
る
」
と
い
う
現
象
は
国
際
法
に
お
い
て
も
頻
繁
に
出
来
す
る
こ
と
（
国
連
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
の
存
在

や
核
不
拡
散
体
制
に
お
け
る
核
兵
器
の
保
有
国
と
非
保
有
国
が
共
に
国
際
法
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。）

が
看
過
さ
れ
て
い
る
点
で
不
十
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
柄
は
、
本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は
、

一
八
・
一
九
世
紀
に
お
け
る
国
際
法
の
観
念
が
現
在
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

（
273
）　

ギ
ュ
リ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
こ
の
分
野
［
即
ち
、
国
際
法
］
の
著
名
な
思
想
家
の
殆
ど
が
、

国
家
系
と
い
う
根
本
的
事
実
と
構
成
国
の
主
権
及
び
独
立
の
望
ま
し
さ
を
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
彼
ら
は
、
独
立
国
家
の
行

為
を
規
制
し
、
導
き
、
そ
し
て
合
法
化
す
る
こ
と
を
試
み
る
彼
ら
の
個
々
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
取
り
掛
か
っ
た
。
国
際
法
を
強
制
す
る

可
能
な
方
法
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
た
め
、
選
択
の
余
地
が
多
く
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
の
状
況
の
下
で
は
、
彼
ら
の
規
範
（code

）

を
強
制
す
る
た
め
に
勢
力
均
衡
の
技
術
に
彼
ら
が
目
を
向
け
た
こ
と
は
自
然
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
に
不
可
避
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
し
て
勢
力
均
衡
に
関
す
る
部
分
が
国
際
法
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
の
学
識
豊
か
な
る
諸
論
文
に
入
り
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。」Gulick, 

op.cit., p.50.

（
274
）　

例
え
ば
、
ツ
ィ
ー
ク
ラ
ー
は
「
英
国
の
時
代
（
一
八
一
五
年
か
ら
一
九
一
四
年
ま
で
）」
の
国
際
法
を
「
実
証
主
義
の
時
代
に
お
け

る
国
際
法
」
と
し
て
纏
め
（Ziegler, a. a. O

., S.213 ff. 
尚
、
ツ
ィ
ー
ク
ラ
ー
は
こ
の
時
代
の
国
際
法
に
関
す
る
現
象
面
で
の
特
色
と
し

て
、「
欧
州
協
調
と
欧
州
外
へ
の
発
展
」・「
非
キ
リ
ス
ト
教
国
へ
の
国
際
法
共
同
体
の
拡
大
と
変
化
」・「
英
国
の
時
代
に
お
け
る
欧
州
に

よ
る
植
民
地
化
」・「
海
洋
の
自
由
と
海
洋
の
支
配
」
を
挙
げ
、
各
々
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。）、
ま
た
ヌ
ス
バ
オ
ム
は
ヴ
ィ
ー
ン
会
議
か

ら
第
一
次
大
戦
ま
で
の
時
期
の
国
際
法
学
を
「
実
証
主
義
的
傾
向
」
を
有
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
（N

ussbaum
, op.cit., p.232 

et seq.

）。
更
に
、
タ
ン
ヤ
は
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
系
と
大
陸
系
の
相
異
、
自
然
法
的
法
源
の
存
続
等
の
留
保
を
設
け
つ
つ
も
「
一

九
世
紀
は
国
際
法
学
に
お
け
る
実
証
主
義
の
世
紀
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
（T

anja, op.cit., pp.147-151.

引
用
は
一
四
七
頁
。）。
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（
275
）　

但
し
、
一
九
世
紀
国
際
法
学
が
全
面
的
に
実
証
主
義
化
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「『
国
際
法
の
完
全
性
』

︱
︱
そ
の
理
論
史
と
概
念
整
理
︱
︱
（
一
）」『
法
学
研
究
』（
慶
應
義
塾
大
学
）
第
八
四
巻
第
四
号
（
二
○
一
一
年
）
一
四
︱
一
六
頁
を

見
よ
。

（
276
）　

一
九
世
紀
の
「
実
証
主
義
」
と
二
○
世
紀
以
降
の
「
実
証
主
義
」
の
内
実
を
考
察
す
る
際
に
は
、
両
世
紀
に
お
け
る
国
際
法
観
念
の

相
異
や
国
際
法
理
論
の
前
提
の
相
異
を
指
摘
す
る
次
の
文
献
が
参
考
と
な
る
。D

. K
ennedy, 

“International Law
 and the 

N
ineteenth Century: H

istory of an Illusion

”, Q
LR

 (T
he Law

 Review
 A

ssociation of Q
uinnipiac College School of 

Law
), no.17 (1997), pp.99-138.

（
277
）　T

h. M
. Franck, Fairness in International Law

 and Institutions (O
xford, 1995), p.6.


