
伝
統
的
復
仇
概
念
の
法
的
基
礎
と
そ
の
変
容

国
際
紛
争
処
理
過
程
に
お
け
る
復
仇
の
正
当
性

岩

月

直

樹

一

問
題
の
所
在
と
本
稿
の
課
題

一

問
題
の
所
在

二

本
稿
の
課
題

二

伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
と
復
仇

一

強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
と
そ
の
法
的
基
礎

二

平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
と
そ
の
法
的
基
礎

三

戦
間
期
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容

一

権
利
救
済
と
し
て
の
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容

紛
争
処
理
の
法
構
造
の
対
審
化
と
客
観
化

１

紛
争
処
理
過
程
へ
の
対
審
性
の
導
入

２

紛
争
処
理
過
程
へ
の
客
観
性
の
導
入

復
仇
概
念
の
正
当
性
へ
の
影
響

二

戦
争
回
避
と
し
て
の
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容
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戦
争
状
態
論
の
破
綻

１

平
和
を
害
す
る
行
為
と
し
て
の
復
仇

２

戦
争
と
復
仇
の
相
対
化

復
仇
概
念
の
正
当
性
へ
の
影
響

四

結

論

一

問
題
の
所
在
と
本
稿
の
課
題

一

問
題
の
所
在

国
際
関
係
は
自
助
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
は
現
在
で
も
基
本
的
に
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
言
わ
れ
る
。
国
家
の
利
益
を

侵
害
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
の
救
済
を
公
的
機
関
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
自
ら
の
手
で
そ
れ
を
回
復
す
る
よ
う
努
め
、
場

合
に
よ
っ
て
は
強
制
的
な
手
段
に
訴
え
る
こ
と
が
あ
る
た
め
で

1
あ
る
。

と
は
い
え
、
他
者
と
の
間
に
生
じ
た
利
害
対
立
状
態
（
紛
争
状
態
）
を
解
消
す
る
た
め
に
、
一
方
の
当
事
者
が
何
ら
か
の
形
で
自
ら

の
実
力
に
訴
え
、
紛
争
処
理
を
自
己
に
有
利
に
進
め
る
こ
と
が
現
実
に
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
国
内
の
社
会
関
係
も
変
わ
る
と
こ
ろ
は

な
い
。
自
助
、
あ
る
い
は
自
力
救
済
は
社
会
的
な
事
実
を
捉
え
る
事
実
概
念
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
は
国
際
関
係
に
お
け
る
の
と
同
様

に
国
内
の
社
会
関
係
に
お
い
て
も
見
ら

2
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
事
実
と
し
て
の
自
助
が
法
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
、
そ

の
行
使
が
ど
の
よ
う
な
規
範
的
枠
組
み
の
下
で
規
制
さ
れ
る
と

え
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
国
際
法
は
自
助
行
為

を
捉
え
る
法
概
念
と
し
て
伝
統
的
に
、
報
復
（reto

rsio
n

、
復
仇
（rep

risa
ls

、
自
衛
（self-d

efen
ce

、
戦
争
（w

a
r

）
な
ど
を
認

め
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
復
仇
を
除
く

3
報
復
、

4
自
衛
、

5
戦
争
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
裁
量
事
項
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
、
あ
る
い
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は
国
家
に
当
然
に
認
め
ら
れ
る
権
利
の
行
使
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
本
来
的
に
正
当
な
措
置
で
あ
る
と

え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ

に
対
し
復
仇
は
、
例
え
ば
通
商
協
定
に
反
す
る
相
手
国
民
の
資
産
の
差
し
押
さ
え
な
ど
、
通
常
で
あ
れ
ば
違
法
と
さ
れ
る
措
置
で
あ
る

が
、
そ
れ
が
相
手
国
に
よ
る
権
利
侵
害
へ
の
救
済
を
求
め
る
た
め
に
行
使
さ
れ
る
場
合
に
は
正
当
と
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て

き
た
。
つ
ま
り
、
復
仇
は
本
来
的
に
は
違
法
な
措
置
で
は
あ
る
が
、
例
外
的
に
国
際
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
る
措
置
で
あ
る
と

え
ら

れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
、
同
じ
く
国
際
法
に
お
い
て
正
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
自
助
行
為
で
あ
る
と
は
い

え
、
報
復
、
自
衛
、
戦
争
な
ど
に
比
し
て
、
復
仇
は
そ
の
理
論
的
根
拠
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
正
当
な
権
利
の
行
使
と
し
て
論
じ
る
こ
と

を
可
能
と
す
る
解
釈
論
的
基
礎
と
い
う
点
で
、
よ
り
繊
細
な
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
国
家
が
他
国
の
違
法
行
為

を
非
難
す
る
中
で
自
ら
も
違
法
行
為
を
犯
す
と
い
う
、
一
見
し
て
背
理
的
と
も
言
え
る
こ
の
伝
統
的
な
復
仇
概
念
は
、
そ
れ
で
は
、
国

際
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
き
そ
の
正
当
性
を
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
理
論
的
基
礎
と
そ
の
変
容
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
こ
の

よ
う
な
問
題
を
本
稿
に
お
い
て
取
り
上
げ
、
検
討
を
試
み
る
の
は
、
現
在
の
多
く
の
学
説
が
伝
統
的
な
復
仇
概
念
に
つ
い
て
、

対
抗

措
置
（co

u
n
term

ea
su
res

」
の
名
の
下
に
現
在
の
国
際
法
に
お
い
て
も
な
お
妥
当
す
る
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
次
の
よ

う
な
問
題
意
識
を
持
つ
た
め
で

6
あ
る
。

現
在
の
多
く
の
学
説
は
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
の
理
論
的
根
拠
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
認
識
を
一
般
に
有
し
て
い
る
と
言
え
る
。
す

な
わ
ち
、
伝
統
的
に
復
仇
が
認
め
ら
れ
た
の
は
相
手
国
が
国
際
義
務
に
違
反
し
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
相
手
国
が
違
法
行
為
を
行
っ
て

い
る
以
上
、
自
ら
も
違
法
な
措
置
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
は
当
然
に
正
当
と

え
ら
れ
た
の
で
あ
る

7
、
と
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
復
仇
概
念
の
正
当
性
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。
復
仇
概
念
の
正
当
性
を
脅
か
す
最
も
重
大
な
問
題
は
む
し
ろ
、
復

仇
の
原
因
事
実
で
あ
る
相
手
国
の
違
法
行
為
の
存
在
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
復
仇
を
行
使
す
る
国
家
自
身
が
判
断
す
る
こ
と
に
あ
る
た
め

で

8
あ
る
。
復
仇
措
置
は
問
題
と
さ
れ
る
国
際
違
法
行
為
の
存
在
に
つ
い
て
い
ま
だ
確
定
的
な
法
的
判
断
が
下
さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
お
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い
て
行
使
さ
れ
る
た
め
、
国
家
は
そ
の
行
使
に
つ
い
て
国
際
法
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
条
件
に
適
う
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
自
ら
の
判

断
に
基
づ
く
こ
と
と
な
り
、
そ
の
正
し
さ
に
つ
い
て
は
事
後
的
に
も
第
三
者
的
判
断
に
服
す
べ
き
こ
と
を
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
強
制

的
裁
判
手
続
の
欠
如

。
つ
ま
り
、
復
仇
は
そ
の
具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
、
国
家
に
「
紛
争
当
事
者
で
あ
り
か
つ
裁
判
官
で
も
あ
る
」

も
の
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
認
め
る
点
に
お
い
て
（
少
な
く
と
も
今
日
的
観
点
か
ら
は
）
「
不
正
義
」
と
の
非
難
を
免
れ
え
な
い
も
の

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
点
の
「
不
正
義
」
を
否
定
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
復
仇
概
念
を
正
当
な

も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
行
使
に
関
す
る
法
的
制
約
を
論
じ
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
理
論
的
根
拠
に
よ
り
可

能
で
あ
っ
た
の
か
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
復
仇
が
伝
統
的
に
確
立
し
た
法
概
念
・
制
度
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
か
ら
、
そ

の
法
的
正
当
性
を
合
理
的
に
示
す
こ
と
の
困
難
さ
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、
伝
統
的
な
復
仇
概

念
を
今
日
に
お
い
て
も
当
然
に
妥
当
な
も
の
と
す
る
態
度
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
戦
間
期
に
復
仇
制
度
に
つ
い
て
優
れ
た
研
究
を
著
し
た
ヒ
ン
ド
マ
ー
シ
ュ
（A

.E
.
H
in
d
m
a
rsh

）
は
、
復
仇
措
置
が
国
際
法

上
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
つ
つ
も
、
し
か
し
そ
れ
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
、
過
去
に
お

い
て
頻
繁
に
見
ら
れ
た
実
行
に
の
み
そ
の
法
的
基
礎
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
強
調

9
し
た
。
復
仇
は
依
然
と
し

て
中
央
集
権
的
な
統
治
機
構
を
欠
く
国
際
社
会
に
お
い
て
は
不
可
避
的
な
現
象
で
あ
り
、
国
際
法
は
そ
れ
を
承
認
す
る
ほ
か
に
な
い
、

と
の
指
摘
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
、
復
仇
概
念
の
正
当
性
が
事
実
上
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
よ
り
率
直
に
指
摘

す
る
も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
コ
ル
バ
ー
ト
（E

.S
.
C
o
lb
ert

）
は
、
詳
細
な
実
行
の
検
討
を
ふ
ま
え
た
上
で
の
結
論
と

し
て
、
確
か
に
復
仇
は
国
際
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
し
か
し
、
た
と
え
甚
だ
し
い
濫
用
の
事
例
で
は
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
復
仇
は
本
質
的
に
「
法
の
手
に
余
る
（la

w
less

」
も
の
で
あ
り
、
法
に
よ
る
規
律
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
た
と

断

10
じ
た
。
ま
た
、
国
連
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
国
家
責
任
に
関
す
る
法
典
化
作
業
の
最
初
の
報
告
者
で
あ
っ
た
ガ
ル
シ
ア
・
ア
マ

26
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ド
ー
ル
（F

.V
.
G
a
rcıa

A
m
a
d
o
r

）
は
、
戦
後
の
国
際
法
秩
序
に
お
い
て
は
い
か
な
る
形
態
の
復
仇
で
あ
れ
、
そ
れ
を
違
法
性
阻
却
事

由
と
し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
の
見
解
を
そ
の
報
告
書
に
お
い
て
示
し
て
い
る
の
で

11
あ
る
。

他
方
で
、
国
家
代
表
の
見
解
に
お
い
て
も
復
仇
概
念
は
必
ず
し
も
常
に
そ
の
正
当
性
が
承
認
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば

友
好
関
係
原
則
宣
言
の
起
草
過
程
に
お
い
て
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
は
平
和
的
紛
争
解
決
原
則
に
関
連
し
て
、

国
際
紛
争
は
国
家
の
主

権
平
等
を
基
礎
と
し
、
相
互
理
解
の
精
神
に
基
づ
き
、
か
つ
い
か
な
る
形
態
の
強
制
力
を
も
用
い
る
こ
と
な
く
解
決
さ
れ
る
」
と
の
規

定
を
設
け
る
よ
う
提
案
し
、
一
定
の
支
持
も

12
得
た
。
ま
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
メ
キ
シ
コ
は
よ
り
明
確
に
、
国
連
憲
章
第
二
条
一
項
に
定
め

ら
れ
る
主
権
平
等
原
則
の
下
で
は
、
一
国
が
自
ら
の
意
思
を
他
国
に
強
要
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
主
張
に
基
づ
き
、
そ
う
し

た
強
制
を
そ
の
本
質
と
す
る
復
仇
は
も
は
や
現
在
の
国
際
法
秩
序
の
下
で
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と

13
し
た
。
こ
れ
ら
が
、
紛
争
処
理
過
程

に
お
い
て
国
家
が
自
助
手
段
に
訴
え
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
の
禁
止
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
国
家
代
表
が
示
す
見
解

と
は
異
な
る
少
数
意
見
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得

14
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
国
家
が
訴
え

る
自
助
措
置
が
現
在
の
国
際
法
の
下
で
如
何
に
捉
え
ら
れ
る
か
に
つ
き
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
を
そ
の
ま
ま
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。

二

本
稿
の
課
題

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
本
稿
で
は

伝
統
的
な
復
仇
概
念
に
つ
い
て
そ
の
法
的
正
当
性
が
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
基
礎

付
け
ら
れ
、
そ
れ
が
戦
間
期
を
通
じ
て
も
な
お
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
と

15
す
る
。

な
お
検
討
を
進
め
る
に
際
し
て
本
稿
で
は
、

紛
争
処
理
の
法
構
造
」
に
着
目
し
、
そ
れ
が
復
仇
概
念
の
正
当
性
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
理
論
的
基
礎
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
に
言
う
「
紛
争
処
理
の
法
構
造
」
と
は
、
国
家
間
に

紛
争
状
態
が
生
じ
た
際
に
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
処
理
が
進
め
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
法
的
枠
組
み
の
こ
と
を
言
う
。
国
内
社
会
に

27
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お
い
て
は
（
あ
く
ま
で
理
念
型
と
し
て
で
は
あ
る
が

、
強
制
的
裁
判
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
自
助
は
原
則
と
し
て
禁
じ
ら

れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
指
摘
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
自
助
の
禁
止
を
含
め
、
自
助
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
は
、
紛

争
処
理
が
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
法
が
予
定
す
る
規
範
的
枠
組
み
に
大
き
く
規
定
さ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
う

し
た
紛
争
処
理
に
関
す
る
法
的
枠
組
み
に
着
目
し
な
け
れ
ば
、
問
題
と
さ
れ
る
自
助
行
為
が
提
起
す
る
固
有
の
問
題
性
お
よ
び
そ
れ
に

認
め
ら
れ
る
法
的
意
義
を
適
切
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
紛
争
処
理
の
法
構
造
と
い
う
観
点
か
ら
復
仇
概
念
を
見
た
場
合
、
伝
統
的
な
国
際
法
の
下
で
は
そ
れ
は
、
次
の
二
つ
の
意
義
を

有
す
る
正
式
な
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

第
一
に
復
仇
は
、
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
意
義
を
伝
統
的
な
国
際
法
の
下
で
認
め
ら
れ
て
い
た
。
強
制
的
紛
争
処
理
手
続

と
は
、
国
家
が
自
ら
の
実
力
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
獲
得
す
る
法
的
手
続
の
こ
と
を
言
う
。
そ
れ
は
具
体

的
に
は
様
々
な
形
態
を
と
る
が
（
外
国
人
資
産
の
差
押
え
、
港
湾
封
鎖
、
干
渉
な
ど

、
そ
の
中
で
復
仇
は
軍
事
的
・
非
軍
事
的
強
制
力
を

相
手
国
に
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
の
提
供
を
求
め
る
、
い
わ
ば
間
接
強
制
に
よ
る
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。

第
二
に
、
復
仇
は
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
意
義
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
は
、
戦
争
に
至
る
こ
と

な
く
紛
争
を
処
理
す
る
た
め
の
手
続
の
こ
と
を
言
う
。
復
仇
な
ど
の
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
は
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
一
方
当
事
国
に

よ
る
実
力
行
使
で
あ
り
、
そ
の
点
で
調
停
手
続
や
裁
判
手
続
な
ど
の
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
と
は
異
質
な
性
格
の
手
続
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
戦
争
が
回
避
さ
れ
、
国
家
間
の
平
和
的
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
点
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
と

も
に
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
復
仇
措
置
は
権
利
侵
害
の
存
在
や
救
済
の
適
当
性
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
復
仇
を
行
使
す
る
国

家
の
主
観
的
判
断
の
正
し
さ
を
前
提
と
し
、
そ
の
受
容
を
相
手
国
に
強
要
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
問
題
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
復
仇
を
法
的
に
正
当
な
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
伝
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統
的
な
国
際
法
の
下
で
は
軍
事
的
措
置
に
よ
る
復
仇
も
認
め
ら
れ
た
た
め
（
武
力
復
仇

、
復
仇
措
置
は
そ
の
具
体
的
な
態
様
に
お
い

て
は
必
ず
し
も
戦
争
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
も
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
復
仇
は
戦
争
を
回
避
し
う
る
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
義

を
認
め
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
理
論
的
根
拠
に
基
づ
く
こ
と
で
可
能
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
復
仇
を
法
的
に
正
当
な
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
は
、
理
論
的
に
大
き
な
問
題
が
伴
う
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
伝
統
的
な
国
際
法
（
学
）
に
お
い
て
復
仇
に
そ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
は
、
伝
統
的

な
国
際
法
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
が
そ
う
し
た
位
置
づ
け
を
積
極
的
に
復
仇
に
与
え
る
よ
う
な
特
質
を
備
え
て
い
た
た
め
で

あ
っ
た
と

え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
特
質
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
復
仇
概
念
の
正
当
性
を
理
論

的
に
支
え
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
戦
間
期
を
通
じ
て
も
な
お
維
持
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
本
稿
に
お
い
て

は
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
本
論
に
入
る
に
先
立
ち
、
本
稿
に
お
い
て
用
い
る
用
語
に
つ
い
て
若
干
の
説
明
を
付
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
紛
争
状
態
に
関

連
し
て
本
稿
で
は
「
処
理

、

解
決

、
及
び
「
解
消
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。
こ
の
う
ち
「
解
決
」
と
「
解
消
」
は
と
も
に
紛
争

状
態
の
終
結
、
つ
ま
り
国
家
間
の
利
害
対
立
状
態
に
つ
い
て
決
着
が
つ
け
ら
れ
た
場
合
を
言
う
が
、

解
決
」
は
紛
争
当
時
国
の
合
意

に
よ
る
終
結
の
場
合
を
指
す
。
そ
れ
に
対
し
「
解
消
」
は
、
そ
う
し
た
合
意
に
よ
ら
ず
に
事
実
上
、
紛
争
状
態
が
終
結
し
た
場
合
を
指

す
。
例
え
ば
、
一
方
当
事
国
が
自
ら
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
手
国
に
自
ら
の
要
求
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
こ
と
で
紛
争
状

態
が
終
結
し
た
場
合
な
ど
が
、
紛
争
の
「
解
消
」
に
あ

16
た
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
「
処
理
」
は
、
紛
争
の
解
決
あ
る
い
は
解
消
を
紛
争
当

事
国
が
図
る
こ
と
を
意
味
し
、
紛
争
状
態
の
終
結
へ
向
か
う
過
程
を

17
指
す
。
紛
争
処
理
の
法
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
復
仇
の
法
的
正

当
性
根
拠
を
論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
区
別
を
た
て
る
こ
と
が
検
討
の
便
宜
に
適
う
。

次
に
、
本
稿
で
は
戦
間
期
よ
り
前
に
お
い
て
妥
当
し
た
国
際
法
を
「
伝
統
的
な
国
際
法
」
あ
る
い
は
「
伝
統
的
国
際
法
」
と
呼
び
、
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現
在
の
国
際
社
会
に
妥
当
す
る
国
際
法
を
「
現
代
国
際
法
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
両
者
の
区
別
は
本
稿
に
お
け
る
論

述
の
た
め
の
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
超
え
る
一
般
的
な
区
別
と
し
て
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。

1

J.S
.
N
y
e,
JR
.,
U
n
d
erstan

d
in
g
In
tern
ation

al
C
on
flicts,

4
ed
.,
2002,

p
p
.3-4.

一
般
に
自
助
（
自
力
救
済
、
自
救
行
為
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
は
、
紛

争
当
事
者
が
有
権
的
な
機
関
に
よ
る
権
威
的
決
定
を
得
る
こ
と
な
く
、
つ
ま
り
独
断
的
に
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
利
益
に
対
す
る
侵
害
を
排
除
す
る
こ

と
を
言
う
。
な
お
、
外
交
も
ま
た
詰
ま
る
と
こ
ろ
は
自
ら
の
手
に
よ
る
救
済
獲
得
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
自
助
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
（
例
え
ば
、

高
野
雄
一
「
外
交
関
係
条
約
と
司
法
的
紛
争
解
決
条
項
」『
紛
争
の
平
和
的
解
決
と
国
際
法
』

一
九
八
一
年
）
三
三
六
頁

、
こ
れ
は
用
法
と
し
て
あ
ま
り
に
広
す
ぎ
る
。

2

参
照
、
高
橋
一
修
「
自
力
救
済
」『
岩
波
講
座
基
本
法
学
８

紛
争
』

一
九
八
三
年
）
六
三
｜
九
〇
頁
。

3

報
復
と
は
非
友
誼
的
行
為
で
あ
る
が
自
国
が
負
う
国
際
義
務
に
違
反
し
な
い
措
置
を
言
う
。
特
に
、
外
交
官
に
対
す
るperson

a
n
on
grata

の
通
告
な
ど
、
違
法

で
は
な
い
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
措
置
の
こ
と
を
言
い
、
そ
の
た
め
報
復
の
行
使
は
国
家
の
裁
量
事
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
国
家
の
裁
量
で
は
あ
っ
て
も

濫
用
的
に
行
使
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
国
際
法
上
違
法
と
な
り
得
る
。M

.
V
ira
lly
,“P
a
n
o
ra
m
a
d
u
d
ro
it
in
tern
a
tio
n
a
l
co
n
tem
p
o
ra
in
”,
R
ecu
eil

d
es
cou
rs
d
e
l’A
cad
em
ie
d
e
d
roit

in
tern
ation

al,
to
m
e
183

（1983
,
p
p
.218-219

（h
erea

fter
referred

a
s
R
C
A
D
I
；
O
.
S
ch
a
ch
ter,
In
tern
ation

al

L
aw
in
T
h
eory

an
d
P
ractice,

1991,
p
p
.198-199.

4

自
衛
は
伝
統
的
に
、
自
己
保
存
権
に
基
づ
く
国
家
防
衛
の
た
め
の
本
来
的
に
正
当
な
措
置
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。I.

B
ro
w
n
lie,
In
tern
ation

al
L
aw
an
d

th
e
U
se
of
F
orce

by
S
tates,

1963,
p
p
.40-44.

武
力
不
行
使
原
則
と
自
衛
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
内
容
に
関
す
る
議
論
と
も
関
係
し
種
々
議
論
の

あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
自
衛
は
国
家
の
「
固
有
の
権
利
」
と
し
て
同
原
則
の
下
で
も
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
承
認
が
あ
る
。
藤
田

久
一
『
国
連
法
』

一
九
九
七
年
）
二
七
九
｜
二
八
四
頁
。

5

い
わ
ゆ
る
無
差
別
戦
争
観
の
下
に
お
い
て
は
主
権
国
家
間
の
全
て
の
戦
争
は
合
法
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
に
訴
え
る
か
否
か
は
各
国
の
裁
量
に
任
さ
れ
た
。
参
照
、

石
本
泰
雄
「
戦
争
と
現
代
国
際
法
」『
現
代
法
と
国
際
社
会
』

一
九
六
五
年
）
八
〇
｜
八
五
頁
。
近
年
で
は
、
こ
の
無
差
別
戦
争
観
が
一
九
世
紀
の
国
際
法
学
に
お
け
る

戦
争
観
を
捉
え
た
も
の
と
し
て
適
当
で
あ
る
か
に
つ
き
再
検
討
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
戦
間
期
に
戦
争
違
法
化
が
進
展
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
ま
で

は
、
戦
争
は
国
際
法
上
そ
の
行
使
を
否
定
し
え
な
い
国
家
行
動
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
参
照
、
柳
原
正
治
「
紛
争
処
理
方
式
の
一
つ
と
し

て
の
戦
争
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
一

察
」『
紛
争
処
理
の
国
際
法
』

一
九
九
七
年
）
二
｜
二
二
頁
、
杉
原
高
嶺
「
近
代
国
際
法
の
法
規
範
性
に
関
す
る
一

察

戦

争
の
位
置
づ
け
と
の
関
係
に
お
い
て

」『
国
際
社
会
の
法
構
造：

そ
の
歴
史
と
現
状
』

二
〇
〇
三
年
）
八
九
｜
一
一
六
頁
。

6

筆
者
は
す
で
に
同
じ
問
題
意
識
か
ら
、
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
と
復
仇
制
度
と
の
関
係
を
現
象
面
か
ら
検
討
し
、
別
稿
に
お
い
て
そ
の
研
究
成
果
を
公
表
し
て
い
る

（

紛
争
の
「
平
和
的
」
解
決
の
意
義

復
仇
と
対
抗
措
置
の
非
連
続
性

」
本
郷
法
政
紀
要
（
東
京
大
学
大
学
院
）
第
七
号
（
一
九
九
八
年
）
三
八
三
｜
四
二
六

頁

。
本
稿
は
、
よ
り
理
論
的
な
観
点
か
ら
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
け
る
復
仇
概
念
の
法
的
意
義
と
そ
の
正
当
性
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
変
容
を
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
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も
の
で
あ
る
。

7

P
.-M
.
D
u
p
u
y
,
D
roit

in
tern
ation

al
pu
blic,

6
ed
itio
n
,
2002,

p
.497.

長
谷
川
正
国
は
、
対
抗
措
置
を
「
違
法
に
対
す
る
違
法
」
を
そ
の
正
当
性
根
拠
と
す

る
諸
措
置
を
包
括
す
る
法
概
念
で
あ
る
と
す
る
。

対
抗
措
置
の
適
用
可
能
性
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
」
長
濱
洋
一
他
編
『
現
代
企
業
法
の
諸
相
』

一
九
九
〇
年
）
三
一

〇
頁
。
な
お
松
井
芳
郎
は
、
一
般
に
対
抗
措
置
は
伝
統
的
な
復
仇
と
は
そ
の
定
義
に
お
い
て
は
同
一
の
内
容
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
他
方
で
、
対
抗
措
置
概

念
が
現
代
国
際
法
の
下
で
ど
の
よ
う
な
法
的
意
義
と
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
か
は
、
国
際
社
会
の
構
造
変
化
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
現
在
の
国
際
法
秩
序
に
お
い
て
対

抗
措
置
が
果
た
す
役
割
に
留
意
し
た
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
松
井
は
、
対
抗
措
置
と
復
仇
を
別
個
の
法
概
念
と
し
て
捉
え

る
可
能
性
を
留
保
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
松
井
芳
郎
「
国
際
法
に
お
け
る
『
対
抗
措
置
』
の
概
念
」
法
政
論
集
（
名
古
屋
大
学
）
第
一
五
四
号
（
一
九
九
四
年
）
三
一

九
｜
三
六
〇
頁
。

対
抗
措
置
概
念
に
つ
い
て
先
駆
的
な
研
究
を
著
し
た
ゾ
ラ
ー
（E

.Z
o
ller

）
は
、
伝
統
的
な
復
仇
が
懲
罰
的
措
置
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
対
抗
措
置
は
国
際
義
務
違
反

に
よ
っ
て
生
じ
た
責
任
の
履
行
を
図
る
た
め
の
執
行
措
置
を
包
括
的
に
捉
え
る
概
念
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
法
概
念
と
し
て
の
独
自
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
と
の
見
解
を

示
し
て
い
る
。E

.
Z
o
ller,

P
eacetim

e
U
n
ilateral

R
em
ed
ies ：

A
n
A
n
alysis

of
C
ou
n
term

easu
res,
1984,

p
p
.45-75 ；

E
.
Z
o
ller,“Q

u
elq
u
es
reflex

io
n
s

su
r
les
co
n
tre-m

esu
res
en
d
ro
it
in
tern
a
tio
n
a
l
p
u
b
lic”,

D
roit

et
libertes

a
la
fin
d
u
X
X
siecle,

1986,
p
p
.361-381.

筆
者
は
、
こ
の
ゾ
ラ
ー
の
認
識

を
共
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
復
仇
と
対
抗
措
置
と
の
間
に
法
概
念
と
し
て
の
違
い
が
あ
る
と
す
る
結
論
は
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ゾ
ラ
ー
の
見
解
に
対

す
る
批
判
的
検
討
は
対
抗
措
置
概
念
を
論
じ
る
際
に
行
う
こ
と
と
し
、
そ
の
前
に
ま
ず
確
認
す
べ
き
問
題
と
し
て
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉

え
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
戦
間
期
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
変
容
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

8

こ
の
点
に
お
け
る
復
仇
（
対
抗
措
置
）
の
問
題
性
は
、
そ
の
手
続
的
条
件
に
関
す
る
議
論
の
中
で
、
改
め
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
国
連
国
際
法

委
員
会
で
は
、
交
渉
を
は
じ
め
と
す
る
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
を
尽
く
し
た
後
に
対
抗
措
置
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
立
場
と
、
逆
に
そ
う
し
た
手
続
を
紛
争
当
事

国
が
受
け
入
れ
、
そ
れ
が
適
切
に
進
行
し
て
い
る
場
合
に
の
み
対
抗
措
置
の
行
使
を
慎
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
す
る
立
場
と
が
激
し
く
対
立
し
た
。C

f
.
Y
.
M
a
tsu
i,

“C
o
u
n
term

ea
su
res
in
th
e
In
tern
a
tio
n
a
l
L
eg
a
l
O
rd
er”,

Japan
ese
A
n
n
u
al
of
In
tern
ation

al
L
aw
,
v
o
l.37

（1994
,
p
p
.21-32 ；

“S
y
m
p
o
siu
m
：

C
o
u
n
ter-m

ea
su
res
a
n
d
D
isp
u
te
S
ettlem

en
t ：
T
h
e
C
u
rren
t
D
eb
a
te
w
ith
in
th
e
IL
C
”,
E
u
ropean

Jou
rn
al
of
In
tern
ation

al
L
aw
,
v
o
l.5

（1994
,

p
p
.20-119

（h
erea

fter
referred

a
s
E
JIL

.

リ
ッ
プ
ハ
ー
ゲ
ン
及
び
ア
ラ
ン
ジ
オ
・
ル
イ
ス
の
両
報
告
者
が
と
も
に
前
者
の
立
場
を
主
張
し
た
の
は
、
対
抗
措
置
の

行
使
の
主
観
性
と
い
う
問
題
に
対
処
し
、
対
抗
措
置
の
正
当
性
を
保
証
す
る
う
え
で
、
手
続
的
条
件
は
本
質
的
な
重
要
性
を
持
つ
と
の
認
識
を
有
し
て
い
た
た
め
で
あ

る
。W
.
R
ip
h
a
g
en
,“S
ix
th
R
ep
o
rt
o
n
th
e
C
o
n
ten
t,
F
o
rm
s
a
n
d
D
eg
rees

o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
R
esp
o
n
sib
ility

（P
a
rt
2
o
f
th
e
D
ra
ft
A
rticles

；
a
n
d

“Im
p
lem
en
ta
tio
n
”

（m
ise
en
œ
u
v
re

）o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
R
esp
o
n
sib
ility

a
n
d
th
e
S
ettlem

en
t
o
f
D
isp
u
tes

（P
a
rt
3
o
f
th
e
D
ra
ft
A
rticles

”,

Y
earbook

of
th
e
In
tern
ation

al
L
aw
C
om
m
ission

1
9
8
5
,
v
o
l.2
p
a
rt
1,
p
p
.15-19

（h
erea

fter
referred

a
s
Y
bk
IL
C
；
G
.
A
ra
n
g
io
-R
u
iz,“T

h
ird

R
ep
o
rt
o
n
S
ta
te
R
esp
o
n
sib
ility
”,
Y
bk
IL
C
1
9
9
1
,
v
o
l.2
p
a
rt
1,
p
p
.18-20 ；

G
.
A
ra
n
g
io
-R
u
iz,“F

ifth
R
ep
o
rt
o
n
S
ta
te
R
esp
o
n
sib
ility
”,
Y
bk

IL
C
1
9
9
3
,
v
o
l.2
p
a
rt
1,
p
p
.15-17.

9

A
.E
.
H
in
d
m
a
rsh
,“S
elf-H

elp
in
tim
e
o
f
P
ea
ce”,

A
m
erican

Jou
rn
al
of
In
tern
ation

al
L
aw
,
v
o
l.26

（1932
,
p
.322

（h
erea

fter
referred

a
s
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A
JIL

.

10

E
.S
.
C
o
lb
ert,
R
etaliation

in
In
tern
ation

al
L
aw
,
1948,

p
p
.102-103.

11
Y
bk
IL
C
1
9
5
6
,
v
o
l.II,

p
.208 ；

Y
bk
IL
C
1958,

v
o
l.II,

p
p
.54-55.

同
様
の
立
場
を
示
す
も
の
と
し
て
、
次
も
参
照
。J.L

.
H
u
illier,

E
lem
en
ts
d
e

d
roit

in
tern
ation

al
pu
blic,

1950,
p
.411.

12

R
eport

of
th
e
S
pecial

C
om
m
ittee

on
P
rin
ciples

of
In
tern
ation

al
L
aw
C
on
cern
in
g
F
rien
d
ly
R
elation

s
an
d
C
o-O
peration

am
on
g
S
tates

（h
erea

fter
referred

a
s
R
ep.
S
pecial

C
om
m
itee

,
21
S
essio

n

（1966
,
U
n
ited

N
ation

s
G
en
eral

A
ssem

bly
O
fficial

R
ecord

s

（h
erea

fter
referred

a
s
U
N
G
A
O
R

）A
/6
2
3
0
,
p
a
ra
s.
158,

179

（P
ro
p
o
sa
l
b
y
C
zech

o
slo
v
a
k
ia
a
n
d
D
eb
a
te
；
U
N
G
A
O
R
A
/C
.6
/S
R
.9
3
0
,
p
a
ra
.9

（B
y
elo
ru
ssia
n

S
o
v
iet
S
o
cia
list
R
ep
u
b
lic
.

13

U
N
G
A
O
R
A
/C
.
6
/S
R
.
8
8
7
,
p
a
ra
27

（T
u
n
isia

；
R
ep.

S
pecial

C
om
m
ittee,

21
S
essio

n

（1966
,
U
N
G
A
O
R
A
/6
2
3
0
,
p
a
ra
.
242

（D
eb
a
te
；
R
ep
.
S
p
ecia
l
C
o
m
m
ittee,

22
S
essio

n

（1967
,
U
N
G
A
O
R
A
/6
7
9
9
,
p
a
ra
.32

（D
eb
a
te
；
R
ep.
S
pecial

C
om
m
ittee,

25
S
essio

n

（1970
,
U
N
G
A
O
R
A
/8
0
1
8
,
p
a
ra
.212

（M
ex
ico
.

友
好
関
係
原
則
宣
言
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
戦
後
の
国
際
法
秩
序
に
お
い
て
も
な
お
復
仇
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
積
極
的
に
主
張
し
た
の
は
、
オ
ラ
ン
ダ
（U

N
G
A
O
R
A
/C
.6
/S
R
1
0
9
5
,
p
a
ra
s.9-11

）
と
日
本
（U

N
G
A
O
R
A
/C
.6
/S
R
.
1
0
9
2
,
p
a
ra
.
45 ；

U
N
-

G
A
O
R
A
.C
/6
.
S
R
.
9
3
4
,
p
a
ra
.19

）
に
留
ま
る
。

14

今
日
の
国
際
法
の
下
で
は
対
抗
措
置
は
端
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
の
見
解
を
明
確
に
示
す
国
家
と
し
て
は
、
メ
キ
シ
コ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
に
留
ま
る
。
そ

の
他
の
国
家
代
表
は
対
抗
措
置
制
度
の
理
解
に
お
い
て
は
様
々
な
認
識
を
示
し
つ
つ
も
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
け
る
対
抗
措
置
の
行
使
自
体
は
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る

こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
。
国
連
国
際
法
委
員
会
に
よ
る
一
九
九
六
年
第
一
読
草
案
と
二
〇
〇
〇
年
第
二
読
暫
定
草
案
に
対
す
る
各
国
政
府
コ
メ
ン
ト
に
つ
き
、
次
を
参

照
。U

n
ited

N
ation

s
D
ocu
m
en
t

（h
erea

fer
referred

a
s
U
N
D
oc.

）A
/C
N
.4
/4
8
8
；
U
N
D
oc.
A
/C
N
.4
/4
8
8
/A
d
d
.1
-3
；
U
N
D
oc.
A
/C
N
.4
/

5
1
5
；
U
N
D
oc.
A
/C
N
.4
/5
1
5
/A
d
d
.1
-3
.

15

な
お
、
本
稿
で
論
じ
る
復
仇
概
念
に
は
、
戦
争
法
違
反
に
対
す
る
懲
罰
的
措
置
と
し
て
と
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
戦
時
復
仇
は
含
ま
な
い
。
今
日
で
は
通
常
の
紛
争
処

理
過
程
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
平
時
復
仇
と
戦
時
復
仇
と
を
同
一
に
扱
う
見
解
も
見
ら
れ
る
が
、
伝
統
的
な
国
際
法
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
両
者
は
異
な
る
も
の
と
さ
れ
て

き
た
。L

.
O
p
p
en
h
eim
,
In
tern
ation

al
L
aw
,
v
o
l.2,
1906,

p
.41,

42 ；
p
p
.259-260,

247-248.

16

実
力
行
使
の
威
嚇
の
下
に
合
意
が
結
ば
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
本
稿
で
は
解
消
に
あ
た
る
も
の
と

え
る
。
紛
争
解
決
は
あ
く
ま
で
紛
争
当
事

国
が
相
互
の
見
解
の
調
整
を
通
じ
て
合
意
に
至
っ
た
場
合
を
指
す
も
の
と
し
、
一
方
当
事
国
が
自
ら
の
主
張
を
相
手
国
に
押
し
つ
け
た
結
果
と
し
て
紛
争
状
態
が
終
結
し

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
形
式
的
に
は
合
意
が
締
結
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
紛
争
解
決
に
あ
た
る
も
の
と
は
し
な
い
。
現
実
の
国
際
紛
争
処
理
に
お
い

て
は
、
国
家
間
の
交
渉
を
通
じ
て
解
決
条
件
（
紛
争
解
決
の
た
め
の
合
意
）
が
締
結
さ
れ
る
場
合
で
も
、
何
ら
か
の
形
で
の
実
力
行
使
（
報
復
な
ど
）
を
伴
う
こ
と
が
あ

る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
解
決
と
解
消
の
区
別
は
相
対
的
な
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
着
目
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
理
念
型
と
し
て
こ
れ
ら
の

概
念
を
区
別
し
て
お
く
こ
と
が
便
宜
に
適
う
。

17

以
上
に
示
し
た
紛
争
の
「
処
理

、

解
決

、

解
消
」
の
区
別
は
、
宮
野
洋
一
に
よ
る
整
理
に
依
拠
し
つ
つ
、
本
稿
に
お
け
る
論
述
の
便
宜
を

慮
し
て
若
干
の
修
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整
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
宮
野
洋
一
「
国
際
法
学
と
紛
争
処
理
の
体
系
」『
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年

紛
争
の
解
決
』

二
〇
〇
一
年
）
三
二
｜
三
七
頁
。

二

伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
と
復
仇

一

強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
と
そ
の
法
的
基
礎

権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
獲
得
す
る
た
め
の
法
的
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
の
歴
史
は
古
く
、
そ
の
起
源
は
す
で
に
一
三
世
紀
に

明
確
な
制
度
的
形
態
を
備
え
る
に
至
っ
て
い
た
私
的
復
仇
概
念
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
的
復
仇
と
は
、
自
国
臣
民
の
財
産
が

侵
害
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
相
手
国
か
ら
十
分
な
救
済
が
与
え
ら
れ
な
い
場
合
に
（
裁
判
拒
否

、
当
該
臣
民
に
対
し
て
相
手
国
臣
民

の
資
産
を
略
奪
す
る
こ
と
を
認
め
る
私
掠
・
復
仇
免
状
を
付
与
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
免
状
を
付
与
さ
れ
た
私
人
は
、
自
ら
の
身

体
・
財
産
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
者
と
君
主
を
同
じ
く
す
る
者
の
財
産
を
略
奪
し
、
そ
れ
を
自
ら
に
与
え
ら
れ
る
賠
償
の
引
当
と
す
る

こ
と
が
認
め
ら

18
れ
た
。
復
仇
制
度
の
歴
史
研
究
に
お
い
て
は
一
般
に
、
復
仇
措
置
の
行
使
主
体
が
私
人
か
ら
国
家
へ
、
そ
し
て
救
済
対

象
と
な
る
侵
害
が
私
人
の
権
利
侵
害
か
ら
国
家
の
権
利
侵
害
へ
と
い
う
変
化
を
被
り
な
が
ら
も
、
こ
の
私
的
復
仇
概
念
を
基
礎
と
し
て

伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
が
確
立
し
た
も
の
と
さ
れ
て

19
い
る
。

こ
う
し
た
現
象
面
に
お
け
る
発
展
が
見
ら
れ
る
中
で
、
し
か
し
、
復
仇
概
念
は
そ
の
理
論
的
基
礎
と
い
う
点
に
お
い
て
大
き
な
変
化

を
被
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

私
的
復
仇
は
、
確
か
に
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
得
る
た
め
の
一
つ
の
手
続
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
自

ら
は
何
ら
の
侵
害
行
為
も
行
っ
て
い
な
い
相
手
国
臣
民
の
財
産
を
復
仇
措
置
の
対
象
と
す
る
点
で
問
題
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
私
的
復
仇
概
念
の
法
的
正
当
性
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
に
は
も
っ
ぱ
ら
、
な
に
ゆ
え
に
そ
の
よ
う
な
第
三
者
に
対
す
る
侵
害

行
為
を
正
当
な
救
済
手
続
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
答
え
は
、
統
一
的
な
上
位
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権
力
を
欠
く
社
会
状
態
に
お
い
て
も
正
義
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
要
請
と
、
共
同
体
の
構
成
員
と
そ
れ
ら
が
属
す
る
共
同
体

と
の
区
別
を
認
め
な
い
団
体
責
任
理
論
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ

20
れ
た
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
臣
民
が
そ
の
身
体
財
産
に
損
害

を
被
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
損
害
を
生
じ
さ
せ
た
者
の
属
す
る
国
が
全
体
と
し
て
当
該
損
害
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
相
手
国
の
君
主
が
適
切
な
救
済
を
与
え
な
い
場
合
に
は
、
相
手
国
に
属
す
る
任
意
の
者
か
ら
救
済
を
得
る
こ
と
が
正
義
に
適
う
も

の
と

え
ら
れ
た
わ
け
で

21
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
国
際
法
上
の
制
度
と
し
て
の
復
仇
は
あ
く
ま
で
国
家
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
得
る
た
め
の
措
置
と
し
て
行
使

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
国
家
が
自
ら
の
権
利
侵
害
の
有
無
に
つ
き
自
ら
の
主
観
的
判
断
に
基
づ
い
て
他
国
に
救
済
の
提
供

を
迫
る
点
に
そ
の
問
題
性
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
復
仇
措
置
が
必
然
的
に
伴
う
そ
う
し
た
主
観
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ

え
に
そ
れ
を
正
当
な
救
済
手
続
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
、
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
に
つ
い
て
は
問
わ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、
団
体
責
任
理
論
は
、
相
手
国
民
の
資
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ
と
で
相
手
国
に
圧
力
を
加
え

る
こ
と
に
つ
い
て
の
正
当
化
根
拠
を
示
し
う
る
も
の
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
、
各
国
家
が
権
利
侵
害
の
存
否
に
つ
い
て
判
断
す

る
権
限
を
有
す
る
こ
と
を
基
礎
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
復
仇
概
念
が
私
人
の
権
利
救
済
手
続
か
ら
国

際
法
上
の
国
家
の
権
利
救
済
手
続
へ
と
展
開
し
て
い
く
中
で
、
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
新
た
な
理
論
的
基
礎
付
け
が
必
要
と
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
復
仇
概
念
の
正
当
性
を
紛
争
処
理
の
法
構
造
と
の
関
係
に
お
い
て
基
礎
付
け
、
伝
統
的
国
際
法
学
に
お
け

る
復
仇
概
念
の
把
握
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
（E

.
d
e
V
a
ttel

）
の
紛
争
処
理
論
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
一
七
五
八
年
に
著
し
た
そ
の
『
国
際
法
、
す
な
わ
ち
諸
国
家
と
諸
主
権
者
の
行
動
と
事
務
に
適
用
さ
れ
た
自
然
法
の

諸
原
則
』
の
中
で
「
国
家
間
の
紛
争
を
終
結
さ
せ
る
方
法
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
章
を
設
け
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
論

22
じ
た
。

国
家
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
指
導
者
間
に
生
じ
る
紛
争
は
、
権
利
の
存
否
、
あ
る
い
は
不
正
（in

ju
res

）
を
そ
の
対
象
と
す
る
。
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国
家
は
自
己
に
属
す
る
権
利
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
国
家
は
各
国
家
に
対
し
て
各
々
に
属
す
る
も
の
を
回
復
し
、

そ
の
権
利
が
平
穏
に
享
有
さ
れ
る
よ
う
に
し
、
自
ら
が
生
じ
さ
せ
た
損
害
あ
る
い
は
な
し
た
不
正
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
不
正
を
回
復
で
き
な
い
場
合
に
は
正
当
な
満
足
を
与
え
、
ま
た
相
手
国
が
不
安
を
抱
い
て
い
る
場
合
に
そ
の
原
因
を
自

ら
が
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
適
当
な
安
寧
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
各
国
家
が
享
有
す
べ
き
利
益
あ
る
い
は
権
利
の
享
有
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
状
態
と
し
て
紛
争
は
捉
え
ら
れ
、
各
国
家
が

相
手
国
に
与
え
る
べ
き
も
の
を
自
ら
す
す
ん
で
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
争
は
処
理
さ
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
家
が
自

己
の
利
益
に
偏
っ
た
判
断
を
示
し
が
ち
で
あ
る
以
上
、
実
際
の
紛
争
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
侵
害
国
に
よ
り
自
発
的
に
あ
る
べ
き
状
態

が
回
復
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
国
家
は
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
各
自
が
自
己
の
側
の
正
当
性
を
主
張
し
、
ま
た
そ
れ
が
意
図
的
に

恣
意
的
な
主
張
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
交
渉
な
ど
の
友
好
的
な
手
段
を
試
み
る
こ
と
が
か
え
っ
て
自

国
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
実
に
鑑
み
て
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
次
の
よ
う
に
述

23
べ
る
。

各
国
は
そ
の
自
然
的
自
由
の
た
め
に
、
他
者
の
完
全
な
権
利
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
何
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
を
、
自
ら
の
良
心
に
基
づ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
他
国
の
完
全
な
権
利
を
尊
重
し
つ
つ
、
自
ら
の

責
務
に
基
づ
く
行
動
を
自
ら
の
理
解
に
従
っ
て
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
武
力
に
訴
え
る
前
に
平
和
的
手
段
を

試
み
る
べ
き
場
合
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
の
は
各
国
家
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
意
思
国
際
法
の
命
じ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
国
家
が
そ
の
自
然
的
自
由
に
基
づ
き
行
動
す
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
は
正
当

と

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
同
じ
こ
の
意
思
法
の
ゆ
え
に
、
諸
国
家
間
に
お
い
て
は
、
疑
わ
し
い
原
因
の
場
合
に
事
前
に
平
和
的
手

段
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
不
意
に
敵
国
に
妥
協
を
強
い
る
た
め
に
武
力
に
訴
え
る
こ
と
も
正
当
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
国
際
法
理
論
は
自
己
の
責
務
に
つ
い
て
良
心
を
義
務
づ
け
る
必
然
国
際
法
（
自
然
法
）
と
、
他
の
国
家
に
対
し
て
強

制
す
る
権
利
が
付
随
す
る
意
思
国
際
法
と
か
ら

24
な
る
。
そ
し
て
、
一
方
的
な
強
制
力
の
行
使
を
容
認
す
る
、
こ
の
よ
う
な
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
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の
紛
争
処
理
観
念
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
ま
さ
に
彼
の
意
思
国
際
法
の
特
徴
で
あ
る
、
国
家
の
主
観
的
判
断
（
当
該
国
家
の
意
思
）
の

尊
重
と
い
う
点
に
あ
る
。
国
家
の
上
位
に
位
置
し
て
権
威
的
な
判
断
を
下
す
機
関
を
国
際
社
会
が
欠
く
以
上
、
そ
う
し
た
主
観
的
判
断

に
基
づ
く
国
家
行
動
は
国
際
社
会
に
お
い
て
は
生
理
現
象
と
し
て
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
自
ら
の
意
思
に
従
っ
て

行
動
す
る
諸
国
家
か
ら
な
る
国
際
社
会
を
自
然
法
に
適
っ
た
状
態
に
導
く
た
め
に
は
、
各
国
家
が
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
形

式
的
・
画
一
的
な
基
準
を
意
思
国
際
法
と
し
て
示
す
こ
と
が
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
に
は
重
要
で
あ

25
っ
た
。
そ
し
て
、
国
家
が
意
思
国
際
法
に

よ
っ
て
自
ら
に
認
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
判
断
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
の
判
断
を
正
当
と
見
な
す
こ
と
が
、
国
際
社
会
全
体
の

安
寧
の
た
め
に
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
、
意
思
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
次
の
よ
う
に
述

26
べ
る
。

国
家
は
自
由
、
独
立
か
つ
平
等
で
あ
り
、
自
己
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
各
自
が
そ
の
良
心
に
基

づ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
実
際
に
は
、
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
各
自
が
自
己
の
側
の
正
当
性
を
主
張
す
る
が
、

問
題
に
つ
い
て
﹇
客
観
的
﹈
判
断
を
下
す
こ
と
は
い
ず
れ
の
関
係
国
の
役
目
で
も
な
い
し
、
ま
た
他
国
の
役
目
で
も
な
い
。﹇
そ
の

主
張
に
お
い
て
﹈
誤
り
の
あ
る
国
家
は
自
己
の
良
心
に
対
し
て
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
主
張
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い

た
め
に
、
社
会
の
法
に
反
し
た
と
し
て
国
家
を
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
意
思
国
際
法
上
の
問
題
と
し
て
は
、
紛
争
処
理
は
真
に
正
し
い
状
態
を
め
ぐ
る
紛
争
当
事
国
間
の
争
い
と
は

え
ら

れ
な
い
。
そ
こ
に
お
け
る
「
紛
争
」
と
は
、
あ
る
国
家
の
判
断
に
よ
れ
ば
意
思
国
際
法
に
よ
っ
て
自
ら
に
属
す
る
と
さ
れ
た
権
利
が
実

現
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
あ
り
、
そ
の
「
処
理
」
と
は
、
当
該
国
家
の
判
断
に
よ
れ
ば
そ
の
権
利
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
状
態

を
回
復
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
当
該
国
家
が
適
切
と
判
断
す
る
手
段
を
執
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

武
力
な
ど
の
強
制
力
の
行
使
に
訴
え
る
こ
と
も
構
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。
む
し
ろ
逆
に
、
第
三
国
な
ど
の
他
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紛

争
当
事
国
の
判
断
を
尊
重
し
、
正
当
な
も
の
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
議
論
に
お
け
る

意
思
概
念
に
焦
点
を
当
て
て
、
そ
の
国
際
法
秩
序
観
を
論
じ
た
西
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
に
、

意
思
国
際
法
上
、
各
国
が
自
国
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に
つ
い
て
下
し
た
判
断
は
合
法
な
も
の
と
し
て
是
認
さ
れ
る
一
方
で
、
他
国
が
他
国
自
身
に
つ
い
て
下
す
判
断
に
干
渉
す
る
こ
と
は
禁

じ
ら

27
れ
る
」
と
い
う
の
が
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
紛
争
処
理
論
の
基
本
構
造
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
こ
の
よ
う
な
紛
争
処
理

観
念
は
、
紛
争
と
そ
の
処
理
過
程
を
も
っ
ぱ
ら
一
国
の
主
観
を
基
準
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
主
観
的
紛
争
処
理
観
念
と

呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
の
主
観
的
紛
争
処
理
観
念
は
、
そ
の
後
、
実
定
法
上
の
紛
争
処
理
の
法
構
造
を
捉
え
る
も
の
と
し
て
国
家
実
行
及
び
国
際
法
学
に

引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
に
お
い
て
示
さ
れ
た
主
観
的
な
紛
争
処
理

観
念
は
、
彼
の
必
然
国
際
法
（
自
然
法
）
と
意
思
国
際
法
と
の
関
係
に
関
す
る
理
論
枠
組
み
の
中
で
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
紛
争
処
理
観
念
は
、
真
の
正
義
の
実
現
の
た
め
の
国
際
法
を
論
じ
る
自
然
国
際
法
論
と
の
対
比
に
お

い
て
は
、
国
際
法
の
適
用
を
国
家
の
主
観
的
・
独
断
的
判
断
に
任
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
、
そ
う
し
た
点
で
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
国
家

主
権
の
極
端
な
主
張
者
と
し
て
強
い
非
難
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が

28
あ
る
。
し
か
し
、
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
は
必
然
国
際
法
と
し
て
自
然
法
の

妥
当
を
認
め
、
諸
国
家
は
そ
れ
に
絶
対
的
に
服
す
る
と
し
て
い
た
点
で
、
国
家
の
下
す
判
断
に
対
し
て
は
な
お
も
自
然
法
に
則
し
た
正

し
い
理
性
的
判
断
か
ら
の
非
難
の
可
能
性
を
残
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で

29
き
る
。

そ
れ
に
対
し
て
一
九
世
紀
の
国
際
法
学
に
お
い
て
は
、
実
証
主
義
国
際
法
学
が
主
流
と
な
る
中
で
客
観
的
正
義
と
し
て
の
自
然
法
が

国
際
法
学
の
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
国
家
の
義
務
よ
り
は
権
利
が
強
調
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
国
際
法

は
国
家
の
基
本
権
概
念
あ
る
い
は
国
家
主
権
概
念
を
中
心
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
と

30
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
い
、
国
際
法
の
適
用

に
つ
い
て
主
権
国
家
が
下
す
判
断
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
権
威
的＝
決
定
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と

え
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
、
各
国
家
が
自
ら
に
関
わ
る
限
り
に
お
い
て
国
際
法
の
解
釈
・
適
用
及
び
実
施
を
図
る
こ
と
は
、
国
家
主
権
の
一
つ

の
属
性
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
ホ
ィ
ー
ト
ン
（H

.
W
h
ea
to
n

）
は
国
際
法
上
の
権
利
救
済
に
つ
い
て
、

国
家
は
他
国
に
よ
り
加
え
ら
れ
た
侵
害
に
対
す
る
唯
一
の
救
済
手
段
と
し
て
実
力
に
訴
え
る
権
利
を
持
つ
と
し
、

各
国
家
は
、
そ
の
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よ
う
な
救
済
手
段
を
正
当
化
す
る
侵
害
の
性
質
と
程
度
を
自
ら
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

31
し
た
。
こ
の
指
摘
が
明
確
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
国
家
は
そ
の
紛
争
処
理
（
権
利
救
済
）
過
程
に
お
い
て
、
国
際
法
の
解
釈
適
用
に
関
す
る
権
威
的
決
定
権
を
有
す
る
も
の

と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
ら
の
主
観
的
判
断
を
正
当
な
も
の
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と

え
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
各
国
家
に
一
次
的
決
定
権
が
認
め
ら
れ
る
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
伝
統

的
国
際
法
の
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
下
で
は
、
要
請
に
基
づ
く
場
合
を
除
き
、
仲
介
や
調
停
な
ど
と
し
て
第
三
国
が
紛
争
処
理
過
程
に

関
わ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
国
家
の
権
威
的
決
定
権
（
自
己
決
定
権
）
に
対
す
る
干
渉
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で

32
あ
り
、

一
次
的
決
定
権
」
の
よ
う
に
当
然
に
第
三
者
に
よ
る
審
査
を
予
定
す
る
観
念
は
、
伝
統
的
な
国
際
法
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

紛
争
処
理
の
法
構
造
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
救
済
手
段
を
正
当
化
す
る
侵
害
の
性
質
と
程
度
の
判
断

に
つ
い
て
、
国
家
は
ま
さ
に
完
全
な
権
威
的
決
定
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
権
威
的
決
定
権
が
す
べ
て
の
紛
争
当
事
国
に
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
一
方
の
国
家
は
自
ら
の
権
利
が
侵
害
さ

れ
た
と
判
断
し
、
他
方
の
国
家
は
自
ら
に
課
さ
れ
る
義
務
を
遵
守
し
て
い
る
と
判
断
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
い
ず
れ
の
判
断
も
そ
れ
自
体

と
し
て
は
権
威
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
伝
統
的
な
国
際
法
の
下
に
お
い
て
は
ま
さ

に
、
こ
う
し
た
権
威
的
判
断
の
遍
在
と
も
言
い
う
る
法
的
状
態
が
生
じ
る
こ
と
は
、
国
際
社
会
の
分
権
性
に
起
因
す
る
承
認
せ
ざ
る
を

得
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
権
利
侵
害
に
対
す
る
国
家
自
身
に
よ
る
正
義
の
実
現
に
関
連
し
て
示
さ
れ
た
ウ
ー
ル
ジ
ィ
ー

（T
h
.
W
o
o
lsey

）
の
次
の
よ
う
な
指
摘
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
認
識
を
端
的
に
表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言

33
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
正
義
（ju

stice

）
と
い
う
の
は
、
客
観
的
な
正
義
で
は
な
く
、
関
係
当
事
者
の
目
に
映
る
も
の
で
あ
り
、
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
、
関
係
当
事
者
に
よ
っ
て
存
在
す
る
と
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
が
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
、
各
国
家
は
自
己
の
事
柄
に
関
す
る
正
し
い
こ
と
（rig

h
t

）
に
つ
い
て
自
己
の
見
解
を
持
ち
、
そ
れ
を
保
持
す
る
権
利
を
持
つ
。

紛
争
（q

u
a
rrel

）
が
二
国
間
で
生
じ
た
場
合
に
は
、
他
国
が
当
該
事
案
に
つ
い
て
正
し
い
と

え
る
こ
と
は
当
事
国
の
見
解
と
は
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異
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
戦
争
の
不
正
義
が
甚
だ
し
く
か
つ
そ
の
道

理
（p

rin
cip
le

）
が
危
険
で
な
い
限
り
、
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
指
摘
は
直
接
的
に
は
戦
争
と
の
関
連
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ウ
ー
ル
ジ
ィ
ー
は
復
仇
と
戦
争
を
共
に
権
利
侵
害
に
対

す
る
救
済
獲
得
手
段
と
し
て
論
じ
て
お
り
、
そ
れ
は
復
仇
な
ど
戦
争
に
至
ら
な
い
敵
対
的
性
質
（h

o
stile

ch
a
ra
cter

）
を
持
っ
た
措
置

に
関
す
る
指
摘
で
も
あ
っ
た
わ
け
で

34
あ
る
。

国
家
が
以
上
に
見
た
よ
う
な
権
威
的
決
定
権
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
国
家
は
ま
さ
に
、

紛
争
当
事
者
で
も
あ
り
か
つ
裁
判
官
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
、

全
て

の
者
は
自
ら
の
事
案
に
関
す
る
裁
判
官
た
り
得
る
（O
m
n
is
ju
d
ex
in
re
su
a

」
と
し
て
描
写
さ
れ
る
構
造
こ
そ
が
、
伝
統
的
国
際
法

に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
特
質
を
な
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で

35
き
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
、
国
家
は
他
国
と
の
合
意
に
よ

る
こ
と
な
く
、
自
ら
が
正
当
と

え
る
状
態
を
自
ら
の
実
力
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
で
、
紛
争
状
態
を
解
消
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
わ
け
で
あ
る
。
復
仇
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
実
力
的
措
置
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
は
不
正
な
措
置
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
法
的
手
続
き
と
し
て
の
正
当
性
を
認
め
ら
れ
た
わ
け
で

36
あ
る
。

18

捕
獲
し
た
財
産
は
公
的
機
関
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
必
要
以
上
に
捕
獲
さ
れ
た
分
に
つ
い
て
は
返
還
さ
れ
る
な
ど
、
私
的
復
仇
の
実
行
は
手
続
的
に
厳
格
な
規

制
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
参
照
、
木
村
實
「『
裁
判
拒
否
』
概
念
の
継
承
と
機
能
転
換
」
法
律
時
報
第
五
五
巻
（
一
九
八
三
年
）
九
九
｜
一
〇
二
頁
。

19

寺
沢
一
「
復
仇
制
度
の
成
立
（
一

」
国
家
学
会
雑
誌
（
東
京
大
学
）
第
七
六
巻
（
一
九
六
二
年
）
二
二
二
頁
。
伝
統
的
復
仇
概
念
・
制
度
に
関
す
る
歴
史
研
究
は

こ
の
寺
沢
の
研
究
の
他
に
、
す
で
に
挙
げ
たC

o
lb
ert

の
研
究
（
前
掲
注
（
10

）
を
は
じ
め
、
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
他
に
は
、
次
を
参
照
。S

.
M
a
c-

co
b
y
,“R
ep
risa
ls
a
s
a
M
ea
su
re
o
f
R
ed
ress

S
h
o
rt
o
f
W
a
r”,
C
am
brid
ge
L
aw
Jou
rn
al,
v
o
l.2

（1926
,
p
p
.60-73 ；

A
.E
.
H
in
d
m
a
rsh
,
F
orce

in

P
eace
：
F
orce

S
h
ort
of
W
ar
in
In
tern
ation

al
R
elation

s,
1933,

p
p
.43-107.

20

G
.
d
e
L
eg
n
a
n
o
,
D
e
B
ello,

T
ractatu

s
d
e
R
epresaliis

et
d
e
D
eu
ello,

1360,
rep
rin
ted
in
T
h
e
C
lassics

of
In
tern
ation

al
L
aw
,
N
o
.8

（1917
,

p
p
.307-308.

C
f.
H
in
d
m
a
rsh
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
19,
p
p
.46-47.
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21

そ
れ
ゆ
え
に
、
対
外
商
業
活
動
が
国
家
財
政
に
と
っ
て
も
重
要
性
を
増
し
た
一
六
世
紀
以
降
に
な
る
と
逆
に
、
私
的
復
仇
制
度
は
自
国
臣
民
の
財
産
や
商
業
活
動
に

対
し
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
点
で
正
義
に
反
す
る
と
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
漸
次
廃
止
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。C

o
lb
ert,

op.cit.,
su
pra

n
o
te

10,
p
p
.58-59.

22
E
.
d
e
V
a
ttel,

L
e
d
roit

d
es
gen
s
ou
prin
cipes

d
e
la
loi
n
atu
relle

appliqu
ee
a
la
con
d
u
ite
et
au
x
affaires

d
es
N
ation

s
et
d
es
S
ou
verain

s,

1758,
to
m
e
III,
liv
re
II
ch
a
p
itre

X
V
III,

323-324.

23

Ibid
.,
335.

24

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
に
お
け
る
必
然
国
際
法
（
自
然
法
）
と
意
思
国
際
法
の
観
念
、
及
び
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。
柳
原
正
治
『
ヴ
ォ
ル
フ
の
国
際
法
理

論
』（
一
九
九
八
年
）
二
三
八
｜
二
五
九
頁
。
西
平
等
「
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
国
際
法
秩
序
構
想
に
お
け
る
意
思
概
念
の
意
義
」
社
会
科
学
研
究
（
東
京
大
学
）
第
五
三
巻
四

号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
八
五
｜
二
〇
五
頁
。

25

西
「
前
掲
論
文
」
前
掲
注
（
24
）
一
九
〇
｜
一
九
二
頁
。

26

V
a
ttel,

op.cit.,
su
pra
n
o
te
22,
to
m
e
I,
p
relim

in
a
ire,

21.

27

西
「
前
掲
論
文
」
前
掲
注
（
24
）
一
九
一
｜
一
九
二
頁
。

28

こ
の
点
に
対
す
る
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
へ
の
非
難
と
そ
の
適
切
性
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。E

.
Jo
u
a
n
n
et,
E
m
er
d
e
V
attel

et
l’em
m
ergen

ce
d
octrin

ale
d
e

d
roit

in
tern
ation

al
classiqu

e,
2001,

p
p
.221-254.

29

参
照
、
田
畑
茂
二
郎
『
国
家
主
権
と
国
際
法
』（
一
九
五
〇
年
）
三
一
｜
三
三
頁
。

30

H
.
W
h
ea
to
n
,
E
lem
en
ts
of
In
tern
ation

al
L
aw
w
ith
a
S
ketch

of
th
e
H
istory

of
th
e
S
cien
ce,
p
.81
ff
. ；
J.L
.
K
lu
b
er,
D
roit

d
es
gen
s

m
od
ern
es
d
e
l’E
u
rope,

1861,
p
.57.

31

W
h
ea
to
n
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
30,
p
.209.

C
f.
K
lu
b
er,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
30,
p
.300.

32

W
h
ea
to
n
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
30,
p
.95 ；

F
.
d
e
M
a
rten
s,
T
raite

d
e
d
roit

in
tern
ation

al,
to
m
e
I,
1883,

p
p
.394-395.

後
に
一
八
九
九
年
の
ハ
ー
グ

国
際
平
和
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
（
一
九
〇
七
年
第
二
回
会
議
に
お
い
て
改
正
）
が
そ
の
第
三
条
に
お
い
て
、
紛
争
当
事
国
以
外
の
国

が
周
旋
と
仲
介
（
居
中
調
停
）
を
提
供
す
る
こ
と
を
「
権
利
」
と
し
て
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
国
際
法
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
照
ら
し
て

初
め
て
そ
の
意
義
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。C

f.
C
on
feren

ce
in
tern
ation

ale
d
e
la
P
aix,

L
a
H
a
y
e
18
m
a
i
-29
ju
illet

1899,
p
rem
iere

p
a
rtie,

p
.124

（h
erea

fter
referred

a
s
D
oc.
d
e
la
C
on
feren

ce
d
e
la
P
aix
1
8
9
9
.

33

T
h
.
W
o
o
lsey
,
In
trod
u
ction

to
th
e
S
tu
d
y
of
In
tern
ation

al
L
aw
,
1871,

p
.188.

34

Ibid
.,
p
p
.33,

191-195.

戦
間
期
に
示
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
各
国
家
が
そ
の
自
己
保
存
権
と
し
て
各
自
の
判
断
に
基
づ
き
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
な
ら
ば
、
両
紛
争
当
事
国
が
と
も
に
そ
う
し
た
権
利
の
行
使
と
し
て
復
仇
あ
る
い
は
戦
争
に
訴
え
る
場
合
に
は
い
ず
れ
の
国
家
が
正
し
い
か
を
論
じ
る
こ
と
は
原
理

的
に
で
き
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
次
を
参
照
。C

.
B
ilfin
g
er,“L

es
b
a
ses
fo
n
d
a
m
en
ta
les
d
e
la
co
m
m
u
n
a
u
te
d
es
E
ta
ts”,
R
C
A
D
I,
to
m
e
63

（1938
,

p
p
.145-147.
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35

C
f.
C
h
.
D
u
p
u
is,
L
e
d
roit

d
es
gen
s
et
les
rapports

d
es
G
ran
d
es
P
u
issan

ces
avec

les
au
tres

E
tats
avan

t
le
P
acte

d
e
la
S
ociete

d
es
N
ation

s,

1921,
p
p
.77-78.

A
lso
cf.
H
.
L
a
u
terp
a
ch
t,
T
h
e
F
u
n
ction

of
L
aw
in
th
e
In
tern
ation

al
C
om
m
u
n
ity,
1933,

p
p
.3-25.

36
C
f.
K
a
lten
b
o
rn
,“Z
u
r
R
ev
isio
n
d
er
L
eh
re
v
o
n
d
en
in
tern
a
tio
n
a
len
R
ech
tsm
itteln

,”
Z
eitsch

rift
fu
r
d
ie
gesam

m
te
S
taatsw

issen
sch
aft,

1861,
S
.85-99 ；

S
ir
T
ra
v
ers
T
w
iss,
T
h
e
L
aw
of
N
ation

s
con
sid
ered

as
In
d
epen

d
en
t
P
olitical

C
om
m
u
n
ities,

P
a
rt
2,
1863,

p
p
.2-5.

二

平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
と
そ
の
法
的
基
礎

一
八
七
〇
年
代
以
降
、
欧
州
諸
国
に
お
い
て
平
和
運
動
が
広
ま
る
中
で
、
調
停
や
仲
裁
裁
判
な
ど
の
紛
争
処
理
手
続
に
よ
っ
て
国
際

紛
争
を
処
理
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
戦
争
を
回
避
す
べ
き
と
の
意
識
が
広
ま
る
よ
う
に

37
な
る
。
こ
う
し
た
動
き
は
一
見
し
た
と

こ
ろ
、
一
方
当
事
国
に
よ
る
実
力
行
使
で
あ
る
こ
と
か
ら
調
停
や
裁
判
手
続
な
ど
の
対
話
的
手
続
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
復
仇
に

つ
い
て
、
そ
の
正
当
性
を
否
定
す
る
動
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
実
際
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
戦
間
期
以
降
に
な
る
と
、
友

好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
と
そ
の
発
展
は
、
復
仇
概
念
の
正
当
性
を
動
揺
さ
せ
る
動
き
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一

八
七
〇
年
代
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
ま
で
の
期
間
に
限
っ
て
言
え
ば
、
反
戦
平
和
主
義
運
動
の
高
揚
に
よ
り
戦
争
回
避
を
求
め
る
意
識

が
広
ま
る
中
で
、
紛
争
処
理
過
程
は
戦
争
回
避
過
程
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
に
伴
い
復
仇
概
念
は
当
該
過
程
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
手
続
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
復
仇
は
戦
争
を
回
避
し
つ
つ
、
実
効
的
に
紛
争
状
態

を
解
消
さ
せ
る
た
め
の
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
、
新
た
な
正
当
性
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
一
九
世
紀
末

に
国
際
裁
判
論
を
著
し
た
カ
マ
ロ
ウ
ス
キ
ー
（L

.
K
a
m
a
ro
w
sk
y

）
は
復
仇
に
つ
い
て
触
れ
た
際
、

復
仇
は
…
…
そ
の
目
的
が
国
家

間
の
平
和
状
態
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
く
、
む
し
ろ
で
き
る
限
り
戦
争
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
点
で
、
戦
争
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ま

さ
に
現
今
に
お
い
て
は
そ
の
点
に
こ
そ
復
仇
の
最
大
の
法
的
意
味
が
あ
り
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
事
由
の
一
端
が
あ
る

、
と
指
摘
し

て

38
い
る
。

こ
の
よ
う
な
戦
争
回
避
手
段
と
し
て
の
意
義
は
、
む
ろ
ん
権
利
救
済
手
段
と
し
て
の
意
義
を
損
う
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

41

伝統的復仇概念の法的基礎とその変容（岩月直樹)



し
か
し
一
九
世
紀
末
以
降
に
な
る
と
、
復
仇
制
度
の
解
釈
適
用
が
も
っ
ぱ
ら
戦
争
回
避
と
い
う
意
義
に
照
ら
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
そ
の
点
で
復
仇
概
念
は
も
っ
ぱ
ら
戦
争
回
避
手
続
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例

え
ば
、
復
仇
と
し
て
他
国
に
対
し
て
及
ぼ
す
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
措
置
と
そ
の
程
度
に
関
し
て
は
、

復
仇
の
正
当
性
が
そ
れ
に
よ
っ

て
戦
争
を
避
け
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
以
上
、
完
全
な
戦
争
に
至
ら
な
い
い
か
な
る
手
段
も
用
い
ら
れ
う
る
」
と

39
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
賠

償
を
得
る
た
め
に
必
要
な
強
制
の
量
に
お
お
よ
そ

衡
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
と
論
じ
ら

40
れ
た
。
つ
ま
り
、
違
法
行
為
に

基
づ
く
賠
償
を
得
る
と
い
う
目
的
に
照
ら
し
て
必
要
と

え
る
強
制
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
り
戦
争
が
回
避
さ
れ
る
限
り

に
お
い
て
は
、
復
仇
概
念
の
本
旨
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
正
当
な
復
仇
の
行
使
で
あ
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
他
方
で
、
一
九
世
紀
に
は
か
つ
て
の
よ
う
な
資
産
の
差
し
押
さ
え
措
置
に
限
ら
れ
ず
、
通
常
で
あ
れ
ば
戦
時
に
行
わ
れ
る

他
国
領
域
の
海
上
封
鎖
が
復
仇
措
置
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
（b

lo
cu
s

41

p
a
cifiq

u
e

）
、
と
り
わ
け
一
九
世
紀
末
に
は
復
仇
の
名

の
下
に
領
域
の
一
部
占
拠
さ
え
行
わ
れ
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

42
い
た
。
つ
ま
り
、
復
仇
が
相
当
規
模
の
軍
事
活
動
を
伴
う
よ

う
に
な
り
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
戦
争
行
為
と
変
わ
ら
な
い
も
の
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
ま
さ
に
そ
の
時
期
に
、
復
仇

は
戦
争
回
避
手
続
と
し
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
一
見
し
て
逆
説
的
な
状
況

は
、
し
か
し
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
と
の
関
係
に
お
け
る
戦
争
観
念
の
変
化
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

戦
争
観
念
に
つ
い
て
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
様
々
な
見
解
が
提
示
さ
れ
、
そ
の
整
理
は
必
ず
し
も
容
易
で
は

43
な
い
。
と
は
い
え
、
紛

争
処
理
の
法
構
造
に
お
け
る
戦
争
の
位
置
づ
け
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
次
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
復
仇
と
同
様
に
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
戦
争
を
捉
え
る
見
解
で

44
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

見
解
に
お
い
て
は
、
戦
争
と
復
仇
は
同
様
の
権
利
救
済
手
続
と
さ
れ
、
両
者
は
具
体
的
な
措
置
の
内
容
に
お
け
る
程
度
に
お
い
て
異
な

る
も
の
と
さ

45
れ
た
。

復
仇
が
た
と
え
武
力
的
措
置
を
伴
う
場
合
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
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見
解
に
基
づ
き
復
仇
と
戦
争
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
復
仇
措
置
と
し
て
大
規
模
な
軍
事
活

動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
世
紀
末
期
以
降
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
観
念
に
基
づ
き
復
仇
と
戦
争
を
法
的
に
区
別
す

る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
も
戦
争
を
権
利
救
済
手
段
と
し
て
捉
え
る
見
解
を
維

持
し
た
ロ
ー
レ
ン
ス
（T

.J.
L
a
w
ren
ce

）
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
復
仇
が
戦
争
と
区
別
さ
れ
る
の
は
復
仇
に
訴
え
る
国
家
の

軍
事
力
が
圧
倒
的
に
勝
り
、
そ
の
対
象
国
が
軍
事
活
動
に
よ
っ
て
対
抗
し
え
な
い
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
た
わ
け
で

46
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
一
九
世
紀
末
以
降
、
国
家
実
行
に
適
合
的
な
も
の
と
し
て
定
着
し
た
の
が
、
戦
争
を
通
常
の
紛
争
状
態
か
ら
法
的
に

区
別
し
、
戦
争
法
の
妥
当
す
る
特
殊
な
法
的
状
態
と
し
て
捉
え
る
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
状
態
論
で

47
あ
る
。

戦
争
状
態
論
の
特
徴
は
、
国
家
が
戦
争
法
の
規
律
に
服
し
つ
つ
全
面
的
な
武
力
闘
争
を
展
開
す
る
特
殊
な
法
的
状
態
と
し
て
戦
争
を

捉
え
、
そ
れ
は
国
家
の
戦
争
に
訴
え
る
意
思
（an

im
u
s
belligeren

d
i

）
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
と
し
た
点
に

48
あ
る
。
つ
ま
り
、
国

際
紛
争
の
処
理
過
程
は
国
家
が
紛
争
処
理
を
図
る
た
め
に
と
る
行
為
を
規
律
す
る
法
規
則
を
基
準
と
し
て
、
通
常
の
法
規
則
の
妥
当
す

る
平
時
的
紛
争
処
理
過
程
と
戦
争
法
が
妥
当
す
る
戦
時
的
紛
争
処
理
過
程
と
に
二
分
化
さ
れ
る
も
の
と
し
、
一
方
当
事
国
が
全
面
的
な

軍
事
行
動
を
展
開
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
戦
争
意
思
を
表
明
し
た
場
合
に
は
、
紛
争
処
理
過
程
は
平
時
的
紛
争
処
理
過
程
か
ら
戦
時
的

紛
争
処
理
過
程
へ
と
転
位
す
る
も
の
と

え
ら
れ
た
わ
け
で

49
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
戦
争
観
念
の
も
と
で
は
、
復
仇
と
戦
争
は
そ
も
そ
も
比
較
し
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
復
仇
は
平
時
的
紛
争
処
理

過
程
に
お
け
る
一
つ
の
紛
争
処
理
手
続
を
示
す
法
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
戦
争
は
そ
れ
と
は
別
の
紛
争
処
理
過
程
そ
の
も
の
を
指

す
法
概
念
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
が
論
じ
ら
れ
る
法
的
位
相
を
全
く
異
に
す
る
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
た
わ
け
で

50
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
戦
争
観
念
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
復
仇
に
訴
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
通
常
の

法
規
律
を
前
提
と
し
て
国
家
が
行
動
す
る
に
留
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
復
仇
に
よ
る
戦
争
回
避
と
は
、
全
面

的
な
敵
対
状
態
を
規
律
す
る
特
殊
な
法
規
律
で
あ
る
戦
争
法
の
妥
当
す
る
関
係
へ
と
、
紛
争
当
事
国
間
の
関
係
を
転
位
さ
せ
な
い
こ
と
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を
意
味
し
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
復
仇
が
そ
の
軍
事
的
性
格
を
強
め
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
戦
争
行
為
と
変
わ
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
戦
争
回
避
手
続
と
し
て
正
当
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
戦
争
状
態
論
に
従
え

ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
、
国
家
は
武
力
的
措
置
に
訴
え
な
が
ら
も
な
お
、
相
手
国
と
の

間
に
全
面
的
な
敵
対
状
態
で
あ
る
戦
争
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場
合
が
あ
る
。
復
仇
制
度
は
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
国

家
に
対
し
て
な
お
相
手
国
と
通
常
の
関
係
に
留
ま
る
た
め
の
選
択
肢
を
用
意
し
、
武
力
的
措
置
が
直
ち
に
戦
争
を
導
く
こ
と
の
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
戦
争
状
態
論
に
基
づ
く
限
り
、
復
仇
は
あ
く
ま
で
国
家
間
の
通
常
の
状
態
で
あ
る
平
和
（
平

時
）
と
両
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
そ
れ
は
戦
争
状
態
の
発
生
を
回
避
し
つ
つ
紛
争
を
実
効
的
に
処
理
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
手
続
と
し
て
論
じ
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で

51
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
戦
争
状
態
論
に
基
づ
き
平
時
的
紛
争
処
理
過
程
と
戦
時
的
紛
争
処
理
過
程
が
法
的
に
区
別
さ
れ
る
こ
と

で
、
復
仇
に
戦
争
回
避
手
続
と
し
て
の
意
義
を
法
的
に
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
戦
争
状
態
論
は

平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
の
正
当
性
を
支
え
る
理
論
的
根
拠
を
な
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ

ゆ
え
に
、
戦
争
状
態
論
が
支
配
的
な
戦
争
観
念
と
し
て
定
着
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
平
時
的
紛
争
処
理
過
程
と
戦
時
的
紛
争
処
理
過
程
の

区
別
が
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
重
要
な
一
部
を
な
す
よ
う
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
復
仇
を
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
語

る
こ
と
が
法
的
に
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で

52
あ
る
。

37

一
九
世
紀
初
頭
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
平
和
運
動
の
動
き
と
展
開
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。A

.C
.F
.
B
ea
les,
T
h
e
H
istory

of
P
eace.

A
S
h
ort

A
ccou
n
t
of
th
e
O
rgan

ized
M
ovem

en
ts
for
In
tern
ation

al
P
eace,

1931.

と
り
わ
け
、
一
八
七
〇
年
代
以
降
の
平
和
運
動
に
お
け
る
仲
裁
裁
判
手
続
と
国
際
法

の
法
典
化
、
軍
縮
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
、
同
書
一
三
〇
頁
以
降
を
参
照
。

38

L
.
K
a
m
a
ro
w
sk
y
,
L
e
tribu

n
al
in
tern
ation

al,
tra
d
u
it
d
u
ru
sse
p
a
r
S
.d
e
W
estm

a
n
,
1887,

p
.23.
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39

E
.
H
a
ll,
A
T
reatise

on
In
tern
ation

al
L
aw
,
1880,

p
.311.

40

O
p
p
en
h
eim
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
15,
p
.39,

39.

41

平
時
に
お
け
る
港
湾
封
鎖
は
、
一
八
八
〇
年
代
以
降
、
英
仏
列
強
が
清
や
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
に
対
す
る
復
仇
措
置
と
し
て
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
学
説
に
お
い
て
も
そ
の

許
容
性
と
条
件
な
ど
に
関
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
。P

.
F
a
u
ch
ille,

D
u
blocu

s
m
aritim

e.
E
tu
d
e
d
e
d
roit

in
tern
ation

al
et
d
e
d
roit

com
pare,

1882,
p
p
.

1-12 ；
A
n
n
u
aire

d
e
l’In
stitu
t
d
e
d
roit

in
tern
ation

al,
to
m
e
9

（1888
,
p
p
.275-301.

42

H
in
d
m
a
rsh
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
19,
p
.77.

43

参
照
、
柳
原
正
治
「
い
わ
ゆ
る
『
無
差
別
戦
争
観
』
と
戦
争
の
違
法
化
」
世
界
法
年
報
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
｜
一
五
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52

も
っ
ぱ
ら
国
家
の
戦
争
意
思
に
戦
争
と
復
仇
の
区
別
を
求
め
る
点
に
お
い
て
、
戦
争
状
態
論
が
極
め
て
形
式
的
な
戦
争
観
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か

し
、
他
国
に
対
し
て
戦
争
に
訴
え
る
か
否
か
が
い
わ
ば
私
的
な
問
題
と
さ
れ
、
国
際
社
会
全
体
に
関
わ
る
問
題
と
は
認
識
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
形

式
的
な
戦
争
観
念
が
現
実
に
最
も
適
合
的
な
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。B

ro
w
n
lie,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
4,
p
p
.38-40.

三

戦
間
期
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
伝
統
的
国
際
法
の
下
で
は
、
紛
争
処
理
過
程
は
そ
の
一
面
に
お
い
て
主
観
的
な
権
利
救
済
過
程
と
し
て
捉

え
ら
れ
、
ま
た
他
面
に
お
い
て
戦
争
回
避
が
試
み
ら
れ
る
過
程
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
紛
争
処
理
過
程
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と

が
で
き
た
の
は
、
国
家
が
そ
の
基
本
権
・
国
家
主
権
に
基
づ
き
、
自
ら
の
権
利
義
務
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
自
ら
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
戦
争
状
態
論
に
基
づ
き
、
国
家
が
軍
事
的
措
置
に
訴
え
な
が
ら
も
戦
争
の
発
生
を
否
定
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す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
復
仇
概
念
は
こ
う
し
た
特
質
を
有
す
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
下
で
、
国
家
が
相
手

国
と
の
関
係
に
お
い
て
戦
争
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
相
手
国
が
及
ぼ
し
た
と

え
る
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
実
効
的
に

獲
得
す
る
た
め
の
手
段
と
さ
れ
、
そ
の
点
に
お
い
て
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
正
当
性
を
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
は
戦
間
期
を
通
じ
て
も
な
お
維
持
さ
れ
、
そ
し
て
復
仇
概
念
に
な
お
も
紛
争
処
理
手

続
と
し
て
の
正
当
性
を
承
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
注
意
さ
れ
る
の
が
、
ま
ず
、
戦
間
期
に
は
い
る

と
一
九
世
紀
末
か
ら
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
が
い
っ
そ
う
の
展
開
を
見
せ
、
紛
争
処
理
過
程
が
も
っ

ぱ
ら
友
好
的
処
理
手
続
に
よ
り
国
家
間
の
見
解
の
対
立
を
調
整
す
る
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
、
平
和
が
単
に
紛
争
当
事
国
間
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
国
際
社
会
の
基
本
的
秩
序
の
維
持
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
武
力
行
使
そ
れ
自
体
の
法
的
規
制
が
進
展
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
動
き
が
伝
統
的
な
紛
争

処
理
の
法
構
造
に
ど
の
よ
う
な
変
容
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
復
仇
概
念
の
正
当
性
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
生
じ
た
の
か
を
検

討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一

権
利
救
済
と
し
て
の
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容

紛
争
処
理
の
法
構
造
の
対
審
化
と
客
観
化

一
九
世
紀
末
以
降
、
調
停
及
び
仲
裁
裁
判
に
よ
る
紛
争
処
理
を
予
定
し
た
紛
争
処
理
条
約
が
数
多
く
締
結
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一

九
二
〇
年
か
ら
一
九
四
四
年
の
間
に
裁
判
付
託
条
項
を
定
め
た
紛
争
処
理
条
約
だ
け
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ
の
数
は
二
五
九
に
の

53
ぼ
る
。
こ
う
し
た
条
約
実
行
に
よ
る
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
が
、
結
果
的
に
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
大
き
な
変
容
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
変
容
を
端
的
に
言
う
な
ら
ば
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
対
審
化
と
客
観
化
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。
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１

紛
争
処
理
過
程
へ
の
対
審
性
の
導
入

一
九
世
紀
末
以
降
に
お
け
る
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
が
紛
争
処
理
観
念
に
及
ぼ
し
た
最
も
重
要
な
影
響
は
、
紛
争
処
理
の
法

構
造
を
対
審
化
し
た
点
に
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
対
審
化
（
対
審
性
）
と
は
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
紛
争
当
事
国
は
相
互
に
平
等
な

立
場
に
お
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
、
両
者
の
見
解
の
対
立
に
つ
い
て
理
性
的
な
調
整
を
は
か
る
こ
と
で
処
理
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ

の
よ
う
な
対
審
性
に
基
づ
く
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
は
、
一
八
九
九
年
と
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
い
て
ま
ず
試
み
ら
れ

た
。ハ

ー
グ
平
和
会
議
で
採
択
さ
れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
は
そ
の
第
一
条
に
お
い
て
、

締
約
国
ハ
、
国
際
紛
争
ノ
平
和
的
処

理
ヲ
確
保
ス
ル
ニ
付
、
其
ノ
全
力
ヲ
竭
サ
ム
コ
ト
ヲ
約
定
ス

、
と
定
め
る
。
本
条
の
起
草
過
程
で
は
当
初
、

紛
争
（d

ifferen
d
s

」

で
は
な
く
、

抗
争
（co

n
flits

」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
同
条
約
の
主
要
な
目
的
が
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
利
用
に
よ

り
戦
争
の
回
避
を
図
る
こ
と
に
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
の
適
用
対
象
を
指
す
用
語
と
し
て
は
利
害
対
立
に
基
づ
く
国
家
間
の
闘
争
を
指
す

「
抗
争
」
を
用
い
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
の

え
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
、
友
好
的
紛
争
処
理
手

続
は
全
て
の
「
論
争
（co

n
testa

tio
n

」
を
そ
の
適
用
対
象
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
示
す
用
語
と
し
て
は
「
紛
争
」
を
用
い

る
の
が
適
切
で
あ
る
と
さ
れ
、
本
条
は
そ
の
よ
う
な
了
解
の
下
に
採
択
さ
れ
た
わ
け
で

54
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
国
家
間
の
論
争
と
し
て

の
紛
争
を
理
性
的
に
処
理
し
、
当
事
国
間
の
合
意
に
よ
る
解
決
を
可
能
と
す
る
手
続
と
し
て
、
本
条
約
で
は
周
旋
（b

o
n
s
o
ffices

、

仲
介
（
居
中
調
停
）
（m

ed
ia
tio
n

、
国
際
審
査
（en

q
u
ete

、
そ
し
て
国
際
仲
裁
裁
判
（a

rb
itra
g
e

）
の
整
備
が
図
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る
。さ

ら
に
、
戦
間
期
に
締
結
さ
れ
た
紛
争
処
理
条
約
の
定
め
る
手
続
に
お
い
て
は
、
こ
の
対
審
性
は
任
意
に
排
除
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
基
本
的
性
格
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
八
年
に
連
盟
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ

れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
一
般
議
定
書
は
、
そ
れ
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
二
国
間
及
び
多
数
国
間
条
約
に
よ
り
整
備
さ
れ
た
友
好
的
紛
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争
処
理
手
続
の
集
大
成
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
本
条
約
は
国
際
調
停
委
員
会
手
続
に
つ
き
、

そ
の
手
続
は
、
い
か
な

る
場
合
に
お
い
て
も
、
対
審
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
際
調
停
委
員
会
は
当
事
国
の

同
意
が
な
い
場
合
に
は
自
ら
そ
の
手
続
に
つ
い
て
決
定
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
場
合
で
も
手
続
の
対
審
性
は
あ
く
ま
で
保
証
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
紛
争
当
事
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
代
理
人
に
よ

る
自
ら
の
見
解
と
主
張
を
行
う
権
利
が
保
障
さ
れ
、
そ
う
し
た
権
利
の
尊
重
を
基
礎
と
し
て
紛
争
解
決
を
図
る
こ
と
の
重
要
性
が
特
に

強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
は
、
紛
争
当
事
国
の
主
観
的
判
断
に
平
等
な
価
値
を
認
め
つ
つ
、
相
互
に
受
け
入
れ
可

能
な
合
意
点
を
理
性
的
・
対
話
的
な
手
段
を
通
じ
て
形
成
す
る
手
続
を
提
示
し
、
そ
の
よ
う
な
合
意
の
形
成
過
程
と
し
て
紛
争
処
理
過

程
を
捉
え
る
紛
争
処
理
観
念
を
示
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
戦
後
に
締
結
さ
れ
た
多
く
の
紛
争
処
理
条
約
が
本
条
約
に

示
さ
れ
た
手
続
を
原
型
と
し
て
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
紛
争
処
理
観
念
が
一
般
化
す
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
紛
争
処
理
観
念
の
定
着
は
、
必
然
的
に
、
国
家
が
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
独
断
的
な
行
動
に
よ
り
紛
争
の
解
消
を
図

る
こ
と
を
、
背
理
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
も
し
、
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
国
家
が
自
ら
の
独
断
に
基
づ
き
、

紛
争
を
解
消
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
国
際
調
停
な
ど
の
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
は
無
意
味
な
も
の

と
な
る
た
め
で
あ
る
。
紛
争
処
理
過
程
が
対
審
的
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
に
並
行
し
て
多
く
の
紛
争
処
理
条
約
に
お
い
て
暫
定

措
置
手
続
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
紛
争
処
理
観
念
の
変
化
に
相
応
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で

55
き
る
。

暫
定
措
置
手
続
は
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
紛
争
当
事
国
が
そ
の
独
断
的
な
行
動
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
紛
争
状
態
の
解
消
を
図
る

こ
と
に
対
し
、
あ
く
ま
で
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
に
よ
る
紛
争
の
解
決
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
意
識
に
基
づ
い
て
定
め
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
暫
定
措
置
手
続
を
定
め
た
多
く
の
条
約
に
お
い
て
は
そ
れ
と
併
せ
て
、
紛
争
当
事
国
に
対
し
て
紛
争
を
悪
化
さ
せ
、
友
好
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的
手
続
に
よ
る
紛
争
の
解
決
を
妨
げ
る
よ
う
な
行
為
を
と
る
こ
と
を
慎
む
べ
き
こ
と
が
義
務
と
し
て
定
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
そ
う
し

た
意
識
の
端
的
な
表
明
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
先
に
も
挙
げ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
一
般
議
定
書
は
そ
の
第
三
三
条
三
項

に
お
い
て
、

当
事
国
は
、
司
法
も
し
く
は
仲
裁
裁
判
の
執
行
ま
た
は
調
停
委
員
会
に
よ
り
提
議
さ
れ
る
協
定
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ

す
虞
の
あ
る
す
べ
て
の
措
置
を
と
ら
な
い
こ
と
、
及
び
、
一
般
に
紛
争
を
重
大
化
し
ま
た
は
拡
大
す
る
虞
の
あ
る
行
為
を
、
そ
の
性
質

の
如
何
を
問
わ
ず
と
ら
な
い
こ
と
を
約
束
す
る

、
と
定
め
て
い
る
。

こ
う
し
た
義
務
が
戦
間
期
を
通
じ
て
慣
習
国
際
法
と
し
て
確
立
す
る
に
至
っ
て
い
た
こ
と
は
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
が
一
九
三
九

年
の
ソ
フ
ィ
ア
電
気
会
社
事
件
に
関
し
て
下
し
た
仮
保
全
措
置
命
令
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
命
令
に
お
い
て
裁
判
所

は
、
紛
争
当
事
国
は
将
来
下
さ
れ
る
判
断
に
有
害
な
効
果
を
及
ぼ
し
う
る
い
か
な
る
措
置
を
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
一
般
的

に
は
紛
争
を
激
化
し
あ
る
い
は
拡
大
す
る
よ
う
な
措
置
に
訴
え
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
義
務

は
、
国
際
裁
判
に
お
い
て
も
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
た
原
則
で
あ
り
、
多
く
の
条
約
に
よ
っ
て
も
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
と
の

判
断
を
示

56
し
た
。

こ
の
紛
争
悪
化
防
止
義
務
は
、
当
初
は
国
際
調
停
や
仲
裁
裁
判
に
お
け
る
暫
定
措
置
手
続
の
発
展
と
と
も
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
は

あ
っ
た
が
、
そ
の
本
旨
が
対
審
的
な
手
続
に
よ
る
紛
争
処
理
を
害
す
る
行
動
を
と
ら
な
い
こ
と
を
紛
争
当
事
国
に
求
め
る
こ
と
に
あ
っ

た
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
そ
う
し
た
手
続
へ
紛
争
が
付
託
さ
れ
た
場
合
に
限
り
課
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
実
際
、
次

第
に
紛
争
処
理
条
約
に
お
い
て
一
般
規
定
と
し
て
、
判
決
や
調
停
提
案
な
ど
の
実
施
を
妨
げ
る
よ
う
な
行
為
を
慎
む
だ
け
で
は
な
く
、

一
般
的
に
、
紛
争
を
悪
化
さ
せ
、
あ
る
い
は
拡
大
し
う
る
い
か
な
る
種
類
の
行
動
を
も
慎
む
こ
と
を
、
締
約
国
は
約
束
す
る

、
と
定

め
る
例
も
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

57
い
た
。
先
の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
断
も
、
そ
の
文
言
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
こ
う
し

た
一
般
的
な
義
務
と
し
て
の
紛
争
悪
化
防
止
義
務
が
慣
習
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
戦
後
、
国
連
総
会
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
決
議
に
お
い
て
は
、
紛
争
悪
化
防
止
義
務
は
第
三
者
手
続
へ
の
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付
託
の
如
何
を
問
わ
ず
紛
争
処
理
過
程
全
体
に
お
い
て
紛
争
当
事
国
が
遵
守
す
べ
き
基
本
的
な
義
務
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

58
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
戦
間
期
に
お
け
る
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
は
紛
争
当
事
国
間
の
対
審
性
を
基
礎
と
し
た
紛
争
処
理

観
念
の
一
般
化
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
対
審
性
の
維
持
を
趣
旨
と
す
る
法
的
な
義
務
（
紛
争
悪
化
防
止
義
務
）
の
確
立
を
導
い

た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
紛
争
悪
化
防
止
義
務
の
確
立
を
通
じ
て
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
は
以
上
に
み
た
よ
う
な

対
審
性
を
そ
の
基
本
構
造
と
す
る
も
の
へ
と
大
き
く
変
容
す
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

２

紛
争
処
理
過
程
へ
の
客
観
性
の
導
入

一
九
世
紀
末
以
降
に
展
開
し
た
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
に
み
ら
れ
る
第
二
の
特
徴
は
、
国
際
裁
判
手
続
の
整
備
を
通
し
て
、

法
的
紛
争
の
処
理
過
程
に
客
観
性
と
い
う
理
念
の
導
入
が
は
か
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
客
観
性
と
言
う
の
は
、
国
際
法
の
解
釈

適
用
に
関
し
て
は
国
家
の
主
観
的
判
断
と
は
別
に
客
観
的
に
正
当
な
判
断
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
国
家
の
判
断
は
そ
う
し
た

客
観
的
な
観
点
か
ら
の
評
価
に
服
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
を
言
う
。
端
的
に
言
え
ば
、

法
の
支
配
」
の
理
念
の
定
着
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
お
い
て
は
、
国
家
が
自
ら
の
権
利
義
務
に
関
す
る
限
り
権
威
的
決
定
権
を

有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
主
観
的
判
断
は
そ
れ
自
体
と
し
て
権
威
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
国
家
の
行

為
を
規
律
す
る
法
の
妥
当
こ
そ
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、
国
家
の
行
為
が
客
観
的
な
観
点
か
ら
国
際
法
の
定
め
る
内
容
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
る
か
ど
う
か
、
い
わ
ば
客
観
的
な
正
当
性
は
そ
も
そ
も
問
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
一
九
世
紀
以
降
に
お
け
る
国
際
裁
判
手
続
の
整
備
は
ま
さ
に
、
国
家
の
行
為
が
国
際
法
に
適
合
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
も
は
や

紛
争
当
事
国
の
主
観
的
な
判
断
に
当
然
に
権
威
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
客
観
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
、
と
の
意
識
の
定
着
を
も
た
ら
し
た
と
言
う
こ
と
が
で

59
き
る
。

国
際
紛
争
の
処
理
過
程
に
お
け
る
裁
判
手
続
の
利
用
を
求
め
る
動
き
は
、
当
初
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
平
和
運
動
の
一
環
と
し
て

主
に
議
会
人
や
民
間
の
平
和
団
体
に
よ
り
進
め
ら
れ
、
例
え
ば
、
一
八
七
三
年
に
は
英
米
両
国
に
お
い
て
仲
裁
手
続
を
戦
争
に
代
替
す

る
「
衡
平
か
つ
平
和
的
な
」
紛
争
処
理
手
段
と
し
、
仲
裁
付
託
条
項
を
条
約
中
に
規
定
す
る
、
あ
る
い
は
国
際
法
の
改
善
と
国
際
仲
裁

の
一
般
か
つ
常
設
的
な
制
度
の
設
立
を
求
め
る
決
議
案
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
議
会
決
議
を
求
め
る
動
き
は
そ
の
後
、
イ
タ
リ

ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
な
ど
に
広
が
り
、
各
国
の
議
会
で
審
議
、
採
択
さ
れ
る
な
ど

60
し
た
。
民
間
団
体
と
し
て

は
、
一
八
七
八
年
の
パ
リ
万
国
博
覧
会
の
際
に
各
国
か
ら
集
ま
っ
た
一
一
の
平
和
団
体
が
万
国
平
和
連
合
を
設
立
し
、
そ
の
際
に
交
渉

に
よ
っ
て
解
決
に
至
ら
な
か
っ
た
紛
争
を
仲
裁
手
続
に
付
託
す
る
義
務
な
ど
か
ら
な
る
一
八
ヵ
条
の
決
議
を
採
択
す
る
な
ど
の
動
き
が

見
ら
れ
た
。
ま
た
万
国
国
際
法
学
会
も
一
八
七
五
年
に
仲
裁
裁
判
の
手
続
規
則
に
関
す
る
決
議
を
採
択
し
、
一
八
七
七
年
に
は
仲
裁
付

託
条
項
を
条
約
中
に
設
け
る
こ
と
を
各
国
に
要
請
す
る
決
議
を
採
択

61
し
た
。

国
際
関
係
に
お
い
て
も
拘
束
的
決
定
を
伴
う
仲
裁
手
続
に
よ
る
紛
争
処
理
は
古
く
か
ら
見
ら
れ
、
そ
の
利
用
自
体
は
必
ず
し
も
目
新

し
い
も
の
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
の
い
わ
ば
古
典
的
な
国
際
仲
裁
手
続
は
調
停
手
続
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
有
す
る
も
の

で
あ
り
、
国
際
法
に
従
っ
た
決
定
を
下
す
裁
判
手
続
と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

62
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
一
九
世
紀
末
以
降

に
顕
著
と
な
っ
た
、
国
際
仲
裁
手
続
の
国
際
紛
争
処
理
へ
の
導
入
を
求
め
る
こ
う
し
た
動
き
は
、
従
来
の
調
停
的
仲
裁
に
代
え
て
、
あ

く
ま
で
法
に
基
づ
く
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
国
際
裁
判
手
続
の
導
入
を
図
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え

ば
、
万
国
国
際
法
学
会
の
仲
裁
規
則
決
議
に
関
す
る
報
告
者
で
あ
っ
た
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（G

o
ld
sch
m
id
t

）
は
そ
の
報
告
書
に

お
い
て
、
国
際
仲
裁
手
続
に
関
す
る
規
則
を
検
討
す
る
に
際
し
て
は
そ
の
基
礎
を
従
来
の
仲
裁
手
続
の
例
に
で
は
な
く
ロ
ー
マ
法
に
お

け
る
仲
裁
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
仲
裁
裁
判
手
続
の
整
備
を
試

63
み
た
。
ま
た
カ
マ
ロ
ウ
ス
キ
ー
は
、

﹇
現
在
の
﹈
仲
裁
裁
判
に
関
す
る
学
説
は
、
民
事
法
領
域
か
ら
国
際
法
へ
移
し
か
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
」

64
と
し
、
加
え
て
「
仲
裁
が
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単
に
国
際
実
践
の
上
で
再
生
し
た
の
み
な
ら
ず
、﹇
そ
れ
が
そ
の
判
決
に
お
い
て
﹈
法
規
則
を
刻
む
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は

現
今
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
そ
う
す
る
こ
と
の
実
際
的
な
要
請
が
現
在
で
は
認
め
ら
れ
る
と
共
に
、
一
般
に
、
現
代

国
家
の
法
意
識
が
発
展
し
た
こ
と
に
あ
る
」
と
の
認
識
を
示
し
て

65
い
る
。
こ
こ
に
は
、
一
九
世
紀
末
以
降
に
提
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
国
際
仲
裁
裁
判
手
続
が
法
的
紛
争
処
理
手
続
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
の
よ
う

な
性
格
を
有
す
る
国
際
仲
裁
手
続
の
整
備
が
進
め
ら
れ
る
中
で
、
紛
争
当
事
国
が
そ
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
争
う
法
的
紛
争
に
つ
い
て

は
、
国
際
法
と
の
客
観
的
な
適
合
性
が
問
わ
れ
る
と
す
る
認
識
が
広
ま
り
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

66
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
国
家
間
の
権
利
義
務
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
国
家
の
主
観
的
判
断
は
国
際
法
に
基
づ
く
客
観
的
な
評
価
に
服

す
る
と
の
理
念
（「
法
の
支
配
」）
の
広
ま
り
は
、
国
家
実
行
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
国
際
紛
争
平
和
的
処
理

条
約
第
三
七
条
（
旧
一
五
条
）
は
、
仲
裁
裁
判
に
つ
い
て
、

国
際
仲
裁
裁
判
ハ
、
国
家
間
ノ
紛
争
ヲ
其
ノ
選
定
シ
タ
ル
裁
判
官
ヲ
シ

テ
法
ノ
尊
重
ヲ
基
礎
ト
シ
処
理
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス

、
と
定
め
て
い
る
。
本
条
約
が
採
択
さ
れ
た
一
八
九
九
年
ハ
ー
グ
平
和

会
議
に
お
け
る
ロ
シ
ア
政
府
提
案
に
お
い
て
は
、
当
初
、
仲
裁
人
に
は
第
三
国
の
君
主
あ
る
い
は
元
首
が
指
名
さ
れ
る
こ
と
が
当
然
に

予
定
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
提
案
で
は
古
典
的
な
国
際
仲
裁
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
仲
裁
判
決
に
理
由
を
付
す
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
際
、
ロ
シ
ア
代
表
は
、
仲
裁
人
は
裁
判
官
で
あ
る
と
同

時
に
国
家
の
外
交
代
表
で
も
あ
る
以
上
そ
の
決
定
に
は
政
治
的

慮
が
大
き
く
影
響
す
る
た
め
に
、
判
決
理
由
を
付
す
こ
と
を
義
務
づ

け
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
、
と
の
見
解
を
示
し
た
。
し
か
し
、
審
議
の
過
程
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
ロ
シ
ア
代
表
の
見
解
に
対
し
、

仲
裁
人
を
他
国
の
君
主
や
元
首
に
特
定
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
仲
裁
人
を
指
す
用
語
と
し
て
は
包
括
的
に
「
裁
判
官
（a

r-

b
itre ；

ju
d
g
e

」
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
、
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
判
決
理
由
の
提
示
に
つ
い
て
は
、
本
条
約
が
定
め
る
国

際
仲
裁
手
続
は
法
に
基
づ
く
決
定
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
紛
争
の
処
理
を
は
か
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
利
用
を
通
じ
て
国

際
法
自
体
の
発
展
が
望
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
判
決
理
由
を
示
す
こ
と
は
当
然
に
求
め
ら
れ
る
、
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
会
議
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に
お
い
て
は
こ
の
後
者
の
見
解
が
支
持
さ
れ
た
結
果
、
国
際
仲
裁
裁
判
の
定
義
と
し
て
上
記
の
よ
う
な
規
定
が
定
め
ら
れ
る
と
と
も

に
、

仲
裁
判
決
ニ
ハ
理
由
ヲ
附
」
す
べ
き
こ
と
と
す
る
規
定
（
第
七
九
条
（
旧
第
五
二
条

）
が
採
択
さ
れ
た
わ
け
で

67
あ
る
。
そ
の
後

に
締
結
さ
れ
た
数
多
く
の
仲
裁
条
約
が
定
め
る
国
際
仲
裁
裁
判
手
続
は
、
基
本
的
に
こ
の
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
に
倣
っ
た
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
国
際
裁
判
手
続
と
「
法
の
支
配
」

の
理
念
の
広
ま
り
、
さ
ら
に
は
そ
の
定
着
が
進
ん
だ
と
言
う
こ
と
が
で

68
き
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
末
以
降
に
展
開

し
た
国
際
裁
判
手
続
を
め
ぐ
る
動
き
は
、
権
利
義
務
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
各
国
家
が
下
す
主
観
的
判
断
に
当
然
に
権
威
性
を
認
め

て
き
た
、
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
大
き
な
変
革
を
迫
る
動
き
と
し
て
の
意
味
を
有
し
た
わ
け
で

69
あ
る
。

む
ろ
ん
、
な
お
多
く
の
条
約
が
仲
裁
裁
判
手
続
へ
の
紛
争
付
託
に
際
し
て
付
託
合
意
の
締
結
を
要
求
し
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
も

任
意
管
轄
を
原
則
と
し
て
い
た
点
に
お
い
て
、
国
際
法
の
解
釈
適
用
に
関
す
る
権
威
的
決
定
権
が
当
然
に
国
際
裁
判
機
関
に
委
ね
ら
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

法
の
支
配
」
の
理
念
が
広
ま
り
、
定
着
を
見
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
た
と
え
強
制
的

裁
判
管
轄
が
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
と
し
て
も
、
し
か
し
、
な
お
各
国
家
の
手
に
権
威
的
決
定
権
が
残
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
も
は

や
不
合
理
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
国
際
法
が
国
家
の
行
為
を
客
観
的
に
規
律
す
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
な
ら
ば
、
た
と
え
強
制
的
裁
判
管
轄
権
が
設
定
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
そ
れ
は
単
に
国
際
紛
争
処
理
過
程
の
手
続
的
な
不
備

の
問
題
で
し
か
な
く
、
そ
う
し
た
手
続
の
存
在
と
は
関
わ
り
な
く
、
国
家
の
判
断
は
客
観
的
な
立
場
か
ら
そ
の
適
否
が
問
わ
れ
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
国
際
関
係
に
お
け
る
「
法
の
支

配
」
の
理
念
の
定
着
と
ま
さ
に
平
仄
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
、
国
家
の
権
威
的
決
定
権
を
基
礎
付
け
て
い
た
国
家
の
基
本
権
お
よ
び

国
家
主
権
に
対
す
る
批
判
が
き
わ
め
て
激
し
く
提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
お
い
て
国
家
の
権
威
的
決
定
権
が
承
認
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
れ
が
国
家

の
基
本
権
、
ま
た
国
家
主
権
の
一
属
性
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
国
家
の
権
威
的
決
定
権
の
基
礎
と
し
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て
の
国
家
の
基
本
権
・
国
家
主
権
概
念
は
一
九
世
紀
末
以
降
に
な
る
と
も
っ
ぱ
ら
批
判
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
批

判
論
の
展
開
を
こ
こ
で
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
に
関
係
す
る
限
り
で
次
の
点
を
特
に
指
摘
し
て
お
く
こ
と
と
し

た
い
。
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
基
本
権
・
国
家
主
権
に
対
す
る
批
判
の
焦
点
の
一
つ
が
、
国
家
の
権
威
的
決
定
権
の
制
限
に
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
国
家
の
基
本
権
に
関
し
て
言
え
ば
、
二
〇
世
紀
初
頭
を
境
と
し
て
そ
れ
は
、
国
家
が
生
存
す
る
と
い
う
事
実
に
由
来
す
る
い
わ

ば
生
来
的
な
権
利
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
際
法
が
国
家
に
対
し
て
付
与
し
、
国
際
法
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
た
権
利
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
（L

.
O
p
p
en
h
eim

）
は
国
家
の
基
本
権
に
つ
い
て
、
国
家
は
生
来
的
な
権
利

を
論
じ
う
る
よ
う
な
実
体
で
は
な
く
、
た
だ
国
際
社
会
を
構
成
す
る
一
つ
の
国
際
法
人
格
（in

tern
a
tio
n
a
l
p
erso
n

）
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
と
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
に
認
め
ら
れ
る
基
本
的
な
権
利
は
、
国
際
法
が
認
め
る
範
囲
で
付
与
し
た
も
の
と
し
て
把

握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と

70
し
た
。
ま
た
同
様
の
立
場
か
ら
ピ
レ
（A

.
P
illet

）
は
、
国
家
に
認
め
ら
れ
る
唯
一
の
基
本
権
は
主
権

者
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
と
し
、
主
権
を
根
拠
と
す
る
国
家
の
主
張
の
対
立
に
よ
っ
て
生
じ
た
紛
争
は
、
各
主
張
が
ど
の
よ

う
な
公
益
に
基
づ
く
の
か
、
公
益
間
の
比
較
に
よ
っ
て
優
劣
が
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

71
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
国

家
の
主
張
の
法
的
な
同
価
値
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
紛
争
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で

72
あ
る
。
い
わ
ば
古
典
的
な
基
本
権

論
に
お
い
て
は
、
国
家
の
基
本
権
は
ま
さ
に
国
際
法
の
基
礎
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
二
〇
世
紀
に
は

い
る
と
そ
れ
は
逆
に
、
そ
の
行
使
の
適
切
さ
に
つ
い
て
常
に
国
際
法
に
よ
る
客
観
的
な
評
価
に
服
す
る
権
利
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
わ
け
で

73
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
国
家
の
基
本
権
に
基
づ
い
て
各
国
家
が
権
威
的
決
定
権
を
有
す
る
と

え
る
こ
と
は
、
各
国
家
の
法
の
下
で
の
平
等
性
に
反
す
る
も
の
と

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で

74
あ
る
。

次
に
国
家
主
権
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
戦
間
期
に
入
る
と
、
国
家
主
権
に
認
め
ら
れ
た
権
威
的
決
定
権
と
し
て
の
側
面
は
も
は
や

包
括
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
国
際
法
が
国
家
に
認
め
た
限
り
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
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る
。
例
え
ば
ポ
リ
テ
ィ
ス
（N

.
P
o
litis

）
は
、

主
権
」
の
本
来
の
意
味
を
「
自
ら
の
問
題
に
つ
い
て
決
し
て
他
者
に
よ
っ
て
決
定
さ

れ
な
い
権
利
」
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
は
い
か
な
る
制
約
に
も
服
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

75
す
る
。
し
か
し
、
例
え
ば

一
九
二
八
年
の
パ
ル
マ
ス
島
事
件
仲
裁
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
国
家
主
権
は
む
し
ろ
領
域
内
に
お
け
る
適
切
な
統
治
活
動
を
国
家

が
行
う
義
務
と
不
可
分
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
況
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
も
は
や
国
家
主

権
は
法
の
制
約
の
下
で
国
家
に
認
め
ら
れ
た
行
動
の
「
自
由
（lib
erte

」
を
意
味
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
ポ
リ

テ
ィ
ス
は
論

76
じ
た
。

国
家
主
権
概
念
を
国
際
法
（
学
）
か
ら
完
全
に
廃
棄
す
べ
き
と
す
る
ポ
リ
テ
ィ
ス
の
主
張
は
必
ず
し
も
一
般
的
な
見
解
で
あ
っ
た
わ

け
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
国
家
主
権
の
一
属
性
と
し
て
の
権
威
的
決
定
権
は
も
は
や
包
括
的
・
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
国
家
の
判
断
・
決
定
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
く
行
動
に
つ
い
て
は
常
に
国
際
法
と
の
客
観
的
な
適
合
性
が
問
わ
れ
る
と
す
る
ポ
リ

テ
ィ
ス
の
主
張
の
核
心
は
、
他
の
論
者
の
主
張
に
も
共
通
し
て
い
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
多
様
な
学
説
を
渉
猟
し
つ
つ
国
家
主
権
概
念

に
つ
い
て
論
じ
た
ス
キ
エ
ニ
ッ
キ
（W
.
S
u
k
ien
n
ick
i

）
は
、
主
権
概
念
の
本
質
は
「
全
て
の
事
項
に
つ
い
て
最
終
的
な
判
断
を
下
す

（d
ire
le
d
ern
ier
m
o
t

）
た
め
の
最
高
権
威
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た

77
と
し
、
戦
間
期
当
時
の
現
実
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な

意
味
に
お
け
る
主
権
が
国
家
に
帰
属
す
る
と
は
も
は
や

え
ら
れ
ず
、
な
お
「
主
権
」
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は

国
際
法
に
よ
っ
て
国
家
の
排
他
的
管
轄
事
項
と
し
て
留
保
さ
れ
た
領
域
に
お
け
る
裁
量
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
、
と

78
し
た
。

こ
う
し
た
国
家
の
権
威
的
決
定
権
と
し
て
の
基
本
権
及
び
国
家
主
権
に
対
す
る
批
判
が
戦
間
期
当
時
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
の
現
実
的

な
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
国
内
管
轄
事
項
概
念
に
関
す
る
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
断
及
び
条
約
実
行
に
よ
っ
て

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ス
キ
エ
ニ
ッ
キ
や
他
の
論
者
が
明
確
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
批
判
論
の
要
点
は
、
か
つ
て

は
包
括
的
に
認
め
ら
れ
た
国
家
の
権
威
的
決
定
権
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
も
は
や
国
際
法
が
国
家
の
自
由
な
決
定
に
委
ね
た
国
内
管
轄
事
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項
に
限
っ
て
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

国
内
管
轄
事
項
概
念
は
国
際
連
盟
規
約
に
よ
り
規
約
上
の
紛
争
処
理
手
続
と
の
関
係
に
お
い
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

規
約
第
一
五
条
八
項
は
、
紛
争
が
「
国
際
法
上
専
ら
該
当
事
国
の
管
轄
に
属
す
る
事
項
（a

m
a
tter

w
h
ich
b
y
in
tern
a
tio
n
a
l
la
w
is

so
lely

w
ith
in
th
e
d
o
m
estic

ju
risd
ictio

n
o
f
th
a
t
p
a
rty

」
に
つ
い
て
生
じ
た
も
の
と
連
盟
理
事
会
が
認
め
た
場
合
に
は
、
当
該
問

題
に
つ
い
て
同
理
事
会
は
何
ら
の
勧
告
も
与
え
な
い
と
し
た
。
つ
ま
り
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
が
チ
ュ
ニ
ス
・
モ
ロ
ッ
コ
国
籍
法
事

件
の
勧
告
的
意
見
で
述
べ
た
よ
う
に
、

そ
の
よ
う
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
各
国
家
が
単
独
の
決
定
権
者
（seu

l
m
a
ıtre

d
e
ses
d
eci-

sio
n
s ；
so
le
ju
d
g
e

）
で
あ
る
」
以
上
、
他
者
（
他
国
お
よ
び
国
際
機
関
）
は
そ
う
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
何
ら
の
判
断
を
行
う
こ
と

も
で
き
な
い
と
さ
れ
た
わ
け
で

79
あ
る
。
ま
た
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ド
イ
ツ
と
の
間
に
設
け
た
関
税
同
盟
が

オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
「
独
立
」
を
規
定
し
たS
a
in
t-G
erm
a
n

条
約
に
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
国
家
が
主
権
国
家

と
し
て
の
独
立
を
保
持
す
る
こ
と
の
法
的
意
味
に
つ
き
、
そ
れ
は
「
領
域
内
の
事
項
に
関
す
る
唯
一
の
決
定
者
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
る

と

80
し
た
。
個
別
意
見
及
び
反
対
意
見
を
示
し
た
裁
判
官
は
そ
れ
を
補
足
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
由
は
国
際
法
が
認
め
る
範
囲
で
許
容
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
国
際
法
上
の
主
権
と
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と

81
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所

は
国
家
が
他
者
の
関
与
を
排
除
し
、
自
ら
の
主
観
的
な
判
断
の
尊
重
を
国
際
法
上
要
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め

つ
つ
も
、
そ
れ
は
国
家
の
国
内
問
題
に
関
す
る
限
り
で
認
め
ら
れ
る
と
の
立
場
を
示
し
、
包
括
的
な
権
威
的
決
定
権
を
国
家
主
権
の
一

属
性
と
す
る
見
解
を
排
す
る
判
断
を
示
し
て
き
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
戦
間
期
に
締
結
さ
れ
た
平
和
的
紛
争
処
理
に
関

す
る
二
国
間
条
約
に
お
い
て
も
、
国
内
管
轄
事
項
に
は
国
際
裁
判
機
関
の
裁
判
管
轄
が
及
ば
な
い
こ
と
を
特
に
確
認
す
る
例
が
見

82
ら
れ
、
こ
う
し
た
実
行
は
、
な
お
国
家
は
一
定
の
範
囲
で
自
由
な
決
定
権
を
有
す
る
と
す
る
諸
国
家
の
認
識
を
示
す
と
同
時
に
、
国
際

法
に
よ
り
規
律
さ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
国
家
は
自
ら
の
判
断
の
正
当
性
を
法
規
範
と
の
整
合
性
な
ど
に
よ
っ
て
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
の
権
威
性
を
当
然
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
諸
国
家
に
よ
っ
て
も
承
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
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い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え

83
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
間
期
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
基
礎
を
な
し
た
国
家
の
権
威
的
決
定
権
そ
れ
自
体
が
、
国
家

の
権
利
義
務
に
関
す
る
判
断
と
い
う
そ
の
重
要
な
点
に
お
い
て
、
も
は
や
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
国
家
は
た
だ
、
国
内
管
轄
事
項
と
し
て
留
保
さ
れ
る
部
分
に
お
い
て
の
み
、
な
お
そ
の
主
観
的
判
断
の
承
認
を
他
国
に
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
な
お
法
的
問
題
に
関
す
る
権
威
的
決
定
権
が
国
際
裁
判
機
関

に
独
占
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
し
か
し
戦
間
期
を
通
じ
、
各
国
家
が
個
別
に
権
威
的
決
定
権
を
有
す
る
こ
と
も

ま
た
、
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
も
は
や
な
く
な
っ
て
い
た
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
法
的
問
題
に
関
す
る
権
威
的
決
定
権
の
帰

属
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
社
会
的
機
関
に
よ
る
独
占
か
（
強
制
的
裁
判
管
轄
権
の
設
定

、
そ
う
で
な
け
れ
ば
各
国
家

へ
の
個
別
的
な
帰
属
の
承
認
か
（
国
際
社
会
の
分
権
性
の
帰
結
）
と
い
う
二
者
択
一
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
理
論
的

に
は
両
紛
争
当
事
国
に
よ
っ
て
権
威
的
決
定
権
が
帰
属
す
る
法
的
単
位
が
構
成
さ
れ
、
そ
の
行
使
は
合
意
の
形
成
と
い
う
形
で
現
れ
る

こ
と
に
な
る
こ
と
も
あ
り

84
う
る
。
そ
し
て
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
が
紛
争
当
事
国
の
平
等
性
に
基
づ
く
対
審

性
を
そ
の
基
礎
と
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ば
紛
争
当
事
国
に
よ
る
権
威
的
決
定
権
の
共
有
と
い
う
形
態
が
、
新

た
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
も
っ
と
も
適
合
し
た
権
威
的
決
定
権
の
存
在
形
態
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
国
家
に

は
自
ら
の
主
観
的
判
断
を
他
者
に
よ
っ
て
も

慮
さ
れ
る
べ
き
一
つ
の
解
釈
（
自
己
解
釈
）
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る

が
、
そ
れ
を
権
威
的
決
定
と
し
て
他
者
に
よ
る
受
け
入
れ
を
当
然
に
強
制
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
双
方
が
合

意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
法
的
に
権
威
的
な
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で

85
あ
る
。

復
仇
概
念
の
正
当
性
へ
の
影
響

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
一
九
世
紀
末
か
ら
展
開
し
た
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
と
発
展
に
よ
り
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
は
対
審
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性
と
客
観
性
を
基
本
と
す
る
も
の
へ
と
大
き
く
変
容
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
が

被
っ
た
こ
の
よ
う
な
変
容
は
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
の
正
当
性
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
戦
間
期
に
お
け

る
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容
が
従
来
の
主
観
的
構
造
か
ら
の
脱
却
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
、
紛
争
当
事
国
の
平
等
性
を
基
本
と
し
た

も
の
へ
と
変
化
し
た
以
上
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
は
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と

え
る
こ
と
が
で

86
き
る
。
伝
統
的
な
紛
争

処
理
の
法
構
造
に
お
い
て
強
制
的
紛
争
処
理
観
念
が
認
め
ら
れ
た
の
は
、
国
家
に
係
争
権
利
義
務
に
関
す
る
権
威
的
決
定
権
が
認
め
ら

れ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
権
威
的
決
定
権
が
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
も
は
や
強
制
的
紛
争
処
理
観
念
を
維
持

す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
復
仇
措
置
を
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
新
た
な

紛
争
処
理
の
法
構
造
の
下
で
は
そ
の
理
論
的
基
礎
を
欠
く
こ
と
と
な
り
、
復
仇
は
そ
れ
が
従
来
伝
統
的
国
際
法
の
下
に
お
い
て
認
め
ら

れ
て
き
た
法
的
正
当
性
を
失
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
戦
間
期
に
は
い
る
と
、
復
仇
概
念
の
正
当
性
を
批

判
的
に
論
じ
る
見
解
や
、
あ
る
い
は
そ
の
正
当
性
を
従
来
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
捉
え
る
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ

ら
は
ま
さ
に
、
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
の
法
的
基
礎
が
被
っ
た
そ
う
し
た
変
化
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
ガ
ー
ナ
ー
（J.W

.
G
a
rn
er

）
は
国
家
主
権
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
か
つ
て
は
「
全
て
の
独
立
国
は
自
ら
ど
の
程
度
に
お

い
て
国
際
法
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
の
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た
、
国
家
は
実
際
上
、
自
ら
の
都
合
に
合
わ
せ
て
国
際
法

の
原
則
を
解
釈
し
う
る
と
言
わ
れ
」
た
が
、
そ
れ
は
事
実
に
照
ら
せ
ば
肯
定
し
が
た
い
見
解
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
、

法
の
適
用

可
能
性
と
法
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
自
ら
が
唯
一
の
判
断
者
で
あ
る
と
国
家
が
主
張
す
る
こ
と
は
確
か
に
あ
り
う
る
。
…
…

し
か
し
、
往
々
に
し
て
国
家
が
弱
国
に
自
己
の
見
解
を
押
し
つ
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
は
い
え
、
決
し
て
国
家
に
そ
の
よ
う
な
行
動

を
と
る
権
利
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
強
さ
に
お
い
て
同
等
な
国
家
間
で
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
全
て
は
一
般
に
失
敗
に
終

わ
っ
た
の
で
あ
る

、
と

87
し
た
。
つ
ま
り
、
国
家
主
権
が
も
は
や
そ
の
一
属
性
と
し
て
権
威
的
決
定
権
を
含
む
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
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以
上
、
復
仇
措
置
は
そ
の
正
当
性
を
基
礎
付
け
る
理
論
的
根
拠
を
奪
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
今
や
そ
の
暴
力
性
は
覆
い
よ

う
も
な
く
露
わ
と
な
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
・
制
度
化
の
進
展
に
鑑
み
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
は
そ
の
正
当
性
根
拠
を
喪
失
す
る
と
の
認

識
も
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
二
八
年
に
ハ
ー
グ
国
際
法
ア
カ
デ
ミ
ー
で
復
仇
制
度
に
関
す
る
講
義
を
行
っ
た
ブ

リ
エ
ー
ル
（Y

.
d
e
la
B
riere

）
は
、
﹇
領
域
の
占
拠
な
ど
い
か
な
る
形
態
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
﹈
武
力
に
よ
る
強
制
と
い
う
形
態
を

と
る
平
時
復
仇
は
今
日
で
は
既
に
、
協
定
、
手
続
、
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
組
織
化
さ
れ
た
現
在
の
我
々
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
認

め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、

自
ら
が
被
害
あ
る
い
は
侵
害
を
受
け
た
と

え
る
国
家
は
、
自
ら

が
要
求
で
き
る
満
足
ま
た
は
賠
償
を
正
当
に
保
障
す
る
た
め
に
は
暴
力
に
訴
え
る
ほ
か
に
手
段
は
な
い
、
と
主
張
す
る
こ
と
は
も
は
や

で
き
な
い
。
強
制
的
暴
力
的
措
置
は
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
点
に
お
い
て
社
会
倫
理
と
国
際
法
に
照
ら
し
た
場
合
の
そ
の
正
当
性
根
拠

（ju
stifica

tio
n

）
を
失
う
の
で
あ
る

、
と
論

88
じ
た
。
こ
こ
に
は
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
と
、
連
盟
規
約
に
代
表
さ
れ
る
そ

の
制
度
化
は
、
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
観
念
を
承
認
し
て
き
た
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
対
す
る
変
革
の
試
み
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
そ
れ
ら
の
進
展
は
復
仇
に
代
表
さ
れ
る
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
観
念
自
体
の
正
当
性
を
根
本
的
に
奪
い
去
る
こ
と
に
な
る
と
の

認
識
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
際
社
会
の
組
織
化
に
伴
い
復
仇
概
念
は
次
第
に
そ
の
法
的
正
当
性
を
失
い
、
最
終
的
に
は
端
的
に
否
定
さ
れ
る
と

す
る
見
解
は
戦
間
期
に
お
い
て
は
示
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
か

89
っ
た
。
と
は
い
え
、
国
際
社
会
の
現
状
に
お
い
て
は
な
お
復
仇
を
一

定
範
囲
に
お
い
て
正
当
な
も
の
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
一
般
に
は

え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
見
解
に
お
い
て
も
、
復
仇
の

正
当
性
を
従
来
の
よ
う
に
論
じ
る
こ
と
は
も
は
や
適
当
で
は
な
い
、
と
の
認
識
が
広
く
も
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。

戦
間
期
に
入
る
と
多
く
の
論
者
が
復
仇
を
行
使
す
る
際
の
条
件
と
し
て
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
を
尽
く
す
べ
き
こ
と
が
新
た
に
求
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め
ら
れ
る
と
の
見
解
を
示
す
よ
う
に
な
っ

90
た
が
、
そ
れ
は
復
仇
措
置
の
正
当
性
は
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
に
よ
っ
て
は
紛
争
状
態
に
お

い
て
適
切
な
対
処
が
図
ら
れ
な
い
と
言
え
る
場
合
に
は
じ
め
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
認
識
の
広
ま
り
を
反
映
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
万
国
国
際
法
学
会
が
一
九
三
四
年
に
採
択
し
た
「
平
時
復
仇
に
関
す
る
決
議
」
は
そ
の
第
五
条
に
お
い

て
、

非
武
力
復
仇
で
あ
っ
て
も
、
法
の
尊
重
が
平
和
的
処
理
手
続
に
よ
っ
て
実
効
的
に
確
保
さ
れ
う
る
場
合
に
は
禁
じ
ら
れ
る
」
と

し
、
と
り
わ
け
義
務
的
裁
判
管
轄
が
紛
争
主
題
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
や
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
が
進
行
し
て
い
る
場
合

な
ど
に
は
復
仇
に
訴
え
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
、
と

91
し
た
。
万
国
国
際
法
学
会
が
こ
の
よ
う
な
規
定
を
ど
の
よ
う
な
趣
旨
か
ら
定
め
た

の
か
は
、
報
告
者
を
務
め
た
ポ
リ
テ
ィ
ス
の
次
の
指
摘
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で

92
き
る
。
す
な
わ
ち
、

国
際
法
の
現
状
に
お
い

て
は
、
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
に
よ
っ
て
合
法
性
へ
の
復
帰
が
得
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
復
仇
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
、

も
は
や

え
ら
れ
な
い
。
復
仇
は
本
質
的
に
補
助
的
な
手
続
（u

n
m
o
y
en
essen

tiellem
en
t
su
b
sid
ia
ire

）
で
し
か
あ
り
得
ず
、
紛
争

を
解
決
す
る
他
の
よ
り
通
常
の
手
段
が
な
い
場
合
に
の
み
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

、
と

え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
友

好
的
手
続
に
よ
る
紛
争
処
理
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
復
仇
に
よ
る
紛
争
の
解
消
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
友
好
的
手
続
に
よ
る
紛
争
の

解
決
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
友
好
的
手
続
に
よ
っ
て
は
対
処
し
え
な
い
紛
争
状
況
に
お
い
て
初
め
て
復
仇
措

置
に
訴
え
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
で

93
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
に
よ
る
紛
争
解
決
が
試
み
ら
れ
た
後
に
は
じ
め
て
復
仇
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
認
識

は
、
ま
た
国
家
代
表
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
〇
年
の
国
際
法
法
典
化
会
議
に
お
い
て
準
備
委
員
会
が
復
仇

の
条
件
に
つ
き
諸
国
家
に
照
会
し
た
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ス
イ
ス
は
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
救
済
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
を
条
件

と
し
て
、
国
家
は
復
仇
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る

94
と
し
、
ま
た
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
仲
裁
条
約
が
裁
判
手
続
の
進
行
中
に
紛
争
を
悪
化
・

拡
大
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
を
慎
む
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
復
仇
は
完
全
に
禁
止
さ
れ
る
、
と
回
答
し
た
。
そ
し
て
英
国
か
ら

は
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
と
と
も
に
、
復
仇
の
行
使
が
正
当
な
も
の
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
極
め
て
少
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
と
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の
認
識
が
示
さ

95
れ
た
。

こ
う
し
た
学
説
及
び
実
行
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
戦
間
期
に
お
け
る
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
と
国
家
主
権
概
念
の
再
構
成
に
よ

り
紛
争
処
理
の
法
構
造
が
大
き
な
変
容
を
被
る
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
は
そ
の
理
論
的
基
礎
を
失
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ

の
正
当
性
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
実
と
し
て
は
依
然
と
し
て
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
国

家
が
な
お
も
自
力
救
済
的
措
置
に
訴
え
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
の
正
当
性
を

伝
統
的
な
立
場
か
ら
な
お
論
じ
る
こ
と
は
、
も
は
や
説
得
的
な
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

53

W
.G
.
G
rew
e,
T
h
e
E
poch

s
of
In
tern
ation

al
L
aw
,
2000,

p
.611.

な
お
一
八
二
〇
年
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
同
様
の
条
約
数
は
七
七
で
あ
る

の
に
対
し
（H

.
L
a
fo
n
ta
in
e,
P
asicrisie

in
tern
ation

ale
1
7
9
4
-1
9
0
0
：
h
istoire

d
ocu
m
en
taire

d
es
arbitrages

in
tern
ation

au
x,
1902,

p
p
.x
iv
-x
v
i

、
一

八
九
九
年
か
ら
一
九
一
九
年
ま
で
に
締
結
さ
れ
た
同
様
の
条
約
は
一
五
四
を
数
え
る
（
横
田
喜
三
郎
『
国
際
裁
判
の
本
質
』

一
九
四
一
年
）
六
八
七
｜
六
九
六
頁

。

54

D
oc.
d
e
la
C
on
feren

ce
d
e
la
P
aix
1
8
9
9
,
p
rem
iere

p
a
rite,

p
.76 ；

ibid
.,
q
u
a
triem

e
p
a
rtie,

p
p
.6-7.

55

暫
定
措
置
手
続
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
紛
争
処
理
過
程
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
有
す
る
意
義
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
た
グ
ッ
ゲ
ン
ハ
イ
ム
は
、
国
際
社
会
に
お
け

る
法
の
支
配
（
法
に
基
づ
く
紛
争
処
理
）
の
理
念
と
、
戦
争
を
回
避
し
予
防
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
識
の
広
ま
り
と
定
着
が
、
暫
定
措
置
手
続
の
導
入
の
背
景
に
あ
る
と

す
る
。P

.
G
u
g
g
en
h
eim
,
L
es
m
esu
res
provisoires

d
e
proced

u
re
in
tern
ation

ale
et
leu
r
in
flu
en
ce
su
r
le
d
eveloppem

en
t
d
u
d
roit

d
es
gen
s,
1931,

p
p
.4-13.

暫
定
措
置
の
実
施
を
図
る
手
段
を
紛
争
処
理
機
関
（
国
際
調
停
委
員
会
、
国
際
裁
判
所
等
）
は
一
般
に
有
し
な
い
が
、
そ
の
点
を
過
度
に
強
調
し
、
暫
定
措
置
手
続
の

法
的
意
義
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
暫
定
措
置
手
続
は
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
適
切
な
進
行
と
い
う
観
点
か
ら
緊
急
的
な
措
置
の
必
要
性
（
権
利

保
全
の
必
要
性
、
紛
争
悪
化
防
止
の
必
要
性
等
）
を
判
断
す
る
権
限
を
紛
争
処
理
機
関
（
国
際
調
停
委
員
会
、
国
際
裁
判
機
関
な
ど
）
に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
紛
争
当

事
国
が
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
独
断
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
（
紛
争
状
態
の
解
消
を
図
る
こ
と
）
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
点
に
お
い
て
、
重
要
な
意
味
を

有
す
る
。C

f.
Ibid
.,
p
p
.113-116 ；

E
.
D
u
m
b
a
u
ld
,
In
terim

M
easu
res
of
P
rotection

in
In
tern
ation

al
C
on
troversies,

1932,
p
p
.186-187.

56

C
om
pagn

ie
d
’electricite

d
e
S
ofia

et
d
e
B
u
lgarie

（m
esu
re
con
servatoire

,
C
P
JI,
serie

A
/B
n
°79,
p
.9.

57

筆
者
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
紛
争
悪
化
防
止
義
務
を
最
初
に
定
め
た
条
約
例
は
、
ベ
ル
ギ
ー
と
ド
イ
ツ
が
一
九
二
六
年
に
締
結
し
た
調
停
・

仲
裁
・
義
務
的
仲
裁
条
約
（
第
一
九
条
）
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
が
締
結
し
た
他
の
紛
争
処
理
条
約
に
お
い
て
も
同
様
の
規
定
が
見
ら
れ
、
他
国
も
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
と

え
ら
れ
る
。
実
際
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。M

.
H
a
b
ich
t,
P
ost-
W
ar
T
reaties

for
th
e
P
acific

S
ettlem

en
t
of
In
tern
ation

al
D
ispu
tes,
1931,

p
p
.
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291-292.

58

紛
争
悪
化
防
止
義
務
は
平
和
的
紛
争
解
決
原
則
の
重
要
な
一
内
容
を
示
す
も
の
と
し
て
、
一
九
七
〇
年
友
好
関
係
原
則
宣
言
、
一
九
八
二
年
国
家
間
紛
争
の
平
和
的

解
決
に
関
す
る
マ
ニ
ラ
宣
言
な
ど
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
マ
ニ
ラ
宣
言
第
一
部
第
八
項
は
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

国
際
紛
争
の
当
事
国
お
よ
び
他
の
国
は
、
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
を
危
う
く
す
る
ほ
ど
に
事
態
を
悪
化
さ
せ
、
か
つ
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
よ
り
困
難

に
し
、
ま
た
は
阻
害
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
行
為
も
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
国
際
連
合
の
目
的
及
び
原
則
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。」

59

国
際
関
係
に
お
け
る
裁
判
手
続
の
導
入
を
図
る
動
き
に
対
し
て
は
当
初
、
国
際
法
学
者
の
中
に
も
そ
の
広
範
な
利
用
、
さ
ら
に
は
そ
の
常
設
化
（
強
制
裁
判
管
轄
の

設
定
）
に
対
し
て
否
定
的
な
見
解
を
示
す
も
の
も
見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
を
な
お
前
提
と
す
る
見
解
か
ら
の
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
化

に
対
す
る
抵
抗
感
の
表
明
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
例
え
ば
ホ
ル
ツ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
国
際
法
は
客
観
的
な
適
用
が
可
能
な
ほ
ど
明
確
化
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ

の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
第
三
者
に
よ
る
拘
束
的
決
定
に
よ
っ
て
紛
争
を
強
制
的
に
終
結
さ
せ
る
裁
判
手
続
に
過
度
の
期
待
を
寄
せ
る
こ
と
は
適
切
で
も
な
く
、
む
し
ろ

危
険
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。F

r.
d
e
H
o
ltzen

d
o
rff,“L

es
q
u
estio

n
s
co
n
tro
v
ersees

d
u
d
ro
it
d
es
g
en
s
a
ctu
el,”

R
evu
e
d
e
d
roit

in
tern
a-

tion
al
et
d
e
legislation

com
paree,

to
m
e
8

（1876
,
p
p
.51-52.

C
f.
P
.
F
io
re,
N
ou
veau

d
roit

in
tern
ation

al
pu
blic,

2
ed
itio
n
,
1885,

p
.623.

こ
う

し
た
問
題
意
識
を
共
有
し
つ
つ
も
、
裁
判
手
続
の
国
際
社
会
へ
の
導
入
を
評
価
す
る
見
解
と
し
て
、
次
を
参
照
。P

.
R
ein
sch
,“T
h
e
C
o
n
cep
t
o
f
L
eg
a
lity

in

In
tern
a
tio
n
a
l
A
rb
itra
tio
n
”,
A
JIL
,
v
o
l.5

（1911
,
p
p
.604-614.

60

各
国
議
会
に
お
け
る
審
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。K

a
m
a
ro
w
sk
y
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
38,
p
.281ff.

61

“P
ro
jet
d
e
reg
lem
en
t
p
o
u
r
la
p
ro
ced
u
re
a
rb
itra
le
in
tern
a
tio
n
a
le,”
A
n
n
u
aire

d
e
l’In
stitu
t
d
e
d
roit

in
tern
ation

al,
1877,

p
.126-133.

C
f.

G
o
ld
sch
m
id
t,“P

ro
jet
d
e
reg
lem
en
t
p
o
u
r
trib
u
n
a
u
x
a
rb
itra
u
x
in
tern
a
tio
n
a
u
x
”,
R
evu
e
d
e
d
roit

in
tern
ation

al
et
d
e
legislation

com
paree,

v
o
l.

6

（1874
,
p
p
.421-452.

62

一
九
世
紀
ま
で
に
見
ら
れ
た
多
く
の
仲
裁
裁
判
に
お
い
て
は
、
仲
裁
人
（a

m
ia
b
le
co
m
p
o
siteu

rs

）
と
し
て
他
国
の
国
家
元
首
や
学
者
、
そ
し
て
政
治
家
な
ど

が
指
名
さ
れ
、
そ
の
判
断
は
衡
平
と
善
、
場
合
に
よ
っ
て
は
政
治
的

慮
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
た
。A

.M
.
S
tu
y
t
ed
.,
S
u
rvey

of
In
tern
ation

al
A
rbitration

s

1
7
9
4
-1
9
8
9
,
3rd
u
p
d
a
ted
ed
.,
1990,

p
.v
ii.

参
照
、
野
見
山
温
「
欧
羅
巴
中
世
国
際
仲
裁
裁
判
制
度
の
特
異
性
」
法
政
研
究
（
九
州
帝
国
大
学
）
第
六
巻
（
一
九
三

六
年
）
一
四
九
｜
二
〇
五
頁
。

63

G
o
ld
sch
m
id
t,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
61,
p
.428.

64

K
a
m
a
ro
w
sk
y
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
38,
p
.306.

65

Ibid
.,
p
.362.

66

法
的
紛
争
と
政
治
的
紛
争
の
区
別
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
興
味
深
い
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
政
治
的
紛
争
は
国
際
裁

判
手
続
の
本
質
的
な
限
界
と
し
て
裁
判
機
関
が
扱
い
え
な
い
紛
争
を
指
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
当
初
は
国
家
の
権
威
的
決
定
権
と
し
て
の
国
家
主
権
に

対
す
る
留
保
を
そ
の
内
実
と
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。C

f.
A
.
M
erig
n
a
c,
T
raite

th
eoriqu

e
et
pratiqu

e
d
e
l’arbitrage

in
tern
ation

al,
1895,

p
p
.186-187.
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し
か
し
、
そ
う
し
た
主
観
的
留
保
と
し
て
の
政
治
的
紛
争
観
念
は
、
と
り
わ
け
戦
間
期
以
降
に
支
持
を
失
い
、
そ
れ
以
降
に
お
い
て
は
一
方
で
は
国
際
法
の
規
律
範
囲
の

限
界
（
そ
れ
ゆ
え
裁
判
管
轄
権
の
本
質
的
限
界
）
を
示
す
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
他
方
で
は
紛
争
処
理
過
程
全
体
の
中
で
国
際
裁
判
手
続
が
果
た
し
う

る
役
割
の
限
界
を
示
す
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。C

f.
P
.
M
a
rsh
a
ll-B
ro
w
n
et
N
.
P
o
litis,

“
L
a
cla
ssifica

tio
n
d
es
co
n
flits

co
m
p
o
rta
n
t

u
n
reg
lem
en
t
ju
d
icia
ire”,

A
n
n
u
aire

d
e
l’
In
stitu
t
d
e
d
roit

in
tern
ation

al,
S
essio

n
d
e
G
ren
o
b
le

（1922
,
p
p
.33-34 ；

H
.
M
o
rg
en
th
a
u
,
L
a
n
otion

d
e
“politiqu

e”
et
la
th
eorie

d
es
d
ifferen

d
s
in
tern
ation

au
x,
1933,

p
p
.35-85.

こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
国
家
の
主
観
的
判
断
と
は
独
立
に
存
在
す
る
「
法
」
の

支
配
の
理
念
、
及
び
そ
の
具
体
的
な
表
現
と
し
て
の
国
際
裁
判
の
受
容
の
進
展
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
な
お
、
戦
間
期
に
お
け
る
政
治
的
紛
争
を
め
ぐ

る
議
論
に
つ
い
て
は
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
を
措
い
て
は
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
彼
が
何
よ
り
も
先
ず
強
調
し
た
の
は
、
政
治
的
紛
争
が
権
威
的
決
定
権
と
し
て
の
国

家
主
権
の
一
つ
の
発
現
形
態
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
で
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
は
政
治
的
紛
争
概
念
批
判
を
通
し
て
、
本
稿
が
示
す
よ
う
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
化
を
論
じ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

L
a
u
terp
a
ch
t,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
35,
p
p
.3-25.

67

D
oc.
d
e
la
C
on
feren

ce
d
e
la
P
aix
1
8
9
9
,
p
rem
iere

p
a
rite,

p
.84 ；

ibid
.,
q
u
a
triem

e
p
a
rtie,

p
p
.16,

48 ；
ibid
.,
C
o
m
ite
d
’ex
a
m
en
,
p
p
.37-38,

42-43.
C
f.
R
.Y
.
H
ed
g
es,“T

h
e
Ju
rid
ica
l
B
a
sis
o
f
A
rb
itra
tio
n
”,
B
ritish

Y
ear
B
ook

of
In
tern
ation

al
L
aw
,
v
o
l.7

（1926
,
p
p
.110-120.

68

一
八
世
紀
以
降
の
仲
裁
裁
判
例
を
検
討
し
た
ス
ツ
ゥ
イ
ッ
ト
は
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
国
際
仲
裁
に
お
い
て
は
、
第
三
国
の
君
主
や
学
者
が
裁
判
官
と
し
て
で
は
な

く
個
人
的
資
格
に
基
づ
き
決
定
を
下
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
れ
ば
本
条
は
国
際
仲
裁
の
定
義
と
し
て
正
確
な
も
の
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

と
し
て
は
、
公
平
な
決
定
（im

p
a
rtia
l
d
ecisio

n
）
を
与
え
る
こ
と
が
仲
裁
人
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
す
る
。S

tu
y
t,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
62,

p
.v
ii.

仲
裁
手
続
の
重
要
な
目
的
が
公
平
な
決
定
に
よ
る
紛
争
処
理
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
す
る
ス
ツ
ゥ
イ
ッ
ト
の
指
摘
は
、
そ
れ
自
体
は
正
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
定

義
に
お
い
て
よ
り
注
目
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
公
平
性
が
、
国
家
の
意
思
を
離
れ
て
自
律
的
に
存
在
す
る
法
に
基
づ
い
て
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
以
上
に
み
た
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
お
け
る
審
議
過
程
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
本
条
約
は
あ
く
ま
で
法
的
紛
争

処
理
手
続
と
し
て
の
仲
裁
裁
判
の
整
備
を
試
み
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
第
三
七
条
の
示
す
定
義
は
、
仲
裁
裁
判
の
新
た
な
定
式
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

69

ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
は
国
際
社
会
に
お
け
る
「
法
の
支
配
」
を
論
じ
た
際
に
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
が
創
設
さ
れ
た
こ
と
が
国
際
社
会
に
お
い
て
有
す
る
意
味
を
指
摘

し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。J.L

.
B
rierly

,“T
h
e
R
u
le
o
f
L
a
w
in
In
tern
a
tio
n
a
l
S
o
ciety

”,
in
T
h
e
B
asis
of
O
bligation

in
In
tern
ation

al
L
aw
an
d

O
th
er
P
apers,

1958,
p
.260.

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
法
の
支
配
の
象
徴
と
し
て
、
つ
ま
り
、
最
終
的
に
は
国
家
が
自
ら
の
行
動
に
つ
い
て
の
裁
判
官
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
対
す
る
批
判
を
示
し
つ
づ
け
る
も
の
（sta

n
d
in
g
refu
ta
tio
n

）
と
し
て
の
価
値
を
持
つ
こ
と
を
と
り
わ
け
強
調
し
た
い
。
そ
の
原
則

は
既
に
大
き
く
浸
食
さ
れ
て
い
る
。」

70

L
.
O
p
p
en
h
eim
,
In
tern
ation

al
L
aw
,
v
o
l.1,
1905,

p
p
.158-160,

112-113.

71

A
.
P
illet,

R
ech
erch
es
su
r
les
d
roits

fon
d
am
en
tau
x
d
es
E
tats
d
an
s
l’ord

re
d
es
rapports

in
tern
ation

au
x
et
su
r
la
solu
tion

d
es
con
flits

qu
’
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ils
fon
t
n
aıtre,

1899,
p
p
.10-31.

72

Ibid
.,
p
p
.41-47,

65-66.
C
f.
F
.
v
o
n
L
iszt,

L
e
d
roit

in
tern
ation

al
pu
blic

expose
system

atiqu
e,
tra
d
u
ctio
n
fra
n
ça
ise
d
’a
p
res
la
8
ed
itio
n

a
llem

a
n
d
e

（1913

）p
a
r
G
id
el,
1927,

p
.66
et
seq.

73

今
日
に
お
い
て
も
国
家
の
基
本
権
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
家
に
認
め
ら
れ
る
権
利
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
を
指
す
に
留
ま
っ
て
い
る

こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
参
照
、
松
井
芳
郎
他
著
『
国
際
法
〔
第
四
版
〕』

二
〇
〇
二
年
）
九
五
頁
。

74

ギ
デ
ル
は
、
法
を
前
提
と
し
た
平
等
性
で
は
な
く
国
家
の
自
然
的
平
等
性
に
基
づ
き
国
際
法
を
捉
え
る
基
本
権
理
論
は
、
も
は
や
時
代
状
況
に
適
合
す
る
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
し
た
。G

.
G
id
el,“D

ro
its
et
d
ev
o
irs
d
es
N
a
tio
n
：
la
th
eo
rie
cla
ssiq
u
e
d
es
d
ro
its
fo
n
d
a
m
en
ta
u
x

d
es
E
ta
ts”,
R
C
A
D
I,
to
m
e
10

（1925
,
p
p
.593-597.

フ
ィ
リ
モ
ア
は
自
己
保
存
権
を
中
心
と
し
た
古
典
的
な
基
本
権
論
を
論
じ
る
が
、
し
か
し
基
本
権
の
行
使
に

は
常
に
他
国
に
対
す
る
相
互
的
義
務
が
付
随
す
る
こ
と
を
特
に
強
調
し
て
い
る
。W

.G
.F
.
P
h
illim

o
re,“D

ro
it
et
d
ev
o
ir
fo
n
d
a
m
en
ta
u
x
d
es
E
ta
ts”,
R
C
A
D
I,

to
m
e
1

（1923
,
p
p
.59-60.

75

N
.
P
o
litis,“L

e
p
ro
b
lem
es
d
es
lim
ita
tio
n
s
d
e
la
so
u
v
ra
in
ete
et
la
th
eo
rie
d
e
l’a
b
u
s
d
es
d
ro
its
d
a
n
s
les
ra
p
p
o
rts
in
tern
a
tio
n
a
u
x
,”

R
C
A
D
I,
to
m
e
6

（1925
,
p
.12.

76

Ibid
.,
p
p
.20-22.

C
f.
E
.C
.
S
to
w
ell,
In
terven

tion
in
In
tern
ation

al
L
aw
,
1921,

p
p
.1-9 ；

N
.
P
o
litis,

L
es
n
ou
velles

ten
d
an
ces
d
u
d
roit

in
tern
ation

al,
1927,

p
p
.18-26.

77

W
.
S
u
k
ien
n
ick
i,
L
a
sou
verain

ete
d
es
E
tats

en
d
roit

in
tern
ation

al
m
od
ern
e,
1927,

p
p
.222-227.

78

Ibid
.,
p
p
.292-322.

他
に
も
例
え
ば
、
内
的
主
権
と
外
的
主
権
を
区
別
す
る
見
解
に
お
い
て
は
、
同
じ
「
主
権
」
で
あ
っ
て
も
、
外
的
主
権
は
他
国
と
の
平
等
性

を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
そ
れ
は
国
際
法
の
制
限
の
下
で
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス
は
絶
対
主
権
観
念
は
本
来
の
国
家
主
権
概
念
と
は
異
な
る
も
の

で
あ
り
、
国
家
主
権
は
国
際
法
に
よ
っ
て
国
家
に
認
め
ら
れ
た
権
限
（co

m
p
eten
ce

）
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。A

.
V
erd
ro
ss,“L

e
fo
n
d
em
en
t
d
u
d
ro
it
in
tern
a
-

tio
n
a
l,”
R
C
A
D
I,
to
m
e
16

（1927
,
p
p
.308-319.

ま
た
立
作
太
郎
は
、
至
高
の
存
在
と
し
て
他
者
に
対
し
命
令
を
下
す
権
利
と
い
う
、
本
来
の
意
味
で
の
主
権
概
念

は
国
内
法
が
妥
当
す
る
領
域
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
法
が
妥
当
す
る
領
域
で
は
そ
れ
は
法
的
制
約
の
下
で
の
自
由
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
。S

.

T
a
ch
i,
L
a
sou
verain

ete
et
l’in
d
epen

d
an
ce
d
e
l’E
tat
et
les
qu
estion

s
in
terieu

res
en
d
roit

in
tern
ation

al,
1930,

p
p
.9-34.

C
f.
L
.
C
a
flisch

,“C
en
t

a
n
s
d
e
reg
lem
en
p
a
cifiq

u
e
d
es
d
ifferen

d
s
in
tereta

tiq
u
es”,

R
C
A
D
I,
to
m
e
288

（2001
,
p
p
.286-287.

79

R
equ
ete
pou
r
avis

con
su
ltative

con
cern
an
t
les
d
ecrets

d
e
n
ation

alite
prom

u
lgu
es
en
T
u
n
is
et
au
M
oroc

（zon
e
fran
çaise

）le
8
n
ovem

bre

1
9
2
1
,
C
P
JI,
serie

B
n
°
4,
p
.24.

80

R
egim

e
d
ou
an
ier
en
tre
l’A
llem
agn
e
et
l’A
u
torich

e

（P
rotocole

d
u
1
9
m
ars
1
9
3
1
,
A
vis
con
su
ltatif

d
u
5
septem

bre
1
9
3
1
,
C
P
JI
serie

A
/B
n
°
4
1
,
p
.45.

81

C
f.
O
p
in
io
n
in
d
iv
id
u
elle

d
e
M
.
A
n
zilo
tti,
ibid
.,
p
.57 ；

O
p
in
io
n
d
issid

en
te
d
e
M
M
.
A
d
a
tci,
K
ello
g
g
,
L
e
B
a
ro
n
R
o
lin
-Ja
q
u
em
y
n
s,
S
ir

C
ecil
H
u
rst,
M
M
.
S
ch
u
ck
in
g
,
L
e
Jo
n
k
h
eer
v
a
n
E
y
sy
n
g
a
et
W
a
n
g
,
ibid
.,
p
.77.

後
者
は
、
無
制
限
の
決
定
権
を
意
味
す
る
絶
対
主
権
は
「
あ
り
え
な
い
も
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の
で
あ
り
、
ま
た
実
際
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
（im

p
o
ssib
le
et
p
ra
tiq
u
em
en
t
in
co
n
n
u
e

」
と
し
た
。

82

H
a
b
ich
t,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
57,
p
p
.996-998.

83
L
.
le
F
u
r,“D

ev
elo
p
p
em
en
t
h
isto
riq
u
e
d
u
d
ro
it
in
tern
a
tio
n
a
l”,
R
C
A
D
I,
to
m
e
41

（1932
,
p
p
.568-569.

84
L
.
G
ro
ss,“S

ta
tes
a
s
O
rg
a
n
s
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
a
n
d
th
e
P
ro
b
lem

o
f
A
u
to
in
terp
reta
tio
n
”,
G
.A
.
L
ip
sk
y
ed
.,
L
aw
an
d
P
olitics

in
th
e

W
orld

C
om
m
u
n
ity,
1953,

p
.81.

85

国
家
の
自
己
解
釈
（a

u
to
-in
terp
reta
tio
n

）
と
自
己
決
定
（a

u
to
-d
eterm

in
a
tio
n

）
と
の
法
的
区
別
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
に
よ
り
そ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
な

が
ら
、
十
分
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。Ibid

.,
p
p
.74-88.

な
お
、
近
年
、
対
抗
措
置
論
と
の
関
係
で
こ
の
区
別
の
持
つ
法
的
意
義
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
た
重
要
な
研
究
と
し
て
、
次
を
参
照
。D

.
A
lla
n
d
,
Ju
stice

privee
et
ord
re
ju
rid
iqu
e
in
tern
aiton

al,
1994,

p
p
.107-125.

A
lla
n
d

は
各
国
家
は
自
己
解

釈
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
に
留
ま
る
が
、
し
か
し
国
家
の
判
断
の
妥
当
性
は
第
三
者
に
よ
り
否
定
さ
れ
る
ま
で
推
定
さ
れ
る
と
す
る
。Ibid

.,
p
p
.121-125.

ま
た
、
紛

争
当
事
国
の
自
己
解
釈
の
対
立
と
い
う
観
点
か
ら
国
際
紛
争
処
理
の
特
徴
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
次
を
参
照
。G

.
A
b
i-S
a
a
b
,
“
“In
terp
reta
tio
n
”
et
“A
u
to
-

In
terp
reta
tio
n
” ：
Q
u
elq
u
es
reflex

io
n
s
su
r
leu
r
ro
le
d
a
n
s
la
fo
rm
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tio
n
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lu
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n
d
u
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d
in
tern
a
tio
n
a
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ey
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ed
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d
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ew
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茂
二
郎
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国
際
法
新
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九
九
一
年
）
六
六
｜
六
七
頁
。
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R
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p
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E
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ation
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1931,
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p
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en
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roit
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ation

al,
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p
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ation

al,
S
essio
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e
P
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1934,

p
p
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Ibid
.,
p
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Ibid
.,
p
p
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S
h
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二

戦
争
回
避
と
し
て
の
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容

戦
争
状
態
論
の
破
綻

復
仇
が
軍
事
的
措
置
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
戦
争
回
避
手
段
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
の
点
に
そ
の
正
当

性
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
戦
争
状
態
論
に
基
づ
き
紛
争
当
事
国
の
戦
争
意
思
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
法
的
に
は
戦
争
は
生
じ
な
い
も
の

と
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
戦
争
状
態
論
は
、
戦
間
期
を
通
じ
て
法
的
意
味
に
お
け
る
戦
争
の
禁
止
か
ら
、
行
為
と
し
て

の
戦
争
、
つ
ま
り
武
力
行
使
の
違
法
化
へ
と
戦
争
違
法
化
が
展
開
し
て
い
く
中
で
も
は
や
維
持
し
え
な
く
な
り
、
端
的
に
言
っ
て
破
綻

す
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
戦
争
違
法
化
の
進
展
に
よ
る
戦
争
状
態
論
の
破
綻
は
、
一
方
で
は
平
和
と
戦
争
の
法
技
術
的
な
区
別
の
否
定
、
他
方
で
は
復
仇

と
戦
争
の
区
別
の
相
対
化
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
戦
争
違
法
化
が
進
展
す
る
中
で
、
武
力
を
伴
う
復
仇
は
、

た
と
え
そ
れ
が
戦
争
状
態
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
も
は
や
国
際
社
会
に
お
い
て
維
持
さ
れ
る
べ
き
平
和
と
両
立
す
る

も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
和
を
害
す
る
も
の
と

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
戦
争
違
法
化
の
対
象
を
法
的
意
味
に
お

け
る
戦
争
に
留
め
る
こ
と
の
不
合
理
さ
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
、
復
仇
は
戦
争
と
同
様
に
禁
止
さ
れ
、
ま
た
戦
争
法
の

適
用
を
受
け
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た
武
力
的
措
置
に
関
す
る
規
範
的
意
識
の
変
化
が
生
じ
た
結
果
と
し
て
、

平
和
を
単
に
法
的
意
味
に
お
け
る
戦
争
が
存
在
し
な
い
状
態
と
し
て
消
極
的
に
捉
え
、
復
仇
を
平
和
と
両
立
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と

は
、
も
は
や
妥
当
な
も
の
と
は

え
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
戦
争
状
態
論
は
復
仇
の
正
当
性
を
支
え
る
理
論

的
根
拠
と
し
て
の
意
義
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

１

平
和
を
害
す
る
行
為
と
し
て
の
復
仇

戦
争
状
態
論
の
特
徴
は
ま
ず
、
紛
争
処
理
過
程
を
平
時
と
戦
時
に
二
分
化
し
て
捉
え
、
復
仇
は
た
と
え
そ
れ
が
軍
事
的
措
置
を
伴
う
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も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
お
平
和
と
両
立
す
る
も
の
と
す
る
点
に
あ
っ
た
。
と
は
い
え
戦
間
期
に
入
る
と
、
復
仇
措
置
と
し

て
相
手
国
領
域
に
対
す
る
爆
撃
な
ど
ま
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
単
に
国
家
の
戦
争
意
思
を
基
準
と
し
て
平
和
と
戦
争
を
区
別
す
る

こ
と
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
復
仇
と
戦
争
を
区
別
す
る
こ
と
の
形
式
性
が
あ
ま
り
に
露
わ
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
状
況
が
生
じ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
二
三
年
の
コ
ル
フ
島
事
件
に
お
い
て
イ
タ
リ
ア
は
復
仇
措
置
と
し
な
が
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
領
を
爆
撃
し
た

上
で
、
そ
の
一
部
を
占
拠
す
る
な
ど

96
し
た
。
ま
た
、
一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
に
お
い
て
は
、
日
本
は
戦
争
に
訴
え
る
意
思
を
有
し
な

い
と
し
な
が
ら
も
、
中
国
領
域
に
対
す
る
軍
事
侵
攻
を
継
続

97
し
た
。
こ
う
し
た
軍
事
活
動
は
、
そ
の
実
態
に
お
い
て
は
戦
争
行
為

（a
cts
o
f
w
a
r

）
と
変
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
戦
争
状
態
論
に
基
づ
く
限
り
、
紛
争
当
事
国
が
戦
争
に
訴
え
る
意
思
は
有
し
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
戦
争
状
態
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
事
態
を
前
に
し
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、
た
と
え
こ
れ
ら
の
軍
事
的
措
置
が
戦
争
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な

く
と
も
、
そ
れ
ら
は
国
家
間
の
通
常
の
秩
序
状
態
と
し
て
の
平
和
を
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
正
当
な
措
置
と
は
認

め
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
ラ
イ
ト
（Q

.
W
rig
h
t

）
は
、
戦
争
が
法
的
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
も
は
や
戦
争
に
至
ら
な
い
実
力

的
措
置
を
「
平
和
的
」
手
段
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

98
し
た
。
一
九
二
八
年
に
締
結
さ
れ
た
不
戦
条
約
は
そ
の
第
二
条
に
お
い

て
、
締
約
国
は
そ
の
全
て
の
紛
争
に
つ
き
「
平
和
的
手
段
」
以
外
の
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
処
理
を
求
め
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
定
め
て
い
る
。
ラ
イ
ト
は
、
復
仇
な
ど
の
強
制
的
措
置
は
、
た
と
え
戦
争
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
と
も
（
第
一
条
に
定
め
る
戦

争
放
棄
の
約
定
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
と
も

、
こ
の
第
二
条
に
定
め
ら
れ
る
義
務
に
反
す
る
も
の
と
さ
れ
う
る
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
（J.L

.
B
rierly

）
は
、
不
戦
条
約
が
そ
の
前
文
に
お
い
て
、
締
約
国
間
に
お
け
る
「
一
切
ノ
変
更
ハ
、
平
和
的
手

段
ニ
依
リ
テ
ノ
ミ
之
ヲ
求
ム
ヘ
ク
、
又
平
和
的
ニ
シ
テ
秩
序
ア
ル
手
続
（o

rd
erly

p
ro
cess

）
ノ
結
果
タ
ル
ヘ
キ
コ
ト
…
…
ヲ
確
信
シ
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
せ
ば
、
た
と
え
戦
争
に
至
ら
な
い
強
制
的
措
置
を
形
式
的
に
は
平
和
と
言
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
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も
、
そ
れ
は
「
秩
序
あ
る
」
手
続
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と

99
し
た
。
ラ
イ
ト
や
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
等
の
こ
う
し
た
見
解
は
、

復
仇
の
よ
う
な
強
制
的
措
置
が
法
的
な
意
味
で
の
戦
争
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
も
は
や
実
質
的
な
意
味
で
の
「
平

和
」
と
両
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
害
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言

え
る
。

実
際
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
国
際
連
盟
の
実
行
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
一
九
三
一
年
の
満
州
事

変
に
お
い
て
は
、
紛
争
当
事
国
で
あ
っ
た
日
本
と
中
国
が
い
ず
れ
も
戦
争
の
存
在
を
否
定
す
る
態
度
を
示
し
た
た
め
、
連
盟
理
事
会
も

形
式
的
に
は
、
本
件
に
お
い
て
日
本
が
連
盟
規
約
に
反
し
て
戦
争
に
訴
え
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
問
題
と
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
同
理

事
会
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
事
実
審
査
委
員
会
（
い
わ
ゆ
る
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
）
の
報
告
に
基
づ
い
て
採
択
さ
れ
た
連
盟
総
会
決
議
で

も
、
同
報
告
書
が
本
件
を
「
偽
装
さ
れ
た
戦
争
（d

isg
u
ised

w
a
r

」
で
あ
る
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
本
件
に
お
い
て
戦
争

状
態
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
た
。
と
は
い
え
他
方
で
は
、
連
盟
理
事
会
の
審
議
過
程
に
お
い
て
は
、
本
件
に
お
け
る
よ
う
な
戦
争
意

思
を
伴
わ
な
い
軍
事
活
動
が
平
和
と
両
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
国
家
間
の
通
常
の
状
態
と
し
て
の
平
和
を
害
す
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
現
在
、
理
事
会
に
求
め
ら
れ
て
い
る
責
務
で
あ
る
と
の
発
言
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
議
長
を
務
め
た

フ
ラ
ン
ス
代
表
の
ブ
リ
ア
ン
（A

.
B
ria
n
d

）
も
、

本
件
事
情
の
下
で
の
軍
事
占
領
が
平
和
的
手
段
（p

a
cifc

m
ea
n
s

）
に
分
類
さ
れ
る

も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
世
論
に
よ
っ
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う

、
と
指
摘
し
た
。
こ
の
ブ
リ

ア
ン
の
指
摘
は
、
多
く
の
理
事
会
構
成
国
の
代
表
に
共
通
し
た
認
識
の
み
な
ら
ず
、
満
州
事
変
に
対
す
る
当
時
の
世
論
の
状
況
を
も
反

映
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
連
盟
総
会
も
そ
の
決
議
に
お
い
て
、
不
戦
条
約
第
二
条
が
平
和
的
手
段
に
よ
る
紛
争
処
理
を
義

務
づ
け
て
い
る
こ
と
、
ま
た
軍
事
的
圧
力
に
よ
る
紛
争
の
処
理
を
試
み
る
こ
と
は
連
盟
規
約
の
精
神
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
判

断
を
示
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
間
期
に
お
け
る
学
説
及
び
連
盟
に
お
け
る
実
行
に
照
ら
せ
ば
、
他
国
に
対
す
る
武
力
的
措
置
で
あ
っ
て
も
平
和
状
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態
と
両
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
、
も
は
や
現
実
的
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
法
的
擬
制
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
点
に
お
い
て
ま
ず
、
戦
争
状
態
論
は
破
綻
を
き
た
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

２

戦
争
と
復
仇
の
相
対
化

戦
争
違
法
化
の
進
展
が
戦
争
状
態
論
に
対
し
て
与
え
た
影
響
は
、
し
か
し
、
復
仇
の
平
和
的
性
格
の
否
定
に
留
ま
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
の
進
展
は
、
さ
ら
に
戦
争
状
態
論
に
基
づ
く
戦
争
の
捉
え
方
自
体
に
対
す
る
批
判
を
も
喚
起
す
る
こ
と
と
な
り
、
も
は
や
も
っ

ぱ
ら
国
家
の
戦
争
意
思
の
有
無
に
よ
り
「
戦
争
」
の
存
在
を
認
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
の
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う

に
も
な
っ
て
い
た
。

例
え
ば
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
は
、
国
家
が
た
と
え
戦
争
意
思
を
示
さ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
国
家
の
行
為
が
そ
の
性
質
上
、
戦
争
行
為

に
類
似
す
る
措
置
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
国
家
は
戦
争
に
訴
え
た
と
判
断
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
（J.F

.

W
illia
m
s

）
も
、
戦
争
の
存
在
を
判
断
す
る
基
準
は
、
国
家
が
暴
力
的
措
置
に
訴
え
た
か
否
か
と
い
う
客
観
的
基
準
に
よ
る
の
で
あ

り
、
戦
争
意
思
の
有
無
は
問
題
で
は
な
い
と
し
た
。
戦
争
違
法
化
を
定
め
る
条
約
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
の
有
無
を
単
に
紛

争
当
事
国
の
意
思
に
よ
っ
て
の
み
判
断
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
条
約
の
存
在
意
義
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
主
張
で
あ
る
。

ま
た
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
（H

.
L
a
u
terp
a
ch
t

）
は
、
過
去
の
実
行
に
お
い
て
は
、
第
三
国
が
中
立
状
態
の
設
定
を
望
む
場
合
に
は
、

紛
争
当
事
国
が
戦
争
意
思
を
示
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
戦
争
の
認
定
が
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
第

三
国
は
戦
争
の
認
定
に
つ
い
て
裁
量
を
認
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
連
盟
規
約
の
よ
う
な
戦
争
違
法
化
を
定
め
る
条
約
に

反
す
る
戦
争
が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
条
約
の
加
盟
国
あ
る
い
は
条
約
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
機
関
の
認
定
に
任
さ
れ

る
、
と
し
た
。
同
様
に
ラ
イ
ト
も
ま
た
、
戦
争
の
存
在
は
武
力
行
使
の
規
模
に
で
も
紛
争
当
事
国
の
意
思
に
で
も
な
く
、
第
三
国
に
よ

る
一
般
的
な
承
認
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
た
。
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ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
等
と
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
等
の
い
ず
れ
の
見
解
が
当
時
の
状
況
の
下
で
適
切
で
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
こ
で
は
重
要
な
問

題
で
は
な
い
。
本
稿
の
観
点
か
ら
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
学
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
と
り
わ
け
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
お
い
て

は
、
違
法
化
の
対
象
と
さ
れ
る
戦
争
の
認
定
が
、
紛
争
当
事
国
の
意
思
と
は
別
に
な
さ
れ
る
も
の
と

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の

結
果
と
し
て
復
仇
と
戦
争
の
区
別
が
相
対
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
禁
じ
ら
れ
る
戦
争
に
国
家
が
訴
え
た
か
否
か
が
、
国
際
法
上

当
然
に
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
第
三
者
（
国
際
機
関
、
第
三
国
）
の
認
定
を
介
し
て
で
あ
れ
、
国
家
が
行
使
す
る
具
体
的
な
措
置
の
態
様

に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
る
と

え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
武
力
復
仇
は
戦
争
と
同
様
に
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
対
象
に
す
ぎ
な
い
も
の
と

な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
復
仇
と
戦
争
の
区
別
の
相
対
化
は
、
戦
争
意
思
を
伴
う
こ
と
な
く
武
力
行
使
が
行
わ
れ
た
事
態
に
お
け
る
連
盟
理
事
会
の
対
応

か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ル
フ
島
事
件
に
際
し
て
イ
タ
リ
ア
は
自
ら
の
行
為
を
復
仇
と
し
、
ま
た
連
盟
理
事
会
も
イ
タ
リ
ア
が
連
盟
規
約
に
反
し
て
戦
争
に

訴
え
た
と
認
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
本
件
の
処
理
が
も
っ
ぱ
ら
連
盟
理
事
会
と
は
別
の
国
際
機
関
に
委
ね
ら
れ

た
た
め
で
あ
り
、
連
盟
理
事
会
は
積
極
的
に
イ
タ
リ
ア
の
復
仇
措
置
が
連
盟
規
約
に
反
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
連
盟
理
事
会
は
本
件
が
最
終
的
な
解
決
を
見
た
後
に
法
律
家
特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
本
件
に
よ
り
提
起
さ
れ

た
国
際
法
上
の
問
題
の
一
つ
と
し
て
、
次
の
点
に
つ
い
て
諮
問
し
た
。

戦
争
行
為
を
構
成
す
る
も
の
と
意
図
さ
れ
な
い
強
制
的
措
置
（m

ea
su
res
o
f
co
ercio

n

）
は
、
そ
れ
が
規
約
一
二
条
か
ら
一

五
条
に
定
め
ら
れ
る
手
続
に
事
前
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
一
の
連
盟
加
盟
国
に
よ
っ
て
他
の
加
盟
国
に
対
し
て
執
ら
れ
た
場
合
、

そ
れ
ら
の
条
項
と
両
立
す
る
か
。

こ
れ
に
対
し
法
律
家
特
別
委
員
会
は
次
の
よ
う
に
回
答
し
た
。

戦
争
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
な
い
強
制
的
措
置
は
、
規
約
一
二
条
か
ら
一
五
条
ま
で
の
条
項
と
一
致
す
る
こ
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と
も
あ
り
、
一
致
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
紛
争
が
理
事
会
に
付
託
さ
れ
た
場
合
に
は
、
事
件
の
全
て
の
状
況
と
執
ら
れ
た

措
置
の
性
質
を
適
切
に

慮
し
て
、
そ
の
よ
う
な
措
置
の
継
続
ま
た
は
そ
の
撤
回
を
勧
告
す
る
か
否
か
は
、
理
事
会
に
よ
っ
て
直

ち
に
決
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
回
答
に
つ
い
て
は
、
そ
の
曖
昧
さ
を
批
判
す
る
見
解
も
見
ら
れ
、
こ
の
意
見
を
ふ
ま
え
て
連
盟
規
約
と
復
仇
と
の
関
係

に
つ
き
、
学
説
に
よ
っ
て
も
様
々
に
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
委
員
会
の
こ
の
回
答
は
、
少
な
く
と
も
次
の
一
点
に
お
い
て
は
明
確
な

立
場
を
示
し
た
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
委
員
会
は
、
禁
じ
ら
れ
る
戦
争
の
存
在
は
も
っ
ぱ
ら
紛
争
当
事
国
の
戦
争
意
思
の
存
在
に
よ

る
と
す
る
立
場
の
妥
当
性
を
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
戦
争
は
国
家
の
戦
争
意
思
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
と
す
る
戦
争
状
態

論
を
厳
格
に
維
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
諮
問
さ
れ
た
問
題
に
対
し
て
は
端
的
に
、

戦
争
意
思
を
伴
わ
な
い
強
制
的
措
置
は
、
連
盟
規

約
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
回
答
す
る
ほ
か
に
な
い
。
実
際
、
学
説
の
中
に
は
そ
の
よ
う
な
立
場
を
示
す
も
の
も
見
ら
れ
た
。
し

か
し
、
法
律
家
特
別
委
員
会
は
、
そ
う
し
た
見
解
に
支
持
を
示
さ
ず
、
戦
争
意
思
を
伴
わ
な
い
強
制
的
措
置
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
連

盟
規
約
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
戦
争
の
行
使
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
点
に
お
い
て
復
仇
と
戦
争
の
区
別
を
相
対

化
す
る
立
場
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
攻
に
際
し
て
、
よ
り
明
確
な
形
で
連
盟
理
事
会
に
よ
り
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
イ
タ
リ
ア
は
一
九
三
五
年
に
エ
チ
オ
ピ
ア
に
対
し
て
大
規
模
な
軍
事
侵
攻
を
開
始
し
た
が
、
そ
の
際
に
イ
タ
リ
ア
政

府
は
戦
争
宣
言
を
行
う
こ
と
を
意
図
的
に
避
け
、
連
盟
理
事
会
に
お
い
て
も
自
ら
の
行
為
を
自
衛
権
の
行
使
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
連

盟
理
事
会
は
、
本
件
に
お
け
る
対
応
を
決
定
す
る
に
先
立
ち
、
イ
タ
リ
ア
の
軍
事
行
動
に
よ
り
生
じ
た
事
態
の
性
質
を
検
討
す
る
委
員

会
を
設
置
し
、
委
員
会
に
対
し
て
と
り
わ
け
、
イ
タ
リ
ア
は
連
盟
規
約
に
反
し
て
戦
争
に
訴
え
、
同
国
と
エ
チ
オ
ピ
ア
と
の
間
に
戦
争

状
態
が
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
れ
に
対
し
、
委
員
会
は
、
本
件
に
お
け
る
事
実
と
連
盟
規
約
及
び
不
戦
条

約
に
定
め
ら
れ
る
義
務
を
確
認
し
た
上
で
、
結
論
と
し
て
、

イ
タ
リ
ア
政
府
は
連
盟
規
約
第
一
二
条
に
基
づ
く
約
定
に
反
し
て
戦
争
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に
訴
え
た
」
と
認
定
し
た
。
本
件
で
は
明
確
に
、
紛
争
当
事
国
の
戦
争
意
思
の
表
明
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
違
法
と
さ
れ
る
戦
争
の
存

在
が
連
盟
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
に
見
た
学
説
と
連
盟
に
お
け
る
実
行
に
お
い
て
も
、
戦
争
を
特
殊
な
法
的
状
態
と
し
て
捉
え
る
理
解
が
戦
争
法
・
中
立
法
の
適

用
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
な
お
一
定
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
ま
で
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
明
ら

か
に
す
る
の
は
、
戦
争
状
態
論
は
も
は
や
、
現
実
に
お
け
る
武
力
行
使
と
戦
争
と
を
区
別
す
る
法
的
基
礎
と
し
て
の
妥
当
性
を
認
め
ら

れ
な
く
な
り
、
前
者
も
戦
争
違
法
化
の
射
程
に
含
ま
れ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
争
の
違
法
化

を
試
み
つ
つ
、
な
お
も
そ
の
対
象
を
戦
争
状
態
論
に
基
づ
き
捉
え
る
な
ら
ば
、
国
家
は
戦
争
意
思
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
常
に
戦

争
放
棄
義
務
違
反
と
の
非
難
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
不
合
理
さ
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
も
の
の
、
と
は
い
え
、
戦

争
状
態
論
が
な
お
妥
当
す
る
も
の
と
す
る
認
識
が
維
持
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
不
合
理
さ
を
率
直
に
認
め
る
こ
と
が
妨

げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
コ
ル
フ
島
事
件
、
満
州
事
変
、
そ
し
て
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
攻
な
ど
は
、
戦
争
状
態
論
に
基
づ
き
、
戦
争
意
思

を
伴
わ
な
い
が
ゆ
え
に
そ
う
し
た
他
国
に
対
す
る
武
力
行
使
を
戦
争
で
は
な
い
と
す
る
態
度
の
欺
瞞
性
を
意
識
さ
せ
る
と
こ
ろ
と
な

り
、
そ
の
結
果
と
し
て
そ
の
よ
う
な
区
別
の
妥
当
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

復
仇
概
念
の
正
当
性
へ
の
影
響

以
上
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
戦
間
期
に
お
け
る
戦
争
違
法
化
の
進
展
に
よ
る
戦
争
状
態
論
の
破
綻
は
、
紛
争
処
理
過
程
の
二
分

化
を
前
提
と
し
た
復
仇
と
戦
争
の
区
別
に
根
本
的
な
変
化
を
生
じ
さ
せ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
国
家
の
武
力
的
強
制
を
戦
争
意
思

の
有
無
に
よ
り
武
力
復
仇
措
置
と
戦
争
行
為
に
区
別
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
恣
意
的
な
区
別
で
あ
り
、
両
者
は
と
も
に
国
際
社
会
の
基

本
的
秩
序
と
し
て
の
平
和
を
害
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
戦
間
期
に
は
い
る
と
、
復
仇
の
戦
争
回
避
手

続
き
と
し
て
の
正
当
性
を
強
く
批
判
す
る
見
解
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
伝
統
的
復
仇
概
念
の
正
当
性
が
戦
争
状
態
論
に
基
づ
く
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形
式
的
な
戦
争
観
念
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
戦
争
状
態
論
の
破
綻
に
伴
う
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。例

え
ば
、
コ
ル
フ
島
事
件
を
契
機
と
し
て
、
復
仇
制
度
は
も
は
や
連
盟
規
約
の
下
で
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
有

力
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
論
者
で
あ
っ
た
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
シ
ェ
ー
ル
（D

e
V
issch

er

）
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ

た
。
規
約
上
の
紛
争
処
理
制
度
と
復
仇
措
置
と
の
関
係
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
一
般
国
際
法
は

武
力
復
仇
の
行
使
を
正
当
な
も
の
と
す
る
の
か
、
次
い
で
、
規
約
上
の
義
務
に
よ
っ
て
連
盟
加
盟
国
間
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
程
度
そ

の
伝
統
的
観
念
が
修
正
さ
れ
た
か
、
と
い
う
二
つ
の
点
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
ま
ず
、
復
仇
制
度
が
国

際
法
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
第
一
に
、
復
仇
の
場
合
に
は
武
力
の
行
使
が
特
定
の
目
的
の
追
求
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
、
戦
争
に
よ
る

よ
り
大
き
な
惨
禍
が
回
避
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
第
二
に
は
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
国
が
賠
償
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
実
力
に
訴

え
ざ
る
を
得
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
つ
の

慮
に
応
え
る
た
め
で
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
彼
は
、
連

盟
規
約
上
の
紛
争
処
理
制
度
の
存
在
を
指
摘
し
、
政
治
的
で
あ
る
と
法
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
連
盟
加
盟
国
は
そ
の
紛
争
を
当
該
制

度
に
定
め
ら
れ
る
手
続
に
付
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
制
度
の
下
で
は
も
は
や
復
仇
制
度
の
存
在
理
由
は
認

め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
つ
ま
り
、
連
盟
規
約
が
戦
争
回
避
の
た
め
の
集
団
的
・
制
度
的
な
手
続
を
設
け
て
い
る
以
上
、
各
国
家
が
戦
争

回
避
と
い
う
目
的
の
た
め
に
個
別
的
に
復
仇
に
訴
え
る
こ
と
は
も
は
や
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
同
様
の
見
地
か

ら
グ
ラ
リ
ン
ス
キ
（Z

.
G
ra
lin
sk
i

）
は
、
連
盟
規
約
の
成
立
に
よ
っ
て
復
仇
制
度
の
必
要
性
は
全
く
消
滅
し
た
と
し
、
友
好
的
手
続
に

付
す
前
に
復
仇
に
訴
え
る
こ
と
は
規
約
の
精
神
に
反
す
る
と
し
た
。

こ
の
よ
う
な
戦
争
回
避
手
続
と
し
て
の
復
仇
概
念
の
正
当
性
に
対
す
る
批
判
は
、
国
家
代
表
の
見
解
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
例
え
ば
、
一
九
二
四
年
に
連
盟
総
会
で
採
択
さ
れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
解
決
議
定
書
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
エ
ル
サ
ル
バ
ド

ル
代
表
で
あ
っ
た
ゲ
レ
ロ
は
、
も
は
や
復
仇
制
度
は
国
際
法
上
、
廃
止
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
、
次
の
よ
う
に
述

73

伝統的復仇概念の法的基礎とその変容（岩月直樹)



べ
た
。

す
べ
て
の
強
制
お
よ
び
復
仇
措
置
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
他
国
領
域
の
自
国
民
の
保
護
の
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て
一
般
に
用
い

ら
れ
る
武
力
措
置
で
あ
っ
て
も
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
議
定
書
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
新
た
な
国
際
制
度
と
は
両
立
し
な
い
。

そ
れ
ら
は
平
和
に
対
し
て
非
常
に
危
険
な
脅
威
を
構
成
す
る
が
ゆ
え
に
、
何
ら
の
誤
解
の
余
地
を
も
残
さ
な
い
よ
う
な
文
言
で
廃

止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
議
定
書
に
よ
る
違
法
化
の
対
象
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
、

戦
争
」
で
は
な
く
「
武
力
の
行
使
」
と
す
べ
き
と
し
た
ゲ
レ
ロ
の
修
正
案

は
、
連
盟
規
約
と
の
文
言
上
の
一
致
が
保
た
れ
る
べ
き
と
の
理
由
か
ら
否
決
さ
れ
た
も
の
の
、
し
か
し
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、

ベ
ル
ギ
ー
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
そ
し
て
日
本
代
表
か
ら
も
支
持
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
復
仇
の
正
当
性
に
批
判
的
な
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
は
、
戦
争
状
態
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
復
仇
は
戦
争
状
態
を
生
じ
さ

せ
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
そ
れ
は
国
際
連
盟
規
約
の
下
で
も
な
お
も
許
容
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
見

た
よ
う
に
、
戦
争
状
態
論
は
戦
争
違
法
化
の
進
展
と
と
も
に
破
綻
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
連
盟
規
約
、

あ
る
い
は
戦
争
違
法
化
を
定
め
る
条
約
を
前
に
し
て
も
な
お
、
復
仇
は
そ
れ
ら
と
両
立
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
説
得
力
を

認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
、
そ
う
し
た
主
張
を
示
す
論

者
自
身
に
よ
っ
て
も
意
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
っ
た
シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
（K

.
S
tru
p
p

）
は
コ
ル
フ
島
事
件
に
つ

い
て
論
じ
た
際
、
復
仇
は
平
時
の
平
和
的
手
段
で
あ
り
、
連
盟
規
約
も
そ
れ
を
明
確
に
禁
じ
て
い
な
い
以
上
、
そ
れ
は
当
然
に
は
同
規

約
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
戦
争
違
法
化
の
進
展
は
、
シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
に
そ
う
し
た
立
場
に
留
ま
る
こ

と
を
許
す
も
の
で
は
な
く
、
シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
は
そ
の
後
、
一
九
三
五
年
に
著
し
た
復
仇
に
関
す
る
論

に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
複
雑
な
制
度
を
持
つ
連
盟
規
約
を
、
他
方
で
戦
争
を
禁
じ
た
不
戦
条
約
を
到
達
点
と
し
て
、
国
際
法
は
戦
争
を
国
際
法
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体
系
か
ら
排
除
す
る
傾
向
を
見
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
九
一
九
年
以
前
の
見
方
は
変
化
し
た
。
戦
争
が
無
制
約
に
合
法
な

も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
武
力
復
仇
は
な
お
の
こ
と
そ
う
で
あ
り
、
ま
た
戦
争
状
態
か
ら
生
じ
る
忌
む
べ
き
法
的
な
結
果
を
避
け

る
た
め
に
有
用
で
さ
え
あ
り
え
た
。
し
か
し
観
念
体
系
は
変
化
し
た
（l’id

eo
lo
g
ie
a
ch
a
n
g
e

。
国
際
連
盟
規
約
と
不
戦
条
約
の

依
拠
す
る
基
本
観
念
は
、
国
際
紛
争
を
国
際
法
に
よ
っ
て
用
意
さ
れ
た
平
和
的
な
手
段
に
よ
っ
て
、
平
和
的
に
解
決
す
る
こ
と
で

あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
主
観
的
に
忌
む
べ
き
、
あ
る
い
は
両
紛
争
当
事
国
に
と
っ
て
忌
む
べ
き
結
果
を
避
け
る
た
め
に
敵

対
的
な
実
力
手
段
を
合
法
な
も
の
と
認
め
る
こ
と
は
、
形
容
矛
盾
で
あ
る
。
そ
れ
を
否
定
す
る
見
解
は
、
理
性
、
倫
理
、
そ
し
て

法
的
観
点
か
ら
は
最
も
重
要
で
あ
る
が

国
際
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
信
義
誠
実
の
原
則
に
違
背
す
る
。

そ
し
て
シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
は
、
も
は
や
復
仇
を
平
和
的
手
段
と
す
る
こ
と
は
「
偽
善
（h

y
p
o
crisie

」
で
あ
る
と
断
じ
た
。
紛
争
処
理

の
法
構
造
が
戦
争
回
避
と
い
う
点
で
大
き
な
変
容
を
被
る
中
で
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
は
戦
争
回
避
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ
た
そ
の
正

当
性
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
シ
ュ
ト
ル
ッ
プ
も
そ
う
し
た
変
化
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

96

F
.P
.
W
a
lters,

A
H
istory

of
th
e
L
eagu

e
of
N
ation

s,
1952,

p
p
.244-255.

97

Ibid
.,
p
p
.466-499.

98

Q
.
W
rig
h
t,“W

h
en
D
o
es
W
a
r
E
x
ist?”,

A
JIL
,
v
o
l.26

（1932
,
p
.367.

99

J.L
.
B
rierly

,“In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
a
n
d
R
eso
rt
to
A
rm
ed
F
o
rce”,

C
am
brid
ge
L
aw
Jou
rn
al,
v
o
l.4

（1932
,
p
.314.

一
九
二
八
年
の
ボ
リ
ヴ
ィ
ア＝

パ
ラ
グ
ア
イ
国
境
紛
争
（
チ
ャ
コ
紛
争
）
に
際
し
て
、
理
事
会
議
長
で
あ
っ
た
ブ
リ
ア
ン
（
フ
ラ
ン
ス
代
表
）
は
、
両
国
の
軍
事
衝

突
が
国
際
平
和
に
対
し
て
脅
威
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
し
、
平
和
的
手
続
に
よ
る
紛
争
処
理
を
害
す
る
行
動
を
慎
む
よ
う
求
め
た
。M

on
th
ly
S
u
m
m
ary

of
th
e

L
eagu

e
of
N
ation

s,
v
o
l.8

（1928
,
p
.400

（h
erea

fter
referred

a
s
M
S
L
N
.

な
お
、
本
件
は
紛
争
当
事
国
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
理
事
会
に
紛
争
が
付
託
さ

れ
な
か
っ
た
。
軍
事
衝
突
を
伴
う
紛
争
が
規
約
第
一
〇
条
及
び
第
一
一
条
に
基
づ
い
て
理
事
会
に
付
託
さ
れ
た
例
と
し
て
は
一
九
二
五
年
の
ギ
リ
シ
ャ＝

ブ
ル
ガ
リ
ア
国

境
紛
争
が
あ
る
が
、
本
件
が
偶
発
的
な
事
件
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
両
紛
争
当
事
国
が
平
和
的
処
理
手
続
に
よ
る
解
決
に
同
意
し
た
こ
と
も
あ
り
、
本
件
で
の
軍
事
的
措

置
が
国
際
平
和
を
害
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
特
に
問
わ
れ
な
か
っ
た
。M

S
L
N
,
v
o
l.5

（1925
,
p
p
.327-331.

本
件
紛
争
を
、
復
仇
と
戦
争
の
区
別
の
相
対
化
と
の

関
連
で
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
次
を
参
照
。C

.G
.
T
en
ek
id
ees,“L

’
ev
o
lu
tio
n
d
e
l’
id
ee
d
es
m
esu
res
co
ercitiv

es
et
la
S
o
ciete

d
es
N
a
tio
n
s”,
R
evu
e
d
e
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d
roit

in
tern
ation

al
et
d
e
legislation

com
paree,

to
m
e
7

（3
em
e
serie

）

1926
,
p
p
.398-418.

L
eagu

e
of
N
ation

s
O
fficial

Jou
rn
al,
12

Y
ea
r,
N
o
.12

（1931
,
p
p
.2267-2268

（h
erea

fer
referred

a
s
L
N
O
J
.

“L
ea
g
u
e
o
f
N
a
tio
n
s
A
ssem

b
ly
R
ep
o
rt
o
n
th
e
S
in
o
-Ja
p
a
n
ese
D
isp
u
tes”,

rep
rin
ted
in
A
JIL
,
v
o
l.27

（S
u
p
p
lem
en
t

）

1933
,
p
.146.

L
N
O
J,
12

Y
ea
r,
N
o
.12

（1931
,
p
p
.2284,

2308.

L
N
O
J,
12

Y
ea
r,
N
o
.12

（1931
,
p
.2355.

連
盟
リ
ー
ガ
リ
ズ
ム
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
連
盟
理
事
会
の
審
議
に
お
い
て
法
的
議
論
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
武
力
紛
争
が
平
和
を
害
す

る
と
す
る
こ
れ
ら
の
発
言
が
法
的
含
意
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
当
然
に
意
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。C

f.
J.L
.
K
u
n
z,“T

h
e
S
w
in
g
o
f
th
e
P
en
d
u
-

lu
m
：
F
ro
m
O
v
erestim

a
tio
n
to
U
n
d
erestim

a
tio
n
o
f
In
tern
a
tio
n
a
l
L
a
w
”,
A
JIL
,
v
o
l.44

（1950
,
p
p
.135-140.

O
p.
cit.,

su
pra
n
o
te
102,

p
p
.147-148.

コ
ル
フ
島
事
件
以
降
に
は
、
戦
争
状
態
論
を
厳
格
に
維
持
す
る
見
解
は
む
し
ろ
少
数
説
と
な
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
戦
争
状
態
の
発
生
を
国
家
の
戦
争

意
思
に
基
づ
く
と
す
る
立
場
が
維
持
さ
れ
る
場
合
で
も
、
戦
争
意
思
の
推
定
を
通
し
て
事
実
上
の
戦
争
が
存
在
す
る
場
合
に
戦
争
状
態
の
発
生
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。A

.
M
cN
a
ir,“T

h
e
L
eg
a
l
M
ea
n
in
g
o
f
W
a
r,
a
n
d
th
e
R
ela
tio
n
o
f
W
a
r
to
R
ep
risa
ls”,
T
ran
saction

s
of
th
e
G
rotiu

s

S
ociety,

v
o
l.11

（1926
,
p
p
.39-46.

B
rierly

,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
99,
p
p
.313-314.

C
f.
E
.M
.
B
o
rch
a
rd
,
“
“W
a
r”
a
n
d
“P
ea
ce”
”,
A
JIL
,
v
o
l.27

（1933
,
p
p
.114-117.

S
ir
Jo
h
n
F
isch
er
W
illia
m
s,“T

h
e
C
o
v
en
a
n
t
o
f
th
e
L
ea
g
u
e
o
f
N
a
tio
n
s
a
n
d
W
a
r”,
C
am
brid
ge
L
aw
Jou
rn
al,
v
o
l.5

（1933
,
p
.14.

C
f.
W
.

W
.
W
illo
u
g
h
b
y
,
T
h
e
S
in
o-Japan

ese
C
on
troversy

an
d
th
e
L
eagu

e
of
N
ation

s,
1935,

p
p
.539-552.

H
.
L
a
u
terp
a
ch
t,““R

eso
rt
to
W
a
r”
a
n
d
th
e
In
terp
reta
tio
n
o
f
th
e
C
o
v
en
a
n
t
d
u
rin
g
th
e
M
a
n
ch
u
ria
n
D
isp
u
te”,
A
JIL
,
v
o
l.28

（1934
,
p
p
.

46-55.Q
.
W
rig
h
t,
T
h
e
E
xistin

g
L
egal

S
itu
ation

as
It
R
elates

to
th
e
C
on
flict

in
th
e
F
ar
E
ast,
1939,

p
.93.

万
国
国
際
法
学
会
は
一
九
三
四
年
に
採
択
し
た
「
平
時
復
仇
に
関
す
る
決
議
」
に
お
い
て
、

武
力
復
仇
は
戦
争
の
行
使
と
同
じ
条
件
に
お
い
て
禁
じ
ら
れ
る
」
と

し
た
（
第
四
条

。O
p.cit.,

su
pra
n
o
te
91,
p
.709.

M
S
L
N
,
v
o
l.3
n
o
.9

（1923
,
p
.215.

M
S
L
N
,
v
o
l.4,
n
o
.1

（1924
,
p
.53.

本
回
答
を
含
む
報
告
は
連
盟
理
事
会
に
よ
っ
て
満
場
一
致
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
。

本
件
を
契
機
と
し
て
復
仇
の
連
盟
規
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
諸
学
説
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。

N
.N
.
P
etra
scu
,
L
es
m
esu
res

d
e

con
train

te
in
tern
ation

ale
qu
i
n
e
son
t
pas
la
gu
erre

en
tre
E
tats

m
em
bres

d
e
la
S
ociete

d
es
N
ation

s,
1927,

p
p
.105-205.

K
.
S
tru
p
p
,“L
’in
cid
en
t
d
e
Ja
n
in
a
en
tre
la
G
rece

et
l’Ita
lie”,

R
evu
e
gen
erale

d
e
d
roit

in
tern
ation

al
pu
blic,

to
m
e
6

（1924
,
p
p
.255-284 ；

田
岡
良
一
「
連
盟
規
約
第
十
二
条
と
平
時
復
仇
に
つ
い
て
」
外
交
時
報
第
四
六
一
号
（
一
九
二
四
年
）
六
〇
｜
六
六
頁
。

L
a
u
terp
a
ch
t,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
110,

p
.54.
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イ
タ
リ
ア
に
よ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
攻
と
、
そ
れ
に
対
す
る
連
盟
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
次
を
参
照
。W
a
lters,

op.cit.,
su
pra
n
o
te
96,
p
p
.622-691.

L
N
O
J,
16

Y
ea
r,
N
o
.11,

p
.1213.

Ibid
.,
p
.1225.

本
報
告
は
連
盟
理
事
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
。

例
え
ば
、
戦
争
法
の
平
等
適
用
を
説
明
す
る
論
理
と
し
て
「
戦
争
」
を
特
殊
な
状
態
と
し
て
捉
え
る
戦
争
状
態
論
が
な
お
一
定
の
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
あ
り
う

る
。
参
照
、
田
中
忠
「
武
力
規
制
法
の
基
本
構
造
」『
現
代
国
際
法
の
指
標
』

一
九
九
四
年
）
二
六
六
｜
二
七
一
頁
。

戦
間
期
に
進
展
し
た
戦
争
違
法
化
の
動
き
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
復
仇
の
よ
う
に
戦
争
に
至
ら
な
い
武
力
行
使
ま
で
を
も
禁
止
の
対
象
に
含
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
参
照
、
宮
内
靖
彦
「
武
力
復
仇
の
規
制
に
関
す
る
『
国
際
法
の
欠
缺
』
の
起
源
と
展
望
」
島
田
征
夫
他
編
『
変
動
す
る
国
際
社
会
と
法
』

一
九

九
六
年
）
三
一
五
｜
三
四
四
頁
。
こ
う
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
戦
争
違
法
化
の
過
程
に
お
い
て
は
全
面
的
な
武
力
闘
争
の
一
部
と
し
て
行
わ
れ
る
武
力
行
使
の
み
が
違
法

化
の
対
象
と
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
武
力
不
行
使
原
則
の
射
程
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
以
上
に
検
討
し
た
戦
争
状
態
論
の
破
綻
に
鑑
み
れ
ば
、

少
な
く
と
も
、
限
定
的
な
武
力
的
措
置
の
合
法
性
を
伝
統
的
な
復
仇
概
念
に
求
め
る
こ
と
は
、
も
は
や
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
た
と
え
限
定
的
な
武
力
的
措
置
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
措
置
の
合
法
性
は
自
衛
権
、
あ
る
い
は
新
た
な
法
概
念
に
求
め
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
参
照
、
森
肇
志
「
戦
間
期
に
お
け
る
『
自
衛
権
』
概
念
の
一
断
面
」
社
会
科
学
研
究
（
東
京
大
学
）
第
五
三
巻
四
号
（
二
〇
〇
二
年
）
六
九
｜
一
〇

一
頁
、
宮
内
靖
彦
「
国
際
テ
ロ
行
為
に
対
す
る
報
復
爆
撃
の
問
題
提
起
」
國
學
院
法
学
第
三
八
巻
（
二
〇
〇
〇
年
）
七
五
｜
一
三
六
頁
。
ま
た
、
そ
う
し
た
措
置
を
伝
統

的
な
復
仇
概
念
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
こ
と
が
現
代
国
際
法
の
下
で
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
国
連
に
お
け
る
諸
決
議
（
友
好
関
係
原
則
宣
言
な
ど
）
に
お
い
て
繰
り

返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。

C
h
.
D
e
V
issch

er,“L
’in
terp
rta
tio
n
d
u
p
a
cte
a
u
len
d
em
a
in
d
u
d
ifferen

d
ita
lo
-g
rec”,

R
evu
e
d
e
d
roit

in
tern
ation

al
et
d
e
legislation

com
paree,

3
serie,

to
m
e
5

（1924
,
p
.378 ；

N
.
P
o
litis,“L

es
rep
resa
illes

en
tre
E
ta
ts
m
em
b
res
d
e
la
S
o
ciete

d
es
N
a
tio
n
s”,
R
evu
e
gen
erale

d
e
d
roit

in
tern
ation

al
pu
blic,

2
serie,to

m
e
6

（1924
,p
.11 ；

A
.G
u
a
n
i,“L

es
m
esu
res
d
e
co
ercitio

n
en
tre
m
em
b
re
d
e
la
S
o
ciete

d
es
N
a
tio
n
s”,

R
evu
e
gen
erale

d
e
d
roit

in
tern
ation

al
pu
blic,

2
serie,

to
m
e
6

（1924
,
p
.286.

D
e
V
issch

er,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
123,

p
.378.

Ibid
.,
p
p
.381-382.

国
際
連
盟
規
約
上
の
紛
争
処
理
制
度
と
同
制
度
の
下
で
の
紛
争
当
事
国
の
義
務
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
を
指
摘
し
つ
つ
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
第

一
に
、
紛
争
当
事
国
は
紛
争
が
「
国
交
断
絶
ニ
至
ル
ノ
虞
ア
ル
紛
争
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
連
盟
理
事
会
あ
る
い
は
国
際
裁
判
機
関
（
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
あ
る
い
は

仲
裁
裁
判
所
）
へ
付
託
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
た
（
一
二
条

。
紛
争
処
理
は
ま
ず
は
紛
争
当
事
国
間
に
お
い
て
図
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
が
「
国

交
断
絶
ニ
至
ル
ノ
虞
ア
ル
紛
争

、
つ
ま
り
戦
争
の
脅
威
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
連
盟
加
盟
国
の
関
心
事
項
と
な
り
、
そ
の
た
め
に

当
該
紛
争
の
処
理
は
国
際
的
な
機
関
の
関
与
の
下
に
、
理
性
的
に
処
理
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
「
国
交
断
絶
ニ
至
ル
ノ
虞
ア
ル
紛
争
」

に
つ
い
て
は
、
い
わ
ば
連
盟
理
事
会
に
強
制
的
な
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
。
紛
争
当
事
国
は
そ
の
紛
争
を
理
事
会
に
よ
る
審
査
と
国
際
裁
判
の
い
ず
れ
に
付
す
か
に
つ
き

選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
選
択
す
る
こ
と
自
体
は
義
務
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
裁
判
に
付
託
さ
れ
な
か
っ
た
紛
争
に
つ
い
て
は
、
一
方
当
事
国
の
請
求
に
よ
り
連
盟
理
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事
会
の
審
査
に
付
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
（
一
五
条
一
項

、
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
国
も
理
事
会
の
審
理
に
協
力
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
審
査
に
関
す
る
理

事
会
の
管
轄
権
は
、

紛
争
ガ
国
際
法
上
専
ラ
該
当
事
国
ノ
管
轄
ニ
属
ス
ル
事
項
ニ
付
生
ジ
タ
モ
ノ
」
と
理
事
会
が
認
定
し
た
場
合
に
の
み
否
認
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た

（
一
五
条
八
項

。
第
三
に
、
紛
争
が
そ
れ
ら
の
手
続
に
付
託
さ
れ
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
紛
争
当
事
国
は
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
（
平
和
的
モ
ラ
ト
リ
ア

ム

。
連
盟
理
事
会
は
付
託
さ
れ
た
紛
争
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
報
告
書
を
作
成
し
、
そ
れ
が
紛
争
当
事
国
を
除
く
全
て
の
理
事
国
の
同
意
を
得
た
場
合
（
相
対
的
全
会

一
致
）
に
は
、
連
盟
国
は
当
該
報
告
書
の
勧
告
に
応
ず
る
紛
争
当
事
国
に
対
し
て
は
戦
争
に
訴
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
た
（
一
五
条
六
項

。
ま
た
、
い
ず
れ
に

し
て
も
理
事
会
の
報
告
が
出
さ
れ
た
場
合
に
は
、
三
ヶ
月
を
経
過
す
る
ま
で
は
い
か
な
る
場
合
で
も
戦
争
に
訴
え
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
（
一
二
条
一
項

。
こ
う
し

た
手
続
に
反
し
て
、
国
際
裁
判
機
関
の
下
し
た
判
決
あ
る
い
は
理
事
会
の
相
対
的
全
会
一
致
に
よ
る
報
告
書
に
従
う
国
家
に
対
し
て
戦
争
を
行
っ
た
場
合
、
ま
た
は
モ
ラ

ト
リ
ア
ム
期
間
の
経
過
を
待
た
ず
に
戦
争
に
訴
え
た
場
合
に
は
、
全
て
の
連
盟
国
に
対
し
て
戦
争
行
為
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
戦
争
に
訴
え
た
国
に
対
し
て
経

済
的
・
軍
事
的
制
裁
及
び
除
名
処
分
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
た
（
一
六
条
一
項

。
参
照
、
立
作
太
郎
『
国
際
連
盟
規
約
論
』

一
九
三
二
年
）
一
六
五
｜
二
七
八

頁
。D

e
V
issch

er,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
123,

p
.382.

但
し
、
こ
う
し
た
見
解
を
示
す
論
者
に
お
い
て
も
、
な
お
経
済
的
措
置
な
ど
、
非
軍
事
的
措
置
は
禁
じ
ら
れ
て

い
な
い
、
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
シ
ェ
ー
ル
ら
が
提
示
し
た
批
判
は
、
連
盟
規
約
上
の
紛
争
処
理
制
度
に
よ
り
権
利
救
済
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
ま
た
復

仇
は
そ
の
正
当
性
を
失
っ
た
と
す
る
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
の
正
当
性
根
拠
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
措
置
の
態
様
は
重
要
な
意
味
を
も

た
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

Z
.
G
ra
lin
sk
i,
L
e
reglem

en
t
pacifiqu

e
obligatoire

d
es
d
ifferen

d
s
in
tern
ation

au
x
su
ivan
t
le
P
acte

d
e
la
S
ociete

d
es
N
ation

s,
1925,

p
p
.76-83.

本
議
定
書
は
、
第
三
者
（
国
際
機
関
、
裁
判
機
関
な
ど
）
に
よ
る
拘
束
的
決
定
に
基
づ
く
紛
争
処
理
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
国
際
制
度
の
構
築
を
目
指
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
締
約
国
は
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
の
強
制
的
管
轄
権
を
受
諾
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
留
保
な
ど
に
よ
り
紛
争
が
裁
判
に
付
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
連
盟

理
事
会
に
よ
る
調
停
に
付
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
詳
細
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
。
拙
稿
「
前
掲
論
文
」
前
掲
注
（
6
）
三
九
四
｜
三
九
六
頁
。

L
N
O
J
S
pecial

S
u
pplem

en
t,
N
o
.24

（1924
,
p
.50.

Ibid
.,
p
p
.50-52.

参
照
、
田
岡
良
一
「
前
掲
論
文
」
前
掲
注
（

）
六
〇
｜
六
六
頁
。

S
tru
p
p
,
op.cit.,

su
pra
n
o
te
116,

p
p
.280-284.

K
.
S
tru
p
p
,“P
ro
b
lem
es
a
ctu
els
d
u
d
ro
it
d
es
rep
resa
illes”,

M
elan
ges
offerts

a
E
rn
est
M
ah
aim
,
to
m
e
II
S
cien
ces
ju
rid
iq
u
es,
1935,

p
p
.

343-344.

強
調
は
原
文

C
f
.
K
.
S
tru
p
p
,“R
eg
les
g
en
era
les
d
u
d
ro
it
d
e
la
p
a
ix
”,
R
C
A
D
I,
to
m
e
46

（1935
,
p
.572.
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四

結

論

本
稿
で
は
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
が
現
代
国
際
法
の
下
に
お
い
て
も
な
お
そ
の
妥
当
性
を
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出

発
し
、
復
仇
概
念
を
国
際
法
上
正
当
な
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
理
論
的
根
拠
に
基
づ
き
可
能
で
あ
っ
た
の

か
、
そ
し
て
そ
う
し
た
根
拠
が
戦
間
期
を
通
じ
て
な
お
も
維
持
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。

本
稿
に
お
け
る
以
上
の
検
討
か
ら
は
、
復
仇
が
強
制
的
紛
争
処
理
手
続
（
権
利
救
済
手
続
）
と
し
て
、
ま
た
平
和
的
紛
争
処
理
手
続

（
戦
争
回
避
手
続
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
点
に
お
い
て
そ
の
正
当
性
を
認
め
ら
れ
た
の
は
、
伝
統
的
な
紛
争
処
理
の
法
構
造
が

ま
さ
に
、
一
国
が
自
ら
の
実
力
に
よ
り
紛
争
状
態
の
解
消
を
図
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ

た
。
国
家
の
基
本
的
権
利
概
念
あ
る
い
は
国
家
主
権
概
念
を
基
礎
と
し
、
ま
た
戦
争
状
態
論
に
基
づ
き
復
仇
を
平
和
的
手
段
と
し
て
認

め
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
下
に
お
い
て
は
、
国
家
が
自
ら
の
主
観
的
判
断
の
正
し
さ
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
不
正
義
な
ど
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
基
本
骨
格
を
な
し
て
さ
え
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
は
ま
た
、
そ
う
し
た
紛
争
処

理
の
法
構
造
は
、
戦
間
期
を
通
じ
て
大
き
な
変
容
を
被
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
が
国
家
主
権
概

念
の
再
構
成
と
い
う
動
き
と
平
仄
を
合
わ
せ
て
進
む
と
と
も
に
、
紛
争
処
理
過
程
は
自
ら
の
主
観
的
判
断
に
基
づ
き
紛
争
状
態
の
解
消

を
図
る
過
程
と
し
て
で
は
な
く
、
紛
争
当
事
国
間
の
平
等
性
を
前
提
と
し
、
そ
れ
ら
の
見
解
の
対
立
を
理
性
的
に
調
整
す
る
過
程
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
争
違
法
化
の
進
展
に
よ
る
復
仇
と
戦
争
と
の
区
別
の
相
対
化
と
と
も
に
、
復
仇
は
も
は

や
平
和
を
維
持
す
る
手
続
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
平
和
を
害
す
る
措
置
と
し
て
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
戦
間
期

を
通
じ
て
紛
争
処
理
の
法
構
造
に
生
じ
た
変
化
は
、
復
仇
を
法
的
に
正
当
な
紛
争
処
理
手
続
と
し
て
認
め
る
理
論
的
な
基
礎
を
堀
崩
す

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
復
仇
概
念
は
そ
の
法
的
正
当
性
を
大
き
く
動
揺
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

確
か
に
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の
整
備
と
戦
争
違
法
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
も
、
国
家
が
他
国
と
抱
え
る
紛
争
の
処
理
を
試
み
る
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中
で
、
自
助
手
段
に
訴
え
る
必
要
性
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
争
違
法
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
武
力
行
使
の
禁
止
で
あ

り
、
そ
の
禁
止
の
射
程
は
経
済
的
措
置
な
ど
の
非
軍
事
的
措
置
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
友
好
的
紛
争
処
理
手
続
の

整
備
が
進
ん
だ
と
は
言
え
、
そ
れ
は
な
お
も
紛
争
当
事
国
の
意
向
に
左
右
さ
れ
る
任
意
的
な
手
続
が
基
本
で
あ
り
、
そ
の
実
効
性
は
個

別
の
状
況
に
大
き
く
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ま
た
、
い
か
に
国
際
社
会
の
組
織
化
、
紛
争
処
理
手
続
の
制
度
化
が
進
ん
だ

と
し
て
も
、
な
お
国
家
が
即
座
に
自
力
救
済
的
措
置
に
訴
え
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
伝
統
的
国
際
法
に
お
い
て
復
仇
概
念
に
認
め
ら
れ
て
き
た
正
当
性
を
そ
の
ま
ま
に
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
っ
た
以
上
、
国
家
が
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
行
使
す
る
、
通
常
で
あ
れ
ば
違
法
と
さ
れ
る
措
置
に
よ
る
自
助
手
段
を
許
容
す

る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
、
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
本
項
の
冒
頭

に
お
い
て
示
し
た
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
の
正
当
性
に
対
す
る
懐
疑
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
け
る
復
仇
概
念
の
正
当
性
の
動
揺
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
は
い
え
他
方
で
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
戦
間
期
に
お
い
て
は
復
仇
の
正
当
性
を
端
的
に
否
定
す
る
見
解
も
み
ら
れ
た
も
の

の
、
多
く
の
見
解
は
な
お
国
家
に
よ
る
通
常
で
あ
れ
ば
違
法
な
自
助
行
為
が
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
た
。
む
し
ろ

戦
間
期
は
、
か
つ
て
な
い
程
に
復
仇
概
念
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
様
々
に
論
じ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
復
仇
概
念
の
正
当
性
が
戦
間
期
に
お
い
て
動
揺
し
た
と
す
る
本
稿
の
主
張
に
反
す
る
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
に
認
め
ら
れ
た
正
当
性
が
動
揺
し

た
が
故
に
、
現
実
と
し
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
国
家
の
自
助
行
為
の
法
的
基
礎
に
つ
い
て
改
め
て
問
い
直
し
、
捉
え
直
す
必
要
性
に
迫

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
、
一
九
三
四
年
に
万
国
国
際
法
学
会
で
採
択
さ
れ
た
平
時
復
仇
に
関
す
る
決
議
は
、
そ
の
前
文
に
お
い
て
本
決
議
を
採
択
す

る
こ
と
の
必
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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国
際
社
会
の
法
的
組
織
化
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
進
展
、
と
り
わ
け
平
和
的
紛
争
処
理
手
続
の
発
展
、
国
策
の
手
段
と
し
て
の

戦
争
へ
の
非
難
、
そ
し
て
全
て
の
場
合
の
武
力
の
行
使
の
禁
止
と
い
う
観
念
の
一
般
化
が
、
平
時
復
仇
制
度
に
対
す
る
重
大
な
変

化
を
伴
う
こ
と
を
確
認
し
、

そ
れ
ゆ
え
、
復
仇
を
そ
れ
と
混
同
さ
れ
う
る
他
の
保
護
手
段
と
慎
重
に
区
別
し
つ
つ
、
自
ら
の
手
に
よ
り
正
義
を
下
す
権
利

（d
ro
it
d
e
se
ren
d
re
ju
stice

a
so
i-m
em
e

）
を
縮
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
す
で
に
生
じ
た
変
化
に
適
合
的
な

も
の
と
さ
れ
た
規
則
に
復
仇
制
度
を
服
せ
し
め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

え
、

以
下
に
、
平
時
復
仇
の
実
行
を
今
後
、
規
律
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
規
則
で
あ
っ
て
、
諸
政
府
が
採
用
し
、
諸
国
際
機
関
が
関
心

を
払
う
こ
と
が
勧
ら
れ
る
も
の
を
表
明
す
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
決
議
は
確
立
し
た
平
時
復
仇
制
度
の
内
容
を
な
す
国
際
法
規
則
を
確
認
的
に
示
す
こ
と
を
意
図

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
そ
れ
は
、
本
稿
で
見
た
よ
う
な
大
き
な
変
化
を
復
仇
概
念
が
被
っ
て
い
た
当
時
の
法
的
状
況
の
下
で

は
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
万
国
国
際
法
学
会
は
ま
さ
に
、
復
仇
概
念
を
国
際
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
の
か
、
そ
の
位
置
づ
け
の
再
検
討
と
、
そ
れ
に
応
じ
て
復
仇
が
服
す
べ
き
規
制
条
件
の
検
討
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
本
決
議
の
審
議
に
際
し
て
ド
ゥ
・
ヴ
ィ
シ
ェ
ー
ル
が
指
摘
し
、
復
仇
に
関
す
る
決
議
の
審
議
に
臨
ん
だ
万
国
国
際
法
学

会
の
姿
勢
を
極
め
て
適
切
に
示
し
た
も
の
と
さ
れ
た
「
実
定
法
か
ら
出
発
し
、
実
定
法
の
先
へ
（p

a
r
le
d
ro
it
p
o
sitif,

a
u
d
ela
d
u

d
ro
it
p
o
sitif

」
と
い
う
理
念
は
、
万
国
国
際
法
学
会
が
ま
さ
に
、
復
仇
概
念
が
被
っ
た
大
き
な
変
化
を
ふ
ま
え
、
そ
の
新
た
な
再
構

成
と
し
て
平
時
復
仇
制
度
の
検
討
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
検
討
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
復
仇
概
念
を
め
ぐ
っ
て
戦
間
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
前
後
に
か
け
て
示
さ
れ
た
、
そ
の
正
当

性
に
対
す
る
批
判
と
懐
疑
、
そ
し
て
そ
の
法
的
再
構
成
の
試
み
は
、
ま
さ
に
、
戦
間
期
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
紛
争
処
理
の
法
構
造

の
変
化
に
促
さ
れ
る
形
で
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
復
仇
概
念
は
い
わ
ば
、
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
変
容
に
よ
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り
そ
の
足
場
を
失
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
学
説
に
よ
り
新
た
な
足
場
の
構
築
が
試
み
ら
れ
、
あ
る
い
は
端
的
に
否
定
さ
れ
る
な

ど
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
復
仇
概
念
の
正
当
性
が
戦
間
期
に
大
き
く
動
揺
し
た
と

え
る
本
稿
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
今
日
の

対
抗
措
置
概
念
・
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
も
ま
た
、
復
仇
的
措
置
（
紛
争
処
理
過
程
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
、
通
常
で
あ
れ
ば
違
法
な
自
助
行

為
）
の
法
的
再
構
成
の
試
み
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
戦
間
期
に
復
仇
的
措
置

に
つ
い
て
示
さ
れ
た
見
解
を
当
然
の
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
が
現
代
国
際
法
に
お
け
る
紛
争
処
理
の
法
構
造
の
下
で
適
切
な

も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
批
判
的
に
検
討
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
よ
り
適
切
な
捉
え
方
を
新
た
に
提
示
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
戦
後
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
い
う
「
力
（fo

rce

」
の
射
程
を
め
ぐ
り
、
そ
れ
を
経
済
的
・
政
治
的
力
の
行
使
ま
で
広
く
含
む
も
の
と
す

る
社
会
主
義
諸
国
及
び
第
三
世
界
諸
国
と
、
よ
り
限
定
的
に
武
力
の
行
使
の
み
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
欧
米
諸
国
と
の
対
立
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
対
立
は
今
日

で
は
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
は
あ
く
ま
で
武
力
行
使
を
禁
じ
る
に
留
ま
る
が
、
経
済
的
・
政
治
的
強
制
力
の
行
使
も
不
干
渉
原
則
に
抵
触
す
る
限
り
に
お
い
て
違
法
と

さ
れ
る
、
と
の
了
解
に
よ
り
決
着
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
了
解
が
非
軍
事
的
力
の
行
使
が
提
起
す
る
全
て
の
法
的
問
題
を
論
じ
る
上
で
の
原
則
に
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
参
照
、
深
津
栄
一
『
国
際
法
秩
序
と
経
済
制
裁
』

一
九
八
二
年
）
六
一
｜
六
五
頁
。

戦
間
期
に
示
さ
れ
た
復
仇
の
法
的
把
握
に
関
す
る
見
解
は
大
き
く
分
け
て
三
種
の
も
の
が
あ
る
。
第
一
は
、
復
仇
を
正
当
化
事
由
と
し
て
捉
え
る
、
シ
ュ
ト
ル
ッ
プ

に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
（K

.
S
tru
p
p
,
D
as
volkerrech

tlich
e
D
elikt,

1920,
S
S
.180-185

。
こ
の
見
解
は
、
違
法
行
為
が
犯
さ
れ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
被

害
国
に
相
当
程
度
の
違
法
行
為
を
犯
す
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
と
し
て
復
仇
概
念
を
捉
え
、
そ
う
し
た
正
当
化
に
そ
の
本
質
が
あ
る
と
す
る
。
第
二
は
、
復
仇
を
国
際
法

上
の
制
裁
と
し
て
捉
え
る
、
ケ
ル
ゼ
ン
と
ア
ー
ゴ
に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
（H

.
K
elsen

,“T
h
eo
rie
g
en
era
le
d
e
d
ro
it
in
tern
a
tio
n
a
l
p
u
b
lic”,

R
C
A
D
I,

to
m
e
41

（1932
,
p
p
.124-137 ；

R
.
A
g
o
,“L
e
d
elit
in
tern
a
tio
n
a
l”,
R
C
A
D
I,
to
m
e
68

（1939
,
p
p
.524-531

。
こ
の
見
解
は
、
違
法
行
為
を
相
手
国
が
犯
し

た
こ
と
に
対
し
、
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
価
値
的
非
難
を
示
す
た
め
に
生
じ
る
法
的
反
応
と
し
て
復
仇
概
念
を
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
第
三
は
、
復
仇
を
国
際
法
上
の
執
行
手
続
と
し
て
捉
え
る
、
万
国
国
際
法
学
会
決
議
に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
（op.cit.,

su
pra
n
o
te
91,
p
p
.641-644

。
こ

の
見
解
は
、
違
法
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
国
家
責
任
の
回
復
を
現
実
に
図
る
こ
と
を
復
仇
の
制
度
的
機
能
と
す
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
対
抗
措
置
概
念
を
検

討
す
る
際
に
併
せ
て
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
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O
p.cit.,

su
pra
n
o
te
91,
p
.692.

Ibid
.,
p
.55.

こ
う
し
た
批
判
的
検
討
の
必
要
性
は
、
復
仇
に
関
す
る
権
威
的
先
例
と
し
て
言
及
さ
れ
る
一
九
二
八
年
の
ナ
ウ
リ
ラ
ー
事
件
仲
裁
判
決
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

衡
性
原
則
と
い
う
特
定
の
観
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
同
判
決
を
そ
れ
が
示
さ
れ
た
法
的
・
社
会
的
環
境
の
中
に
置
き
直
し
て
評
価
し
、
そ
の
先
例
と
し
て
の
意
義
の
射

程
を
問
い
直
す
こ
と
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
次
の
拙
稿
が
あ
る
。

対
抗
措
置
制
度
に
お
け
る

衡
性
原
則
の
意
義

衡
性
原
則
の
多
元
的
把
握
へ
向
け
て
の
予

備
的

察

」
社
会
科
学
研
究
（
東
京
大
学
）
第
五
四
巻
（
二
〇
〇
三
年
）
二
四
八
｜
二
五
一
頁
。

対
抗
措
置
制
度
の
内
容
に
関
す
る
議
論
は
、
国
連
に
よ
る
国
家
責
任
に
関
す
る
条
文
草
案
の
作
成
作
業
の
終
了
と
と
も
に
、
一
応
の
区
切
り
を
見
た
と
言
え
る
（
国

際
法
委
員
会
は
二
〇
〇
一
年
に
国
家
責
任
に
関
す
る
最
終
条
文
草
案
を
採
択
し
、
国
連
総
会
は
同
草
案
を
附
属
書
と
す
る
総
会
決
議
を
採
択
し
た
。C

f.
U
N
D
oc.
A
/

56 /83

。
と
は
い
え
、
最
終
草
案
作
成
時
の
報
告
者
が
、

第
一
読
草
案
に
対
抗
措
置
に
関
す
る
独
立
し
た
章
が
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
第
二
読
に
際
し
て
そ

れ
を
草
案
に
提
案
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
疑
問
に
思
う

、
と
告
白
し
て
い
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
（J.

C
ra
w
fo
rd
,“T
h
e
IL
C
’s
A
rticles

o
n
R
esp
o
n
sib
ility

o
f

S
ta
tes
fo
r
In
tern
a
tio
n
a
lly
W
ro
n
g
fu
l
A
cts ：

A
R
etro
sp
ect”,

A
JIL
,
v
o
l.96

（2002
,
p
.882

、
国
家
責
任
に
関
す
る
条
文
草
案
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
対
抗
措
置
が
国
際
法
上
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
と
法
的
性
格
を
認
め
ら
れ
る
か
は
、
な
お
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。C

f.
J.
C
ra
w
d
o
rd
,“T
h
e
R
ela
tio
n
sh
ip
b
etw
een
S
a
n
ctio
n
s
a
n
d
C
o
u
n
term

ea
su
res”,

V
.
G
a
w
lla
n
d
-D
eb
b
a
s
ed
.,
U
n
ited

N
ation

s
S
an
ction

s

an
d
In
tern
ation

al
L
aw
,
2001,

p
p
.57-68.
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