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論

説現
代
国
際
法
に
お
け
る
強
行
規
範
概
念
の
現
状
と
展
望

そ
の
根
本
規
範
性
お
よ
び
普
遍
的
義
務

(O
bligations

E
rga

O
m
nes)

と
の
関
連
で

佐

藤

一

義



則
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
義
務
を
挙
げ
た
の
で
あ
る

(

３)

。
こ
こ
か
ら
、
本
概
念
と
強
行
規
範
概
念
と
の
共
通
性
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
と
な
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
別
報
告
者
ア
ゴ
ー

(R
oberto

A
go)

に
よ
り
、
一
九
七
六
年
に
提
出
さ
れ
た
国
家
責
任
に
関
す
る
報
告

書
、
そ
し
て

｢

国
際
犯
罪

(internaional
crim

e)｣

に
関
し
て
表
明
さ
れ
た
国
際
法
委
員
会
の
意
見
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
と
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る

(

４)

。

さ
て
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
現
状
と
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
、
さ
ら
に
両
者
が
国
際
法
に
お
け
る

｢

根

本
規
範

(fundam
ental

norm
s)｣

と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
の
か
否
か
と
い
う
視
点
か
ら
も
検
討
を
試
み
た
い
と
考
え
る
。
第
二

次
世
界
大
戦
以
降
、
国
際
社
会
は
大
き
な
構
造
的
変
化
を
遂
げ
て
き
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を
妥
当
基
盤
と
す
る
国
際
法
も
、

非
常
に
大
き
な
機
能
的
構
造
変
動
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
個
別
国
家
の
利
益
調
整
機
能
だ
け
で
な
く
、
国

際
社
会
全
体
の
共
通
利
益

(

一
般
利
益)

を
背
景
と
し
た
法
理
念
の
創
造
・
実
現
機
能
を
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
登
場
し
て
き
た
、
強
行
規
範
お
よ
び
普
遍
的
義
務
の
両
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
ら
の
国
際
法
に
お

け
る
根
本
規
範
と
し
て
の
可
能
性
と
と
も
に
、
そ
の
発
展
過
程
お
よ
び
将
来
的
展
望
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

(

１)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
拙
稿｢

国
際
法
に
お
け
る
強
行
規
範
概
念
と
普
遍
的
義
務
の
概
念
―『

民
衆
訴
訟(A

ctio
P
opularis)』

と
の
関
連
で
―｣

、
名
城
法
学
第
五
〇
巻
別
冊
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、pp.

525-548.

お
よ
び
同

｢

条
約
法
条
約
第
五
三
条
に
お
け
る

『

国
際

社
会
全
体』

の
概
念
―
普
遍
的
義
務

(obligations
erga

om
nes)

と
の
関
連
で
―｣

、
名
城
法
学
第
五
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月
、

pp.49-69.

参
照
。
ま
た
、C

hristian
T
om

uschat
and

Jean-M
arc

T
houvenin

(E
ds.),T

he
F
undam

ental
R
ules

of
the

Inter-

national
L
egal

O
rder

―Jus
C
ogens

and
O
bligations

E
rga

O
m
nes

―,
2006,

M
artinus

N
ijhoff

P
ublishers

が
あ
る
。
本
稿

に
お
い
て
は
、
本
書
所
収
の
諸
論
文
に
つ
き
、
そ
れ
ら
を
参
照
・
紹
介
し
つ
つ
検
討
を
進
め
た
い
と
考
え
る
。

(

２)
op.

cit.,
p.

97.

前
掲
書
に
所
収
の
諸
論
文
の
う
ち
、W

ladyslaw
C
zapli� ski,

Jus
C
ogens

and
the

L
aw

of
T
reaties.

ibid.,
pp.

83-97.

参
照
。
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第
一
章

問
題
の
所
在

現
代
国
際
法
学
に
お
け
る
注
目
す
べ
き
議
論
の
一
つ
と
し
て
、
国
際
法
に
お
け
る
強
行
規
範

(Jus
C
ogens)

の
概
念
お
よ
び
国

際
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
義
務

(O
bligations

E
rga

O
m
nes)

の
概
念
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
問
題
が
指
摘

さ
れ
て
い
る

(

１)

。
強
行
規
範
概
念
に
つ
い
て
は
、
条
約
の
無
効
原
因
と
し
て
の
定
式
化
が
、
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約

(

以
下
、

条
約
法
条
約
と
い
う)

の
第
五
三
条
に
お
い
て
な
さ
れ
て
た
。
本
条
約
が
採
択
さ
れ
た
の
は
一
九
六
九
年
で
あ
り
、
現
在
約
四
〇
年
の

歳
月
が
経
過
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
強
行
規
範
概
念
の
規
範
的
性
質
お
よ
び
そ
の
重
要
性
が
議
論
さ
れ
て
き
た
が
、
国
際
関
係
に
お
け

る
あ
る
種
の

｢

道
徳
的
秩
序

(m
oral

order)｣
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
国
際
社
会
に
よ
り
一
般
的
に
受
容
さ
れ
て
き
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る

(

２)

。

ま
た
、
普
遍
的
義
務
の
概
念
は
、
一
九
七
〇
年
、
国
際
司
法
裁
判
所
が

｢

バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件｣

判
決
の
傍
論

(obiter
dictum

)

に
お
い
て
示
さ
れ
た
。
こ
の
概
念
も
前
者
と
同
様
の
歳
月
が
経
過
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
裁
判

所
は
、
普
遍
的
義
務
に
つ
い
て
、｢

国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
国
家
の
義
務(the

obligations
of

a
State

tow
ards

the
interna-

tionalcom
m
unity

as
a
w
hole)｣

と
二
国
間
の
義
務
と
を
区
別
し
て
、
前
者
は｢

す
べ
て
の
国
家
の
関
心
事
項(the

concern
of

all
States)｣

で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
保
護
に
つ
い
て
す
べ
て
の
国
家
が
法
的
利
益
を
有
す
る
と
論
じ
た
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
侵
略

行
為
の
違
法
化
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
違
法
化
、
そ
し
て
奴
隷
売
買
や
人
種
差
別
か
ら
の
保
護
を
含
む
基
本
的
人
権
に
関
す
る
原
則
・
規

論 説
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は
処
罰
に
つ
き
協
力
す
る
こ
と
を
国
際
法
に
よ
り
要
求
さ
れ
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
内
容
と
す
る
条
約
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る

(

８)

。

し
か
し
な
が
ら
、
国
際
法
委
員
会
に
よ
り
一
九
六
六
年
に
採
択
さ
れ
た
条
約
法
条
約
最
終
草
案
に
付
さ
れ
た
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て

は
、
強
行
規
範
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
国
家
慣
行
お
よ
び
国
際
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

ま
た
強
行
規
範
の
概
念
に
つ
い
て
、(

１)

例
示
を
す
る
こ
と
に
よ
り
誤
解
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
、(

２)

強
行
規
範
の
性
質

を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
国
際
法
の
諸
規
則
の
リ
ス
ト
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、
国
際
法
委
員
会
に
よ
る
長
期
間
の
研
究
が
必
要

に
な
る
こ
と
、
と
い
う
理
由
か
ら
そ
の
条
文
に
お
け
る
例
示
は
し
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

９)

。

こ
う
し
て
強
行
規
範
概
念
は
条
約
法
条
約
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
概
念
の
実
定
法
的
カ
タ
ロ
グ
化
は
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
前
述
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
や
条
文
起
草
過
程
の
議
論
等
に
お
い
て
、
違
法
な
武
力
行
使

(

侵
略)

の
禁
止
、
奴
隷
貿
易
・
海
賊

行
為
・
人
種
差
別
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
お
よ
び
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
禁
止
等
が
言
及
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
条

約
法
条
約
第
五
三
条
の
定
式
化
に
つ
い
て
、
条
約
法
条
約
が
普
遍
的

(universal)

な
受
諾
を
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
概

念
は
全
く
契
約
的

(contractual)

性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
慣
習
法
と
し
て
の
地
位
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
指
摘
さ
れ

る
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
う
し
た
論
点
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
、
条
約
法
条
約
第
二
六
条
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る

｢

合
意
は
拘
束
す
る

(pacta
sunt

servanda)｣

の
原
則
に
つ

い
て
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
原
則
は
、
国
際
法
に
お
け
る
根
本
規
範
性
が
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
原
則
が
強
行
性

(per-

em
ptory

nature)

を
有
す
る
と
仮
定
す
る
と
、
例
え
ば
前
の

(earlier)

条
約
に
抵
触
す
る
い
か
な
る
後
の

(later)

条
約
も
、

そ
の
原
則
に
違
反
す
な
わ
ち
強
行
規
範
に
反
し
無
効
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
条
約
法
条
約
第
三
〇
条
は
、
同
一
の
事

項
に
関
す
る
相
前
後
す
る

(successive)

条
約
の
適
用
に
つ
い
て
は
、｢

後
法
優
位
の
原
則｣

を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。
第
二

に
、
自
決

(self-determ
ination)

権
の
原
則
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
原
則
も
、
そ
の
強
行
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し

か
し
、
例
え
ば

｢

東
テ
ィ
モ
ー
ル
事
件｣

判
決
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
こ
の
原
則
が
、
強
行
規
範
で
は
な
い
が
、
現
代
国
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(

３)
I.

C
.
J.

R
eports,

1970,
p.

32.
paras.

33-34.

(
４)

op.cit.,p.22.

所
収
論
文Stefan

K
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C
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E
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O
m
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R
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F
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N
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pp.
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参
照
。

第
二
章

条
約
法
と
強
行
規
範
概
念

(

一)

条
約
法
条
約
と
強
行
規
範

さ
て
、
条
約
法
条
約
第
五
三
条
に
よ
り
、
条
約
の
無
効
原
因
と
し
て
の
強
行
規
範
と
は
、｢

い
か
な
る
逸
脱
も
許
さ
れ
な
い
規
範
と

し
て
、
ま
た
、
後
に
成
立
す
る
同
一
の
性
質
を
有
す
る
一
般
国
際
法
の
規
範
に
よ
っ
て
の
み
変
更
す
る
こ
と
の
で
き
る
規
範
と
し
て
、

国
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
国
際
社
会

(international
com

m
unity)

全
体
が
受
け
入
れ
、
か
つ
、
認
め
る
規
範｣

と
し
て
定
式

化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
同
条
約
第
六
四
条
は
、
条
約
の
終
了
原
因
と
し
て
の｢

新
た
な
強
行
規
範｣

の
成
立
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
現
代
の
条
約
法
の
分
野
に
強
行
規
範
概
念
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
フ
ェ
ア
ド
ロ
ス(A

lfred
V
erdross)

で
あ
っ

た

(

５)

。
彼
は
、
強
行
規
範
を
二
種
類
に
区
別
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
行

(com
pulsory)

的
法
規
則
と
、
反
道
徳
的

(contra
bonos

m
ores)

行
為
の
禁
止
規
則
と
で
あ
る
。
そ
し
て
国
家
は
、
そ
れ
た
ら
の
諸
規
則
に
反
す
る
よ
う
な
条
約
を
締
結
す

べ
き
で
は
な
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る

(

６)

。
ま
た
、
条
約
法
条
約
の
草
案
を
作
成
し
た
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
特
別
報
告
者
は
、
強
行
規

範
に
反
す
る
条
約
の
具
体
例
に
つ
い
て
、
そ
の
報
告
書
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
例
え
ば
フ
ィ
ツ
モ
ー
リ
ス

(F
itzm

aurice,
G
.)

は
、(

ａ)

捕
虜
の
非
人
道
的
扱
い
・(

ｂ)

侵
略
的
攻
撃
お
よ
び

(

ｃ)

海
賊
行
為
を
規
定
す
る
よ
う
な
条
約

を
挙
げ
て
い
る

(

７)

。
ま
た
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク(W

aldock,H
.)

は
、(

ａ)

国
連
憲
章
の
諸
原
則
に
違
反
す
る
武
力
の
使
用
ま
た
は
威
嚇
・

(

ｂ)

国
際
犯
罪
と
し
て
国
際
法
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
る
作
為
ま
た
は
不
作
為
・
お
よ
び

(

ｃ)

あ
ら
ゆ
る
国
家
が
そ
の
防
止
ま
た

論 説
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安
全
の
維
持
に
と
っ
て
基
本
的
重
要
性
を
も
つ
国
際
的
義
務
の
重
大
な
違
反
、
②
武
力
に
よ
る
植
民
地
支
配
の
確
立
と
維
持
の
禁
止
の

よ
う
な
、
人
民
の
自
決
権
に
と
っ
て
基
本
的
重
要
性
を
も
つ
国
際
的
義
務
の
重
大
な
違
反
、
③
奴
隷
制
度
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
ア
パ
ル

ト
ヘ
イ
ト
の
禁
止
の
よ
う
な
、
人
類
の
保
護
に
と
っ
て
基
本
的
重
要
性
を
も
つ
広
範
囲
な
国
際
的
義
務
の
重
大
な
違
反
、
④
大
気
ま
た

は
海
洋
の
大
規
模
汚
染
の
禁
止
の
よ
う
な
、
人
間
環
境
の
保
護
お
よ
び
保
全
に
と
っ
て
基
本
的
重
要
性
を
も
つ
国
際
的
義
務
の
重
大
な

違
反
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
な
例
示
は
、
条
約
法
条
約
の
制
定
過
程
に
お
け
る
強
行
規
範
概
念
に
関
す
る
議
論
と
、

ほ
ぼ
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
強
行
規
範
に
違
反
す
る
条
約
の
当
事
国
と
、
と
り
わ
け
第
三
国
が
、
当
該
条
約
の
無
効
を
援
用
し
、
結
果
と
し
て
対
抗
措
置

(counterm
easures)

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
期
の
不
明
確
さ
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
条
約
締
結
の
時

(

あ
る

い
は
第
三
国
に
そ
の
締
結
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時)

に
そ
の
対
抗
措
置
が
適
用
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
条
約
が
実
際
に

履
行
さ
れ
た
時
に
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
当
該
条
約
が
実
際
に
履
行
さ
れ
た
と
き
に
の
み
対
抗
措
置
が
適
用
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
そ
の
第
四
〇
条
に
よ
れ
ば
、
強
行
規
範
の
重
大
な
違
反
の
み
が
、
本
条
文
に
規
定
さ
れ
た
対
抗
措
置
に
よ
り
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な
り
、
第
三
国
に
よ
る
介
入
が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
そ
の
対
抗
措
置
に
つ
い
て
、
一
般
国
際
法
の
強
行

規
範
に
基
づ
く
そ
の
他
の
義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず

(

第
五
〇
条
一
項

(

ｄ))

、
被
っ
た
被
害
と
の
均
衡
性
す

な
わ
ち

｢

均
衡
性
の
基
準

(criterion
of

proportionality)｣

を
満
た
す
必
要
が
あ
る

(

第
五
一
条)

と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
第
四
一
条
二
項
は
、
い
か
な
る
国
も
、
強
行
規
範
に
基
づ
く
義
務
の
重
大
な
違
反
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
状
況
を
合
法
な
も
の
と
し

て
承
認
し
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
大
前
提
と
な
る
強
行
規
範
概
念
の
正
確
な
範
囲
に
は
多
く
の
議

論
が
あ
り
、
こ
う
し
た
対
抗
措
置
が
、｢

な
ま
く
ら
な
武
器

(blunt
w
eapon)｣

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る

(

�)

。
要

す
る
に
、
前
提
条
件
と
し
て
の
強
行
規
範
概
念
の
明
確
性
・
客
観
性
が
不
十
分
な
ま
ま
で
は
、
実
効
的
な
対
抗
措
置
の
実
現
は
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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際
法
に
お
け
る
根
本
的
規
範

(fundam
ental

norm
s)

の
一
つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
よ
う
に
、

国
際
法
に
お
け
る
強
行
規
範
概
念
の
具
体
的
カ
タ
ロ
グ
化
に
つ
い
て
、
国
際
法
委
員
会
お
よ
び
国
連
条
約
法
会
議
が
想
定
し
た
プ
ロ
セ

ス
が
十
分
機
能
し
て
い
る
と
は
、
現
状
で
は
言
い
難
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
法
条
約
第
六
六
条

(

ａ)

が
予
定
し
て
い
る

よ
う
な
国
際
司
法
裁
判
所
の
役
割
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
条
約
法
条
約
第
五
三
条
と
第
五
二
条
と
の
関
連
で
も
議
論
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
武
力
行
使
の
禁
止
原
則
が
明
ら
か
に

強
行
規
範
性
を
有
す
る
と
す
る
一
般
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
故
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
に

よ
る
国
に
対
す
る
強
制
の
結
果
締
結
さ
れ
た
条
約
の
無
効
に
関
す
る
第
五
二
条
が
定
式
化
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
第
五
二
条
は
第
五
三
条
に
関
す
る
特
別
法

(lex
specialis)

な
の
か
と
い
う
指
摘
な
の
で
あ
る

(

�)

。

(

二)

国
家
責
任
条
文
と
強
行
規
範

さ
ら
に
、
条
約
法
条
約
第
五
三
条
に
基
づ
く
条
約
の
無
効
主
張
は
、
国
際
法
委
員
会
に
よ
る
審
議
を
経
て
、
二
〇
〇
一
年
一
二
月
に

国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
、
国
家
責
任
条
文

(T
he

A
rticles

on
State

R
esponsibility)

と
の
関
連
で
も
議
論
さ
れ
る
。
国
家

責
任
条
文
第
四
〇
条
一
項
は
、｢

一
般
国
際
法
の
強
行
規
範
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
義
務
の
国
に
よ
る
重
大
な
違
反
に
伴
っ
て
生
じ
る

国
際
責
任｣

に
言
及
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
第
四
一
条
一
項
に
お
い
て
、｢

そ
の
重
大
な
違
反
を
合
法
的
手
段｣

に
よ
り
終
了
さ

せ
る
た
め
の
諸
国
の

｢

協
力｣

が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
第
四
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
違
反
さ
れ

た
義
務
が
、
原
告
国
を
含
む
国
家
集
団
あ
る
い
は
国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
、
被
害
国
以
外
の
国
に
よ
る
責
任
追

及
が
許
容
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
責
任
条
文
の
規
定
は
、
強
行
規
範
違
反
の
条
約
の
締
結
に
も
適
用
さ
れ
、
第
三
国
に
対
し
て
も

そ
の
条
約
の
無
効
を
主
張
す
る
権
限
を
付
与
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

�)
。

そ
し
て
、
国
際
法
委
員
会
は
、
そ
の
国
家
責
任
条
文
草
案
第
一
九
条
三
項
に
お
い
て
、
①
侵
略
の
禁
止
の
よ
う
な
、
国
際
の
平
和
と
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(

�)
Y
earbook

of
the

International
L
aw

C
om

m
ission,

1980,
V
ol.

Ⅱ
,
P
art

T
w
o,

p.
32.

(

�)
op.

cit.,
pp.

90-91.

す
な
わ
ち
、
強
行
規
範
に
違
反
す
る
条
約
の
締
結

(conclusion)

は
禁
止
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
履
行

(execution)

は
、
制
裁
を
科
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
で
あ
る
。

(

�)
N
euhold,H

.,T
he

Inadequacy
of

L
aw

-M
aking

by
InternationalT

reaties:"Soft
L
aw

"
as

an
A
lternative?,in

W
olfrum

,

R
.
(eds.),

D
evelopm

ents
of

International
L
aw

in
T
reaty

M
aking,

2005,
Springer.

p.
49.

(

�)
ibid.,

p.
40.

さ
ら
に
、
第
一
の
要
件
に
つ
い
て
、
当
該
条
約
に
対
す
る
個
々
の
締
約
国
の
解
釈
や
留
保
に
よ
る
阻
害
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
核
兵
器
の
不
拡
散
に
関
す
る
条
約
を
例
に
挙
げ
て
、
そ
の
目
標
達
成
に
つ
い
て
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ibid.,
pp.

43-46.

第
三
章

強
行
規
範
概
念
と
普
遍
的
義
務
の
概
念
の
根
本
規
範
性

(

一)

現
代
国
際
法
と
根
本
規
範

第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
国
際
法
学
に
お
い
て
、
例
え
ば
奴
隷
制
度
や
奴
隷
貿
易
の
禁
止
等
に
言
及
す
る
、
国
際
公
序

(interna-

tional
public

order)

の
存
在
や
、
そ
れ
が
条
約
に
よ
る
法
よ
り
高
い
次
元

(a
higher

rank
than

treaty
law

)

に
お
か
れ
る

と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
根
本
的
規
則

(fundam
ental

rules)

の
明
確
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
化

が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
と
り
わ
け
国
連
国
際
法
委
員
会

は
、
条
約
法
の
法
典
化
や
国
家
責
任
に
関
す
る
法
典
化
の
作
業
に
お
い
て
、
強
行
規
範
概
念
に
つ
い
て
定
式
化
し
て
き
た
。
ま
た
、
そ

の
影
響
の
下
で
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
の

｢

バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件｣

判
決
に
お
い
て
、
普
遍
的
義
務
の
概

念
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
イ
ラ
ク
問
題
に
関
連
し
て
、
侵
略
の
禁
止
原
則
に
対
す
る

｢

共
通
の
利
益
指
向
の
ア
プ

ロ
ー
チ

(com
m
on

interest
approach)｣

が
示
唆
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
国
際
法
委
員
会
は
、
国
家
責
任
条
文
案
に
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59－3･4－ (名城 '10)9

結
局
、
国
家
責
任
法
の
分
野
に
お
い
て
も
強
行
規
範
概
念
の
不
明
確
性
と
い
う
も
の
が
、
さ
ら
な
る
問
題
点
を
引
き
起
こ
し
て
い
る

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
家
責
任
条
文
の
よ
う
な
所
謂
立
法
条
約
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
要
件
が
求
め
ら
れ
る
と

さ
れ
る
。
第
一
に
、｢

明
確
性
・
平
等
性

(clarity
and

uniform
ity)｣

の
要
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
規
定
さ
れ
る
法
規

則
の
内
容
は
、
す
べ
て
の
当
事
国
に
と
っ
て
明
確
、
明
白
か
つ
平
等
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
二
に
、｢

参
加
の

普
遍
性

(universality
of

participation)｣

の
要
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
際
社
会
全
体
の
問
題
解
決
を
目
指
す
法
的
制
度
は
、

(

ほ
と
ん
ど)

す
べ
て
の
国
家

(

お
よ
び
他
の
国
際
法
主
体)

に
お
け
る
適
用
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(

�)

。

こ
う
し
た
要
件
を
、
強
行
規
範
概
念
が
満
た
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
現
状
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

(

５)
A
lfred

V
erdross,

F
orbidden

T
reaties

in
International

L
aw

,
A
JIL

31
(1937),

pp.
571-577.

(

６)
op.

cit.,
p.

83.

前
者
の
例
と
し
て
、
例
え
ば
公
海
自
由
の
原
則
を
妨
げ
る
こ
と
の
禁
止
が
挙
げ
ら
れ
る
と
す
る
。

(

７)
Y
earbook

of
the

International
L
aw

C
om

m
ision,

1958,
V
ol.

Ⅱ
,
p.

17.

(

８)
Y
earbook

of
the

International
L
aw

C
om

m
ission,

1963,
V
ol.

Ⅱ
,
p.

52.

(

９)
Y
earbook

of
the

International
L
aw

C
om

m
ission,

1966,
V
ol.

Ⅱ
.
pp.

247-248.

(

�)
op.

cit.,
p.

86.

条
約
法
条
約
第
五
三
条
お
よ
び
第
六
四
条
は
、
ま
さ
に
国
際
法
の

｢

漸
進
的
発
達

(progressive
developm

ent)｣

を

示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

�)
ibid.,

pp.
87-88.

そ
の
よ
う
な
場
合
、
適
用
す
べ
き
条
約
の
選
択
は
、
当
事
国
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)
IC
J
R
eports,

1995,
p.

102.

そ
こ
に
国
際
司
法
裁
判
所
の
慎
重
な

(deliberate)

態
度
が
み
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。ibid.,

p.
88.

(

�)
ibid.,

p.
90.

つ
ま
り
、
国
家
に
対
す
る
強
制
に
よ
り
締
結
さ
れ
た
条
約
の
無
効
に
つ
い
て
一
般
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
す
る
が
、
強
行

規
範
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
な
の
で
あ
る
。

(

	)
ibid.,

p.
90.

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
権
限
は
、
国
連
総
会
や
安
全
保
障
理
事
会
を
含
む
、
国
連
の
主
要
機
関
に
も
付
与
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
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シ
ョ
ン
事
件｣

判
決
に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
り
言
及
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
前
者
へ
の
言
及
と
し
て
も
引
用
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
そ
の
内
容
と
し
て
、
侵
略
戦
争
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
・
人
道
に
対
す
る
犯
罪
・
戦
争
犯
罪
の
禁
止
と
い
っ
た
も

の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
国
際
人
道
法
や
国
際
人
権
法
に
お
け
る

｢

中
核
的
要
素

(core
elem

em
ts)｣

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
九
五
年
の

｢

東
テ
ィ
モ
ー
ル
事
件｣

判
決
に
お
い
て
、｢

あ
る
規
範
の
普
遍
的
性
質

(erga
om

nes
character)

と
管
轄
権
に
対
す
る
合
意
の
規
則
は
別
個
の
事
柄

(different
things)

で
あ
る｣

と
述
べ
て
い
る

(

�)

。

さ
ら
に
国
際
法
委
員
会
も
、
強
行
規
範
と
、
通
常
、
普
遍
的
義
務
と
し
て
言
及
さ
れ
る
国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
国
家
の
義
務
を
課
す

規
範
と
の
間
の
区
別
を
示
唆
し
て
い
る
と
し
て
、
両
者
は
別
個
の
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。
そ
こ
で
、
両
概
念
に
つ
き
、

個
々
に
検
討
を
試
み
た
い
。

①

強
行
規
範
概
念
と
国
際
司
法
裁
判
所

ま
ず
、
強
行
規
範
を
認
定
す
る

｢

基
準

(criteria)｣

の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
条
約
法
条
約
第
五
三

条
の
定
式
化
は
、
空
虚

(em
pty)

か
つ
循
環
論
的

(circular)

で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
第
六
六
条

(

ａ)

に

お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
強
行
規
範
概
念
の
認
定
的
役
割
が
期
待
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で

の
と
こ
ろ
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
上
記
の
よ
う
な
直
接
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
な
く
、
間
接
的

(indirect)

か
つ
遠
慮
が
ち
な

(distanced)

方
法
で
、
強
行
規
範
概
念
に
言
及
し
て
き
た
と
さ
れ
る

(

�)

。
例
え
ば
、
一
九
八
四
年
の

｢

メ
イ
ン
湾
事
件｣

判
決
に
お
い

て
、
傍
論
に
お
い
て
、
国
際
社
会
の
構
成
員
の

｢

共
存
と
不
可
欠
な
協
力

(co-existence
and

vital
co-operation)｣

を
確
実
に

す
る
た
め
の
規
範
に
言
及
し
た

(

�)

。
ま
た
、
一
九
八
六
年
の

｢

ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件｣

判
決
に
お
い
て
、｢

武
力
行
使
の
禁
止
に
関
す
る
国

連
憲
章
規
則
は
、
そ
れ
自
体
、
強
行
規
範
の
性
質
を
有
す
る
国
際
法
規
則
の
明
白
な
例
を
構
成
し
て
い
る｣

と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
一
九
九
六
年
に
国
連
総
会
か
ら
諮
問
さ
れ
た
、
核
兵
器
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
、
国
際
慣
習
法
の

｢

逸
脱
し
得
な
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お
い
て
、
厳
密
か
つ
先
進
の

(close
and

developed)

新
根
本
規
範
概
念

(new
concepts

of
fundam

ental
norm

s)

の
実
現

に
至
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る

(

�)

。

ま
た
、
一
九
九
八
年
に
採
択
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
第
五
条
は
、
当
該
裁
判
所
が

｢

国
際
社
会
全
体
の
関

心
事
で
あ
る
最
も
重
大
な
犯
罪｣

に
管
轄
権
を
有
す
る
と
し
、
そ
の
犯
罪
と
し
て
、(

ａ)

集
団
殺
害
罪
、(

ｂ)

人
道
に
対
す
る
犯
罪
、

(

ｃ)

戦
争
犯
罪
、(
ｄ)

侵
略
犯
罪
を
列
挙
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
普
遍
的
管
轄
権

(universal
jurisdiction)

の
拡
大
と
、

強
行
規
範
概
念
お
よ
び
普
遍
的
義
務
の
概
念
の
発
展
と
さ
ら
な
る
仕
上
げ

(elaboration)

の
結
果
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

要
す
る
に
、
所
謂
国
際
犯
罪
概
念
お
よ
び
国
際
刑
事
法
分
野
に
お
い
て
、
強
行
規
範
概
念
お
よ
び
普
遍
的
義
務
の
概
念
が
発
展
・
拡
大

し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
際
法
秩
序
の
構
造
に
お
い
て
、
当
該
諸
規
則
の

｢

根
本
的
性
質

(fundam
ental

character)｣

が
、｢

普
通
の

(ordinary)

国
際
法｣

に
優
越
す
る
と
い
う
結
果
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
よ
り
高
い
地
位

(higher

rank)

が
導
か
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
強
行
規
範
の
一
方
的
違
反(uni-

lateral
violations)

が
、
国
際
社
会
に
対
す
る
よ
り
強
い
責
任
の
契
機
と
な
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
違
反
が
大
規
模
か
つ

広
範
な

(m
assive

and
w
idespread)

で
あ
る
場
合
の
み
で
あ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る

(

�)

。

(

二)

両
概
念
の
相
関
関
係

そ
こ
で
、
強
行
規
範
概
念
と
普
遍
的
義
務
の
概
念
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
第
一
に
、
前
者
は
、
条
約
法
条
約
に

お
け
る
条
約
の
無
効
原
因
と
し
て
、
す
な
わ
ち
条
約
法
分
野
に
お
い
て
確
立
し
た
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
は
、
一
般
的
に

は
国
家
責
任
に
関
す
る
概
念
と
し
て
発
展
し
て
き
た
と
さ
れ
る
。
第
二
に
両
者
の
区
別
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
。
た
だ
そ
れ
ら
は

｢

共
通
の
核

(com
m
on

core)｣

を
も
つ
と
さ
れ
る

(

	)
。
ま
ず
、
そ
も
そ
も
後
者
は

｢

バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク

論 説
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よ
び
一
九
九
五
年
の

｢

東
テ
ィ
モ
ー
ル
事
件｣

判
決

(

�)

で
は
、
民
族
自
決
権
に
も
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
核
兵
器
に
関
す
る
勧
告
的
意

見
に
お
い
て
、
国
際
人
道
法
の
多
く
の
規
則
は
、
人
類
の
尊
厳
お
よ
び

｢

人
道
の
基
本
的
原
則

(elem
entary

considerarions
of

hum
anity)｣

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
規
則
は
、
本
質
的
に
普
遍
的
性
質
を
有
す
る
義
務
と
一
体
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る

(

�)

。
以
上
の
よ
う
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
伝
統
的
に
強
行
規
範
と
い
う
文
言
の
使
用
を
避
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
強
行
規
範

概
念
と
普
遍
的
義
務
の
概
念
と
の
同
一
性
に
つ
い
て
の
様
々
な
仮
説
が
生
ず
る
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
ろ
う

(

�)

。

ま
た
、
国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
第
六
条
か
ら
第
八
条
に
お
い
て
、
そ
の
第
五
条
に
規
定
さ
れ
た

｢

国
際
社
会
全
体

の
関
心
事
で
あ
る
最
も
重
大
な
犯
罪｣

に
つ
い
て
、
詳
細
な
定
義
的
例
示
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
犯
罪
を
許
容
・
促
進
・
支

持
す
る
よ
う
な
条
約
は
、
強
行
規
範
に
違
反
す
る
も
の
と
し
て
無
効
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

(

条
約
法
条
約
第
五
三
条)

。
ま
た
そ
れ
ら

が
個
々
の
国
家
に
帰
す
る

(im
putable)

の
で
あ
れ
ば
、
普
遍
的

(erga
om

nes)

規
範
に
対
す
る
違
反
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に

｢

逆
も
ま
た
真

(true
vice

versa)｣

と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

(

�)

。

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
強
行
規
範
概
念
、
普
遍
的
義
務
の
概
念
お
よ
び
国
際
刑
事
法
の
枠
組
み
は
、
帰
納
的

(induc-

tively)

視
点
か
ら
関
連
づ
け
て
考
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
る

(

�)

。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
根
本
規
範
的
性
質
と
、
そ
れ
ら
を

明
確
に
同
定
化
す
る
た
め
の
基
準
の
考
察
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
質
的
に
は
、
そ
の
出
発
点
と
し
て
の
強
行
規
範
概
念
と
、
そ
れ
を

初
め
て
定
式
化
し
た
条
約
法
条
約
、
と
り
わ
け
そ
の
第
五
三
条
に
関
連
す
る
検
討
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)
K
adelbach,

S.,
op.

cit.,
pp.

21-23.

(

�)
ibid.,

p.
23.

そ
こ
に
至
る
過
程
と
し
て
、
一
九
四
五
年
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
国
際
軍
事
裁
判
所
憲
章
、
お
よ
び
一
九
九
三
年
の
旧
ユ
ー
ゴ

国
際
裁
判
所
規
程
に
言
及
し
て
い
る
。

(

�)
ibid.,

pp.
25-26.

そ
こ
で
、
強
行
規
範
お
よ
び
そ
の
他
の
タ
イ
プ
の
根
本
規
範
の
定
義
方
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ

る
。
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い
原
則

(intransgressible
principles)｣

と
し
て
、
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
人
道
法
の

｢

根
本
的
規
則

(fundam
ental

rules)｣

の
内
容
に
言
及
し
て
い
る

(

	)

。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
強
行
規
範
概
念
に
関
す
る
扱
い
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
確
立
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
特

色
が
み
ら
れ
る
と
す
る
考
え
も
あ
る
。
ま
ず
、
す
べ
て
の
強
行
規
範
の
争
い
の
な
い｢

共
通
基
準(com

m
on

denom
inator)｣

は
、

あ
る
種
の
権
利
を

｢

配
列
す
る

(disposing
over)｣

こ
と
の
禁
止
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
諸
国
家
の
条
約
締
結
能
力
の
制

限
の
背
景
的
理
由
は
、
相
互
主
義
に
基
づ
く

｢

条
約
当
事
国
の
利
益

(interest
of

parties)｣

で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の

｢

共
通
の

利
益

(com
m
on

interst)｣

性
の
尊
重
で
あ
る
と
さ
れ
る

(


)

。
要
す
る
に
、
強
行
規
範
の
概
念
は
、｢

社
会
的
利
益

(com
m
unity

interest)｣

に
基
づ
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
国
家
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い
あ
る
種
の
権
利
の
羅
列
は
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
の
指
摘
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
裁
判
所
に
お
け
る
紛
争
当
事
国
の
主
張
に
対
す
る
補
強
証
拠
的
な
援
用
を
考

え
れ
ば
、
強
行
規
範
概
念
の
あ
る
種
の
政
治
性
が
際
だ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

②

普
遍
的
義
務
の
概
念
と
国
際
裁
判
所

普
遍
的
義
務
の
概
念
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
国
家
責
任
に
関
連
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
強
行
規
範
概
念
と
は
異
な
り
、
法
典

化
条
約
に
お
け
る
条
文
と
し
て
の
定
式
化
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
諸
規
則
を
確
認
す
る
た
め
の
、

一
般
的
に
承
認
さ
れ
た

｢

基
準

(criteria)｣

を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
司
法
裁
判
所
は

前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
規
範
に
つ
い
て
、｢

国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
義
務

(obligations
tow

ards
the

international

com
m
unity

of
States

as
a
w
hole)｣

と
し
て
言
及
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、｢

バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件｣

判
決
に
お
い
て
は
、
そ
の
実
例
と
し
て

｢

侵
略
行
為
の
禁
止
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
禁
止
、
奴
隷
や
人
種
差
別
か
ら
の
保
護
を
含
む
、
基

本
的
人
権
に
関
す
る
諸
原
則
お
よ
び
諸
規
則｣

に
言
及
し
た

(

�)

。
ま
た
、
一
九
七
一
年
の

｢

ナ
ミ
ビ
ア
事
件｣

に
関
す
る
勧
告
的
意
見

(

�)

お
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第
四
章

条
約
法
条
約
に
お
け
る
留
保
と
強
行
規
範
概
念

強
行
規
範
概
念
に
関
連
し
て
、
条
約
法
条
約
第
六
六
条

(

ａ)

は
非
常
に
重
要
な
規
定
で
あ
る
。
本
規
定
は
、
強
行
規
範
に
関
す
る

紛
争
解
決
手
続
き
条
項
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
強
行
規
範
概
念
の
認
定
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
期

待
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
、
条
約
に
対
す
る
留
保
制
度
に
関
連
し
て
、
最
も
重
要
な
の
は
条
約
法
条
約
第
一
九
条(

ｃ)

で
あ
る
。

こ
の
条
文
は
、
所
謂

｢

両
立
性
の
基
準

(com
patibility

test)｣

を
導
入
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
留
保
が

｢

条
約

の
趣
旨
お
よ
び
目
的
と
両
立｣

す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
条
約
法
条
約
に
お
け
る
紛
争
解
決
手
続
き
お
よ
び

留
保
手
続
き
と
、
強
行
規
範
概
念
と
の
関
連
で
検
討
を
試
み
た
い

(

�)

。

(

一)

条
約
法
条
約
第
六
六
条

(

ａ)

本
条
は
、
条
約
法
条
約
の
法
典
化
の
た
め
に
、
一
九
六
八
年
お
よ
び
一
九
六
九
年
に
開
催
さ
れ
た
国
連
条
約
法
会
議
に
お
い
て
、
国

際
法
委
員
会
に
よ
る
条
文
草
案
を
修
正
し
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
そ
の
第
五
三
条
で
規
定
さ
れ
た
強
行
規
範
概

念
に
対
す
る
強
い
批
判
に
対
し
て
の
妥
協
の
産
物
で
あ
る
と
の
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
強
行
規
範
に
関
連
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、

国
際
司
法
裁
判
所
に
一
方
的
付
託
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
強
行
規
範
概
念
の
認
定
に
関
す
る
役
割
を
同
裁
判
所
に
付
与
し
た
も
の
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
曖
昧
な
強
行
規
範
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
そ
の
特
定
・
確
認
の
役
割
を
、
公
平
な
第
三
者
と
し
て

の
国
際
司
法
裁
判
所
に
期
待
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
条
約
法
条
約
の

｢

も
っ
と
も
大
胆
な
新
機
軸

(the
boldest

innovation)｣

と
も
評
さ
れ
る
。
国
連
条
約
法
会
議
当
時
、
多
く
の
西
側
諸
国
は
、
強
行
規
範
に
関
す
る
紛
争
の
当
事
者
が
利
用
し

う
る

｢

独
立
か
つ
義
務
的
な

(independent
and

com
pulsory)｣

第
三
者
に
よ
る
決
定
を
望
ん
だ
と
さ
れ
る

(

�)

。
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(

�)
ibid.,

p.
27.

こ
こ
で
、
両
者
の
概
念
に
属
す
る
第
一
次
的
規
則

(prim
ary

rules)

の
基
本
的
同
一
性
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
�)

IC
J
R
eports,

1995,
p.

102.

こ
れ
は
、｢

バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
事
件｣

判
決
の
見
解
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

(
�)

op.
cit.,

pp.
27-29.

国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
様
々
な
法
典
化
作
業
の
過
程
に
お
け
る
議
論
と
、
作
成
さ
れ
た
法
典
化
案
の
検
証
が
必
要

と
な
る
。

(

�)
ibid.,

p.
32.

こ
こ
で
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る
、
一
九
六
九
年
の

｢

北
海
大
陸
棚
事
件｣

判
決
・
一
九
八
〇
年
の

｢

テ
ヘ
ラ
ン
人
質

事
件｣

判
決
等
を
挙
げ
て
い
る
。

(

�)
IC
J
R
eports,

1984,
p.

246.

(

�)
IC
J
R
eports,

1986,
p.

14.

(

	)
IC
J
R
eports,

1996
(Ⅰ

),
p.

257.

(


)
op.

cit.,
pp.

34-35.

こ
こ
で
は
、
強
行
規
範
の

｢

公
的
利
益
性

(public
interest

character)｣

と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
IC
J
R
eports,

1970,
p.

2.

(

�)
IC
J
R
eports,

1971,
p.

15.

(

)
IC
J
R
eports,

1995,
p.

102.

(

�)
IC
J
R
eports,

1996
(Ⅰ

),
p.

257.

(

�)
op.cit.,pp.35-36.

国
際
法
委
員
会
は
、
そ
の
国
家
責
任
条
文
案
に
お
い
て
、｢

国
際
社
会
に
対
す
る
義
務(obligations

vis-�
-vis

the

international
com

m
unity)｣

と
い
う
表
現
を
用
い
、｢
普
遍
的
義
務

(obligations
erga

om
nes)｣

と
い
う
用
語
は
用
い
な
か
っ
た
と

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
前
者
は
後
者
の

｢

準
概
念

(sub-concept)｣

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)
op.

cit.,
pp.

39-40.

要
す
る
に
、
す
べ
て
の
強
行
規
範
や
普
遍
的
義
務
に
対
す
る
違
反
が
、
国
際
犯
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)
ibid.,

p.
40.

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
広
い
重
複
性
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
完
全
に
同
一
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
と
く
に
国
際

刑
事
法
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
管
轄
権
と
の
関
連
で
注
意
深
く
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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一
応
原
案
通
り
採
択
さ
れ
、
こ
の
条
文
に
対
す
る
提
案
お
よ
び
修
正
案
は
、
新
条
文
第
六
二
条bis

と
し
て
、
一
九
六
九
年
会
期
で
審

議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

一
九
六
九
年
の
国
連
条
約
法
会
議
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
提
案
は
、
い
わ
ゆ
る
一
〇
カ
国
提
案

(A
/C

O
N
F
.39/L

.47andR
ev.1)

で
あ
る
。
こ
の
提
案
は
、
①
国
連
総
会
に
対
し
て
、
国
連
お
よ
び
専
門
機
関
に
加
盟
し
て
い
な
い
国
ま
た
は
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
当

事
国
で
な
い
国
が
、
条
約
法
条
約
に
参
加
す
る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
を
求
め
る

｢

普
遍
的
参
加
に
関
す
る
宣
言｣

、
②
第
六
二
条
に
基

づ
き
紛
争
が
一
二
ヶ
月
以
内
に
解
決
さ
れ
な
い
場
合
、
強
行
規
範
に
関
す
る
規
定
の
適
用
ま
た
は
解
釈
に
つ
い
て
の
紛
争
は
、
仲
裁
裁

判
に
付
す
る
と
い
う
合
意
が
な
け
れ
ば
、
い
ず
れ
か
一
方
の
当
事
国
は
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た

｢

司
法

的
解
決
、
仲
裁
裁
判
お
よ
び
調
停
の
手
続
き｣

と
題
す
る
条
文
、
③
附
属
書
の
調
停
手
続
き
で
必
要
と
さ
れ
る
費
用
は
、
国
連
が
負
担

す
る
よ
う
国
連
総
会
に
求
め
る
決
議
と
い
う
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た

(

�)

。
こ
の
提
案
は
、
前
述
の
日
本
提
案
等
を
含
め
た
、

い
わ
ゆ
るpackage

deal

で
あ
っ
た
。
こ
の
提
案
は
表
決
に
付
さ
れ
た
結
果
採
択
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
草
案
第
六
二
条
は
現
条
約

法
条
約
第
六
五
条
に
、
一
〇
カ
国
提
案
が
そ
の
第
六
六
条
お
よ
び
附
属
書
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
条
約
法
条
約
第
六
六
条

(

ａ)

は
、
強
行
規
範
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
一
方
的
付
託
を
認

め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
本
条
が
適
用
さ
れ
た
上
で
の
強
行
規
範
概
念
の
特
定
・
確
認
に
つ
い

て
、
国
際
司
法
裁
判
所
が
直
接
的
役
割
を
果
た
し
た
実
例
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、
本
条
に
関
連
し
て
、
い
く
つ
か
の
国
に

よ
り
付
さ
れ
た
留
保
も
、
後
述
の
よ
う
な
問
題
点
を
惹
起
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

二)

条
約
法
条
約
第
一
九
条

(

ｃ)

条
約
法
条
約
第
一
九
条
は
、
以
下
の
場
合
の
留
保
を
認
め
な
い
。(

ａ)

条
約
が
当
該
留
保
を
付
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
場
合
、

(

ｂ)

条
約
が
、
当
該
留
保
を
含
ま
な
い
特
定
の
留
保
の
み
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
定
め
て
い
る
場
合
、(

ｃ)

上
記
二
つ
の
場
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ま
ず
、
国
際
法
委
員
会
に
よ
る
一
九
六
六
年
最
終
草
案
第
六
二
条
は
、｢

条
約
の
無
効
、
終
了
、
条
約
か
ら
の
脱
退
ま
た
は
条
約
の

運
用
停
止
の
場
合
に
と
ら
れ
る
手
続
き｣

を
規
定
し
て
い
た
が
、
特
に
強
行
規
範
に
関
す
る
紛
争
に
関
し
て
の
特
別
な
手
続
き
は
予
定

さ
れ
て
い
な
か
っ
た

(

�)

。
そ
し
て
、
そ
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
中
で
、
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
審
議
過
程
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所

に
よ
る
義
務
的
な
司
法
的
解
決
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
も
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
慣
行
の
現
状

か
ら
紛
争
を
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
と
い
う
解
決
方
法
は
現
実
的
で
な
い
と
の
判
断
の
結
果
、
こ
う
し
た
条
文
に
な
っ
た
と
述

べ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
条
文
草
案
が
、
ウ
ィ
ー
ン
で
開
催
さ
れ
た
国
連
条
約
法
会
議
に
お
い
て
審
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
の
国
連
条
約
法
会
議
に
お
い
て
、
草
案
第
六
二
条
に
つ
い
て
様
々
な
提
案
お
よ
び
修
正
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
中

で
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
提
案
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
日
本
提
案(A

/C
O
N
F
.39/C

.1/L
.339)

が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
の
提
案
は
、
強
行
規
範
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
か
の
紛
争
当
事
国
の
要
請
に
よ
り
国
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た

(

�)

。
こ
の
提
案
の
意
図
に
つ
い
て
、
日
本
代
表
は
、
強
行
規
範
の
問
題
は
国
際
社
会
全
体
の
利
益
を
包
含
す
る

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
関
す
る
紛
争
は
紛
争
当
事
国
の
私
的
解
決

(private
settlem

ent)

に
任
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
る
規

則
が
強
行
規
範
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
紛
争
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
の
み
解
決
し
う
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ

の
提
案
は
、
日
本
を
含
む
西
側
諸
国
は
、
草
案
第
六
三
条
に
反
対
し
、
強
行
規
範
の
よ
う
な｢

漸
進
的｣

内
容
を
有
す
る
実
体
規
定
は
、

強
制
的
な
紛
争
解
決
手
続
き
を
定
め
る
な
ど
の
手
続
き
的
保
障
な
し
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
主
張
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
ソ
連
代
表
は
、
草
案
第
六
二
条
が
国
連
憲
章
第
三
三
条
に
規
定
さ
れ
た
紛
争
解
決
手
続
き
に

よ
る
解
決
を
規
定
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
国
際
社
会
の
現
状
を
正
確
に
反
映
し
、
当
事
国
の
紛
争
解
決
手
続
き
に
関
す
る
選
択
の
自

由
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
評
価
し
た
。
そ
の
上
で
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
強
制
的
管
轄
権
を
規
定
す
る
よ
う
な
修
正
案
は
認

め
ら
れ
な
い
と
述
べ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
結
局
こ
の
会
期
に
お
い
て
は
、
強
行
規
範
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
強
制

的
管
轄
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
か
ら
草
案
第
六
二
条
に
反
対
す
る
主
張
と
、
そ
れ
を
支
持
す
る
主
張
と
が
厳
し
く
対
立
し
た
結
果
、

論 説

(名城 '10) 59－3･4－16



第
三
に
、
条
約
当
事
国
が
そ
の
留
保
を
条
約
の
目
的
と
両
立
す
る
も
の
と
し
て
受
諾
す
る
と
き
、
同
国
は
留
保
国
を
条
約
当
事
国
と
み

な
し
得
る
。
こ
う
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
留
保
の
有
効
性
は
そ
の
内
容
と
条
約
目
的
と
の
両
立
性
に
よ
り
判
定
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
し
て
、｢

両
立
性
の
基
準｣

を
採
用
し
た
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
国
際
法
委
員
会
は
、
当
時
条
約
法
条
約
の
法
典
化
作

業
中
で
あ
っ
た
が
、
一
九
五
一
年
五
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
開
催
さ
れ
た
国
際
法
委
員
会
第
三
会
期
の
審
議
結
果
を
報
告
書
と
し
て
ま

と
め
た

(

�)

。
そ
の
中
で
、
条
約
の
あ
る
規
定
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
留
保
も
有
効
に
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
留
保
が
す
べ
て
の
締
約

国
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
交
渉
の
過
程
で
留
保
が
表
明
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ

が
付
さ
れ
た
署
名
と
同
様
、
当
該
留
保
も
無
効
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
。
ま
た
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
の
よ
う
な
立
法
条
約
に
お
い
て

は
、
条
約
の

｢

一
体
性
と
一
様
な
適
用

(the
integrity

and
the

uniform
application)｣

が

｢

普
遍
性

(universality)｣

の
確
保
よ
り
重
要
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
留
保
の
両
立
性
に
つ
い
て
言
及
し
、
こ
の
基
準
を
多
数
国

間
条
約
一
般
に
適
用
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
こ
の
基
準
を
適
用
す
る
た
め
に
は
、
あ
る
条

約
の
規
定
を
、
当
該
条
約
の
目
的
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
条
約
当
事
国
は
そ
れ
ら

の
規
定
が
不
可
分
一
体

(integral
w
hole)

と
み
な
し
て
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
規
定
に
対
す
る
留
保
も
、
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的

を
害
す
る
と
み
な
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
挙
げ
る
。
第
二
に
、
上
記
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
区
別
の
客
観
的
基
準

(objective
test)

が
存
在
し
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
の
で
あ
る

(

�)

。
要
す
る
に
国
際
法
委
員
会
は
、
す
べ
て
の
条
約
当
事
国
の
義
務
の
一

定
性
と
そ
の
条
約
の
統
一
性
の
維
持
を
重
要
視
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
し
て
、
伝
統
的
な

｢

全
当
事
国
同
意
原
則｣

に
固
執
し
た
の

で
あ
る
。

国
連
総
会
は
、
前
記
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
お
よ
び
国
際
法
委
員
会
の
報
告
書
を
受
け
て
、
一
九
五
二
年
一
月
、
第
六

委
員
会
の
勧
告
し
た
留
保
に
関
す
る
決
議
案
を
採
択
し
た
。
そ
の
中
で
、
ま
ず
第
一
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
条
約
の
み
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
第
二
に
、
多
数
国
間
条
約
一
般
に
適
用
す
べ
き
留
保
制
度
に
つ
い
て
は
、
国
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合
以
外
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
留
保
が
条
約
の
趣
旨
及
び
目
的
と
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
、
の
三
つ
の
場
合
で
あ
る
。
こ
の

中
で
特
に
注
目
す
べ
き
は

(

ｃ)

で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
伝
統
的
な
留
保
に
関
す
る
原
則
で
あ
る

｢

全
当
事
国
同
意
原
則

(una-

nim
ity

rule)｣

を
離
れ
、｢

両
立
性
の
基
準

(com
patibility

test)｣

を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
条
約
に
関
す
る
留
保
問
題
が
あ
っ
た
。

①

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
と
留
保

｢

集
団
殺
害
罪
の
防
止
お
よ
び
処
罰
に
関
す
る
条
約(

ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約)｣

は
、
一
九
四
八
年
に
国
連
総
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
、

一
九
五
一
年
に
発
効
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
条
約
に
規
定
さ
れ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
禁
止
は
、
ま
さ
に
強
行
規
範
の
一
つ
の
例
と
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
条
約
の
発
効
前
の
一
九
四
九
年
に
、
ソ
連
を
含
む
東
側
諸
国
の
数
カ
国
が
、
こ
の
条
約
の
第
九
条
等

に
関
す
る
留
保
を
付
し
て
署
名
を
行
っ
た
。
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
第
九
条
は
、
当
該
条
約
の
解
釈
・
適
用
・
履
行
に
関
す
る
紛
争
に
つ

い
て
集
団
殺
害
に
対
す
る
当
事
国
の
責
任
に
関
す
る
も
の
を
含
め
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
一
方
的
付
託
を
紛
争
当
事
国
に
認
め

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
留
保
に
対
し
て
他
の
一
部
署
名
国
が
反
対
し
た
た
め
、
当
該
条
約
の
被
寄
託
者
で
あ
る
国
連
事
務
総
長
は
そ
の

取
り
扱
い
に
つ
き
国
連
総
会
に
諮
っ
た
の
で
あ
る
。

総
会
は
一
九
五
〇
年
一
一
月
一
六
日
の
決
議
に
よ
り
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
し
て
、
こ
の
留
保
問
題
に
つ
い
て
の
勧
告
的
意
見
を

求
め
、
国
際
法
委
員
会
に
対
し
て
は
、
多
数
国
間
条
約
に
対
す
る
留
保
問
題
一
般
に
つ
い
て
の
研
究
を
委
嘱
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
国

際
司
法
裁
判
所
は
、
一
九
五
一
年
五
月
二
八
日
の
勧
告
的
意
見
に
お
い
て

(

�)

、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
に
限
定
し
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に

述
べ
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
条
約
の
一
部
当
事
国
に
よ
り
反
対
さ
れ
た
が
他
の
当
事
国
に
よ
っ
て
は
反
対
さ
れ
な
い
留
保
を
行
い
、

そ
れ
を
維
持
す
る
国
は
、
そ
の
留
保
が
条
約
の
目
的
と
両
立
す
る
場
合
に
限
り
条
約
当
事
国
と
み
な
さ
れ
得
る
。
第
二
に
、
あ
る
条
約

当
事
国
が
条
約
の
目
的
と
両
立
し
な
い
と
考
え
る
留
保
に
反
対
す
る
と
き
、
同
国
は
留
保
国
を
条
約
当
事
国
で
な
い
と
み
な
し
得
る
。
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る
い
は
定
式
化
し
よ
う
と
す
る
国
家
と
の
条
約
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
な
い｣

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
条
約
法
条
約
第
六
六
条

(

ａ)

に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
強
行
規
範
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
の
国
際
司
法
裁
判
所
の

管
轄
権
に
対
す
る
留
保
は
、
第
一
九
条

(

ｃ)

か
ら
み
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
上
記
の
よ
う
に

ド
イ
ツ
は
、
第
六
六
条

(

ａ)

に
関
す
る
留
保
が

｢

両
立
性｣

の
必
要
条
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の

｢

非
両
立
性

(incom
patibility)｣

を
実
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
は
、
条
約
の
無
効
ま

た
は
終
了
に
関
す
る

｢

実
体
的

(substantive)

規
則｣

と

｢

手
続
的

(procedural)

規
則｣

と
の
間
に
存
在
す
る
密
接
な
関
係

を
強
調
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
。
け
れ
ど
も
、
司
法
的
救
済
手
続
き

(judicial
rem

edy)

の
存
在
が
、
強
行
規
範
概
念
の
一
要
素

た
り
得
る
だ
ろ
う
か
と
の
指
摘
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
第
五
三
条
お
よ
び
第
六
四
条
と
第
六
六
条
の

｢

密
接
な｣

関
連
は
、
そ
の

成
立
の
経
緯
か
ら
考
え
て
も
、｢

政
治
的

(political)｣

な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
強
行
規
範
の
生
来
的

(inherent)

性
質
と
し
て
、
そ
の
適
用
ま
た
は
解
釈
に
関
す
る
紛
争
は
、
公
平
な
第
三
者
の
決
定
に
付
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を

求
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る

(

�)

。

条
約
法
条
約
第
五
三
条
に
お
け
る
強
行
規
範
概
念
の
定
式
化
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
不
十
分
か
つ
不
明
確
と
い
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
強
行
規
範
概
念
が
有
す
る
生
来
的
性
質
故
に
、
こ
う
し
た
問
題
点
に
関
す
る
議
論
を
誘
発
し
て
き
た

と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
少
な
く
と
も
条
約
法
分
野
と
り
わ
け
条
約
の
無
効
原
因
と
し
て
の
強
行
規
範
を
確
認
・
適
用
し
、
同

時
に
、
そ
の
恣
意
的
援
用

(

乱
用)

の
防
止
の
た
め
に
は
、
現
状
で
は
国
際
司
法
裁
判
所
の
役
割
が
必
要
・
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
ま
た
、
条
約
法
条
約
第
一
九
条

(

ｃ)

に
よ
る
、
当
該
留
保
の
条
約
目
的
と
の

｢

両
立
性｣

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
が
、
重

要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
行
規
範
に
関
連
す
る
留
保
に
つ
い
て
、
そ
の
両
立
性
を
最
終
的
に
は
国

際
司
法
裁
判
所
が
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
条
約
の

｢

普
遍
性｣

あ
る
い
は

｢

一
体
性｣

の
い
ず
れ
の
視
点
か
ら
判
断
す
る
に
し
て

も
、
非
常
に
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
強
制
的
管
轄
権
に
つ
い
て
も
重
要
な
要
素
と
な
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際
法
委
員
会
の
報
告
書
に
述
べ
ら
れ
た
方
式
は
否
決
さ
れ
、
国
連
事
務
総
長
に
対
す
る
手
続
き
的
要
請
が
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
た
。

そ
れ
は
、
国
連
事
務
総
長
に
は
被
寄
託
者
と
さ
れ
る
将
来
の
条
約
に
つ
い
て
、
留
保
ま
た
は
留
保
に
対
す
る
反
対
文
書
の
法
的
効
果
を

宣
言
す
る
権
限
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
全
関
係
国
に
通
知
し
、
こ
の
通
知
か
ら
法
的
効
果
を
引
き
出
す
こ
と
は
各
国
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

②

｢

両
立
性
の
基
準｣

と
強
行
規
範

前
述
の
よ
う
な
経
緯
で
、
条
約
法
条
約
第
一
九
条

(

ｃ)

は
留
保
に
関
し
て

｢

両
立
性
の
基
準｣

を
導
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

こ
で
、
条
約
法
条
約
自
体
、
と
り
わ
け
そ
の
第
六
六
条
に
対
す
る
留
保
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
本
稿
に
関
連
し
て
注
目
す
べ
き
留

保
と
し
て

(

�)

、
例
え
ば
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
留
保

(

一
九
七
一
年)

が
あ
る
。
こ
れ
は
条
約
法
条
約
第
六
六
条

(

ａ)

に
対
し
て
行
わ
れ
た

も
の
で
あ
り
、｢

本
条
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
紛
争
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
判
決
を
求
め
て
付
託
さ
れ
る
た
め
に
は
す
べ
て
の
当
事

国
の
同
意
を
必
要
と
す
る｣

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ソ
連
の
留
保

(

一
九
八
六
年)

は
、｢

条
約
法
条
約
第
六
六
条
の
規
定
に

拘
束
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
判
決
を
求
め
て
付
託
さ
れ
る
べ
き

(

強
行
規
範
に
関
す
る)

第
五
三
条
お
よ
び
第
六

四
条
の
適
用
お
よ
び
解
釈
に
関
す
る
締
約
国
間
の
い
か
な
る
紛
争
も
、
す
べ
て
の
紛
争
当
事
者
の
同
意
が
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
場
合
に
必

要
と
さ
れ
る｣

と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
留
保
に
関
す
る
異
議
と
し
て
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
留
保
が
条
約
法
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
と
両

立
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
条
約
法
条
約
第
五
三
条
お
よ
び
第
六
四
条
は
、
第
六
六
条

(

ａ)

と

｢

密
接
に
結
び

つ
い
た

(inextricably
linked)｣

も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
は
、
ソ
連
の
留
保
に
対
し
て
、｢

第
六
六

条
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
適
用
を
排
除
す
る
た
め
の
意
図
を
有
す
る
い
か
な
る
留
保
に
関
し
て
も
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
そ
の
留
保
に
よ
り

第
六
六
条
の
適
用
が
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
関
し
て
、
条
約
法
条
約
第
五
部
の
こ
れ
ら
の
諸
規
定
を
含
む
よ
う
な
留
保
を
定
式
化
し
、
あ
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響
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
ibid.,

pp.
473-474.

(

�)
U
.
N
.
C
onference,

O
fficial

R
ecords,

Second
session,

p.
188.

(

�)
V
erhoeven,

op.
cit.,

p.
198.

本
条
を

｢

ト
ロ
イ
の
木
馬

(T
rojan

horse)｣

と
評
す
る
者
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本

規
定
を
条
約
法
条
約
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
条
約
法
の
体
系
全
体
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
の
表
明
で
あ
ろ
う
。

(

�)
IC
J
R
eports,

1951,
p.

16.

裁
判
所
の
意
見
は
七
対
五
と
い
う
僅
差
で
採
択
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

(

�)
Y
earbook

of
the

International
L
aw

C
om

m
ission,

1951,
V
ol.

Ⅱ
,
pp.

125-131.

(

�)
ibid.,

pp.
128-129.

(

�)

以
下
の
留
保
に
つ
い
て
は
、M

ultilateral
T
reaties

deposited
w
ith

the
Secretary-G

eneral

参
照
。

(

�)
V
erhoeven,

J.,
op.

cit.,
p.

202.

第
五
章

結

語

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
一
九
六
九
年
に
条
約
法
条
約
第
五
三
条
に
導
入
さ
れ
た
強
行
規
範
概
念
は
、
そ
の
規
範
的
性
質

や
国
際
社
会
に
お
け
る
重
要
性
と
い
っ
た
点
で
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
そ
の
概
念
の
曖
昧
さ

(am
biguus)

を
指

摘
さ
れ
つ
つ
も
、
国
際
関
係
に
お
け
る
あ
る
種
の
道
徳
的
秩
序

(m
oral

order)

の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
国
際
社
会
に
一
般
的
受

容
が
な
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
条
約
法
の
分
野
の
み
な
ら
ず
、
国
際
刑
事
法
お
よ
び
国
家
責
任
法
の
分
野
に
お
い
て

も
、
強
行
規
範
概
念
の
発
展
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る
普
遍
的
義
務
の
概
念
の
展
開
が
な
さ
れ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の

概
念
の
将
来
的
発
展
と
、
現
代
国
際
社
会
に
お
け
る
地
位
と
役
割
の
確
立
の
た
め
に
は
、
諸
国
家
に
対
し
て
、
そ
の
主
権
と
行
動
の
自

由

(sovereignty
and

freedom
of

action)

の
制
限
の
同
意
を
要
求
し
、
そ
の
点
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
必
要
で
あ
る
と
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る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
第
六
六
条

(

ａ)

に
対
す
る
留
保
は
、
手
続
き
的
規
定
に
対
す
る
留
保
で
は
あ
る
が
、
強
行
規
範
概
念

の
特
定
・
確
認
と
、
将
来
的
な
発
展
に
対
し
て
、
重
大
な
阻
害
要
因
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
強

行
規
範
あ
る
い
は
普
遍
的
義
務
と
し
て
言
及
さ
れ
る
諸
規
則
の
根
本
規
範
性
の
確
認
作
業
に
お
い
て
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
判
決
の
傍

論
に
お
け
る
言
及
で
し
か
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
な
判
例
法
の
展
開
も
含
め
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
期
待
が
、

将
来
的
に
さ
ら
に
大
き
な
も
の
と
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
国
際
法
規
則
の
定
立
過
程
に
お
い
て
、
国
際
司
法
裁
判
所

が
あ
る
種
の

｢

法
創
造
機
能｣

を
果
た
す
べ
き
状
況
が
生
ず
る
可
能
性
も
大
い
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(

	)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
拙
稿

｢『

条
約
法
条
約』

及
び

『

国
際
機
構
条
約
法
条
約』

に
お
け
る
強
行
規
範
に
関
す
る
紛
争
解
決
手
続
き
条
項

に
つ
い
て
―
国
際
法
委
員
会
及
び
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
会
議
に
お
け
る
検
討
を
中
心
と
し
て
―｣

、
法
学
新
報
第
一
〇
二
巻
第
三
・
四
号
、
一
九

九
五
年
一
二
月
、pp.255-289.
お
よ
び
同

｢

条
約
法
条
約
に
お
け
る
強
行
規
範
と
留
保
に
つ
い
て
の
一
考
察｣

、
宮
崎
公
立
大
学
人
文
学
部
紀

要
第
二
巻
第
一
号
、
一
九
九
四
年
三
月
、pp.54-67.

参
照
。
ま
た
、V

erhoeven
J.,

Jus
cogens

and
reservations

or
"counter-

reservations"
to
the

jurisdiction
of
the

international
court

of
justice,in

W
ellens,K

.(ed),International
L
aw

:T
heory

and
P
ractice,

1998,
K
luw

er
L
aw

International,
pp.

195-208.

こ
こ
で
は
本
論
文
を
参
照
・
紹
介
し
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
み
た
い
。

(


)
op.

cit.,
p.

197.

し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
社
会
主
義
諸
国
お
よ
び
第
三
世
界
の
諸
国
に
は
強
く
反
対
さ
れ
た
が
、
結
局
こ
の
会
議
を
破
綻

か
ら
救
済
し
た

(saved)

と
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
Y
earbook

of
the

International
L
aw

C
om

m
ission,

1966,
V
ol.

Ⅱ
,
pp.

261-263.

(

�)
ibid.,

p.
262.

こ
こ
で
国
家
慣
行
の
現
状
と
は
、
社
会
主
義
諸
国
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
、
国
際
司
法
裁
判
所
に
対
す
る
不
信
感
の

表
明
の
影
響
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(

)
U
nited

N
ations

C
onference

on
the

L
aw

of
T
reaties,

O
fficial

R
ecords,

F
irst

and
second

sessions,
p.

188.

(

�)
U
.
N
.
C
onference,

O
fficial

R
ecords,

F
irst

session,
p.

402.

(

�)
ibid.,

pp.
412-413.

こ
の
よ
う
な
態
度
の
背
景
と
し
て
、
一
九
六
六
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
る

｢

南
西
ア
フ
リ
カ
事
件｣

判
決
の
影
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る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
政
治
的
背
景
や
そ
の
犯
罪
形
態
の
多
様
性
か
ら
、
そ
の
概
念
の
定
式
化
に
つ
い
て
、
十
分
な
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
将
来
の
国
際
社
会
に
お
い
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
事
態
に
対
応
す
る
国
際
刑
事
法
・

国
際
人
道
法
等
の
分
野
に
お
け
る
諸
規
則
に
つ
い
て
の
、
ま
さ
に
そ
の

｢

漸
進
的
発
達｣

性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

現代国際法における強行規範概念の現状と展望
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さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
強
行
的
規
則
の
普
遍
的

(erga
om

nes)

効
力
の
諸
国
家
に
よ
る
受
諾
と
い
う
、｢

革
命
的
変
化

(revolu-

tionary
changes)｣

が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
の
推
進
者
と
し
て
、
現
状
に
お
け
る
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
は
、
国
際
司

法
裁
判
所
お
よ
び
国
際
刑
事
裁
判
所
を
は
じ
め
と
す
る
、
国
際
裁
判
所
で
あ
ろ
う
。
条
約
法
条
約
等
の

｢

立
法
条
約｣

と
い
う
法
制
定

過
程
に
お
け
る
進
展
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
国
際
社
会
の
司
法
過
程
を
担
う
国
際
裁
判
所
が
、
強
行
規
範
概
念
お
よ
び
普
遍
的
義
務
の

概
念
の
将
来
的
発
展
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
然
そ
こ
で
は
、
強
行
規
範
違
反
に
対
す
る
主
張
を

な
そ
う
と
す
る
す
べ
て
の
国
家
に
対
し
、
手
続
き
上
の
権
利
付
与
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る

(

�)

。

ま
た
、
現
代
国
際
法
に
お
い
て
、
根
本
規
範
性
を
有
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
国
際
犯
罪
に
関
す
る
国
際
刑
事
法
分
野
に
お
け
る

諸
規
則
が
議
論
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
普
遍
的
な
管
轄
権

(universal
jurisdiction)

に
服
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
国
際
犯
罪
の
定

義
に
つ
い
て
は
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
お
よ
び
追
加
議
定
書
、
一
九
四
八
年
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
、
さ
ら
に
は
一
九

八
四
年
の
拷
問
等
禁
止
条
約
等
に
お
い
て
も
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
の
多
く
は
、
一
九
九
八
年
の

国
際
刑
事
裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
第
六
条
か
ら
第
八
条
に
お
い
て
、
詳
細
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

な
カ
タ
ロ
グ
は
決
し
て｢

網
羅
的(exhaustive)｣
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
現
代
国
際
社
会
は
様
々

な
分
野
に
お
い
て
急
激
な
変
化
や
新
し
い
事
態
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
応
す
べ
く
、
現
代
国
際
法
学
も
ま
さ
に

｢

革
命
的
変
化｣

を
遂
げ
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
変
動
を
前
提
と
し
て
、
強
行
規
範
概
念
お
よ
び
普
遍
的
義
務
の
概
念
に
関
す
る
将
来

的
展
望
に
つ
い
て
、
条
約
法
の
み
な
ら
ず
、
国
際
人
権
法
・
国
際
刑
事
法
・
国
家
責
任
法
等
の
様
々
な
分
野
に
お
い
て
、
さ
ら
な
る
検

討
を
深
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

(

�)
C
zapli� ski,

W
.,
op.

cit.,
p.

97.

(

�)
K
adelbach,

S.,
op.

cit.,
p.

39.

例
え
ば
、
テ
ロ
行
為

(terrorist
acts)

に
関
す
る
条
約
は
、
さ
ら
な
る
考
慮
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
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