
目

次
一

は

じ

め

に

―
-
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
る
理
論
状
況

三
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

曰
「
n
o
benefit
」
ア
プ
ロ
ー
チ

①

概

観

②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の
取
り
組
み

□

評

価

四

お

わ

り

に

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

I

北
欧
諸
国
の
実
行
を
め
ぐ
っ
て

中

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」

留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

三
六
五

野

（
一
―
二
三
）

徹

也



立
っ
た
う
え
で
、
両
立
し
な
い

条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
以
下
、
条
約
法
条
約
）
第
一
九
条
い
に
よ
れ
ば
、
条
約
が
留
保
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
い
場
合
、

い
ず
れ
の
国
も
、
当
該
「
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
」
留
保
を
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
両
立
性
の
基

準
」
は
、
特
に
人
権
諸
条
約
と
の
関
係
で
、
条
約
法
条
約
の
規
定
す
る
留
保
制
度
の
不
適
切
性
が
主
張
さ
れ
る
な
か
で
も
、
幅
広
く
支
持

さ
れ
、
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
留
保
の
「
有
効
性
」
の
決
定
を
め
ぐ
る
学
説
対
立
の
な
か
で
も
主

た
る
争
点
の
一
っ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
条
約
法
条
約
の
適
用
上
、
同
項
に
よ
り
両
立
し
な
い
と
さ
れ
る
留
保
の
法
的
効
果
と
、
両
立

す
る
留
保
の
そ
れ
と
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
の
か
、
第
二

0
条
以
下
の
規
定
か
ら
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
条
約
法
条
約
は
、

留
保
の
受
諾
及
び
留
保
に
対
す
る
異
議
に
関
す
る
規
則
（
第
二
〇
条
四
項
）
並
び
に
か
か
る
受
諾
又
は
異
議
の
法
的
効
果
に
関
す
る
規
則

（
第
ニ
―
条
）
を
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
則
が
、
留
保
の
両
立
性
に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
留
保
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ

(
4
)
 

と
も
、
両
立
し
て
い
る
留
保
に
の
み
適
用
さ
れ
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
留
保
の
両
立
性
に
関
係
な
く
、
結
局
は
同
じ
効
果

を
生
じ
、
留
保
を
付
し
た
国
は
「
望
み
ど
お
り
の
結
果
を
得
る
」
と
の
立
場
と
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
の
法
的
効
果
は
条
約
法
条
約
上

(
6
)
 

規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
の
立
場
と
が
対
立
し
て
い
る
。

従
来
は
、
前
者
の
立
場
が
優
勢
だ
っ
た
が
、

b
l
e
 o
r
 p
e
r
m
i
s
s
i
b
l
e
)

留
保
と
は
異
な
る
独
自
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
、

人
権
裁
判
所
は
、
同
事
件
で
、
留
保
を
無
効
と
認
定
さ
れ
た
ス
イ
ス
は
、
当
該
留
保
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
引
き
続
き
条
約
に
拘
束

関
法

第
五
三
巻
四
•
五
号

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
ベ
リ
ロ
ス

（
一
―
二
四
）

（
許
容
さ
れ
な
い

i
n
a
d
m
i
s
s
i
b
l
e
o
r
 i
m
p
e
r
m
i
s
s
i
b
l
e
)

留
保
は
、
両
立
す
る

は

じ

め

に

と
の
見
解
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

三
六
六

（
許
容
さ
れ
る
a
d
m
i
s
s
i
,
 

(
B
e
l
i
l
o
s
)

事
件
判
決
以
降
、
後
者
の
立
場
に



三
六
七

(
8
)
 

さ
れ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
が
、
こ
れ
は
条
約
法
条
約
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
効
果
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
に
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会

(
9
)
 

の
一
般
的
意
見
で
も
、
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
留
保
の
法
的
帰
結
」
と
し
て
、
同
様
の
効
果
が
生
じ
る
と
さ
れ
、
既
に
適
用
事
例
も
存
在

(10) 

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
こ
の
対
立
が
単
な
る
理
論
上
の
も
の
で
は
な
く
、
実
際
上
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
、
従
来
優
勢
だ
っ
た
「
両
立
性
に
関
係
な
く
、
同
一
の
効
果
を
生
ず
る
」
と
の
立
場
に
対
し
再
考
を
促
す
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

籠
者
は
、
か
つ
て
こ
の
問
題
を
一
一
度
に
渡
っ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
「
確
か
に
未
だ
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
…
…

両
立
す
る
留
保
も
両
立
し
な
い
留
保
も
結
局
は
同
一
の
帰
結
を
生
ず
る
と
い
う
事
態
に
は
必
ず
し
も
な
っ
て
い
な
い
゜
む
し
ろ
、

や
は
り

異
な
る
帰
結
を
生
ず
る
の
だ
と
い
う
見
解
を
、
国
家
実
行
の
レ
ベ
ル
で
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
」
り
、
「
こ
の
点
に
つ
い
て
は

未
だ
流
動
的
で
あ
る
」
と
結
論
し
た
。
そ
の
後
、

一
九
九

0
年
代
後
半
か
ら
、
国
家
実
行
に
動
き
が
あ
っ
た
。
北
欧
諸
国
を
は
じ
め
と
し

て
、
若
干
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
足
並
み
を
揃
え
て
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
の
非
両
立
性
を
理
由
と
す
る
異
議
に
よ
り
、
留
保
を
付

し
た
国
は
、
当
該
留
保
か
ら
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
な
く
、
異
議
を
申
し
立
て
た
国
と
留
保
を
付
し
た
国
と
の
間
に
お
い
て
条
約
が
効
力

を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
、
と
の
異
議
を
申
し
立
て
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
異
議
の
効
果
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判

所
や
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会
と
同
様
に
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
を
付
し
た
国
は
、
当
該
留
保
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
引
き
続
き

条
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
効
果
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
立
す
る
留
保
と
両
立
し
な
い
留
保
は
、

る
帰
結
を
生
ず
る
の
だ
と
い
う
立
場
は
、
徐
々
に
そ
の
勢
力
を
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
の
法
的
効
果
を
改
め
て
模
索
し
て
み
た
い
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
問

題
の
所
在
を
再
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
の
主
題
を
め
ぐ
る
理
論
状
況
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

（
一
―
二
五
）

や
は
り
異
な



四
項
）
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「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
る
理
論
状
況

両
立
す
る
留
保
の
法
的
効
果
と
「
両
立
し
な
い
」
留
保
の
法
的
効
果
の
異
同
を
め
ぐ
っ
て
、
な
ぜ
対
立
が
生
じ
る
の
か
。
先
に
簡
単
に

叙
述
し
た
が
、
本
章
で
は
、
こ
の
問
い
が
な
ぜ
出
現
す
る
の
か
、
そ
の
対
立
の
構
図
を
再
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。

条
約
法
条
約
第
一
九
条
い
に
よ
れ
ば
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
留
保
を
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
周
知

の
よ
う
に
、
あ
る
留
保
が
両
立
す
る
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
判
定
す
る
か
に
つ
い
て
、
学
説
は
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
、
別
稿
で
論
じ

た
よ
う
に
、
条
約
法
条
約
は
、
有
権
的
な
判
定
機
関
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
考
慮
し
、
各
締
約
国
の
受
諾
又
は
異
議
（
同
条
約
第
二

0
条

に
よ
り
、
両
立
性
の
判
定
が
行
わ
れ
る
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
第
二

0
条
四
項
い
は
、
「
条
約
に

拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
の
同
意
を
表
明
す
る
行
為
で
留
保
を
伴
う
も
の
は
、
他
の
締
約
国
の
少
な
く
と
も
一
が
留
保
を
受
諾
し

(
a
n
 a
c
t
 is 
effective)
」
レ
J

狙
況
｛
疋

L
t
ぃス
3

にナソゃさが
5

い
。
こ
の
点
に
着
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い

同
意
に
よ
り
有
効

(effective)

る
。
す
な
わ
ち
、
「
条
約
法
条
約
第
二
〇
条
四
項
が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
留
保
付
き
の
条
約
へ
の
同
意
の
有
効
性
で
あ
り
、
留
保
自
体
の

『
有
効
性
』
と
は
異
な
」
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
項
に
よ
り
、
「
留
保
を
伴
う
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
国
の
同
意
が
一
締
約
国
の

に
な
る
の
は
明
確
だ
が
、
留
保
自
体
が
直
ち
に
有
効

(valid)

に
な
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
」
。

確
か
に
、
文
言
上
は
妥
当
す
る
余
地
の
あ
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
、
両
立
性
の
判
定
と
い
う
「
許
容
性
」
の
問
題
と
、
他
の
締
約

国
の
受
諾
又
は
異
議
と
い
う
「
対
抗
力
」
の
問
題
と
を
峻
別
す
る
許
容
性
学
派
の
見
解
を
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、

結
局
、
留
保
の
両
立
性
は
い
か
に
し
て
判
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
拘
束
さ
れ
る
こ
と
へ
の
国
の
同
意

の
有
効
性
と
留
保
の
「
有
効
性
」
を
峻
別
す
る
こ
と
は
、
後
者
を
判
定
す
る
第
三
者
機
関
が
存
在
し
な
い
限
り
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、

た
時
に
有
効
と
な
る

関
法

―――六八

（
一
―
二
六
）



そ
れ
ゆ
え
に
、
国
際
法
委
員
会
は
、
他
の
締
約
国
の
受
諾
又
は
異
議
に
よ
る
両
立
性
の
判
定
と
い
う
制
度
を
起
草
し
た
の
で
あ
る
。
委
員

会
の
審
議
過
程
で
は
、
折
に
触
れ
、
留
保
の
両
立
性
と
他
の
締
約
国
の
受
諾
又
は
異
議
と
の
対
応
関
係
を
意
識
し
た
発
言
が
な
さ
れ
て
お

(16) 
り
、
明
示
的
な
対
応
関
係
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
少
な
く
と
も
条
約
法
条
約
の
適
用
上
、
両
立
性
の
判
定
は
、
他
の
締
約
国
の
受

諾
又
は
異
議
に
よ
り
行
わ
れ
る
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
。

三
六
九

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
前
提
に
立
て
ば
、
受
諾
II
「
両
立
」
、
異
議
II
「
非
両
立
」
と
い
う
対
応
関
係
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ェ

ノ
サ
イ
ド
条
約
に
対
す
る
留
保
事
件
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
と
は
異
な
り
、
異
議
を
申
し
立
て
る
理
由
が
、
当
該
留
保
の
「
非
両
立
性
」

(18) 

に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
異
議
II
「
両
立
」
と
い
う
関
係
も
成
立
し
う
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
最
後
の
関
係
は
、
実
行
上
ほ
と
ん
ど

成
立
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
留
保
が
「
両
立
し
な
い
」
と
さ
れ
る
に
は
、
当
該
留
保
の
非
両
立
性
を
理
由
と
す
る
異
議
が
申
し

立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
、
少
な
く
と
も
条
約
法
条
約
の
適
用
上
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
の
法
的
効
果
と
は
、
こ
の

異
議
が
い
か
な
る
効
果
を
有
す
る
か
と
い
う
問
題
と
同
義
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
異
議
の
効
果
を
見
て
み
る
と
、
ま
ず
第
二

0
条
四
項
間
は
、
「
留
保
に
対
し
他
の
締
約
国
が
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
に
よ

り
、
留
保
を
付
し
た
国
と
当
該
他
の
締
約
国
と
の
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
規
定
す
る
。
た
だ

し
、
異
議
を
申
し
立
て
た
国
が
「
別
段
の
意
図
を
明
確
に
表
明
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
。
次
に
、
第
一
二
条
三
項
は
、
「
留
保

に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
た
国
が
自
国
と
留
保
を
付
し
た
国
と
の
間
に
お
い
て
条
約
が
効
力
を
生
ず
る
こ
と
に
反
対
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
留
保
に
係
る
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
二
の
国
の
間
に
お
い
て
、
留
保
の
限
度
に
お
い
て
適
用
が
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
条
約
法
条
約

(20) 

の
規
定
上
、
異
議
の
効
果
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
つ
の
条
文
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
原
則
と
し
て
、
条
約
法
条
約
上
の

異
議
の
効
果
、
す
な
わ
ち
「
両
立
し
な
い
」
留
保
の
法
的
効
果
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
か
ら
導
き
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

（
一
―
―
一
七
）
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第
ニ
―
条
三
項
の
適
用
へ
と
移
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
項
に
は
、

三
七
〇

（
一
―
二
八
）

ま
ず
第
二

0
条
四
項
固
に
よ
れ
ば
、
他
の
締
約
国
に
は
、
自
国
と
留
保
を
付
し
た
国
と
の
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
を
妨
げ
る
か

否
か
、
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
他
の
締
約
国
が
、
前
者
の
選
択
を
す
る
場
合
に
は
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
よ
り
、
当
該
他

の
締
約
国
と
留
保
を
付
し
た
国
と
の
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
法
的
効
果
が
生
ず
る
。
し
た
が
っ
て
、
留

保
を
付
し
た
国
と
当
該
他
の
締
約
国
と
の
間
に
お
い
て
は
、
留
保
と
し
て
の
効
果
は
生
じ
な
い
。
後
者
の
選
択
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、

い
く
つ
の
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
同
項

は
、
「
留
保
に
係
る
規
定
は
、
…
…
留
保
の
限
度
に
お
い
て
適
用
が
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
「
修
正
型
」
の
留
保
の
場

(22) 

合
に
は
、
受
諾
と
は
異
な
る
効
果
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
排
除
型
」
の
留
保
の
場
合
に
は
、
同
一
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、

「
修
正
型
」
の
場
合
に
も
、
「
留
保
の
限
度
に
お
い
て
適
用
が
な
い
」
と
の
効
果
は
、
留
保
を
付
し
た
国
に
と
っ
て
さ
ほ
ど
不
利
益
に
は

な
ら
な
い
。
特
に
、
人
権
諸
条
約
の
よ
う
な
、
第
一
義
的
に
は
、
締
約
国
に
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
締
約
国
に
直
接
利
益
と
な
る
権
利

を
付
与
し
て
は
い
な
い
条
約
の
場
合
に
は
、
修
正
型
て
あ
れ
排
除
型
で
あ
れ
「
留
保
の
限
度
に
お
い
て
適
用
が
な
い
」
と
し
、
義
務
の
適

(23) 

用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
際
に
は
、
留
保
に
完
全
な
効
力
を
与
え
る
に
等
し
い
。
第
二
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
「
排
除
型
」
の

場
合
に
は
、
受
諾
と
異
議
が
同
一
の
効
果
を
生
じ
、
か
つ
異
議
に
は
留
保
の
非
両
立
性
を
理
由
と
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
存
在

し
う
る
が
、
こ
の
両
者
の
効
果
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
留
保
の
両
立
性
は
実
際
上
意
味
が
な
く
な
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、

「
両
立
し
な
い
」
留
保
は
、
法
的
な
意
味
で
は
、
留
保
と
し
て
の
効
果
を
発
生
し
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
あ
た
か
も
効
果
を
発

(24) 

生
し
て
い
る
か
の
如
く
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
留
保
を
付
し
た
国
は
、
「
当
該
留
保
に
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
よ
う
が
な
か
ろ
う

が
、
望
み
通
り
の
結
果
（
す
な
わ
ち
、
留
保
が
付
さ
れ
た
条
約
規
定
の
法
的
効
果
を
排
除
又
は
修
正
）
を
得
る
」
と
い
う
事
態
を
招
き
か

(25) 

ね
な
い
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
両
立
す
る
留
保
と
両
立
し
な
い
留
保
は
、
厳
密
に
同
一
で
は
な
い
に
し
て
も
さ
ほ
ど

関
法



し
か
し
こ
れ
で
は
、
「
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
留
保
は
付
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
す
る
第
一
九
条
い
の
存
在
意
義
に

疑
い
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
解
釈
に
対
し
て
、
両
立
し
な
い
留
保
の
法
的
効
果
は
条
約
法
条
約
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
の
反
論
が

(26) 

提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説
は
、
第
一
九
条
の
下
で
の
留
保
の
「
許
容
性
」
の
決
定
と
い
う
問
題
と
、
第
二
〇
条
の
下
で
の
受
諾
又
は
異

議
と
い
う
「
対
抗
力
」
の
問
題
と
を
峻
別
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。
第
一
九
条
い
の
適
用
さ
れ
る
条
約
の
場
合
、
他
の
締
約
国
は
、
ま

ず
留
保
の
「
許
容
性
」
す
な
わ
ち
「
両
立
性
」
を
、
第
二
〇
条
の
下
で
の
受
諾
又
は
異
議
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
全
く
別
個
に
か
つ
先
決

的
に
、
条
約
解
釈
の
問
題
と
し
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
両
立
す
る
留
保
だ
け
が
、
第
二

0
条
の
下
で
の
受
諾
又
は
異

(27) 

議
の
対
象
と
な
り
、
か
つ
、
第
ニ
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
的
効
果
を
発
生
す
る
。
こ
う
し
て
、
第
ニ
―
条
三
項
は
、
両
立
す
る
留
保

に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
許
容
さ
れ
な
い

に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
①
国
家
の
主
た
る
意
思
が
条
約
を
受
諾
す
る
こ
と
に
あ
り
、
か
つ
当
該
留
保
が
条
約
の
趣
旨
及
び

目
的
に
根
本
的
に
反
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
留
保
の
み
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
留
保
と
条
約
の
受
諾
が
密
接
不
可

分
の
関
係
に
あ
り
、
か
つ
当
該
留
保
が
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
に
根
本
的
に
反
し
て
い
る
場
合
に
は
、
条
約
へ
の
参
加
す
な
わ
ち
批
准
又

(

2

8

)

(

2

9

)

 

は
加
人
そ
の
も
の
が
無
効
に
な
る
。
こ
れ
が
留
保
の
可
分
性
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
両
立
し
な
い
」

留
保
の
効
果
II
異
議
の
効
果
と
い
う
関
係
が
成
立
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
、
あ
く
ま
で
「
許
容
性
」
の
問
題
で
あ
り
、

(30) 

「
対
抗
力
」
の
問
題
で
あ
る
後
者
と
は
何
の
関
係
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
章
の
冒
頭
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
留
保
の
両
立
性
と
い
う
「
許
容
性
」
の
問
題
と
、
他
の
締
約
国
の
受
諾
又
は
異
議
と
い
う
「
対
抗

カ
」
の
問
題
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
い
う
上
記
の
よ
う
な
見
解
は
、
条
約
法
条
約
が
本
来
想
定
し
て
い
た
制
度
を
正
確
に
反
映
し
て
い

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

異
な
ら
な
い
効
果
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

三
七
一

（
一
―
二
九
）

（
両
立
し
な
い
）
留
保
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う



て
は
、
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る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
立
場
は
、
両
立
性
を
判
定
す
る
第
三
者
機
関
が
存
在
し
な
い
場
合
で
、
か
つ
異
議
が
存
在
し
な
い
と
き
に
、
留

保
の
非
両
立
性
を
ど
の
よ
う
に
確
認
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
捨
象
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
見
解
が
な
お
注
目
に
値
す

る
の
は
、
両
立
し
な
い
留
保
の
法
的
効
果
II
異
議
の
効
果
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
留
保
の
両
立
性
如
何
に
よ
っ
て
、
異
な
る
法
的
効

果
が
生
じ
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
関
連
で
、
第
ニ
一
条
一
項
は
、
「
第
一
九
条
、
前
条
及
び
第
二
三
条

の
規
定
に
よ
り
他
の
当
事
国
と
の
関
係
に
お
い
て
「
成
立
し
た
」
留
保
に
言
及
し
て
お
り
、
第
一
九
条
が
禁
止
し
て
い
る
留
保
が
、
有
効

(32) 

に
成
立
す
る
と
は
考
え
に
く
い
と
の
指
摘
も
あ
る
。

上
述
の
よ
う
に
、
条
約
法
条
約
上
、
第
一
九
条
い
の
適
用
さ
れ
る
条
約
に
付
さ
れ
た
留
保
に
対
す
る
異
議
に
は
、
非
両
立
性
を
理
由
と

し
な
い
異
議
と
非
両
立
性
を
理
由
と
す
る
異
議
が
存
在
す
る
。
第
ニ
―
条
三
項
が
、
前
者
の
効
果
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い(33) 

一
九
七
七
年
の
英
仏
大
陸
棚
の
境
界
画
定
に
関
す
る
仲
裁
判
決
で
も
確
認
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う

ま
た
、
こ
の
点
に
限
っ
て
い
え
ば
、
留
保
の
両
立
性
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
受
諾
と
異
議
の
効
果
が
同
一
又
は
さ
ほ
ど

異
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
両
立
性
の
基
準
の
存
在
意
義
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
は
な
い
。

問
題
は
、
同
項
が
、
後
者
の
異
議
の
効
果
を
も
定
め
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
き
異
な
る
二
つ
の
見
解
を
紹
介

し
た
。
再
三
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
起
草
過
程
に
お
い
て
、
両
立
性
の
判
定
と
他
の
締
約
国
の
受
諾
又
は
異
議
が
、
不
可
分
の
一
体
を
成

す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
の
効
果
II
異
議
の
効
果
と
い
う
関
係
が
成
立
し
、
そ
の
結
果
第
ニ
一
条
三
項

が
非
両
立
性
を
理
由
と
す
る
異
議
の
効
果
を
も
規
定
し
て
い
る
と
の
解
釈
は
、
最
も
自
然
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
起
草
過
程
で
は
、

第
ニ
―
条
三
項
が
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
効
果
を
も
定
め
て
い
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
活
発
な
議
論

が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
仮
に
自
然
な
解
釈
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
で
は
留
保
の
両
立
性
如
何
で
実
質
的
な
差
異
が
生
じ
な

関
法



（一） い
と
い
う
不
合
理
な
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
両
立
し
な
い
留
保
の
効
果
II
異
議
の
効
果
で
は
な
い
と
し
、
前
者
の
効
果
は
、

条
約
法
条
約
上
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
も
捨
象
し
が
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
対
立
の
構
図
は
、
第
ニ
―
条
三
項
が
両
立
し
な

い
留
保
に
対
す
る
異
議
の
効
果
を
も
規
定
し
て
い
る
の
か
、
仮
に
規
定
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、

こ
の
問
題
は
、
比
較
的
早
い
段
階
か
ら
散
発
的
に
で
は
あ
る
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
近
年
で
は
こ
う
し
た
不
可
解
な
事
態
の
克
服
に
向
け

て
、
国
家
実
行
に
注
目
す
ぺ
き
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
次
章
で
は
、
特
に
活
発
な
動
き
を
見
せ
て
い
る
北
欧
諸
国
の
実

行
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
法
的
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。

「

n
o
benefit」

「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果
を
め
ぐ
る
最
近
の
動
向

ア
プ
ロ
ー
チ

一
九
九

0
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
、
北
欧
諸
国
は
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
の
非
両
立
性
を
理
由
に
異
議
を
申
し
立
て
る
さ
い
、
当

し
て
、
か
か
る
留
保
を
付
し
た
国
に
は
、
「
一
切
の
利
益
を
与
え
な
い

該
留
保
を
付
し
た
国
が
、
そ
の
留
保
か
ら
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
と
付
言
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
わ
ば
、
異
議
の
効
果
と

(34) 

(
n
o
 benefit)
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
典
型
的
な
例
と
し
て
、

グ
ア
テ
マ
ラ
が
条
約
法
条
約
を
批
准
す
る
際
に
付
し
た
留
保
に
対
す
る
異
議
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

グ
ア
テ
マ
ラ
は
、
署
名
時
に
次
の
よ
う
な
留
保
を
付
し
て
い
た
。

「……多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

①

概

観

で
あ
る
。

三
七
三

（
―
-
三
一
）

い
か
な
る
法
的
効
果
が
発
生
す
る
の
か
、



(c) 
る。 (b) (b) ⑯

グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
は
、

グ
ア
テ
マ
ラ
は
、
共
和
国
憲
法
の
規
定
に
反
す
る
限
り
、

(35) 

六
条
を
適
用
し
な
い
。
…
…
」
。

「
…
…

条
及
び
六
六
条
を
適
用
し
な
い
と
し
た
留
保

II
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
ぺ
る
。

①
グ
ア
テ
マ
ラ
は
、
現
行
憲
法
の
規
定
と
矛
盾
す
る
場
合
に
限
り
、
条
約
の
第
二
五
条
及
び
六
六
条
を
適
用
し
な
い
と
す
る

留
保
を
確
認
す
る
。

叩
ま
た
、
条
約
の
第
一
―
条
及
び
―
二
条
を
適
用
し
な
い
と
す
る
留
保
も
確
認
す
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
の
条
約
に
拘
束
さ
れ
る

こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
は
、
憲
法
で
確
立
さ
れ
て
い
る
要
件
及
び
手
続
の
遵
守
を
条
件
と
す
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
は
、
代
表
者
に
よ
る

条
約
の
署
名
又
は
仮
署
名
は
、
常
に
、
追
認
を
要
す
る
と
了
解
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
、
政
府
に
よ
る
確
認
を
条
件
と
す

し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
約
の
第
二
七
条
は
、

言
及
す
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
法
又
は
条
約
に
も
優
位
す
る
憲
法
に
言
及
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
了
解
さ
れ
る
、

(36) 

旨
の
留
保
を
表
明
す
る
」
。

こ
の
留
保
に
対
し
て
、

定
か
ら
逸
脱
す
る
範
囲
を
明
確
に
特
定
し
て
い
な
い
の
で
、
同
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
に
反
す
る
こ
と
、
加
え
て
同
条
約
の
第
二
七
条
に

そ
し
て
、

II 関
法

第
五
三
巻
四
•
五
号

一
九
九
七
年
七
月
ニ
―
日
、
同
国
は
、
次
の
よ
う
な
留
保
を
表
明
し
て
、
条
約
法
条
約
を
批
准
し
た
。

(37) 

デ
ン
マ
ー
ク
、

（
署
名
時
に
表
明
し
た
1
1
筆
者
注
）
憲
法
に
反
す
る
場
合
に
限
り
、
第
一
―
条
、

グ
ア
テ
マ
ラ
の
二
次
的
立
法

(
t
h
e
s
e
c
o
n
d
a
r
y
 legislation)

上
の
規
定
に

(38)

（

39) 

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
北
欧
諸
国
は
、
こ
れ
ら
の
留
保
は
、
条
約
法
条
約
の
規

（
条
約
法
条
約
1
1
筆
者
注
）

―
一
条
、

三
七
四

―
二
条
、
二
五

と
い
う
趣

―
二
条
、
二
五
条
及
び
六

（
―
-
三
二
）



北
欧
諸
国
並
び
に
他
の
若
干
の
国
は
、

対
す
る
留
保
は
、
同
条
が
十
分
に
確
立
し
た
慣
習
国
際
法
上
の
規
則
で
も
あ
る
が
ゆ
え
に
、
特
に
問
題
が
あ
る
な
ど
の
理
由
で
、
異
議
を

申
し
立
て
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
付
言
し
て
い
る
。

「
こ
の
異
議
に
よ
り
、
グ
ア
テ
マ
ラ
と
の
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ラ
が
こ
れ
ら
の
留
保
か
ら
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
な
く
、
二
国
の
間
に
お
い
て
、

し
た
が
っ
て
、

グ
ア
テ
マ

(40) 

こ
の
条
約
の
効
力
は
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
」
。

こ
れ
は
、
条
約
法
条
約
第
ニ
一
条
三
項
が
規
定
し
て
い
る
「
二
の
国
の
間
に
お
い
て
、
留
保
の
限
度
に
お
い
て
適
用
が
な
い
」
と
い
う

異
議
の
効
果
で
は
な
い
。
北
欧
諸
国
は
、
同
様
の
異
議
を
他
の
条
約
に
付
さ
れ
た
留
保
に
対
し
て
も
申
し
立
て
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ペ

(42) 

ル
ー
が
同
じ
く
条
約
法
条
約
の
批
准
時
に
付
し
た
留
保
や
、
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
よ
る
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
諸
規
定
を
、
「
イ
ス

(43) 

ラ
ム
・
シ
ャ
リ
ア

(
S
h
a
r
i
a
h
)

の
戒
律
と
抵
触
し
な
い
こ
と
を
条
件
に
」
実
施
す
る
と
の
留
保
に
対
し
て
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
申
し
立

(44) 

て
た
異
議
に
は
、
こ
の
効
果
が
付
さ
れ
て
い
た
。

一
九
八

0
年
代
の
後
半
か
ら
、
こ
う
し
た
実
行
に
つ
な
が
る
動
き
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

(45)

（

46) 

た
。
イ
エ
メ
ン
が
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
へ
の
加
入
時
に
付
し
た
留
保
に
対
し
、
デ
ン
マ
ー
ク
及
び
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
、
当
該
留
保
が
こ

の
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
第
二

0
条
二
項
に
よ
り
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
異
議
を
申
し
立
て
、
さ
ら
に
、
こ

の
異
議
は
、
イ
エ
メ
ン
と
の
間
に
お
け
る
こ
の
条
約
の
効
力
発
生
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
留
保
は
、
「
い
か
な
る
点
に

お
い
て
も
、
こ
の
条
約
か
ら
生
ず
る
義
務
を
変
更
又
は
修
正
し
う
る
も
の
で
は
な
い
」
と
付
言
し
て
い
た
。
同
様
の
文
言
は
、

ブ
が
女
子
差
別
撤
廃
条
約
の
加
入
時
に
付
し
た
「
…
…
イ
ス
ラ
ム
・
シ
ャ
リ
ア
の
諸
原
理
と
矛
盾
す
る
と
み
な
す
規
定
を
除
き
、
こ
の
条

約
の
諸
規
定
を
遵
守
す
る
。
さ
ら
に
、

モ
ル
デ
ィ
ブ
共
和
国
は
、
憲
法
及
び
法
律
の
変
更
を
何
ら
か
の
方
法
で
義
務
付
け
る
条
約
の
い
ず

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

（
傍
点
筆
者
）

三
七
五

（
―
-
三
三
）

モ
ル
デ
ィ



ま
た
、

ベ
ル
ギ
ー
は
、

様
の
異
議
は
、

第
五
三
巻
四
•
五
号
（
―
-
三
四
）

(49) 

れ
の
規
定
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
」
と
の
留
保
に
対
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
及
び
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
異
議
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
や
ベ
ル
ギ
ー
は
、
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
と
両
立
し
な
い
留
保
は
許
容
さ
れ
ず
、
他
の
締
約
国
は
こ
れ
を
受

諾
で
き
な
い
と
の
前
提
か
ら
、
「
国
際
法
上
、
許
容
さ
れ
な
い
留
保
に
対
す
る
異
議
に
は
、

(50) 

と
主
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
、

内
法
の
規
定
と
抵
触
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
諸
規
定
を
実
施
す
る
な
ど
の
留
保
を
付
し
て
い
た
ジ
ブ

(
5
4
)
(
5
5
)
 

(52) 

テ
ィ
、
イ
ラ
ン
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
シ
リ
ア
、
ボ
ツ
ワ
ナ
、
カ
タ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム
及
び
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ

(58) 

ビ
ア
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
留
保
は
、
「
無
制
限
の
範
囲
及
び
不
明
確
な
性
質
の
ゆ
え
に
、
こ
の
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
の

「
国
際
法
上
、
許
容
さ
れ
な
い
留
保
に
対
す
る
異
議
に
は
、

で
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
ず
効
果
が
な
い
」
と
し
て
、
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
異
議
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

(59) 

い
か
な
る
時
間
的
制
限
も
適
用
さ
れ
な
い
」
こ
と
が
付
言
さ
れ
て
い
た
。
同

関
法

ニ
ジ
ェ
ー
ル
、

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
、

(60) 

た
留
保
に
対
し
て
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。

を
表
明
し
た
マ
レ
ー
シ
ア

一
九
九
六
年
七
月
一
日
、
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
に
付
さ
れ
た
マ
レ
ー
シ
ア
及
び
カ
タ
ー
ル
の
留
保
に
対

し
て
、
「
こ
の
留
保
は
こ
の
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
せ
ず
、
従
っ
て
、

（
及
び
カ
タ
ー
ル
）

か
か
る
留
保
に
対
す
る
ペ
ル
ギ
ー
に
よ
る
異
議
は
、

の
効
果
は
、
条
約
法
条
約
上
、

い
か
な
る
時
間
的
制
限
も
適
用
さ
れ
な
い
」

一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
七
年
に
か
け
て
、
イ
ス
ラ
ム
・
シ
ャ
リ
ア
の
諸
原
理
や
国

モ
ー
リ
タ
ニ
ア
及
び
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
が
女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
付
し

ベ
ル
ギ
ー
は
、
こ
の
条
約
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
留
保

と
の
関
係
で
は
、
条
約
全
体
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
さ
ら
に
、
条
約
法
に
関

す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
第
二
〇
条
五
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
―
二
箇
月
の
期
間
は
、
当
初
か
ら
無
効
で
あ
る
留
保
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

い
か
な
る
時
間
的
制
限
に
も
服
さ
な
い
」
と
の
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る
。
こ
れ
ら

い
ず
れ
も
異
議
の
効
果
と
し
て
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

三
七
六



一
九
九
七
年
―
一
月
、
北
欧
諸
国
を
代
表
し
て
総
会
第
六
委
員
会
で
演
説
し
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
代
表
は
、
北
欧
諸
国
が
こ
う
し
た
実
行

国
際
法
委
員
会
は
、
人
権
諸
条
約
を
含
め
て
規
範
的
な
多
数
国
間
条
約
に
対
す
る
留
保
に
関
す
る
仮
の
結
論
第
一

0
項
で
、
留
保
が
許

容
さ
れ
な
い
場
合
、
当
該
留
保
を
修
正
す
る
又
は
撤
回
す
る
も
し
く
は
当
事
国
に
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
責
任
が
、
留
保

(62) 

国
に
は
あ
る
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
望
ま
し
い
結
果
を
も
た
ら
す
に
あ
た
っ
て
、
他
の
当
事
国
及

び
監
視
機
関
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
も
付
言
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
、
留
保
国
が
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
ど
う
な
る
の
か
。

こ
の
文
脈
で
、
特
に
、
最
近
北
欧
諸
国
が
採
用
し
た
実
行
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
、
女
子
差
別
撤
廃
条

約
な
ど
の
人
権
諸
条
約
と
の
関
連
で
、

い
く
つ
か
の
国
は
、
国
内
法
（
宗
教
的
な
起
源
の
も
の
を
含
む
）
な
ど
に
不
特
定
な
方
法
で
言
及

一
般
的
な
性
質
の
留
保
を
付
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
留
保
は
、
こ
れ
ら
の
諸
国
が
、
当
該
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
を
ど
の

程
度
引
き
受
け
て
い
る
の
か
、
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
条
約
の
中
核
的
な
規
定
に
対
し
、
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
反
す

る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
留
保
を
付
し
て
い
る
国
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
北
欧
諸
国
は
、
当
該
留
保
に
よ
り
条
約

は
修
正
さ
れ
な
い
と
み
な
し
、
異
議
を
申
し
立
て
る
さ
い
、
こ
の
異
議
に
よ
り
、
当
該
当
事
国
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
述
べ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
当
該
条
約
は
、
留
保
国
が
こ
れ
ら
の
留
保
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
当
該
諸

(63) 

(
b
e
c
o
m
e
 o
p
e
r
a
t
i
v
e
 

さ
ら
に
、
翌
一
九
九
八
年
―

0
月
、
総
会
第
六
委
員
会
で
再
度
北
欧
諸
国
を
代
表
し
て
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
代
表
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ

て
い
る
。
注
意
深
く
申
し
立
て
ら
れ
た
留
保
は
、
留
保
国
が
条
約
を
真
剣
に
捉
え
て
い
る
証
と
み
な
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
留
保
の
中
に

は
、
非
常
に
一
般
的
で
、
関
係
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
留
保
の
範
囲
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
当
該
留

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

国
間
に
お
い
て
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

す
る
と
い
う
、

を
採
る
に
至
っ
た
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

三
七
七

（
―
-
三
五
）



勧
告
の
本
文
は
、
特
に
、

る
点
が
注
目
に
値
す
る
。

の
主
題
に
つ
い
て
の
勧
告
（
九
九
）

②
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の
取
り
組
み

第
五
三
巻
四
•
五
号

保
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
評
価
で
き
な
い
。

モ
デ
ル
対
応
条
項

(the
m
o
d
e
l
 r
e
s
p
o
n
s
e
 

一
九
九
九
年
五
月
、
閣
僚
委
員
会
は
、

三
七
八

つ
い
に
こ

一
九
九
七
年
よ
り
、
「
国
際
条
約
に
対
す
る
許
容
さ

か
か
る
留
保
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
る
と
き
、
条
約
法
条
約
が
定
め
る
「
留
保
に
係
る
規
定
は
、
こ
れ
ら
の
二
の
国
の
間
に
お
い
て
、

留
保
の
限
度
に
お
い
て
適
用
が
な
い
」
と
い
う
異
議
の
効
果
か
ら
、
満
足
の
い
く
結
果
が
導
か
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
結
果
は
、

二
国
間
レ
ベ
ル
で
相
互
性
の
要
素
が
明
確
に
存
在
す
る
多
数
国
条
約
に
関
し
て
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
明

確
に
現
れ
な
い
人
権
諸
条
約
に
お
い
て
、
異
議
国
が
望
ん
で
い
る
の
は
、
逆
の
結
果
、
す
な
わ
ち
留
保
国
は
、
留
保
の
利
益
な
く
し
て
条

約
の
当
事
国
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
可
分
性
の
理
論
で
あ
り
、
北
欧
諸
国
は
、
過
去

(64) 

数
年
間
い
く
つ
か
の
場
合
に
こ
の
理
論
を
適
用
し
て
き
た
。

さ
て
、
北
欧
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る
若
干
の
国
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
実
行
は
、

c
l
a
u
s
e
s
)
 関

法

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
地
域
的
な
文
脈
で
で
は
あ
る
が
、

こ
の
問
題
に
対
す
る
組
織
的
な
取
り
組
み
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。
項
を
改
め
て
、
そ
の
軌
跡
を
追
っ
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
は
、
若
干
の
加
盟
国
に
よ
る
上
述
の
よ
う
な
実
行
を
う
け
、

れ
な
い
留
保
へ
の
対
応
」
に
つ
い
て
精
力
的
に
取
り
紺
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、

(65) 

一
三
を
採
択
し
た
。
こ
の
勧
告
の
附
属
書
は
、

と
し
て
異
議
の
ひ
な
形
を
い
く
つ
か
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
っ
と
し
て
、
「
n
o
benefit
」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い

一
般
的
な
性
質
を
有
す
る
留
保
の
表
明
や
、
監
視
機
関
の
役
割
が
ま
す
ま
す
増
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
条
約

法
条
約
が
採
択
さ
れ
た
時
に
は
、
予
想
で
き
な
か
っ
た
展
開
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
国
際
条
約
に
対
す
る
許

（
―
-
三
六
）



続
け
て
、
次
の
よ
う
に
付
言
す
る
。

（
憲
法
／
国
内
立
法
／
伝
統
）
に
反
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
条
約
の
諸
規
定
に
関

一
般
的
な
性
質
を
有
す
る
留
保
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

(
X
国
）
政
府
は
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
な
留
保
は
、
（
関
連
条
約
）

否
か
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
か
せ
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
（
関
連
条
約
の
関
連
規
定
／
条
約
法
条
約
第
一
九
条
い
）

約
の
趣
旨
及
ぴ
目
的
と
両
立
し
な
い
留
保
は
、
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
」
。

「
す
べ
て
の
当
事
国
が
、
当
事
国
に
な
る
こ
と
を
選
択
し
た
条
約
を
、
そ
の
趣
旨
及
び
目
的
に
従
い
尊
重
す
る
こ
と
、
及
び
、
諸
国

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

し
て
、 (

X
国
）
政
府
は
、
上
述
の
留
保
に
、

(
Y
国）

の

る。 「
(
X
国
）
政
府
は
、

(
Y
国
）
政
府
が
、
（
関
連
条
約
）

ま
ず
最
初
に
、
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

条
項
を
、
法
及
び
実
行
上
考
慮
す
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
。

の
趣
旨
及
び
目
的
を

(
Y
国
）
が
完
全
に
引
き
受
け
て
い
る
か

の
批
准
又
は

容
さ
れ
な
い
留
保
、
と
り
わ
け
一
般
的
な
性
質
を
有
す
る
留
保
の
数
が
ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
る
こ
と
に
懸
念
の
意
を
表
明
し
、
許
容
さ

れ
な
い
留
保
が
、
国
際
条
約
、
特
に
人
権
に
関
す
る
条
約
（
地
域
的
か
普
遍
的
か
に
関
係
な
く
）

よ
う
な
留
保
に
関
し
て
加
盟
国
が
共
通
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
こ
と
が
、
こ
う
し
た
事
態
を
改
善
す
る
手
段
に
な
り
う
る
と
す
る
。
こ
の

よ
う
な
認
識
に
基
づ
き
、
許
容
性
に
疑
問
を
抱
か
せ
る
留
保
に
遭
遇
し
た
と
き
、
加
盟
国
政
府
が
、
こ
の
勧
告
に
付
さ
れ
た
モ
デ
ル
対
応

そ
こ
で
、
附
属
書
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、
不
特
定
の
留
保
と
特
定
の
留
保
に
対
す
る
対
応
モ
デ
ル
が
三
部
構
成
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ほ
ぼ
同
様
の
内
容
な
の
で
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
前
者
に
つ
い
て
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
関
連
条
約
）

の
実
効
性
を
妨
げ
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の

三
七
九

に
よ
れ
ば
、
条

（
―
-
三
七
）

へ
の
加
入
時
に
付
し
た
留
保
を
検
討
し
て
い



（
関
連
条
約
）
に
対
し
て
付
し
た
上
述
の
よ
う
な
一
般
的
な
留
保
に
対
し
異

議
を
申
し
立
て
る
。
こ
の
異
議
に
よ
り
、

X
国
と

Y
国
と
の
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
」
。

(e) (d) (b) 

「
そ
れ
ゆ
え
、

(
X
国
）
政
府
は
、

(
Y
国
）
政
府
が

に
お
い
て
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」
。

議
を
申
し
立
て
る
。
こ
の
異
議
に
よ
り
、

X
国
と

Y
国
と
の
間
に
お
け
る
関
連
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。

議
を
申
し
立
て
る
。
こ
の
異
議
に
よ
り
、

X
国
と

Y
国
と
の
間
に
お
け
る
条
約
全
体
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。

議
を
申
し
立
て
る
。
こ
の
異
議
に
よ
り
、

「
そ
れ
ゆ
え
、

(
X
国
）
政
府
は
、

(
Y
国
）
政
府
が

「
そ
れ
ゆ
え
、

(
X
国
）
政
府
は
、

(
Y
国
）
政
府
が

（
関
連
条
約
）
に
対
し
て
付
し
た
上
述
の
よ
う
な
一
般
的
な
留
保
に
対
し
異

（
関
連
条
約
）
に
対
し
て
付
し
た
上
述
の
よ
う
な
一
般
的
な
留
保
に
対
し
異

x国
と

Y
国
と
の
間
に
お
け
る

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
約
は
、

(
Y
国
）
が
こ
れ
ら
の
留
保
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
な
く
、

(
X
国）

「
そ
れ
ゆ
え
、

(
X
国
）
政
府
は
、

(
Y
国
）
政
府
が

¥,' 
ヽ

「
そ
れ
ゆ
え
、

(
X
国
）
政
府
は
、

(
Y
国
）
政
府
が

そ
し
て
結
論
部
に
は
6
つ
の
選
択
肢
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
五
三
巻
四
•
五
号

（
関
連
条
約
）
全
体
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は

三
八
〇

（
―
-
三
八
）

が
こ
れ
ら
の
条
約
上
の
義
務
を
遵
守
す
る
た
め
に
必
要
な
立
法
上
の
変
更
を
約
束
す
る
こ
と
は
、
諸
国
家
共
通
の
利
益
と
な
る
。

さ
ら
に
、

(
X
国
）
政
府
は
、

(
Y
国
）
政
府
が
付
し
た
よ
う
な
、
（
関
連
条
約
の
）
ど
の
規
定
に
適
用
さ
れ
る
の
か
及
び
ど
の
程

度
逸
脱
す
る
の
か
を
明
確
に
特
定
し
て
い
な
い
一
般
的
な
留
保
は
、
条
約
に
関
す
る
国
際
法
の
基
盤
を
損
な
う
」
。

（
関
連
条
約
）

議
を
申
し
立
て
る
。

(
X
国
は
、
関
連
条
約
が
X
国
と

Y
国
と
の
間
に
お
い
て
効
力
を
発
生
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
何
も
言
わ
な

に
対
し
て
付
し
た
上
述
の
よ
う
な
一
般
的
な
留
保
に
対
し
異

（
関
連
条
約
）
に
対
し
て
付
し
た
上
述
の
よ
う
な
一
般
的
な
留
保
に
対
し
異

関
法

と

(
Y
国）

と
の
間



「
こ
れ
ら
の
留
保
の
一
般
的
な
性
質
を
考
慮
す
れ
ば
、
さ
ら
に
明
確
化
さ
れ
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
の
国
際
法
上
の
許
容
性
に
関
す

る
最
終
評
価
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
国
際
法
に
よ
れ
ば
、
適
用
さ
れ
れ
ば
、
趣
旨
及
び
目
的
の
実
施
に
不
可
欠
な
条
約
上
の
義

務
を
、
国
が
遵
守
し
な
く
な
る
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
に
は
、
そ
の
留
保
は
許
容
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

留
保
が
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
の
実
施
に
不
可
欠
の
規
定
と
両
立
し
て
い
る
こ
と
を
保
障
し
な
い
限
り
、
許
容
さ
れ
る
と
み
な
す
こ

(66) 

と
の
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、

効
性
を
妨
げ
る
よ
う
な
留
保
に
関
し
て
は
、
加
盟
国
が
共
通
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
「
n
o
benefit」

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
そ
の
―
つ
の
選
択
肢
と
し
て
、
加
盟
国
政
府
に
対
し
、
採
用
を
考
慮
す
る
よ
う
勧
告
さ
れ
る
ま
で
至
っ
た
の
で
あ
る
。

北
欧
諸
国
が
申
し
立
て
て
い
る
異
議
は
、
両
立
し
な
い
留
保
を
付
し
た
国
は
、
当
該
留
保
か
ら
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
な
く
、
す
な
わ

ち
当
該
留
保
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、
異
議
を
申
し
立
て
た
国
と
の
関
係
で
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
、
と
い
う
効
果
を
与
え
よ
う
と
し
て

二
―
条
三
項
が
規
定
す
る
「
留
保
の
限
度
に
お
い
て
、
適
用
が
な
い
」
と
い
う
効
果
で
は
な
い
。
ま
た
、
上
述
し
た
よ
う
に
、

ク
や
ベ
ル
ギ
ー
が
主
張
し
て
い
る
、
条
約
法
条
約
の
第
二
〇
条
五
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
―
二
箇
月
の
期
間
は
、
当
初
か
ら
無
効
で
あ
る

留
保
に
は
適
用
さ
れ
ず
、

(
Y
国
）
政
府
が
、
追
加
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
又
は
後
の
慣
行
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の

(
X
国）

モ
デ
ル
い
は
、
ま
さ
に
「
n
o
benefit」

(no benefit)」

か
か
る
留
保
に
対
す
る
異
議
は
、

ア
プ
ロ
ー
チ
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
条
約
の
実

ア
プ
ロ
ー
チ
と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
条
約
法
条
約
第

い
か
な
る
時
間
的
制
限
に
も
服
さ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
、
「
許

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

い
る
。
留
保
国
に
「
一
切
の
利
益
を
与
え
な
い

口

評

価 と
は
で
き
な
い
。
こ
の
異
議
に
よ
り
、

(
Y
国）

国
）
政
府
が
付
し
た
留
保
を
、

(f) 

と

三
八
一

（
―
-
三
九
） (

X
国）

デ
ン
マ
ー

は
ヽ

(
Y
 



こ
の
「
そ
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
」
と
の
一
節
を
捉
え
て
、
裁
判
所
は
、

（
傍
点
筆
者
）

ス
イ
ス
の
第
一
義
的
な
意
思
は
、

を
受
諾
す
る
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
無
効
と
宣
言
さ
れ
た
留
保
と
条
約
の
受
諾
と
は
不
可
分
の
関
係
に
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
ス
イ

(70) 

ス
自
身
が
「
訴
訟
の
係
属
中
に
」
認
め
て
い
た
、
と
の
解
釈
が
有
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
留
保
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
拘
束
さ
れ
る
根

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
ス
イ
ス
が
、
現
に
そ
し
て
自
ら
も
そ
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
よ
う
に
、
宣
言
の
有
効
性
と
は
関
係
な
く
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ

(69) 

と
に
は
、
疑
い
の
余
地
が
な
い
」
。

う
に
述
べ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
ベ
リ
ロ
ス

お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

と
し
て
、

容
さ
れ
な
い 関

法

第
五
三
巻
四
・
五
号

三
八
二

（
―
-
四
0
)

(68) 

（
両
立
し
な
い
）
」
留
保
の
効
果
は
、
条
約
法
条
約
上
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
両
立
し
な
い
留
保
を
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
か
ら
切
り
離
し
、
当
該
留
保
が
な
か
っ
た
も
の
と

し
て
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
留
保
の
可
分
性
と
い
う
概
念
は
、
す
で
に
留
保
無
効
の
効
果
又
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
留
保
の
結
果

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
や
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会
に
よ
り
採
用
さ
れ
て
お
り
、
既
に
い
く
つ
か
の
先
例
も
あ
る
。
も
っ
と

も
、
こ
れ
ら
は
、
両
立
し
な
い
留
保
に
対
す
る
異
議
の
効
果
で
は
な
く
、
条
約
実
施
機
関
又
は
監
視
機
関
が
、
留
保
を
「
無
効
」
又
は

「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
認
定
し
た
結
果
生
ず
る
効
果
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会
の
実
行
に

は
、
イ
ギ
リ
ス
、

ア
メ
リ
カ
及
び
フ
ラ
ン
ス
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
効
果
と
い
う
点

に
限
っ
て
言
え
ば
、
同
じ
で
あ
り
、
北
欧
諸
国
な
ど
の
実
行
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
理
由
付
け
は
少
な
か
ら
ぬ
関
連
性
を
有

す
る
と
思
わ
れ
る
。
既
に
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
限
り
で
、
簡
単
に
見
て

(Belilos)

事
件
で
、
留
保
と
判
定
し
た
解
釈
宣
言
の
無
効
を
宣
言
し
た
う
え
で
、
次
の
よ



留
保
を
付
し
た
国
の
意
思
と
い
う
要
素
は
、

拠
は
、
当
該
留
保
を
付
し
た
国
の
黙
認
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会
の
一
般
的
意
見
で
も
、
同
様
の
見
解
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
か
か
る
留
保
は
、
規
約
が
留
保
国
に
対
し
て
、
留
保
の
利
益
な
く
効
力
を
生
ず
る
と
い
う
意
味
で
、

一
般
的
に
分
離
可
能
で
あ
る
」
。

こ
れ
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
・
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
三
国
政
府
は
、
留
保
と
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
不
可
分
性
を
強
調
し
た
。

す
な
わ
ち
、
「
条
約
は
、
諸
国
家
の
同
意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
留
保
は
、
当
該
諸
国
家
が
そ
の
同
意
に
付
し
た
条
件
で
あ
る
」
。
い
わ

ば
、
留
保
は
そ
の
同
意
の
「
不
可
分
の
一
諏
」
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
は
、
留
保
に
係
る
条
約
の
部
分
を
明
示
的
に
受
諾
し
な
い
と

い
う
諸
国
家
の
意
思
表
明
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
、
な
お
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
ど
到
底
考
え
ら
れ
ず
、

留
保
が
無
効
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
時
に
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
も
無
効
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

規
約
が
留
保
国
に
対
し
て
、
留
保
の
利
益
な
く
効
力
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
な
ど
と
い
う
帰
結
は
、
「
ま
さ
に
条
約
約
束
は
合
意
に
基
づ

(77) 

く
も
の
で
あ
る
と
い
う
本
質
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
」
。

一
般
的
意
見
で
は
、
単
に
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
留
保
の
通
常
の
帰
結
は
、
…
…
分
離
可
能
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、

と
す
る
趣
旨
で
は
な
か
っ
た
、

と
い
っ
た
慎
重
な
言
葉
遣
い
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
全
面
的
に
留
保
を
付
し
た
国
の
意
思
を
排
除
し
、
常
に
分
離
可
能

と
の
指
摘
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
三
国
政
府
の
い
う
よ
う
に
、
「
そ
の
意
思
に
反
し
て
拘
束
さ
れ
る
」

こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仮
に
そ
う
な
ら
ば
、
留
保
が
「
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
認
定
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
当
該
留
保
か

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

「
受
け
人
れ
ら
れ
な
い

(
u
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
)

邸
田
保
の
通
常
の
帰
結
は
、
規
約
が
留
保
国
に
対
し
て
完
全
に
効
力
を
有
さ
な
く
な
る
と

一
見
す
る
と
含
ま
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と
も
、
「
通
常
」
や
「
一
般
的
に
は
」

三
八
三

（
―
-
四
一
）
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ら
利
益
を
得
る
こ
と
な
く
、
留
保
を
付
し
た
国
に
対
し
て
規
約
が
効
力
を
生
ず
る
根
拠
は
、

(79) 

い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

三
八
四

（
―
-
四
二
）

や
は
り
当
該
留
保
国
の
同
意
に
求
め
ら
れ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
や
自
由
権
規
約
人
権
委
員
会
も
、
そ
れ
が
「
真
の
」
意
思
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題

は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
が
、
留
保
を
付
し
た
国
の
意
思
か
ら
、
可
分
性
の
根
拠
を
導
き
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
章
で
見
た

よ
う
に
、
元
々
可
分
性
を
主
張
す
る
論
者
は
、
同
様
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
無
効
な
又
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
留
保
の

帰
結
と
し
て
、
留
保
国
は
当
該
留
保
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
引
き
続
き
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
、
国
際
法
上
正
当
化
し
う

(80) 

る
唯
一
の
根
拠
は
、
当
該
留
保
を
付
し
た
国
の
同
意
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
前
提
の
下
で
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議

の
法
的
効
果
と
し
て
、
当
該
留
保
を
付
し
た
国
に
は
、
「
一
切
の
利
益
を
与
え
な
い
」
と
す
る
北
欧
諸
国
の
実
行
を
評
価
し
て
み
る
こ
と

ま
ず
前
提
的
な
問
題
と
し
て
、
条
約
法
条
約
第
ニ
一
条
三
項
が
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
効
果
を
も
含
む
と
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
異
議
は
同
項
に
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
第
ニ
一
条
三
項
が
両
立
す
る
留
保
に
対
す
る
異
議
の
効
果
だ
け
を
規
定

し
て
い
る
と
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果
と
し
て
、
留
保
を
付
し
た
国
に
「
一
切
の
利
益
を

与
え
な
い
」
と
す
る
こ
と
も
、
当
然
に
は
排
除
さ
れ
な
い
。
再
三
述
ぺ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
点
は
容
易
に
結
論
の
出
な
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。
た
だ
し
、
仮
に
後
者
の
立
場
に
よ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、

に
し
よ
う
。 関

法

や
は
り
最
大
の
問
題
は
、
上
述
し
た
「
条
約
約
束
は
ま
さ
に
合

意
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
本
質
を
全
く
考
慮
し
て
い
な
い
」
と
の
批
判
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
異
議
に
こ
の
よ
う
な
法
的
効
果

(81) 

を
与
え
る
こ
と
が
、
同
意
原
則
か
ら
の
逸
脱
と
見
ら
れ
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
提
起

さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
留
保
を
付
し
た
国
は
、
留
保
が
両
立
し
な
い
と
み
な
さ
れ
た
結
果
、
当
該
留
保
と
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の



的
に
支
持
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同
意
と
を
切
り
離
し
、
条
約
全
体
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
う
る
こ
と
を
、
黙
示
的
に
同
意
し
て
い
る
と
推
定
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
う

し
た
異
議
を
受
け
た
場
合
、
自
動
的
に
留
保
が
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
条
約
全
体
に
拘
束
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
留
保
を
付
し
た
国
は
、

こ
う
し
た
可
能
性
を
黙
示
的
に
同
意
し
て
い
る
と
の
推
定
に
反
駁
す
る
、
あ
る
い
は
、
留
保
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
同
意
か
ら

(82) 

切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
事
態
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
に
論
理
構
成
す
れ
ば
、

最
終
的
な
対
応
は
、
留
保
を
付
し
た
国
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
同
意
原
則
か
ら
の
逸
脱
と
は
な
ら
な
い
゜
留
保
が
な
か
っ
た

も
の
と
し
て
、
条
約
全
体
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
決
定
す
る
場
合
、
留
保
を
自
発
的
に
撤
回
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
留
保
を
付
し
た
国
が

(83) 

こ
う
し
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
主
と
し
て
、
実
施
機
関
又
は
監
視
機
関
が
留
保
を
許
容
さ
れ

な
い
と
認
定
し
た
場
合
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
国
際
法
委
員
会
が
、

一
九
九
七
年
に
採
択
し
た
「
仮
の
結
論
」
第
一

0
項
で
、

(84) 

留
保
が
許
容
さ
れ
な
い
場
合
、
「
留
保
を
付
し
た
国
に
は
措
置
を
講
ず
る
責
任
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
結
論
を
間
接

し
た
が
っ
て
、
非
両
立
性
を
理
由
に
異
議
を
申
し
立
て
ら
れ
た
留
保
が
、
留
保
国
に
「
一
切
の
利
益
を
与
え
な
い
」
と
の
効
果
を
発
生

す
る
か
否
か
は
、
留
保
を
付
し
た
国
が
い
か
な
る
措
置
を
講
ず
る
か
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
留
保
を
付
し
た
国
に
は
、

六
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
。
第
一
に
、
当
該
異
議
を
受
け
入
れ
、
留
保
を
撤
回
す
る
。
第
二
に
、
当
該
異
議
を
不
服
と
し
て
、
条
約
か
ら
脱

(85) 

退
す
る
。
第
三
に
、
当
該
留
保
を
事
後
的
に
修
正
す
る
。
第
四
に
、
上
述
の
よ
う
な
推
定
に
反
駁
し
、
完
全
無
視
を
決
め
込
む
。
第
五
に
、

個
々
の
国
家
に
両
立
性
の
判
定
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
相
対
的
な
効
果
し
か
持
ち
得
な
い
こ
と
か
ら
、
異
議
国
に
よ
る
両
立

し
な
い
と
の
評
価
自
体
を
争
う
。
そ
し
て
第
六
に
、
条
約
法
条
約
第
ニ
―
条
三
項
は
、
異
議
の
効
果
と
し
て
留
保
国
に
「
一
切
の
利
益
を

与
え
な
い
」
と
は
規
定
し
て
い
な
い
と
し
、
こ
の
よ
う
な
異
議
の
妥
当
性
を
争
う
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
第
三
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
筆
者

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

三
八
五
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―
四
三
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は
か
つ
て
、
条
約
法
条
約
が
留
保
の
表
明
を
条
約
へ
の
署
名
、
条
約
の
批
准
、
受
諾
若
し
く
は
承
認
又
は
条
約
へ
の
加
入
に
際
し
て
の
み

認
め
て
い
る
こ
と
、
ま
た
条
約
の
当
事
国
に
留
ま
り
つ
つ
、
留
保
の
事
後
的
な
修
正
を
認
め
る
条
約
は
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
否
定
的

(86) 

な
見
解
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
条
約
の
寄
託
者
と
し
て
の
国
連
事
務
総
長
は
、

申
し
立
て
ら
れ
な
い
場
合
、
留
保
の
修
正
を
認
め
る
と
い
う
慣
行
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
リ
ビ
ア
は
、

一
九
九
五
年
、
条
約
の
寄
託
者
で
あ
る
国
連
事
務
総
長
に
、
当
該
留
保
を
よ
り
限
定
的
な

留
保
に
修
正
す
る
意
思
を
通
知
し
た
。
事
務
総
長
は
、
こ
の
修
正
を
締
約
国
に
通
知
し
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
締
約
国
か
ら
異
議
は
申
し

(88) 

立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
一
九
九
九
年
一
月
二
九
日
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
政
府
か
ら
よ
せ
ら
れ
た
留
保
の
修
正
通
告
に
つ
き
、
事
務
総
長
は
、

寄
託
者
と
し
て
同
様
の
事
例
で
採
っ
て
き
た
慣
行
に
従
い
、
通
告
を
受
領
し
た
日
か
ら
九

0
日
の
期
間
内
（
す
な
わ
ち
、

月
二
五
日
）
に
、
寄
託
す
る
こ
と
又
は
そ
れ
に
付
随
し
て
予
見
さ
れ
る
手
続
に
対
し
て
、
締
約
国
か
ら
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
な
い
場
合

に
は
、
当
該
修
正
を
寄
託
の
た
め
に
受
領
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
、

（
―
-
四
四
）

一
九
九
九
年
三

い
か
な
る
異
議
も
受
領
し
な
か
っ
た
の
で
、
九

0
日
の
期

(89) 

間
が
満
了
す
る
日
、
す
な
わ
ち
一
九
九
九
年
六
月
一
一
三
日
に
、
当
該
修
正
の
寄
託
が
受
諾
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
九

0
日
の

期
間
満
了
後
の
同
年
八
月
一
六
日
、
ド
イ
ツ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
修
正
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
た
。
「
こ
の
修
正
は
、

ル
デ
ィ
ブ
共
和
国
が
当
初
こ
の
条
約
に
対
し
て
表
明
し
た
留
保
の
撤
回
又
は
一
部
撤
回
に
あ
た
る
も
の
で
は
な
い
。
当
該
修
正
は
、
こ
の

条
約
の
第
七
条
…
…
及
び
第
一
六
条
…
…
に
対
す
る
新
た
な
留
保
で
あ
り
、
当
初
表
明
し
た
留
保
を
拡
大
し
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
国

が
条
約
に
対
し
て
留
保
を
付
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
条
約
へ
の
署
名
、
条
約
の
批
准
、
受
諾
若
し
く
は
承
認
又
は
条
約
へ
の
加
人
に
際

し
て
の
み
で
あ
る

モ

（
条
約
法
条
約
第
一
九
条
）
こ
と
に
留
意
す
る
。
国
が
国
際
法
上
の
条
約
に
拘
束
さ
れ
て
か
ら
は
、
も
は
や
新
た
な
留

保
を
提
出
し
た
り
、
当
初
表
明
し
た
留
保
を
拡
大
す
る
又
は
そ
れ
に
追
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
唯
一
可
能
な
の
は
、
元
々
の
留
保
を

を
伴
い
女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
加
人
し
た
が
、

関
法

三
八
六

一
九
八
九
年
に
留
保

一
定
期
間
内
に
締
約
国
か
ら
異
議
が



す
ぺ
て
又
は
一
部
撤
回
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
、

モ
ル
デ
ィ
ブ
共
和
国
が
修
正
で
行
っ
た
の
は
、
こ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
」
。

し
か
し
、
前
半
部
分
か
ら
推
察
す
る
に
、
修
正
そ
の
も
の
に
反
対
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
留
保
を
「
拡
大
し
強
化
す
る
」
こ
と
に
対

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
は
同
年
八
月
、
次
の
よ
う
な
通
報
を
事
務
総
長
へ
送
付
し
て
い
る
。
「
…
…
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
は
、

条
い
及
び
第
一
六
条
に
対
す
る
留
保
に
は
、
好
ま
し
く
な
い
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
政
府
は
、

モ
ル

デ
ィ
ブ
共
和
国
政
府
が
、
こ
の
条
約
へ
の
加
入
時
に
付
し
た
留
保
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
満
足
の
意
を
表
し
歓
迎
す
る
。
し
か
し
、
第
七

モ
ル
デ
ィ

ブ
共
和
国
政
府
が
、
条
約
で
承
認
さ
れ
て
い
る
権
利
の
実
施
を
確
保
し
、
留
保
の
撤
回
を
目
的
と
し
て
、
国
内
法
律
を
条
約
上
の
義
務
に

従
わ
せ
る
た
め
に
最
善
を
尽
く
す
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
と
宣
言
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
こ
の
宣
言
に
よ
り
、
モ
ル
デ
ィ
ブ
と
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
と
の
間
に
お
け
る
条
約
の
効
力
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
。
こ
れ
も
、
修
正
自
体
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
内
容
に
対
す
る
声
明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今
の
と
こ
ろ
、
留
保
を
事
後
的
に
修
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
当
事
国
か
ら
異
議
が

申
し
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
と
は
い
え
、
依
然
と
し
て
事
例
は
稀
少
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
留
保
の
修
正
が
認
め
ら
れ
る

ま
た
、

す
る
異
議
申
立
と
思
わ
れ
る
。

い
か
に
も
時
期
尚
早
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
年
、
実
際
的
な
観
点
か
ら
、
留
保
の
修
正
を
認
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、

(91) 

ペ
き
で
あ
る
と
の
見
解
も
散
見
さ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
条
約
の
寄
託
者
と
し
て
の
事
務
総
長
の
慣
行
は
注
目
に
値
す
る
。

(92) 

な
お
‘

1
1
0
0―
一
年
六
月
に
国
際
法
委
員
会
へ
提
出
さ
れ
た
プ
レ
の
第
七
報
告
書
で
は
、
こ
う
し
た
修
正
を
「
一
部
撤
回
」
と
み
な
し
、

理
論
的
に
説
明
し
よ
う
と
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
修
正
が
、
留
保
の
範
囲
を
縮
小
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

「
当
初
付
さ
れ
た
留
保

(initial
r
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
)
」
の
一
部
撤
回
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
修
正
は
、
原
則
と
し

(93) 

て
何
の
問
題
も
な
く
、
撤
回
に
関
す
る
一
般
規
則
に
服
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
行
の
条
約
法
条
約
第
二
二
条
の
枠
内
で
、
留
保
の
「
修

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
展
議
の
法
的
効
果

三
八
七

（
―
-
四
五
）



み
た
い
。

ま
れ
る
。
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一
般
に
履
行
確

正
」
は
理
論
的
に
説
明
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
傾
聴
に
値
す
る
説
明
で
は
あ
る
が
、
同
条
が
留
保
を
「
全
部
撤
回
」
す
る

場
合
だ
け
で
な
く
、
「
一
部
撤
回
」
す
る
場
合
を
も
想
定
し
て
い
た
か
は
定
か
で
な
い
。
条
約
法
条
約
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
特
別
報

告
者
の
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
は
、
留
保
の
全
部
撤
回
と
一
部
撤
回
を
と
も
に
規
定
し
て
い
る
条
文
草
案
の
採
択
を
提
案
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
起
草
委
員
会
は
、
こ
の
草
案
を
検
討
し
た
後
、
特
に
理
由
を
示
す
こ
と
も
な
く
、
留
保
を
「
一
部
撤
回
」
す
る
可
能
性
へ
の
言

(94) 

及
を
削
除
し
た
条
文
草
案
を
委
員
会
に
提
示
し
た
。
こ
の
削
除
の
理
由
を
、
た
と
え
ば
「
撤
回
」
と
い
う
言
葉
に
、
「
全
部
撤
回
」
と

(95) 

「
一
部
撤
回
」
の
両
方
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
自
明
だ
か
ら
と
考
え
れ
ば
、
「
一
部
撤
回
」
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

実
行
が
先
行
し
、
現
状
で
は
、
十
分
な
理
論
付
け
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
今
後
、
国
際
法
委
員
会
を
中
心
に
、
議
論
の
深
化
が
望

さ
て
、

モ
ル
デ
ィ
ブ
が
修
正
を
施
し
た
留
保
に
は
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
多
数
の
国
が
異
議
を
申
し
立
て
て
い
た
。

保
措
置
と
し
て
、
報
告
書
審
在
の
制
度
を
定
め
て
い
る
人
権
諸
条
約
で
は
、
報
告
書
審
査
の
折
り
に
、
条
約
の
監
視
機
関
よ
り
留
保
の
撤

回
を
促
さ
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
異
議
だ
け
が
修
正
を
促
し
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
全
く
異
議
が
提
起

さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
比
較
す
れ
ば
、
多
少
な
り
と
も
効
果
は
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、
留
保
を
付
し
た
国
が

な
ん
ら
か
の
対
応
を
採
る
こ
と
自
体
稀
で
あ
り
、
最
も
多
い
の
は
第
四
の
選
択
肢
で
あ
る
「
完
全
無
視
」
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
留

保
国
の
対
応
如
何
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
こ
う
し
た
異
議
の
実
際
的
効
果
が
ど
れ
ほ
ど
あ
る
の
か
、
疑
問
が
生
じ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
留
保
国
に
対
し
注
意
を
喚
起
し
、
当
該
留
保
の
再
検
討
又
は
撤
回
を
促
す
と
い
う
意
味
合
い
を
認
め
る
こ
と
は

(96) 

で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
観
点
か
ら
注
目
に
値
す
る
も
の
と
し
て
、
近
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
採
用
し
て
い
る
実
行
を
、
最
後
に
取
り
上
げ
て

関
法

（
―
-
四
六
）



オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、

に
さ
れ
な
け
れ
ぱ
、
国
際
法
上
、
そ
の
許
容
性
に
関
す
る
最
終
的
評
価
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

マ
レ
ー
シ
ア
が
、
こ
の
留
保
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
法
的
効
果
の
範
囲
を
十
分
に
特
定
す
る
ま
で
、

の
留
保
を
、
趣
旨
及
び
目
的
を
実
現
す
る
に
は
、
必
ず
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
定
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
も
の
と
み
な
す
。

し
か
し
な
が
ら
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
こ
の
留
保
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

旨
及
び
目
的
の
実
現
に
不
可
欠
の
条
約
上
の
義
務
の
遵
守
を
否
定
す
る
よ
う
な
効
果
が
生
じ
る
な
ら
ば
、
当
該
留
保
の
許
容
性
に
対

し
異
議
を
申
し
立
て
る
。

趣
旨
及
び
目
的
の
実
施
に
不
可
欠
の
規
定
と
両
立
し
て
い
る
こ
と
を
保
障
し
な
い
限
り
、

同
様
の
異
議
は
、
同
条
約
に
対
し
、

マ
レ
ー
シ
ア
が
付
し
た
留
保
を
、
こ
の
条

約
の
第
五
一
条
及
び
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
第
一
九
条
の
制
度
の
下
で
、
許
容
さ
れ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

(98) 

イ
ラ
ン
、
ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ー
ラ
ム
、
キ
リ
バ
ス
及
び
サ
ウ
デ
ィ
ア

ラ
ビ
ア
が
加
入
時
に
付
し
た
留
保
、

サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
が
人
種
差
別
撤
廃
条
約
に
付
し
た
留
保
、
さ
ら
に
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
、

(99) 

ン
及
び
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
が
女
子
差
別
撤
廃
条
約
に
付
し
た
留
保
に
対
し
て
も
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
。

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、

マ
レ
ー
シ
ア
が
加
人
時
に
付
し
た
留
保
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
異
議
を
申
し
立
て
た
。

「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
第
五
一
条
に
反
映
さ
れ
て
い
る
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
の
第
一
九
条
に
基
づ
き
、
留
保

が
、
国
際
法
上
許
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
関
係
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
実
施
が
趣

旨
及
び
目
的
の
実
現
に
不
可
欠
の
諸
規
定
か
ら
の
逸
脱
を
意
図
す
る
場
合
、
留
保
は
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
。

一
九
九
六
年
、

マ
レ
ー
シ
ア
が
付
し
た
留
保
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
留
保
の
一
般
的
な
性
質
か
ら
し
て
、
よ
り
一
層
明
確

マ
レ
ー
シ
ア
が
、
追
加
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
又
は
後
の
慣
行
を
通
じ
て
、
こ
の
留
保
が
条
約
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、

カ
タ
ー
ル
、

ヽ

オ
マ
ー
ン

三
八
九

マ
レ
ー
シ
ア
が
負
っ
て
い
る
、
こ
の
条
約
の
趣

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
こ
れ
ら

（
―
-
四
七
）
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こ
の
よ
う
に
、

え
ば
、
二

0
0
一
年
―
一
月
―
四
日
、
条
約
法
条
約
に
付
さ
れ
た
ペ
ル
ー
の
留
保
に
対
し
、

三
九
〇

（
―
-
四
八
）

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
許
容
性
に
関
す
る
最
終
的
な
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
留
保
を
付
し
た
国
に
何
ら

か
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
上
述
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の
閣
僚
委
員
会
に
よ
る
勧
告
付
属
書
の
対
応
モ
デ
ル

（
に
相
当
す
る
が
、
そ
も
そ
も
モ
デ
ル
（
が
付
属
書
に
挿
人
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
実
行
が
念
頭
に
お
か
れ
て

(100)

（

101) 

い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
さ
て
、
こ
の
い
わ
ば
対
話
へ
の
招
待

(
a
n
invitation to dialogue)

と
で
も
言
う
べ
き
異
議
の
目
的
は
、
留
保

(102) 

国
に
問
題
視
さ
れ
た
留
保
の
再
考
を
促
し
、
そ
の
う
え
で
少
な
く
と
も
一
部
撤
回
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
、
現
時
点

で
は
、
留
保
国
が
こ
う
し
た
呼
び
か
け
に
応
じ
る
可
能
性
は
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
大
の
問
題
は
、
モ
デ
ル
草
案
を
作
成
し
た

(103) 

委
員
会
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
条
約
法
条
約
第
二

0
条
五
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
―
二
箇
月
ル
ー
ル
と
の
関
係
で
あ
る
。
た
と

オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
、
「
留
保
国
に
一
切
の
利

益
を
与
え
な
い
」
と
の
一
節
を
追
加
し
て
、
同
様
の
異
議
を
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二

0
0
二
年
一
月
ニ
―
日
、

す。』

ペ
ル
ー
は
次

の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
「
…
…
条
約
法
条
約
第
二

0
条
五
項
は
、
『
い
ず
れ
か
の
国
が
、
留
保
の
通
告
を
受
け
た
後
―
二
箇
月
の
期
間

が
満
了
す
る
日
…
…
ま
で
に
留
保
に
対
し
異
議
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
留
保
は
、
当
該
国
に
よ
り
受
諾
さ
れ
た
も
の
と
み
な

と
規
定
し
て
い
る
。
条
約
法
条
約
に
関
す
る
ペ
ル
ー
に
よ
る
批
准
及
び
留
保
は
、
二

0
0
0年
―
一
月
九
日
に
通
報
さ
れ
て
い
た
。

事
務
局
は
、

れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
議
を
提
起
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
条
約
法
条
約
第
二

0
条
五
項
で
言
及
さ
れ
て
い
る
―
二
箇
月
の
期
間
が
経

過
し
て
い
る
の
で
、

こ
う
し
て
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
か
ら
の
通
報
を
、
二

0
0
一
年
―
一
月
―
四
日
に
受
領
し
、
同
年
―
一
月
二
八
日
に
加
盟
国
へ
回
覧
さ

関
法

ペ
ル
ー
使
節
団
は
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
は
、

ル
ー
政
府
は
、
適
当
な
方
法
で
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

ペ
ル
ー
が
付
し
た
留
保
を
黙
示
的
に
受
諾
し
た
と
考
え
て
い
る
。
ペ

(104) 

オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
か
ら
の
通
報
を
、
法
的
効
果
の
な
い
も
の
と
み
な
す
」
。

ペ
ル
ー
は
、
第
二

O
条
五
項
を
盾
に
取
り
、
異
議
国
に
よ
る
異
議
を
争
う
と
い
う
対
応
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た



類
型
に
即
し
て
言
え
ば
、
留
保
の
両
立
性
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
と
の
異
議
に
対
し
、

み
な
し
、

お

わ

り

に

し
た
が
っ
て
両
立
性
も
確
定
し
て
い
る
と
の
反
論
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
第
五
の
選
択
肢
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
、
反
論
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
ほ
ぼ
野
放
し
状
態
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
異
議
国
と
留
保
国
と
の
間
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
や
り
と
り
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
を
「
前
進
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
時
点
で
は
、
北
欧
諸
国
の
異
議
が
、
文
字
通
り
の
効
果
を
発
生
さ
せ
る
に
は
、
留
保
を
付
し
た
国
の
同
意
が
不
可

(105) 

欠
で
あ
る
。
現
行
国
際
法
上
は
、
そ
う
し
た
同
意
な
く
し
て
、
留
保
を
付
し
た
国
は
、
か
か
る
異
議
の
効
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
に
足
る
根
拠
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
北
欧
諸
国
に
よ
る
異
議
又
は
そ
れ
に
類
似
す
る
異
議
は
、
留
保
国
に
当
該
留
保
の
再
検
討

又
は
撤
回
を
促
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
宣
言
と
、
実
質
的
に
は
異
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
両
立
性
の
判
定
が
個
別
国
家
に
よ
り
行
わ
れ
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
異
議
が
相
対
的
な
効
果
し
か
持
ち
得
な
い
こ
と
も
、
常
に

念
頭
に
置
い
て
お
く
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
異
議
国
に
よ
る
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
留
保
と
の
両
立
性
に
関
す
る
決
定
は
、
主
観
的
な
自

己
決
定
に
基
づ
い
て
お
り
、
他
の
諸
国
は
、
異
な
る
結
果
に
到
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
北
欧
諸
国
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
異
議
の
効

果
が
有
効
に
機
能
す
る
に
は
、
留
保
の
許
容
性
及
び
そ
の
法
的
帰
結
が
、
可
能
な
限
り
「
客
観
的
に
」
判
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

(106) 

判
定
に
、
こ
れ
ら
の
諸
条
約
の
当
事
国
全
体
を
拘
束
す
る
効
果
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
は

あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
個
別
国
家
に
よ
る
両
立
性
の
判
定
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
、
留
保
国
と
異
議
国
と
の
間
の
二
国
間
関

係
を
ベ
ー
ス
に
構
築
さ
れ
て
い
る
条
約
法
条
約
の
留
保
制
度
で
は
、

や
は
り
超
え
ら
れ
な
い
限
界
な
の
だ
ろ
う
。
両
立
し
な
い
留
保
に
対

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

三
九
一

（
―
-
四
九
）

―
二
箇
月
経
過
し
て
い
る
以
上
受
諾
さ
れ
た
と



第
五
三
巻
四
・
五
号

三
九
二

（
―
-
五

0
)

す
る
異
議
の
法
的
効
果
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
制
度
の
根
本
に
触
れ
る
視
点
も
必
要
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
も
、
両
立
し
な
い
留
保
に
対
す
る
異
議
の
効
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
動
き
が
出
現
し
て
き
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
ま
た
、

異
議
を
き
っ
か
け
に
、
留
保
の
修
正
を
導
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
事
例
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
異
議
が
全
く
無
意
味
で

あ
る
と
見
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
実
行
は
、
現
在
、
検
討
中
の
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
審
議
に
も
少
な
か
ら
ず

(107) 

影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う
し
、
北
欧
諸
国
の
実
行
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
目
的
と
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
日
、
両
立
性
の
基
準
は
、
単
に
条
約
法
条
約
上
の
一
規
則
に
と
ど
ま
ら
ず
、
留
保
に
関
す
る
国
際
法
の

一
般
規
則
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
留
保
の
両
立
性
に
関
係
な
く
、
同
一
の
効
果
が
発
生
す
る
と
の
事
態
は
、
に
わ

か
に
容
認
し
難
い
。
そ
も
そ
も
両
立
性
の
基
準
が
、
条
約
の
中
核
的
な
規
定
の
履
行
を
最
低
限
確
保
し
つ
つ
、
普
遍
的
な
参
加
を
可
能
と

す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
に
反
す
る
留
保
に
対
す
る
異
議
に
よ
り
、
当
該
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的

を
構
成
す
る
規
定
が
、
「
留
保
の
限
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
な
く
な
」
り
な
が
ら
も
、
当
該
異
議
国
と
留
保
国
と
の
間
に
お
い
て
条
約
の

効
力
発
生
は
妨
げ
ら
れ
ず
、
留
保
国
が
当
事
国
の
地
位
を
得
る
の
は
、
本
末
転
倒
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
北
欧
諸
国
を
は
じ

め
と
す
る
近
年
の
実
行
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
を
改
め
て
問
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
思
わ
れ
る
。
依
然
と
し
て
、

限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
か
つ
て
筆
者
が
こ
の
主
題
を
論
じ
た
頃
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
勢
力
は
確
実
に
広
が
っ
て
い
る
。

多
く
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
成
立
し
た
条
約
法
条
約
の
留
保
制
度
は
、
再
度
変
革
を
迫
ら
れ
て
い
る
。

(
l
)

人
権
諸
条
約
に
対
す
る
留
保
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
拙
稿
「
人
権
諸
条
約
に
対
す
る
留
保
|
|
＇
条
約
法
の
適
用
可
能
性
を
め

ぐ
っ
て
ー
」
『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
第
五

0
巻
第
三
号
（
二

0
0
0年
）
（
以
下
、
拙
稿
「
前
掲
論
文
（
人
権
諸
条
約
）
」
と
し
て
引
用
）
、
四

九
ー
九
三
頁
。

関
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 1
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 no. 
1
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 p. 2
8
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para. 6
0
.
 

薬
師
寺
公
夫
「
人
権
条
約
に
付
さ
れ
た

解
釈
宣
言
の
無
効
」
『
立
命
館
法
学
』
(
-
九
九

0
年
二
号
）
、
四
九
頁
。

(
9
)
 
G
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,
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,
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8
.
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(11)

拙
稿
「
条
約
法
条
約
に
対
す
る
留
保
の
『
有
効
性
」
の
決
定
に
つ
い
て
（
ニ
・
完
）
」
『
関
西
大
学
法
学
論
集
」
第
四
九
巻
第
一
号
(
-
九
九
九

年
）
（
以
下
、
拙
稿
「
『
有
効
性
』
の
決
定
（
ニ
・
完
）
」
と
し
て
引
用
）
、
九

0
頁。

(12)

拙
稿
「
『
有
効
性
』
の
決
定
（
一
）
」
、
ニ
―
六
ー
ニ
四

0
頁
。
ま
た
、
鶴
田
順
「
多
数
国
間
条
約
留
保
制
度
に
お
け
る
受
諾
及
び
異
議
の
機
能
」

『
本
郷
法
政
紀
要
」
第
一

0
号
（
二

0
0
一
年
）
（
以
下
、
鶴
田
「
前
掲
論
文
（
本
郷
法
政
紀
要
）
」
と
し
て
引
用
）
、
三
三
六
頁
。

(13)

鶴
田
「
前
掲
論
文
（
社
會
科
學
）
」
注
(
2
)
）
、
一
―
七
頁
注

(36)
。

(
1
4
)坂
元
茂
樹
「
条
約
の
留
保
制
度
に
関
す
る
一
考
察
l

同
意
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
」
、
桐
山
孝
信
•
杉
島
正
秋
•
船
尾
章
子
編
著
『
転
換
期
国

際
法
の
構
造
と
機
能
』
（
国
際
書
院
、
二

0
0
0
年
）
、
一
六
一
ー
一
六
二
頁
。

(15)

許
容
性
学
派
は
、
出
発
点
と
し
て
、
留
保
の
許
容
性
は
条
約
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
先
決
的
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
た

が
っ
て
、
当
該
留
保
が
他
の
締
約
国
に
対
し
て
対
抗
で
き
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
許
容
性
に
は
何
の
影
響
も
与
え
な
い
の
で
あ
り
、
た
と
え

異
議
が
提
起
さ
れ
対
抗
で
き
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
許
容
さ
れ
る
留
保
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
依
然
と
し
て
「
有
効
」
な
留
保
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
留
保
の
「
有
効
性
」
と
は
、
ま
さ
に
許
容
性
で
あ
り
、
「
有
効
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
こ
と
は
、
対
抗
力
と
い
う
全
く
別
個

の
問
題
を
混
同
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
の
で
望
ま
し
く
な
い
と
す
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
有
効
性
』
の
決
定
(
-
)
」

注
(
3
)
、
二

O
六
ー
ニ

0
九
頁
。

(16)

同
上
、
ニ
―
六
ー
ニ
三
七
頁
。

(17)

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
の
両
立
性
が
、
留
保
の
み
な
ら
ず
異
議
の
場
合
に
も
判
断
基
準
と
し
て
働
く
と
い
う
立
場
を

と
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
よ
う
に
し
て
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
は
、
留
保
を
行
う
自
由
に
も
、
そ
れ
に
対
し
異
議
を
唱
え
る
自
由
に
も

限
界
を
設
け
る
。
加
入
に
際
し
て
留
保
を
行
う
国
及
び
そ
れ
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
国
の
態
度
に
つ
き
基
準
を
提
供
す
べ
き

も
の
は
、
そ
の
留
保
と
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
の
両
立
性
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
締
約
国
が
、
個
別
的
に
か
つ
そ
れ
自
身
の
見
地
か
ら
、
留

保
の
許
容
性
に
関
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
評
価
に
際
し
て
、
す
ぺ
て
の
国
を
導
く
べ
き
行
為
規
範
で
あ
る
」
。

Reservations
to 
the 



(22) C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 in 
G
e
n
o
c
i
d
e
 :
 Ad
v
i
s
o
r
y
 O
p
i
n
i
o
n
:
 
I. 
C. J. 
R
e
p
o
r
t
s
 1
9
 ̂5
I
(
h
e
r
e
i
n
a
f
t
e
r
 cited a
s
 
G
e
n
o
c
i
d
e
 Case), 
p. 
24. 
坂
元
「
前
掲
論

文
」
注
(14)
、
一
七
ニ
ー
一
七
三
頁
、
鶴
田
「
前
掲
論
文
（
本
郷
法
政
紀
要
）
」
注
(12)
、
三
三
一
ー
三
三
二
頁
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
勧
告
的

意
見
は
、
「
異
議
」
1
1

「
両
立
」
と
い
う
関
係
の
成
立
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
、
両
立
性
以
外

の
異
議
の
可
能
性
を
全
く
考
慮
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
両
立
性
の
判
定
が
個
別
国
家
に
委
ね
ら
れ
た
以
上
、
あ
る
国
家
が
「
非
両
立
」
と

み
な
さ
な
い
留
保
に
対
し
て
さ
え
、
異
議
申
立
を
行
う
可
能
性
が
あ
り
得
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
裁
判
所
が
「
非
両
立
」
以
外
の

理
由
に
よ
る
異
議
申
立
を
許
容
し
て
い
る
趣
旨
て
は
な
い
。

cf.
Ibid., 
p. 
27・

坂
元
「
前
掲
論
文
」
注

(14)
、
一
九
五
頁
、
注

(44)
、
鶴
田

「
前
掲
論
文
（
本
郷
法
政
紀
要
）
」
注

(12)
、
三
五
四
頁
、
注

(123)
。
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R
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I
n
t
e
g
r
i
t
y
?
 
S
o
m
e
 R
e
f
l
e
c
t
i
o
n
s
 
o
n
 R
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
to 
G
e
n
e
r
a
l
 
Multilateral 
Treaties," 

British 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 o
f
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 
Laさ
(
hereinafter
cited 
a
s
 
B. 
Y
I
.
 L.), 
V
o
l
.
 
6
4
 (1993), 
pp. 
2
5
7
'
2
5
8
.
 
~
I
~
 「辛
則
ぶ
獨
吟
直

x」
迂
i

(14)
、
鶴
田
「
前
掲
論
文
（
本
郷
法
政
紀
要
）
」
注
(12
）
、
三
三
六
I

三
三
七
頁
、
拙
稿
「
『
有
効
性
』
の
決
定
(
-
)
」
注

(
3
)
、
-
―
―
―
―
-
|
-
―

三
二
頁
。

(19)

鶴
田
「
前
掲
論
文
（
本
郷
法
政
紀
要
）
」
注
(12)
、
三
四
一
ー
三
四
二
頁
。

(20)

「
異
議
申
立
国
に
は
、
留
保
に
反
対
す
る
に
と
ど
め
る
か
、
ま
た
は
留
保
国
と
の
間
て
の
条
約
全
体
の
効
力
発
生
を
否
認
す
る
か
、
の
い
ず
れ

か
の
対
応
策
し
か
規
定
さ
れ
て
い
な
い
」
。
中
村
道
「
条
約
法
の
紛
争
解
決
条
項
に
関
す
る
留
保
ー
ー
_
日
本
の
異
議
を
手
掛
か
り
と
し
て
ー
~
」

山
手
浩
之
•
香
西
茂
編
集
代
表
『
ニ
―
世
紀
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
と
平
和
は
国
際
法
の
新
し
い
発
展
を
め
ざ
し
て
、
上
巻
国
際
社
会
の
法

構
造
:
て
の
歴
史
と
現
状
」
（
東
信
堂
、
二

0
0
三
年
）
、
ニ
―
二
頁
。

Pellet,
"
U
n
i
t
y
 o
r
 Diversity", supra. note. 2, 
para. 227. 

(21)

こ
の
点
も
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
対
す
る
留
保
事
件
に
お
け
る
勧
告
的
意
見
と
は
異
な
る
。
同
意
見
に
よ
れ
ば
、
あ
る
留
保
に
対
し
両
立
し

な
い
と
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
当
事
国
は
、
留
保
を
付
し
た
国
を
当
事
国
で
は
な
い
と
み
な
す
権
利
を
有
す
る
」
。

G
e
n
o
c
i
d
e
Case, supra. 

note. 
17, 
p. 
29. 

寺
澤
一
•
山
本
菫
一
・
広
部
和
也
編
『
標
準
国
際
法
』
（
青
林
書
院
、
一
九
九

0
年
）
、
三
六
四
ー
三
六
六
頁
（
河
西
直
也
執
筆
担
当
部
分
）
、

鶴
田
「
前
掲
論
文
（
本
郷
法
政
紀
要
）
」
、
一
―
―

1
0頁、
M
a
s
s
i
m
o
C
o
c
c
i
a
,
 "
R
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 to Multilateral T
r
e
a
t
i
e
s
 o
n
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
"
,
 

C
a
ミ
o
r
n
i
a

W
e
s
t
e
r
n
 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 L
a
さ

J
o
u
r
n
a
l
,
V
o
l
.
 
15, 
1985, 
p. 
3
6
 ;
 J. 

M
.
 R
u
d
a
,
 
^
'
R
e
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
 
to 
Treaties", 
R
e
c
u
i
l
 d
e
s
 

c
o
u
r
s
d
e
8
1
cミ
d
g
m
i
e
d
e
d
r
o
i
ご
nternational,
1
9
7
5ー

III,
T
o
m
e
 146, 
pp. 
1
9
6
-
2
0
0
;
 
B
e
l
i
n
d
a
 C
l
a
r
k
,
 
"
T
h
e
 V
i
e
n
n
a
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 R
e
 ,
 

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

三
九
五

一
五
三
）
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g
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d
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C
o
n
v
e
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t
i
o
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 o

n
 Discrimination against W

o
m
e
n
"
,
 A
m
e
r
i
c
a
n
 J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 International L

a
w
,
 Vol. 

85, 
1991, 

pp. 
3
0
7
-
3
1
0
;
 
Sir 

Ian Sinclair, 
T
h
e
 V
i
e
n
n
a
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 the L

a
w
 o
f
 Treaties (

M
a
n
c
h
e
s
t
e
r
 University Press, 2

n
d
 

ed., 
1984), 

pp. 
7
6
-
7
7
;
 
P
a
u
l
 Reuter, 

Introduction a
u
 droit des traite, 

P. U. F-I. U
.
 H
.
 E. 

I., 
Paris, 

1985, 
p. 

74. 
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玉
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率
Q
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砂
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U
n
i
t
e
d
N
a
-

tions, 
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
 Conference o

n
 the L

a
w
 o
f
 Treaties, 

First session 
1968, Q

化
cial

Records, S
u
m
m
a
r
y
 records o

f
 the Plen-

a
r
y
 meetings a

n
d
 o
f
 the 

meetings o
f
 the 

C
o
m
m
i
t
t
e
e
 o

f
 the 

W
h
o
l
e
,
 E
l
e
v
e
n
t
h
 
plenary 

meeting, 
p. 

36; 
ibid., 

Thirty-second 

plenary meeting, pp. 
1
7
9
-
1
8
0
;
 
ibid., 

Thirty-third plenary m
e
e
t
i
n
g
 ,

 p. 
181. 

ぼ
）

R. 
St. J. 

M
a
c
d
o
n
a
l
d
,
 "Reservations u

n
d
e
r
 the E

u
r
o
p
e
a
n
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
 H
u
m
a
n
 Rights", 

R
e
v
u
e
 belge d

e
 droit internatio

か

al, 
1988-2, 

Vol. 
X
X
I
,
 
p. 

4
4
9
;
 
Iain 

C
a
m
e
r
o
n
 a

n
d
 
F
r
a
n
k
 
H
o
r
n
,
 
"Reservations 

to 
the 

E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
n
 H

u
m
a
n
 

Rights: 
T
h
e
 Belilos 

Case", 
G
e
r
m
a
n
 Y
e
a
r
b
o
o
k
 o
f
 International L

a
w
,
 Vol. 

33. 
1990, 

p. 
116; 

A
.
 Schabas, "Invalid Reserva-

tion 
to 

the International C
o
v
e
n
a
n
t
 o
n
 Civil 

a
n
d
 Political 

Rights: 
Is 

the U
n
i
t
e
d
 States still 

a
 Party?", 

B
r
o
o
k
l
y
n
 J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 

International L
a
w
,
 Vol. X

X
I
,
 1995, pp. 317-318. 

（
す

Z
e
m
a
n
e
k
,
supra. note. 5, 

pp. 331-332. 

ぼ
）

Klabbers, 
supra. 

note. 
5, 

p. 
182; 

Gaja, 
ibid., 

pp. 
3
1
4
-
3
1
8
;
 
Liesbeth 

Lijnzaad, 
Reservations 

to 
U

N
 H
u
m
a
n
 R
i
g
h
t
s
 

Treaties: 
R
a
t
i
f
y
 
a
n
d
 R
u
i
n
 ?

 (Martinus 
Nijhoff, 

Dordrecht, 
1994), 

p. 
44 ;

 Daniel 
N
.
 
Hylton, 

"Default 
B
r
e
a
k
d
o
w
n
 :

 Th
e
 

V
i
e
n
n
a
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 o
n
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a
w
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r
a
m
e
w
o
r
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n
 Reservations", 

Vanderbilt J
o
u
r
n
a
l
 o
f
 Transnatzo

か

al L
a
w
 (1994), 

pp. 
4
3
8
-
4
4
0
;
 
R
u
d
a
,
 supra. 

note. 
22, 

p. 
2
0
0
;
 
Sinclair, 

ibid., 
pp. 

76-77, 
438-440. 

謳
田
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俎
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N
)
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D. W
.
 Bowett, 

"Reservations 
to 

Non-restricted 
Multilateral 

Treaties," 
B. 

Y
I
.
 L, 

Vol. 
4
8
 (1976-1977), 

pp. 
78, 

8
8
;
 
R
e
d
-

gwell, supra. note. 
19, 

pp. 
261-262, 278; 

A
n
t
h
o
n
y
 Aust, 

M
o
d
e
r
n
 Treaty a

n
d
 Practice, 

C
a
m
b
r
i
d
g
e
 University Press, 2000, p. 

116. 
S
i
m
m
a
,
 supra. note. 4, 

p. 
663. 
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Bowett, supra. note. 

26, 
pp. 
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8
 ;
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（
『
有
効
性
」
の
決
定
(
-
)
」
注

(
3
)
、―

10七
ー
―

10八
頁
。

(28) 
B
o
w
e
t
t
,
 s
u
p
r
a
.
 note. 26, 
p. 
7
7
ー78,
8
2
-
8
8
.
 
拙
四
稿
「
前
則
掲
辛
暉
文
（
『
右
E

効

tt』
の
出
摩
疋
(
-
)
」
＂
汗

(
3
)
、―

10七ーー―

1
0八
頁
。

(29)

プ
レ

(A.
pellet)

に
よ
れ
ぱ
、
「
可
分
性
」

(
s
e
v
e
r
a
bili ty)

に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
―
つ
は
、
留
保
が
付
さ
れ
た
規
定
を
、
条
約
の

趣
旨
及
ぴ
目
的
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
条
約
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
意
味
で
の
「
可
分
性
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
条
約
の

規
定
を
「
趣
旨
及
び
目
的
」
を
構
成
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
区
分
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
留
保
の
表
明
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、

「
自
国
へ
の
適
用
上
そ
の
法
的
効
果
を
排
除
」
（
条
約
法
条
約
第
二
条
一
項
い
）
す
る
、
す
な
わ
ち
、
留
保
が
付
さ
れ
た
規
定
を
条
約
の
そ
の
他

の
規
定
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
い
わ
ば
両
立
性
の
基
準
の
内
容
説
明
で
あ
る
。
他
方
、
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の

国
の
同
意
と
、
留
保
と
の
「
可
分
性
」
と
い
う
意
味
も
あ
る
。

Pellet,
"
U
n
i
t
y
 o
r
 D
i
v
e
r
s
i
t
y
"
,
 s
u
p
r
a
.
 note. 2, 
p
a
r
a
s
.
 2
2
2
-
2
3
0
.
 
本
文
で
用

い
て
い
る
「
可
分
性
」
は
、
後
者
の
意
味
で
あ
る
。

(30) 
B
o
w
e
t
t
,
 s
u
p
r
a
.
 note. 26, 
p. 
88. 
拙
稿
「
前
掲
論
文
（
『
有
効
性
』
の
決
定
(
-
)
」
注
(
3
)
、
二

0
七
ー
-110八
頁
。

(31) 
R
e
d
g
w
e
l
l
,
 s
u
p
r
a‘
n
o
t
e
,
 
18, 
p. 
2
6
4
;
 
K
l
a
b
b
e
r
s
,
 s
u
p
r
a
.
 n
o
t
e
.
 5
,
 
p. 
183, note. 6. 

(32) 
J
e
n
n
i
n
g
s
 a
n
d
 W
a
t
t
s
 (eds.), 
0
 
i
p
p
e
n
h
e
i
m
'
s
 I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
 L
a
 g<
o
l
.
I
(
9
t
h
 edn., 
1991), 
p. 
1
2
4
3
 ;
 Re
d
g
w
e
l
l
,
 s
u
p
r
a
.
 n
o
t
e
.
 
18, 
p. 

2
6
1
 ;
 Au
s
t
,
 s
u
p
r
a
.
 note. 26, 
p
p
.
 

1
1
7
 ,
 118. 

(33)

こ
の
事
件
で
は
、
「
許
容
さ
れ
る
留
保
」
に
対
す
る
異
議
の
効
果
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
一
九
六
五
年
に
、
複
数
の
留
保

（
そ
の
う
ち
の
―
つ
が
大
陸
棚
条
約
第
六
条
に
関
す
る
も
の
）
を
付
し
て
、
一
九
五
八
年
の
大
陸
棚
条
約
を
批
准
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
留
保
は
、

（
特
別
の
合
意
が
な
い
場
合
）
、
特
別
の
事
情
が
存
在
す
る
地
域
（
フ
ラ
ン
ス
沿
岸
沖
合
の
グ
ラ
ン
ヴ
ィ
ル
湾
な
ど
）
で
は
、
等
距
離
原
則
に
よ
り

画
定
さ
れ
た
境
界
を
受
諾
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
翌
年
一
月
、
イ
ギ
リ
ス
（
既
に
一
九
六
四
年
に
大
陸
棚
条

約
を
批
准
）
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
こ
の
留
保
に
対
し
て
、
「
受
諾
で
き
な
い
」
と
通
告
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
の
異
議
に
照
ら
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
の
留
保
が
い
か
な
る
法
的
効
果
を
発
生
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
受
諾
し
な
か
っ
た
留
保
を
付
し

て
い
る
の
で
、
第
六
条
の
文
言
に
つ
い
て
、
両
当
事
国
の
間
に
合
意
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
第
六
条
は
全
体
と
し
て
両
国

間
に
効
力
を
発
生
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
適
用
さ
れ
な
い
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
留
保
を
拒
否
し
て
い
る
の

で
、
当
該
留
保
は
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
対
抗
で
き
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
第
六
条
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
留
保
に
影
響
さ
れ
ず
、
完
全
な
形
で
適
用

さ
れ
る
と
し
た
。
こ
れ
ら
の
主
張
に
対
し
て
、
仲
裁
裁
判
所
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
の
留
保
を
拒
否
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
留
保
が
規
定

多
数
国
間
条
約
に
付
さ
れ
た
「
両
立
し
な
い
」
留
保
に
対
す
る
異
議
の
法
的
効
果

三
九
七

（
―
-
五
五
）
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(41) 

(36) 

(37) 

(38) 

(39) 

(40) 

Ibid., pp. 2
9
6
-
2
9
7
・
 

Ibid., p. 2
9
9
.
 

な
お
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
留
保
に
対
し
て
は
、

う
に
は
付
言
し
て
い
な
い
。

i
b
i
d」

pp.
3
0
2
-
3
0
3
,
 note. 1
4
.
 

苓
d.」

p.
2
9
5
・

こ
の
留
保
の
内
容
は
次
の
通
り
。
「
こ
の
条
約
の
第
―
一
条
‘
―
二
条
及
び
二
五
条
の
適
用
は
、
ペ
ル
ー
憲
法
上
の
諸
規
定
に

よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
条
約
の
署
名
、
承
認
、
批
准
、
加
入
及
び
効
力
発
生
の
手
続
に
従
い
、
か
つ
そ
れ
ら
に
服
す
る
も
の
と
了
解
す
る
」
。

人
種
差
別
撤
廃
条
約
は
、
条
約
法
条
約
成
立
以
前
に
作
成
さ
れ
た
条
約
な
の
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
直
接
条
約
法
条
約
が
適
用
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
く
、
第
二

0
条
以
下
の
受
諾
又
は
異
議
に
よ
る
両
立
性
の
判
定
と
い
う
制
度
も
適
用
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
人
種
差
別
撤
廃
条
約
の
第

ニ
0
条
二
項
は
、
「
こ
の
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
留
保
」
及
び
「
こ
の
条
約
に
よ
り
設
置
す
る
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関
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る
留
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は
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め
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れ
な
い
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し
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留
保
は
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締
約
国
の
少
な
く
と
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分
の
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が
異
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に
は
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両
立
し

な
い
も
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又
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制
的
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も
の
と
み
な
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れ
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述
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さ
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。
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付
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さ
れ
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述
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