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未承認反乱団体が海上で行う暴力行為と海賊行為との関係（一）

（阪大法学）67（5-47）　827 〔2018. 1 〕

未
承
認
反
乱
団
体
が
海
上
で
行
う
暴
力
行
為
と

海
賊
行
為
と
の
関
係
（
一
）

─
─
海
賊
行
為
の
「
私
的
目
的
」
要
件
を
め
ぐ
る
歴
史
的
展
開
─
─

和
　 

仁
　 

健
　
太
　
郎

は
じ
め
に

一　

交
戦
団
体
承
認
（
以
上
、
本
号
）

二　

主
要
先
例

1　

チ
リ
反
乱
：
マ
ゼ
ラ
ン
海
賊
事
件
（
一
八
五
三
年
）

2　

ハ
イ
チ
反
乱
（
一
八
六
九
年
）

3　

ス
ペ
イ
ン
反
乱
（
一
八
七
三
年
）

4　

ペ
ル
ー
反
乱
：H

uascar

号
事
件
（
一
八
七
七
年
）

5　

キ
ュ
ー
バ
反
乱
：M

ontezum
a

号
事
件
（
一
八
七
七
年
）

6　

コ
ロ
ン
ビ
ア
反
乱
：G

am
e Cook

号
事
件
とA

m
brose Light

号
事
件
（
一
八
八
五
年
）

7　

ボ
リ
ビ
ア
共
和
国
対
イ
ン
デ
ム
ニ
テ
ィ
相
互
海
事
保
証
会
社
事
件
（
一
九
〇
九
年
）

8　

そ
の
他
の
先
例

9　

ま
と
め
と
考
察

三　

主
要
学
説
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1　

行
為
の
対
象
を
基
準
と
す
る
説

2　

行
為
の
内
容
を
基
準
と
す
る
説

お
わ
り
には

じ
め
に

　

国
連
海
洋
法
条
約
（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
）
は
、「
海
賊
行
為
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
（
第
一
〇
一
条
）。

私
有
の
船
舶
又
は
航
空
機
の
乗
組
員
又
は
旅
客
が
私
的
目
的
の
た
め
に
（for private ends; à des fins privées

）
行
う
す
べ

て
の
不
法
な
暴
力
行
為
、
抑
留
又
は
略
奪
行
為
で
あ
っ
て
次
の
も
の
に
対
し
て
行
わ
れ
る
も
の

（
ⅰ
）
公
海
に
お
け
る
他
の
船
舶
若
し
く
は
航
空
機
又
は
こ
れ
ら
の
内
に
あ
る
人
若
し
く
は
財
産

（
ⅱ
）
い
ず
れ
の
国
の
管
轄
権
に
も
服
さ
な
い
場
所
に
あ
る
船
舶
、
航
空
機
、
人
又
は
財
産

　

こ
の
定
義
の
う
ち
、「
私
的
目
的
の
た
め
に
」
と
い
う
部
分
（
以
下
、「
私
的
目
的
」
要
件
と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
主
観

的
意
図
を
基
準
と
す
る
説
（「
行
為
目
的
説
」
と
も
呼
ば
れ
る
）、
行
為
の
内
容
や
行
為
が
向
け
ら
れ
る
対
象
を
基
準
と
す
る
説
（「
行

為
性
質
説
」
と
も
呼
ば
れ
る
）、
行
為
者
が
国
家
そ
の
他
の
公
権
力
か
ら
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る
説
（「
行

為
者
資
格
説
」
と
も
呼
ば
れ
る
）
な
ど
が
存
在
し
、
未
だ
に
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。「
私
的
目
的
」
要
件
は
、
国
連
海
洋
法
条
約

と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
文
言
に
よ
っ
て
海
賊
行
為
を
定
義
し
て
い
た
一
九
五
八
年
の
公
海
条
約
第
一
五
条
に
含
ま
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
遡

れ
ば
、
一
九
三
二
年
の
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
第
三
条
や
、
一
九
二
六
年
の
い
わ
ゆ
る
松
田
草
案
（
国
際
連
盟
の
国
際
法
典
編
纂
会
議
専
門

（
1
）（

2
）

（
3
）（

4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）
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家
委
員
会
小
委
員
会
の
報
告
書
）
に
こ
の
要
件
が
含
ま
れ
て
い
た
。
学
説
上
は
、
海
賊
行
為
が
「
私
的
目
的
」
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
最
初
に
述
べ
た
の
は
、
一
八
八
〇
年
の
ホ
ー
ル
（W
illiam

 Edw
ard H

all

）
の
体
系
書
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。

　

国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
論
と
ど
の
よ
う
に
接
続
す
る
か
は
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
、「
私
的
目
的
」
要
件
に

よ
っ
て
海
賊
行
為
の
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
も
の
─
─
そ
れ
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
中
心
的
な

問
題
で
あ
っ
た
も
の
─
─
は
、
交
戦
団
体
承
認
を
受
け
て
い
な
い
反
乱
団
体
（
以
下
、「
未
承
認
反
乱
団
体
」
と
い
う
）
が
海
上
で
行

う
暴
力
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
見
解
は
一
致
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
反
乱
団
体
が
反
乱
に
関
連
し
て

行
う
暴
力
行
為
は
、「
政
治
的
目
的
」
な
い
し
「
公
的
目
的
」
の
行
為
で
あ
っ
て
「
私
的
目
的
」
の
行
為
で
は
な
く
、
海
賊
行
為
と
し

て
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
た
反
乱
団
体
行
為
の
範
囲
や
、
そ
れ
が
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
た
理
由
な
ど
、
依

然
と
し
て
未
解
決
・
未
解
明
の
問
題
も
あ
る
。

　

ま
ず
、
前
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
の
多
く
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
自
国
政
府
（
既
存
政
府
、
合
法
政
府
、
正
当
政
府
）

の
船
舶
に
対
し
て
の
み
行
う
暴
力
行
為
は
海
賊
行
為
と
し
て
扱
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
第
三
国
船
舶
に
対
し
て
行
う
暴
力
行
為
は
、
そ
の

内
容
に
か
か
わ
ら
ず
─
─
例
え
ば
、
仮
に
戦
争
法
を
適
用
し
た
な
ら
ば
合
法
と
な
る
よ
う
な
行
為
か
ど
う
か
と
い
っ
た
点
で
区
別
を
せ

ず
─
─
海
賊
行
為
と
し
て
扱
わ
れ
た
と
理
解
す
る
（
ａ
説
：
行
為
の
対
象
を
基
準
と
す
る
説
）。
他
方
で
、
前
述
の
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案

の
よ
う
に
、
暴
力
行
為
が
第
三
国
船
舶
に
対
し
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
（
行
為
の
対
象
）
で
区
別
を
せ
ず
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
反
乱

に
関
連
し
て
行
う
行
為
は
す
べ
て
政
治
的
目
的
の
行
為
で
あ
っ
て
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
（
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
第
三
条
）、
反

乱
団
体
の
行
為
に
よ
っ
て
自
国
船
舶
が
被
害
を
受
け
た
第
三
国
は
自
国
船
舶
保
護
の
た
め
の
措
置
を
と
れ
る
が
、
そ
れ
は
海
賊
行
為
に

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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対
す
る
管
轄
権
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
（
同
第
一
六
条
）
と
い
う
説
も
あ
る
（
ｂ
説
：
行
為
の
内
容
を
基
準
と
す
る
説
）。
ｂ
説
に
お

い
て
も
、
反
乱
団
体
が
行
う
す
べ
て
の
行
為
が
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
反
乱
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
行
為
の

み
が
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
正
確
な
範
囲
は
十
分
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
（「
交
戦
活
動
に

通
常
付
随
す
る
（norm

ally incidental to belligerent activity

）」
行
為
か
ど
う
か
が
基
準
と
な
る
と
い
う
も
の
、
戦
争
法
に
従

っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
な
る
と
い
う
も
の
、「
自
分
た
ち
の
利
益
の
た
め
に
（on their account

）」
公
海
上
で
掠
奪
を
行
え

ば
海
賊
行
為
に
な
る
と
い
う
も
の
な
ど
が
あ
る
）。
ま
た
、
ｂ
説
に
よ
れ
ば
、
反
乱
団
体
の
暴
力
行
為
に
よ
っ
て
自
国
船
舶
が
被
害
を

受
け
た
第
三
国
は
自
国
船
舶
保
護
の
た
め
の
措
置
を
と
れ
る
と
い
う
が
、
こ
の
措
置
の
法
的
性
質
や
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

　
ａ
説
と
ｂ
説
は
、
海
賊
行
為
に
該
当
し
な
い
反
乱
団
体
行
為
の
範
囲
に
つ
い
て
相
違
す
る
が
、
い
ず
れ
も
、
一
定
の
範
囲
の
行
為
は

海
賊
行
為
と
「
見
な
せ
な
い
」（
海
賊
行
為
の
定
義
を
満
た
さ
な
い
以
上
海
賊
行
為
と
見
な
す
余
地
は
な
い
）
と
理
解
す
る
点
で
共
通

す
る
。
他
方
で
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
行
う
一
定
の
範
囲
の
行
為
を
海
賊
行
為
と
見
な
さ
な
か
っ
た
の
は
、
政
策
的
な
理
由
か
ら
そ
う

し
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
海
賊
行
為
と
「
見
な
せ
な
い
」
の
で
は
な
く
「
見
な
さ
な
か
っ
た
」
だ
け
で
あ
る
と
い
う
理
解
も
あ
り

得
る
（
ｃ
説
）。
例
え
ば
、
チ
ェ
ン
（T

i-Chiang Chen
）
は
、
国
際
法
上
の
承
認
に
つ
い
て
論
じ
た
一
九
五
一
年
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に

お
い
て
、「
我
々
は
、
我
々
の
自
由
な
選
択
に
よ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
正
義
ま
た
は
政
策
が
要
求
す
る
と
こ
ろ
に
従
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
彼
ら
［
ハ
イ
チ
の
反
乱
団

体
］
を
海
賊
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
る
し
、
扱
わ
な
い
こ
と
も
で
き
る
（W

e m
ay, or m

ay not, at our option, as justice or 

policy m
ay require, treat them

 as pirates

…
）」
と
述
べ
た
フ
ィ
ッ
シ
ュ
（H

am
ilton Fish

）
米
国
国
務
長
官
の
一
八
六
九
年

の
書
簡
に
主
に
依
拠
し
て
、
通
常
の
状
況
、
つ
ま
り
反
乱
団
体
が
外
国
船
舶
に
対
し
て
掠
奪
を
行
わ
な
い
場
合
に
は
、
正
義
の
観
点
か

ら
も
政
策
の
観
点
か
ら
も
反
乱
団
体
を
海
賊
と
し
て
扱
う
理
由
は
な
い
と
述
べ
、
こ
れ
を
、「
反
乱
団
体
の
船
舶
は
海
賊
の
性
格
を
有

し
な
い
と
推
定
す
る
こ
の
政
策

0

0

（T
his policy of presum

ing the non-piratical character of insurgent ships

）」
と
呼
ん
で

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）
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い
る
。
チ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
政
策
」
の
基
礎
に
あ
る
も
の
は
「
他
国
の
国
内
問
題
に
対
す
る
不
介
入
の
原
則
（the principle 

of non-interference

）」
で
あ
り
、
チ
ェ
ン
は
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
反
乱
者
の
使
用
す
る
船
舶
を
海
賊
船
舶
と
し
て
拿
捕

す
れ
ば
「
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
国
内
的
な
闘
争
に
直
接
に
干
渉
す
る
こ
と
に
な
る
（w

ould thereby directly intervene in the do-

m
estic strife in Colom

bia

）」
と
述
べ
た
ベ
ア
ー
ド
（T

hom
as Francis Bayard

）
米
国
国
務
長
官
の
書
簡
（
一
八
八
五
年
）
を

挙
げ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
ａ
説
、
ｂ
説
、
ｃ
説
の
い
ず
れ
を
と
る
か
で
当
然
理
解
は
変
わ
っ
て
く
る
が
、
未
承
認
反
乱
団
体
の
行
う
一
定
の
範
囲
の

行
為
が
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
た
理
由
は
、
従
来
の
研
究
に
よ
っ
て
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
反
乱
な
い
し
内
戦

の
当
事
者
は
、
交
戦
団
体
と
し
て
承
認
さ
れ
れ
ば
、
第
三
国
船
舶
を
含
む
船
舶
に
対
し
て
臨
検
捜
索
、
戦
時
禁
制
品
捕
獲
、
封
鎖
侵
破

船
の
捕
獲
な
ど
の
交
戦
権
を
行
使
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
行
使
し
て
も
海
賊
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
本

稿
で
問
題
と
し
て
い
る
未
承
認
反
乱
団
体
は
、
交
戦
団
体
と
し
て
承
認
さ
れ
て
お
ら
ず
交
戦
権
を
有
し
な
い
団
体
な
の
で
あ
る
か
ら
、

公
海
上
で
他
の
船
舶
に
対
し
て
暴
力
行
為
を
行
え
ば
、
そ
れ
は
海
賊
行
為
で
あ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

未
承
認
反
乱
団
体
の
行
う
暴
力
行
為
が
一
定
の
範
囲
で
海
賊
行
為
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
故
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
よ
く
さ
れ
る
説
明
は
、
ａ
説
の
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
既
存
政
府
の
船
舶
の
み
を
暴
力
行
為
の
対
象
と
す
る
場
合
に
は
、
海
上
交

通
の
安
全
と
い
う
国
際
社
会
の
一
般
利
益
を
害
し
な
い
か
ら
、
被
害
を
受
け
て
い
な
い
国
が
反
乱
団
体
の
船
舶
を
海
賊
と
し
て
処
罰
す

る
理
由
が
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
海
賊
行
為
の
要
件
に
は
「
私
的
目
的
」
要
件
と
関
連
し
て
「
無
差
別
性
」
の
要
件
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
既
存
政
府
の
船
舶
の
み
を
対
象
と
す
る
暴
力
行
為
は
「
無
差
別
」
の
暴
力
行
為
で
は
な
い
か
ら
海
賊
行
為
概
念
か

ら
除
外
さ
れ
た
、
と
説
明
す
る
も
の
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ｂ
説
の
立
場
か
ら
、
反
乱
団
体
の
行
う
行
為
が
反
乱
に
関
連
す
る
範
囲
に
限

定
さ
れ
、
戦
争
法
に
従
う
態
様
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、「
海
上
交
通
（
往
来
）
の
一
般
的
安
全
」
を
害
し
な
い
の
で
海
賊
行
為
に
該

（
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当
し
な
い
、
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
私
有
の
船
舶
が
公
海
上
の
他
の
船
舶
（another ship

）
に
対
し
て
暴
力
行
為

を
行
え
ば
、
た
と
え
一
隻
の
船
舶
し
か
被
害
に
あ
っ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
海
賊
行
為
は
成
立
し
、
こ
の
海
賊
行
為
と
何
の
関
係

も
な
い
国
も
含
め
す
べ
て
の
国
が
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
と
い
う
の
が
国
際
法
に
お
け
る
海
賊
取
締
り
の
制
度
で
あ
り
、
複
数
の
船
舶

に
対
し
て
「
無
差
別
に
」
暴
力
行
為
を
行
う
こ
と
や
、
管
轄
権
を
行
使
す
る
国
が
海
賊
行
為
に
よ
っ
て
被
害
や
影
響
を
受
け
る
国
で
あ

る
こ
と
は
必
要
な
い
。
反
乱
団
体
が
海
上
で
行
う
暴
力
行
為
で
あ
っ
て
第
三
国
船
舶
が
被
害
を
受
け
な
い
多
く
の
場
合
に
第
三
国
が
そ

れ
を
海
賊
行
為
と
し
て
取
り
締
ま
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
は
、「
自
国
船
舶
が
被
害
を

受
け
て
い
な
い
場
合
に
は
取
り
締
ま
る
理
由
が
な
い
か
ら
」
と
か
、「
第
三
国
船
舶
を
含
む
複
数
の
船
舶
に
対
し
て
無
差
別
に
暴
力
行

為
を
行
っ
て
い
な
い
か
ら
」
と
い
っ
た
説
明
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
他
の
何
ら
か
の
説
明
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。
同
様
に
、
戦

争
法
に
従
う
態
様
で
行
わ
れ
る
行
為
は
「
海
上
交
通
（
往
来
）
の
一
般
的
安
全
」
を
害
し
な
い
と
い
う
説
明
に
つ
い
て
も
、
戦
争
法
上
、

交
戦
国
や
交
戦
団
体
は
、
海
上
で
す
べ
て
の
船
舶
（
中
立
国
軍
艦
を
除
く
）
を
停
船
さ
せ
て
臨
検
捜
索
で
き
る
の
で
あ
る
し
、
封
鎖
侵

破
船
の
拿
捕
は
、
む
し
ろ
す
べ
て
の
国
の
船
舶
に
対
し
て
無
差
別
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
封
鎖
は
す
べ
て
の
国
の
船
舶
に
対
し

て
公
平
に
適
用
す
る
こ
と
を
要
す
る
）
の
で
あ
っ
て
、
戦
争
法
に
従
う
態
様
で
の
行
動
は
、「
海
上
交
通
の
一
般
的
安
全
」
に
重
大
な

影
響
を
及
ぼ
す
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
海
上
で
行
う
暴
力
行
為
と
海
賊
行
為
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
未
解
決
・
未
解
明
の
点
が

多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
題
の
解
明
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
論
に
必
ず
し
も
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
訳
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
私
的
目
的
」
要
件
に
つ
い
て
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
中
（
条
文
の
文
言
や
条
約
の
構
造
等
）
に
手
が

か
り
と
な
り
そ
う
な
も
の
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、「
条
約
の
適
用
に
つ
き
後
に
生
じ
た
慣
行
で
あ
っ
て
、
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
の
当

事
国
の
合
意
を
確
立
す
る
も
の
」（
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
第
三
一
条
第
三
項
ｂ
号
）
が
あ
る
と
言
う
の
も
難
し
そ
う
で
あ

（
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る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
海
賊
行
為
と
は
「
私
的
目
的
」
の
た
め
に
行
わ
れ
る
行
為
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
歴
史
的
経

緯
（
特
に
そ
の
理
由
）
は
、
右
の
要
件
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
の
や
は
り
最
大
の
手
が
か
り
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
少
な

く
と
も
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
踏
ま
え
て
お
く
べ
き
も
の
で
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）。
そ
こ
で
、
本
稿

は
、
こ
の
歴
史
的
経
緯
に
関
す
る
主
要
先
例
と
主
要
学
説
を
検
討
し
直
す
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
異
な

る
先
例
や
学
説
か
ら
異
な
る
結
論
を
導
い
て
き
た
の
で
は
な
く
、
ほ
ぼ
同
一
の
先
例
や
学
説
か
ら
異
な
る
結
論
を
導
い
て
き
た
。
つ
ま

り
、
同
じ
先
例
や
学
説
の
解
釈
に
つ
い
て
の
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
新
た
な
先
例
や
学
説
を
探
し
出
す
こ
と
よ

り
も
、
ま
ず
は
従
来
の
研
究
が
検
討
し
て
き
た
先
例
や
学
説
を
検
討
し
直
す
こ
と
に
集
中
す
る
。
本
問
題
に
つ
い
て
結
論
を
出
す
た
め

に
は
、
一
九
二
六
年
松
田
草
案
や
一
九
三
二
年
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
か
ら
一
九
五
八
年
公
海
条
約
を
経
て
国
連
海
洋
法
条
約
の
採
択
に
至

る
法
典
化
の
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
の
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
法
典
化
作
業
よ

り
前
の
時
期
の
国
家
実
行
や
学
説
が
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

交
戦
団
体
承
認

　

本
稿
の
課
題
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
海
上
で
行
う
暴
力
行
為
が
海
賊
行
為
と
見
な
さ
れ
た
か
、
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
そ
の
よ

う
に
見
な
さ
れ
た
り
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
り
し
た
理
由
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
未
承
認
」
と
は
、
交

戦
団
体
承
認
を
受
け
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の
課
題
で
は
な
い
が
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
行
う
暴
力
行
為
と
海
賊
行
為
と
の
関
係
に
関
す
る
議
論
の
背
景
に
は
、
交
戦
団
体
承
認
に
関
す
る

見
解
の
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
本
稿
の
論
述
に
必
要
な
限
度
で
、
交
戦
団
体
承
認
に
関
す
る
従
来
の

議
論
を
整
理
し
て
お
く
。

（
29
）

（
30
）



論　　　説

（阪大法学）67（5-54）　834 〔2018. 1 〕

　

交
戦
団
体
承
認
（recognition of belligerency

）
と
は
、
一
国
内
で
内
戦
（civil w

ar

）
な
い
し
反
乱
（insurgency; insur-

rection

）
が
生
じ
た
と
き
に
、
当
該
国
の
政
府
（
既
存
政
府
、
合
法
政
府
、
正
当
政
府
）
ま
た
は
第
三
国
が
、
既
存
政
府
と
敵
対
す

る
内
戦
・
反
乱
当
事
者
を
交
戦
団
体
（belligerents

）
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
い
う
。
交
戦
団
体
承
認
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
内

戦
・
反
乱
に
は
国
家
間
戦
争
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
戦
争
法
が
適
用
さ
れ
る
（
既
存
政
府
の
行
う
承
認
が
第
三
国
に
対
し
て
対
抗
力
を

も
つ
か
、
逆
に
第
三
国
の
行
う
承
認
が
既
存
政
府
に
対
し
て
対
抗
力
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
承
認
の
相
対
性
の
問
題
）。

交
戦
団
体
承
認
と
い
う
制
度
が
い
つ
か
ら
存
在
し
た
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
が
、
一
九
世
紀
後
半
に
こ
の
制
度
が
存
在
し
た

こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な
い
。
交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
は
、
国
家
承
認
や
政
府
承
認
と
同
様
に
、
①
承
認
の
効
果
な
い
し
性
質
に
つ

い
て
創
設
的
効
果
説
（constitutive theory

）
と
宣
言
的
効
果
説
（declaratory theory

）
と
が
対
立
し
、
②
承
認
義
務
の
有
無
に

つ
い
て
も
見
解
が
対
立
す
る
。

　

交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
の
多
数
説
は
、
右
の
①
に
つ
い
て
創
設
的
効
果
説
を
と
り
、
②
に
つ
い
て
承
認
義
務
を
否
定
す
る
。
つ
ま

り
、
交
戦
団
体
承
認
は
、
既
存
政
府
ま
た
は
第
三
国
が
裁
量
的
に
行
っ
た
り
行
わ
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
で
あ
り
（
承
認
義
務
の
否

定
）、
か
つ
、
交
戦
団
体
承
認
が
な
さ
れ
な
い
限
り
内
戦
・
内
乱
に
戦
争
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
（
創
設
的

効
果
説
）。
こ
の
多
数
説
の
根
底
に
は
、
内
戦
・
反
乱
は
国
内
法
上
の
犯
罪
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
主
権
国
家
は
そ
れ
を
国
内
法
に
基

づ
き
鎮
圧
す
る
権
利
（
暴
動
鎮
圧
権
）
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
交
戦
団
体
承
認
は
、
国
内
法
に
よ
る
鎮
圧
（
法
執

行
）
で
は
不
都
合
が
あ
る
と
国
家
が
考
え
る
場
合
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
主
権
国
家
の
裁
量
的
な
判
断
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
反
乱
者
を
犯
罪
者
で
は
な
く
捕
虜
と
し
て
扱
う
義
務
（
交
戦
団
体
承
認
の
義
務
）
は
、
法
的
に
も
道
義
的
に
も

存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
交
戦
団
体
承
認
に
関
す
る
重
要
な
先
行
研
究
の
う
ち
の
二
つ
が
、
多
数
説
と
異
な
る
見
解
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ウ
タ
ー

（
31
）

（
32
）

（
33
）



未承認反乱団体が海上で行う暴力行為と海賊行為との関係（一）

（阪大法学）67（5-55）　835 〔2018. 1 〕

パ
ク
ト
（H

. Lauterpacht

）
の
『
国
際
法
に
お
け
る
承
認
』（
一
九
四
八
年
）
は
、
前
述
の
①
に
つ
い
て
創
設
的
効
果
説
を
と
り
つ

つ
、
②
に
つ
い
て
承
認
義
務
を
肯
定
す
る
。
他
方
、
チ
ェ
ン
の
『
承
認
の
国
際
法
』（
一
九
五
一
年
）
は
、
①
に
つ
い
て
宣
言
的
効
果

説
を
と
り
、
②
に
つ
い
て
承
認
義
務
は
否
定
す
る
。
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
と
チ
ェ
ン
は
、
①
と
②
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
正
反
対
の
見
解
を

と
る
が
、
①
と
②
に
関
す
る
そ
れ
ぞ
れ
正
反
対
の
見
解
を
組
み
合
わ
せ
て
出
て
く
る
結
果
は
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
チ
ェ
ン
に
よ
れ

ば
、
い
わ
ゆ
る
「
交
戦
団
体
承
認
の
効
果
」（
内
戦
・
内
乱
へ
の
戦
争
法
の
適
用
が
そ
の
主
た
る
内
容
）
は
、
一
定
の
事
実
（
い
わ
ゆ

る
「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」）
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
承
認
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
い
（
承
認
は
、
要

件
の
充
足
と
効
果
の
発
生
を
確
認
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
）。
し
た
が
っ
て
、
交
戦
団
体
承
認
を
行
う
国
が
ま
っ
た
く
な
く
て
も
、
一

定
の
事
実
さ
え
存
在
し
て
い
れ
ば
内
戦
・
内
乱
に
戦
争
法
は
適
用
さ
れ
る
。
他
方
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
事
実

（「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」）
が
存
在
す
る
と
、
既
存
政
府
お
よ
び
第
三
国
に
交
戦
団
体
承
認
の
義
務
が
生
ず
る
。
チ
ェ
ン
と
違
い
、

ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
内
戦
・
内
乱
へ
の
戦
争
法
の
適
用
と
い
う
法
律
効
果
は
、
承
認
と
い
う
法
律
行
為
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

生
ず
る
も
の
で
あ
る
（
創
設
的
効
果
）
が
、
承
認
は
一
定
の
事
実
が
存
在
す
る
場
合
に
は
義
務
で
あ
る
の
で
、
一
定
の
事
実
が
存
在
す

る
場
合
に
内
戦
・
内
乱
に
戦
争
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
結
果
は
、
両
者
で
同
一
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
チ
ェ
ン
と
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
の
交
戦
団
体
承
認
論
の
根
底
に
あ
る
考
え
方
は
類
似
し
て
い
る
。
チ
ェ
ン
は
、「［
交
戦
団

体
］
承
認
に
つ
い
て
の
宣
言
的
効
果
説
は
、
抵
抗
権
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
（a corollary of the right of rebellion

）
で
あ
る
。
つ
ま
り

国
際
法
の
言
葉
で
言
え
ば
、
す
べ
て
の
人
民
が
政
府
の
形
態
を
自
ら
選
択
す
る
権
利
（the right of every nation to choose its 

ow
n form

 of governm
ent

）
の
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
チ
ェ
ン
は
、
交
戦
団
体
承
認
に
関
す
る
多
数
説
を
「conces-

sion

理
論
」（
交
戦
団
体
承
認
は
、
主
権
国
家
が
反
乱
者
に
対
し
恩
恵
的
に
付
与
す
る
も
の
（concession

）
で
あ
る
と
い
う
理
論
）

と
呼
び
、concession

理
論
は
、
主
権
国
家
の
み
が
戦
争
権
を
も
つ
と
い
う
前
提
、
あ
る
い
は
、「
一
国
の
領
域
内
に
お
け
る
平
和
と

（
34
）

（
35
）

（
36
）
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）
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秩
序
の
問
題
は
当
該
国
の
排
他
的
権
限
に
属
す
る
問
題
だ
」
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
こ
の
前
提
は
誤
っ
て
い
る
と
し
て
批

判
す
る
。
つ
ま
り
チ
ェ
ン
は
、
主
権
国
家
が
国
内
に
お
け
る
暴
力
の
行
使
権
を
常
に
完
全
に
独
占
し
、
内
戦
・
内
乱
が
起
こ
っ
た
場
合

に
は
そ
れ
を
国
内
法
に
基
づ
き
常
に
任
意
に
鎮
圧
で
き
る
と
い
う
考
え
方
（
多
数
説
が
拠
っ
て
立
つ
考
え
方
）
を
と
ら
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
、
一
定
の
事
実
（「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」）
が
存
在
す
る
場
合
に
は
主
権
国
家
の
側
か
ら
承
認
が
な
く
て
も
、
反
乱
者
が
交
戦

権
を
も
つ
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
政
府
承
認
を
論
ず
る
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
人
民
の
「
革
命
権
（the 

right of revolution
）」
に
し
ば
し
ば
言
及
す
る
米
国
の
実
行
（
お
よ
び
「
革
命
権
」
に
明
示
的
に
は
言
及
し
な
い
が
米
国
と
同
様
の

考
え
方
に
基
づ
く
英
国
の
実
行
）
に
依
拠
し
て
、「
同
意
に
基
づ
く
統
治
に
対
す
る
人
間
の
権
利
（the right of m

an to govern-

m
ent by consent

）」
は
、「
承
認
に
関
す
る
ド
ク
ト
リ
ン
に
よ
っ
て
国
際
法
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
ラ
ウ

タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
主
権
国
家
は
国
内
に
お
け
る
暴
力
の
行
使
権
を
無
条
件
で
独
占
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
国
家
の
統
治
権
は
、

究
極
的
に
は
「
被
治
者
の
同
意
（consent of the governed

）」
に
基
づ
く
。
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
国
家
実
行
に
よ
り
裏
付
け
ら

れ
る
政
府
承
認
の
基
準
が
、「
純
粋
か
つ
単
純
な
実
効
性
（effectiveness pure and sim

ple

）」（
政
府
が
領
土
を
実
効
的
に
支
配
し

て
い
る
と
い
う
事
実
の
み
を
基
準
と
す
る
考
え
方
）
で
は
な
く
て
、「
自
由
に
表
明
さ
れ
た
人
民
の
同
意
に
裏
付
け
ら
れ
た
実
効
性

（effectiveness as evidenced by freely expressed popular approval

）」
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、

国
家
の
統
治
権
の
根
拠
に
関
す
る
右
の
よ
う
な
考
え
方
が
あ
る
。
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
交
戦
団
体
承
認
を
論
ず
る
文
脈
で
は
こ
の
考

え
方
に
明
示
的
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
考
え
方
が
政
府
承
認
に
の
み
妥
当
し
て
交
戦
団
体
承
認
に
妥
当
し
な
い
理
由
は
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
主
権
国
家
が
国
内
に
お
け
る
暴
力
の
行
使
権
を
無
条
件
で
独
占
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方

を
と
っ
て
は
お
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
、
反
乱
が
一
定
の
水
準
に
達
し
た
場
合
に
は
交
戦
団
体
承
認
の
義
務
が
生
じ
る
（
逆
に
、
反
乱
者

が
交
戦
団
体
承
認
を
受
け
る
権
利
を
も
つ
）
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
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こ
の
よ
う
に
、
多
数
説
と
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
お
よ
び
チ
ェ
ン
と
の
間
に
は
、
根
本
的
な
考
え
方
に
お
け
る
相
違
が
あ
る
。
し
か
し
、

道
義
的
な
問
題
と
し
て
は
、
あ
る
い
は
立
法
論
と
し
て
は
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
お
よ
び
チ
ェ
ン
と
同
様
の
考
え
方
を
と
る
も
の
は
少
な

く
な
い
。
例
え
ば
、「concession

理
論
」
を
と
る
代
表
的
学
説
と
し
て
チ
ェ
ン
に
名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
ホ
ー
ル
は
、
た
し
か
に

交
戦
団
体
承
認
は
「
法
的
な
観
点
か
ら
は
純
粋
な
恩
恵
の
付
与
（from

 the legal point of view
 a concession of pure 

grace

）」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
反
乱
団
体
は
国
際
法
主
体
で
は
な
い
か
ら
そ
れ
が
承
認
を
受
け
る
「
権
利
」
を
も
つ

こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
形
式
的
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
道
徳
的
に
は

0

0

0

0

0

、
ま
た
は
人
道
的
観
点
か
ら
は
、
一
定
の
基
準
が

満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
反
乱
者
は
交
戦
団
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
（
詳
し
く
は
本
稿
三
2
（
1
）
を

参
照
）。
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ク
（H

ans W
ehberg

）
も
、
立
法
論
と
し
て
は
、
反
乱
者
が
交
戦
団
体
承
認
を
受
け
る
権
利
を
も
つ
と
い
う

見
解
を
支
持
す
る
。

　

交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
、「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
交
戦
団
体
承
認
の
法

的
性
質
に
つ
い
て
の
考
え
方
が
大
き
く
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
説
は
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
が
提
示
し
た
承
認
の
四
要
件
を
そ

の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
が
提
示
す
る
四
要
件
と
は
、
①
一
般
的
な
性
格
の
武
力
紛
争
の
存
在
（an 

arm
ed conflict of a general…

character

）、
②
反
乱
者
が
領
土
の
実
質
的
な
部
分
（a substantial portion of national terri-

tory

）
を
占
領
し
統
治
し
て
い
る
こ
と
、
③
反
乱
者
が
戦
争
法
に
従
っ
て
行
動
し
て
い
る
こ
と
、
④
承
認
を
行
う
必
要
性
、
と
い
う
四

つ
の
要
件
で
あ
る
（
な
お
、
チ
ェ
ン
は
、
④
に
つ
い
て
は
要
件
性
を
否
定
す
る
）。「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
は
、
多
数
説
に
お
い
て

は
「
承
認
し
て
よ
い
要
件
」、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
に
お
い
て
は
「
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
要
件
（
承
認
義
務
が
生
じ
る
要
件
）」、

チ
ェ
ン
に
お
い
て
は
「
交
戦
団
体
承
認
の
効
果
」
を
生
じ
さ
せ
る
「
事
実
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
と
チ
ェ
ン
は

「
反
乱
団
体
と
海
賊
行
為
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
こ
の
「
要
件
」
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
場

（
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合
の
話
で
あ
る
。
他
方
、
多
数
説
に
よ
れ
ば
、「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
は
「
承
認
し
て
よ
い
要
件
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
充
足
さ
れ

て
も
承
認
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
は
普
通
に
想
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
説
に
お
い
て
、
交
戦
団
体
承
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状

況
は
、「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
が
充
足
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
承
認
が
行
わ
れ
て
い
な
い
状
況
と
、
そ
も
そ
も
そ
の
要
件
が
充
足

さ
れ
て
い
な
い
状
況
の
二
つ
を
含
む
。
こ
の
二
つ
の
状
況
の
違
い
は
、
先
に
述
べ
た
、
交
戦
団
体
承
認
の
道
義
的
義
務
を
肯
定
す
る
考

え
方
と
絡
ん
で
、
本
稿
の
主
題
と
重
要
な
関
連
性
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
、
以
下
で
先
例
や
学
説
を
検
討
す
る
際
に
は
、
未
承
認
の
状

況
が
、「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
が
充
足
さ
れ
た
状
況
と
、
そ
れ
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
状
況
の
ど
ち
ら
な
の
か
に
も
注
意
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。

「
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
（T

he U
nited N

ations Convention on the Law
 of the Sea, 10 D

ecem
ber 1982

）」
平
成
八

年
条
約
第
六
号
、1833 U

.N
.T

.S. 3.

例
え
ば
、「
国
際
法
上
の
海
賊
行
為
の
本
質
は
、
そ
れ
が
私
的
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
政
治
的
理
由
に
よ
る
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
や
乗
っ
取
り
は
、
自
動
的
に
海
賊
行
為
の
定
義
か
ら
除
外
さ
れ
る
」
と
述
べ
る
シ
ョ
ー
が
こ
の
説
の

代
表
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。M

alcolm
 N

. Shaw
, International Law

, 7th ed. (Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2014), p. 

446.

こ
の
ほ
か
に
、Jon D

. Peppetti, 

“Building the Global M
aritim

e Security N
etw

ork: A
 M

ultinational Legal Structure to 
Com

bat T
ransnational T

hreats,

” Naval Law
 R

eview
, V

ol. 55 (2008), p. 92

（「『
私
的
目
的
』
要
件
［
の
導
入
］
に
よ
り
、
宗
教
的
ま

た
は
民
族
的
根
拠
に
基
づ
き
も
し
く
は
政
治
的
理
由
に
行
わ
れ
る
暴
力
行
為
─
─
現
代
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
典
型
的
な
動
機
は
こ
れ
ら
で
あ
る
─
─

は
海
賊
行
為
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
解
が
一
般
的
と
な
っ
た
。」）; Y

vonne M
. D

utton, 

“Bringing Pirates to Justice: A
 

Case for Including Piracy w
ithin the Jurisdiction of the International Crim

inal Court,

” Chinese Journal of International 
Law

, V
ol. 11 (2010), p. 207

（「
…
…
国
連
海
洋
法
条
約
で
は
、
行
為
は
『
私
的
目
的
』
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
海
賊
行
為
に
は
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
公
海
上
の
船
舶
お
よ
び
そ
の
乗
組
員
に
対
し
て
行
わ
れ
る
政
治
的
動
機
の
テ
ロ
行
為
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
海
賊
行

為
の
定
義
に
含
め
ら
れ
な
い
。」）.

（
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本
稿
で
詳
し
く
検
討
す
る
よ
う
に
、「
私
的
目
的
」
の
た
め
の
行
為
か
ど
う
か
は
、
歴
史
的
に
は
、
行
為
の
対
象
（
第
三
国
船
舶
を
対
象
と

す
る
か
ど
う
か
）
や
、
行
為
の
内
容
（
反
乱
に
付
随
す
る
行
為
か
ど
う
か
、
戦
争
法
を
適
用
し
た
場
合
に
合
法
と
な
る
行
為
か
ど
う
か
等
）
を
基

準
に
判
断
さ
れ
て
き
た
。
行
為
の
対
象
を
基
準
と
し
て
海
賊
行
為
の
「
私
的
目
的
」
を
判
断
す
る
現
代
の
学
説
の
例
と
し
て
は
後
掲
注
（
13
）
に

挙
げ
る
文
献
を
、
行
為
の
内
容
を
基
準
と
し
て
そ
の
点
を
判
断
す
る
現
代
の
学
説
の
例
と
し
て
は
後
掲
注
（
15
）
に
挙
げ
る
文
献
を
参
照
。

例
え
ば
ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、「
海
賊
行
為
の
基
準
は
、
海
賊
の
主
観
的
な
動
機
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
公
的
な
許
可
（public 

sanction
）
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
乗
組
員
が
反
乱
を
起
こ
し
た
場
合
を
除
き
、
軍
ま
た
は
政
府
の
任
務
に
使
用
さ
れ
る
船
舶
が
定
義
上

海
賊
船
舶
に
な
り
得
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
私
的
目
的
」
要
件
は
、
公
権
力
か
ら
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を

基
準
に
判
断
さ
れ
る
と
す
る
。D

ouglas Guilfoyle, Shipping Interdiction in International Law
 (Cam

bridge: Cam
bridge U

niversi-
ty Press, 2009), p. 36.

ま
た
、「［
海
賊
行
為
に
関
す
る
法
の
］
法
典
化
よ
り
前
の
時
代
に
反
乱
団
体
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
あ
っ
た
歴
史
的
例

外
（historical exem

ption
）
の
場
合
に
は
、
攻
撃
さ
れ
た
船
舶
が
反
乱
団
体
の
正
当
な
攻
撃
目
標
だ
っ
た
か
ど
う
か
」
が
基
準
と
な
る
と
述

べ
、
既
存
政
府
の
転
覆
を
試
み
る
反
乱
団
体
が
公
海
上
で
既
存
政
府
の
軍
艦
や
政
府
船
舶
を
攻
撃
す
る
場
合
は
海
賊
行
為
に
な
ら
な
い
の
に
対
し
、

反
乱
団
体
が
外
国
私
船
を
攻
撃
す
る
場
合
に
は
海
賊
行
為
に
な
る
と
い
う
。Ibid., p. 37.

ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
が
言
う
「
反
乱
団
体
に
与
え
ら
れ
る
こ

と
の
あ
っ
た
歴
史
的
例
外
」
と
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
の
行
う
一
定
の
行
為
が
歴
史
的
に
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
す

る
。
一
見
す
る
と
こ
の
例
外
に
つ
い
て
は
「
公
的
な
許
可
」
の
有
無
は
基
準
と
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
彼
は
、
や
は
り
こ
の
場
合

に
つ
い
て
も
「
公
的
な
許
可
」
の
有
無
を
基
準
と
し
て
海
賊
行
為
該
当
性
を
判
断
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
に
よ

れ
ば
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
既
存
政
府
の
軍
艦
や
政
府
船
舶
を
攻
撃
す
る
行
為
が
海
賊
行
為
に
な
ら
な
い
の
は
、
①
「
国
際
法
上
認
め
ら
れ
た
、

［
反
乱
団
体
］
が
合
法
政
府
と
な
る
資
格
（the recognised capacity at international law

 to becom
e a law

ful governm
ent

）」
あ
る

い
は
「
潜
在
的
な
将
来
の
政
府
と
し
て
［
反
乱
団
体
］
が
有
す
る
限
定
的
な
形
態
の
国
際
法
人
格
（the qualified form

 of international 
personality it holds as a potential future governm

ent

）」
と
、
②
「
攻
撃
目
標
の
選
択
」（
攻
撃
対
象
を
既
存
政
府
の
軍
艦
お
よ
び
政
府

船
舶
に
限
定
し
て
い
る
こ
と
）
に
基
づ
く
。
ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
①
に
つ
い
て
、
脚
注
で
国
連
国
際
法
委
員
会
の
国
家
責
任
条
文
第
一
〇
条
（
反

乱
に
成
功
し
た
反
乱
団
体
の
行
為
が
遡
っ
て
国
に
帰
属
す
る
と
い
う
規
定
）
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
説
明
は
し
て
い
な
い
。

Ibid., p. 35.

②
に
つ
い
て
、
ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
に
と
っ
て
、
既
存
政
府
の
軍
艦
や
政
府
船
舶
は
「
反
乱
に
お
け
る
合
法
的
な

攻
撃
目
標
」（ibid., p. 37

）
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
三
国
船
舶
の
臨
検
捜
索
や
拿
捕
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
理
解
を
示
す
。Ibid., p. 35.

こ
の
よ

（
3
）

（
4
）
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う
に
、
ギ
ル
フ
ォ
イ
ル
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
も
、
既
存
政
府
の
軍
艦
や
政
府
船
舶
は
「
正
当
な
攻
撃
目
標
」
と
し
て
攻
撃
で
き
る
と
い
う
意
味

で
「
限
定
的
な
形
態
の
国
際
法
人
格
」
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
「
法
人
格
」
に
基
づ
く
行
為
で
あ
れ
ば
海
賊
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
述
べ
て
お
り
、

未
承
認
反
乱
団
体
に
つ
い
て
も
や
は
り
「
公
的
な
許
可
」
を
基
準
に
海
賊
該
当
性
を
考
え
て
い
る
と
言
え
る
。

も
っ
と
も
、
既
存
政
府
の
軍
艦
や
政
府
船
舶
が
未
承
認
反
乱
団
体
に
と
っ
て
の
合
法
的
な
攻
撃
目
標
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
般
的
な
理
解
と
は

言
え
な
い
。
一
般
的
に
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
は
既
存
政
府
に
対
し
て
も
第
三
国
に
対
し
て
も
交
戦
権
を
有
さ
ず
、
そ
れ
が
行
う
暴
力
行
為
は
す

べ
て
違
法
で
あ
る
（
そ
の
よ
う
な
権
限
を
有
し
て
い
な
い
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
違
法
ま
た
は
無
権
限
の
行
為
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
海
賊
行
為
に
は
な
ら
な
い
行
為
が
あ
る
か
ど
う
か
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
故
か
を
論
ず
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

海
賊
行
為
概
念
の
「
私
的
目
的
」
要
件
に
関
す
る
学
説
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
山
内
由
梨
佳
「
海
賊
行
為
の
私
的
目
的
要
件
に
つ
い
て
」

『
防
衛
大
学
校
紀
要
（
社
会
科
学
分
冊
）』
第
一
〇
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
九
五
─
一
一
五
頁；

菅
野
直
之
「
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初

頭
の
国
際
法
に
お
け
る
『
海
賊
行
為
』
概
念
：
反
乱
団
体
と
海
賊
」『
国
際
関
係
論
研
究
』
第
二
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
五
〇
─
五
四
頁
を
参
照
。

「
公
海
に
関
す
る
条
約
（T

he Convention on the H
igh Seas, done at Geneva, 29 A

pril 1958

）」
昭
和
三
三
年
条
約
第
一
〇
号
、

450 U
.N

.T
.S. 82.

“Harvard Research in International Law
: Piracy,

” Am
erican Journal of International Law

, V
ol. 26, Supplem

ent (1932), 
pp. 798-809.

(C. 48. M
. 25. 126. V

.) Q
uestionnaire N

o. 6, Piracy, A
nnex. Report of the Sub-Com

m
ittee, in Shabtai Rosenne, ed., 

League of N
ations Com

m
ittee of E

xperts for the Progressive Codification of International Law
 [1925-1928], V

ol. 2, D
ocu-

m
ents (D

obbs Ferry, N
ew

 Y
ork: O

ceana Publications, 1972), pp. 142-145. 
W

illiam
 Edw

ard H
all, International Law

 (O
xford: T

he Clarendon Press, 1880), p. 217 (

“Besides, though the absence of 
com

petent authority is the test of piracy, its essence consists in the pursuit of private, as contrasted w
ith public, ends.

”).

林
久
茂
『
海
洋
法
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）
一
一
四
頁；
森
田
章
夫
「
国
際
法
上
の
海
賊
（Piracy Jure G

entium

）：
国

連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
海
賊
行
為
概
念
の
妥
当
性
と
限
界
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
一
〇
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
頁
。

「
私
的
目
的
」
要
件
は
、
今
日
で
は
、
海
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
行
為
や
、
環
境
保
護
団
体
が
環
境
保
護
を
目
的
と
し
て
行
う
抗
議
行
動
（
有
害
廃

棄
物
の
海
洋
投
棄
を
行
う
船
舶
や
捕
鯨
船
に
対
す
る
妨
害
行
為
な
ど
）
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例

（
5
）

（
6
）
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）
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）
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）
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え
ば
次
の
文
献
を
参
照
。A

tsuko K
anehara, 

“So-Called ʻEco-Piracyʼ and Interventions by N
GO

s to Protest against Scientific 
Research W

haling on the H
igh Seas: A

n Evaluation of the Japanese Position,

” in Clive R. Sym
m

ons, ed., Selected Contem
-

porary Issues in the Law
 of the Sea (Leiden: M

artinus N
ijhoff Publishers, 2011), pp. 195-220; 

奥
脇
直
也
「
海
上
テ
ロ
リ
ズ
ム
と

海
賊
」『
国
際
問
題
』
第
五
八
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
〇
─
三
三
頁；

坂
元
茂
樹
「
調
査
捕
鯨
船
舶
へ
の
妨
害
行
為
に
対
す
る
我
が
国
の
管
轄

権
行
使
に
つ
い
て
」『
平
成
二
一
年
度
海
洋
権
益
の
確
保
に
係
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
（
第
二
号
）』（
海
上
保
安
協
会
、
二
〇
一
〇
年
）
八
五
─

一
〇
〇
頁
。

E.g., M
alvina H

alberstam
, 

“Terrorism
 on the H

igh Seas: T
he A

chille Lauro, Piracy and the IM
O

 Convention on M
ari-

tim
e Safety,

” Am
erican Journal of International Law

, V
ol. 82 (1988), pp. 276-284; D

ouglas Guilfoyle, 

“Piracy off Som
alia: U

N
 

Security Council Resolution 1816 and IM
O

 Regional Counter-Piracy Efforts,

” International and Com
parative Law

 Q
uarter-

ly, V
ol. 57 (2008), p. 693; Guilfoyle, supra note 4, p 37; 

村
上
歴
造
「
ア
キ
レ
・
ラ
ウ
ロ
号
事
件
に
関
す
る
一
考
察
」
池
田
英
治
・
廣
瀬
肇

編
『
海
上
安
保
の
諸
問
題
：
国
司
彰
男
教
授
退
官
記
念
論
集
』（
中
央
法
規
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
二
五
頁；

杉
原
高
嶺
『
海
洋
法
と
通
航
権
』

（
日
本
海
洋
協
会
、
一
九
九
一
年
）
一
九
三
─
一
九
六
頁；

林
・
前
掲
注
（
10
）
一
一
三
頁
：
村
上
歴
造
「
現
代
の
海
上
犯
罪
と
そ
の
取
締
り
」

『
日
本
と
国
際
法
の
一
〇
〇
年　

三
：
海
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
四
三
─
一
四
五
頁；

森
田
章
夫
「
海
賊
行
為
と
反
乱
団
体
：
ソ
マ
リ

ア
沖
『
海
賊
』
の
法
的
性
質
決
定
の
手
が
か
り
と
し
て
」『
平
成
二
〇
年
度
海
洋
権
益
の
確
保
に
係
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
（
第
一
号
）』（
海
上

保
安
協
会
、
二
〇
〇
九
年
）
四
五
─
四
九
頁；

奥
脇
・
前
掲
注
（
11
）
二
三
、
三
〇
頁；

酒
井
啓
亘
・
寺
谷
広
司
・
西
村
弓
・
濵
本
正
太
郎
『
国

際
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
二
二
三
頁；

菅
野
・
前
掲
注
（
5
）
五
一
─
八
〇
頁；

川
上
香
里
奈
「『
国
際
法
上
の
海
賊
』
の
定
義
に
お
け

る
私
的
目
的
要
件
：
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
の
英
米
学
説
を
中
心
に
」（
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
、
二
〇
一
四
年

度
修
士
学
位
論
文
）。

E.g., H
. Lauterpacht, R

ecognition in International Law
 (Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 1948), pp. 298, 309; C. 
John Colom

bos, T
he International Law

 of the Sea, 4th ed. (London: Longm
ans, 1961), pp. 387-389; A

nna van Zw
anenberg, 

“Interference w
ith Ships on the H

igh Seas,

” International and Com
parative Law

 Q
uarterly, V

ol. 10 (1961), pp. 305-814; J.
H

.W
. V

erzijl, International Law
 in H

istorical Perspective, Part IV
, Stateless D

om
ain (Leyden: A

. W
. Sijthoff, 1970), pp. 255-

256; George R. Constantinople, 

“Tow
ards a N

ew
 D

efinition of Piracy: T
he A

chille Lauro Incident,

” Virginia Journal of In-

（
12
）

（
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）
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ternational Law
, V

ol. 26 (1986), pp. 738-743; Christopher C. Joyner, 

“The 1988 IM
O

 Convention on the Safety of M
aritim

e 
N

avigation: T
ow

ards a Legal Rem
edy for T

errorism
 at Sea,

” G
erm

an Y
earbook of International Law

, V
ol. 31 (1988), pp. 

1243-245; H
alberstam

, supra note 12, p. 288.

菅
野
・
前
掲
注
（
5
）
の
記
述
は
か
な
り
慎
重
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
ａ
説
に
分
類
し
て

よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
同
論
文
は
、
学
説
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
整
理
し
た
ｂ
説
が
存
在
し
た
（
ハ
イ
ド
、
コ
ベ
ッ
ト
）
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、

二
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
ａ
説
が
多
数
説
で
あ
っ
た
（
ホ
ー
ル
、
フ
ォ
ー
シ
ー
ユ
、
ジ
デ
ル
、
デ
・
ラ
ウ
テ
ル
）
と
述
べ
、
多
数
説

に
お
い
て
は
、
海
賊
行
為
の
要
件
と
し
て
、「
私
的
目
的
」
と
「
無
差
別
性
」
が
提
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
同
上
、
五
六
─
六
七
頁
。
国
家
実

行
の
評
価
は
よ
り
慎
重
で
あ
り
、「
無
差
別
性
」
が
海
賊
行
為
の
要
件
と
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
国
家
実
行
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
述
べ
つ
つ
、
国
家
実
行
に
お
い
て
も
「
私
的
目
的
」
と
「
無
差
別
性
」
が
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
同
上
、
七
三

─
七
五
頁
。

“Harvard Research in International Law
: Piracy,

” supra note 7, pp. 798, 857.

山
本
草
二
の
次
の
一
節
は
、
海
賊
に
関
す
る
我
が
国
の
研
究
で
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
。
山
本
草
二
『
国
際
刑
事
法
』（
三
省
堂
、
一
九
九

一
年
）
二
五
七
頁
［
引
用
文
中
の
傍
線
お
よ
び
丸
数
字
は
引
用
者
が
付
け
た
も
の
］。

①
一
九
世
紀
に
は
、
未
承
認
の
反
乱
団
体
が
中
立
国
船
舶
に
対
し
て
交
戦
行
為
を
行
え
ば
直
ち
に
海
賊
行
為
と
し
て
扱
っ
た
。
し
か
し
②
ス

ペ
イ
ン
内
戦
い
ら
い
今
日
で
は
、
そ
の
戦
闘
行
為
が
適
法
か
否
か
は
、
中
立
国
か
ら
見
た
反
乱
団
体
の
地
位
で
は
な
く
、
交
戦
活
動
に
通
常

付
随
す
る
行
為
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
範
囲
を
こ
え
て
略
奪
を
伴
う
海
賊
行
為
で
あ
る
か
な
ど
、
行
為
の
性
質
を
基
準
に
し
て
定
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
③
た
と
え
反
乱
団
体
が
合
法
政
府
の
船
舶
を
奪
い
、
合
法
政
府
が
こ
れ
を
海
賊
行
為
と
宣
言
し
て
も
、
第
三
国
は
、
自
国
民
の
生

命
・
財
産
が
脅
か
さ
れ
な
い
限
り
、
不
介
入
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
文
章
の
う
ち
、
傍
線
部
①
は
、
一
九
世
紀
か
ら
ス
ペ
イ
ン
内
戦
前
ま
で
の
時
期
に
つ
い
て
は
本
文
で
整
理
し
た
ａ
説
と
同
様
の
理
解
を
、
傍

線
部
②
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
以
降
の
時
期
に
つ
い
て
ｂ
説
と
同
様
の
理
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
第
一
六
条
が
規

定
す
る
よ
う
な
自
国
船
舶
保
護
の
た
め
の
措
置
を
肯
定
す
る
趣
旨
か
ど
う
か
は
不
明
）。
こ
こ
ま
で
は
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
を
境
と
し
た
国
家
実
行

の
傾
向
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
が
、
傍
線
部
③
と
①
お
よ
び
②
と
の
関
係
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
③
で
は
、

（
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）

（
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）
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反
乱
団
体
の
行
為
に
よ
っ
て
第
三
国
国
民
の
生
命
・
財
産
が
脅
か
さ
れ
る
か
ど
う
か
（
行
為
の
対
象
）
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
②
（
行

為
の
対
象
で
は
な
く
、
行
為
が
「
交
戦
活
動
に
通
常
付
随
」
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
つ
ま
り
行
為
の
内
容
を
問
題
に
し
て
い
る
）
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
①
（
中
立
国
船
舶
が
交
戦
行
為
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
か
を
問
題
に
し
て
い
る
）
と
同
じ
か
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
近
い
内
容
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
①
→
②
→
③
の
順
で
並
ん
で
い
る
こ
の
文
章
全
体
の
趣
旨
を
、
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　

ま
た
、
山
本
は
、
傍
線
部
②
を
「
ス
ペ
イ
ン
内
戦
い
ら
い
」
の
傾
向
と
し
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の
典
拠
と
し
て
オ
コ
ン
ネ
ル
と
ジ
ョ
イ
ナ
ー
の

文
献
を
挙
げ
て
い
る
が
、
何
故
そ
れ
ら
の
文
献
が
典
拠
と
な
り
得
る
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
ま
ず
、
ジ
ョ
イ
ナ
ー
は
、
交
戦
団
体
承
認
を
受
け
て

い
な
い
反
乱
団
体
が
海
上
で
行
う
暴
力
行
為
で
あ
っ
て
も
、
攻
撃
の
対
象
が
内
戦
当
事
者
で
あ
る
特
定
の
国
の
船
舶
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合

（their attacks are lim
ited to vessels of the particular State involved in the internal w

ar

）
に
は
、
国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
脅

威
に
な
ら
な
い
（they pose no threat to the international com

m
unity at large

）
か
ら
、
海
賊
行
為
と
は
見
な
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
い

る
。Joyner, supra note 13, pp. 243-245.

こ
の
記
述
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
の
暴
力
行
為
の
対
象
が
合
法
政
府
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
、
第

三
国
船
舶
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
し
て
お
り
、
山
本
の
③
（
お
よ
び
暗
黙
的
に
①
）
に
相
当
す
る
内
容
を
述
べ
て
い
る
が
、

②
の
よ
う
な
こ
と
は
述
べ
て
い
な
い
（
本
文
の
整
理
に
対
応
さ
せ
れ
ば
、
ａ
説
を
と
っ
て
い
る
）。
次
に
、
オ
コ
ン
ネ
ル
は
、
山
本
の
傍
線
部
①

お
よ
び
③
を
否
定
し
、
②
と
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
が
、
②
を
「
ス
ペ
イ
ン
内
戦
い
ら
い
」
の
こ
と
と
し
て
は
記
述
し
て
い

な
い
。
オ
コ
ン
ネ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。D

. P. O
ʼConnell, T

he International Law
 of the Sea, V

ol. 2 (O
xford: Clarendon 

Press, 1984), p. 975

［
引
用
文
中
の
傍
線
と
数
字
は
引
用
者
が
付
け
た
も
の
］.

山
本
の
②
は
、
下
記
引
用
文
中
の
傍
線
部
［
1
］
と
［
2
］
に

依
拠
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
九
世
紀
に
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
中
立
国
に
対
し
て
行
う
い
か
な
る
交
戦
行
為
（any belligerent acts against neutrals

）
も
海

賊
行
為
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
し
ば
し
ば
導
か
れ
た
。
こ
れ
は
、
複
雑
な
問
題
を
過
度
に
単
純
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
交
戦
状
態
の
正
当
な

行
為
と
正
当
で
な
い
行
為
と
の
間
の
真
の
区
別
（T

he real line of dem
arcation betw

een legitim
ate and illegitim

ate acts of 
belligerency

）
は
、［
1
］
中
立
国
の
目
か
ら
見
た
行
為
の
地
位
で
は
な
く
（not the status of the acts in the eyes of neutral 

countries

）、
行
わ
れ
た
行
為
の
性
質
（the quality of the acts done
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。［
2
］
行
為
が
交
戦
活
動
に
通
常
付
随

す
る
（norm

ally incidental to belligerent activity

）
も
の
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
行
為
者
が
も
っ
と
も
薄
弱
な
国
際
的
権
威
の
資
格
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し
か
有
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
（even though the actors m

ay have only the m
ost slender claim

s to international 
authority

）、
そ
れ
を
海
賊
行
為
と
し
て
性
格
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
。［
3
］
中
立
国
は
、
そ
う
し
た
行
為
に
対
し
て
合
法
的
に
抵
抗
す

る
こ
と
が
で
き
る
（T

he acts m
ight w

ell be legally resisted by neutrals

）
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
海
賊
行
為
に
な

る
訳
で
は
な
い
。
海
賊
行
為
の
故
意
（m

ens rea

）
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
は
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。
簡
単
に

言
え
ば
、
地
位
が
欠
如
（lack of status

）
し
て
い
れ
ば
交
戦
権
を
有
し
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
者
が
人
類
の
敵
に
な
る
訳
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

オ
コ
ン
ネ
ル
は
、
こ
の
文
章
に
続
け
て
、
一
九
世
紀
の
先
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
ま
ず
、「［
4
］
正
当
政
府
は
［
反
乱
者
］

を
海
賊
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
、
自
ら
に
対
し
て
の
み
効
力
を
有
す
る
（this is only vis-à-vis itself

）」。
オ
コ
ン

ネ
ル
は
、
こ
の
命
題
を
裏
づ
け
る
先
例
と
し
て
、
ス
ペ
イ
ン
領
キ
ュ
ー
バ
の
反
乱
者
が
ス
ペ
イ
ン
の
汽
船M

ontezum
a

号
を
拿
捕
し
た
事
件

（
本
稿
二
5
参
照
）
に
関
連
し
て
、
反
乱
者
を
海
賊
と
し
て
扱
う
よ
う
ス
ペ
イ
ン
か
ら
ブ
ラ
ジ
ル
に
要
請
が
な
さ
れ
た
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
が
そ
れ
を

拒
否
し
た
事
例
（
一
八
七
七
年
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、「［
5
］
反
乱
者
が
、
戦
い
の
相
手
で
あ
る
政
府
に
対
す
る
封
鎖
の
実
施
（en-

forcing a blockade directed against the governm
ent they are fighting

）
と
、
外
国
船
舶
の
掠
奪
ま
た
は
公
海
上
の
外
国
人
に
対
す

る
虐
待
（the plundering of foreign ships or m

olestation on the high seas of foreign nationals

）
と
の
間
の
一
線
を
越
え
た
場
合

に
は
（W

here insurgents cross the line

）、
彼
ら
は
反
乱
団
体
の
諸
権
利
（the rights of insurgency

）
を
失
っ
て
海
賊
と
な
る
。」

Ibid., pp. 975-976.

そ
れ
を
越
え
た
場
合
に
海
賊
と
な
る
「
一
線
」
と
は
、
第
三
国
船
舶
に
対
し
て
暴
力
行
為
を
行
う
こ
と
で
あ
る
（
行
為
の

対
象
が
合
法
政
府
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
、
第
三
国
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
か
で
区
別
し
て
い
る
）
と
読
め
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
前
記
の
引

用
文
で
［
2
］
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
、［
5
］
に
お
い
て
「
掠
奪
」
と
か
「
虐
待
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、［
5
］

を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
オ
コ
ン
ネ
ル
が
挙
げ
て
い
る
い
く
つ
か
の
先
例
の
う
ち
、
一
八
七
七
年
のH

uascar

号
事
件
（
本
稿
二
4
参
照
）
に

つ
い
て
、H

uascar

号
（
ペ
ル
ー
の
反
乱
者
が
奪
取
し
支
配
し
た
ペ
ル
ー
海
軍
の
軍
艦
）
が
英
国
船
か
ら
公
文
書
を
捕
獲
し
た
行
為
と
、
英
国
船

か
ら
石
炭
を
奪
い
取
っ
た
行
為
と
を
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
、「
交
戦
状
態
に
お
け
る
正
当
な
行
為
と
な
り
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
（w

ould 
seem

 to be a legitim
ate act of belligerency

）」（
お
そ
ら
く
、
仮
に
交
戦
団
体
承
認
が
あ
っ
た
な
ら
ば
合
法
的
な
交
戦
権
の
行
使
と
な
る

よ
う
な
行
為
だ
っ
た
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
（
後
者
に
つ
い
て
は
、
仮
に
交
戦
団
体
承
認
が
あ
っ
た
と
し
て
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も
違
法
な
行
為
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
）
か
ら
す
る
と
、
オ
コ
ン
ネ
ル
が
言
う
「
一
線
」
と
は
、
行
為
を
第
三
国
船
舶
に
対
し

て
行
う
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
第
三
国
船
舶
に
対
し
て
行
う
行
為
が
、「
交
戦
活
動
に
通
常
付
随
す
る
」
も
の
（［
2
］）
か
、
そ
れ
と
も
「
交
戦

活
動
に
通
常
付
随
」
し
な
い
「
掠
奪
」
ま
た
は
「
虐
待
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
（
行
為
の
内
容
）
を
基
準
に
区
別
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
傍
線
部
［
3
］
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
第
一
六
条
が
定
め
る
も
の
（
被
害
船
舶
の
旗
国
が
自
国
船
舶
保
護
の
た
め
に
と
る
措
置
）
に
相
当
す

る
が
、
そ
の
法
的
性
質
や
根
拠
に
つ
い
て
は
や
は
り
こ
れ
以
上
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
オ
コ
ン
ネ
ル
は
、
一
九
世
紀
の

国
家
実
行
に
つ
い
て
、
本
文
で
整
理
し
た
ｂ
説
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

森
田
章
夫
は
、
山
本
の
傍
線
部
②
に
依
拠
し
な
が
ら
、「
反
乱
団
体
の
行
為
の
『
私
的
目
的
』
要
件
該
当
性
に
関
し
て
は
、
行
為
の
性
質
が
反

乱
に
必
然
的
に
付
随
す
る
行
為
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
最
も
妥
当
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
具
体
的
に
は
、
反
乱
団
体
が
、
規
律
正
し
く
、

戦
争
法
な
い
し
武
力
紛
争
法
上
の
要
件
に
従
っ
て
中
立
船
舶
の
捕
獲
を
行
う
場
合
は
『
私
的
目
的
』
で
は
な
く
、
海
賊
行
為
と
み
な
さ
れ
な
い
が
、

そ
れ
を
越
え
て
『
権
限
』
を
『
濫
用
』
し
、『
海
上
交
通
（
往
来
）
の
一
般
的
安
全
』
を
害
す
る
態
様
で
第
三
国
船
舶
に
危
害
を
与
え
る
場
合
に

は
、『
私
的
目
的
』
で
犯
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
海
賊
行
為
に
該
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
森
田
・
前
掲
注

（
12
）
四
九
頁
。
つ
ま
り
、
森
田
は
、
山
本
や
オ
コ
ン
ネ
ル
が
「
反
乱
に
通
常
付
随
す
る
」
と
い
う
若
干
曖
昧
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
た
も
の
を
、

よ
り
具
体
的
に
、「
戦
争
法
な
い
し
武
力
紛
争
法
上
の
要
件
に
従
っ
て
」
い
る
か
ど
う
か
が
基
準
で
あ
る
と
言
い
直
し
て
い
る
。

前
掲
注
（
15
）
の
山
本
と
オ
コ
ン
ネ
ル
。

前
掲
注
（
15
）
の
森
田
。
奥
脇
直
也
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
反
乱
団
体
の
行
為
が
海
賊
行
為
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
基
準
は
「
戦
時
法

の
規
則
」
に
従
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
と
す
る
。「
こ
の
『
私
的
目
的
』
と
い
う
要
件
が
明
示
的
に
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
特

に
ア
メ
リ
カ
の
南
北
戦
争
を
契
機
に
、
反
乱
団
体
に
よ
る
正
統
政
府
の
船
舶
の
強
奪
行
為
を
海
賊
か
ら
は
ず
す
必
要
が
意
識
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

反
乱
団
体
が
交
戦
団
体
と
し
て
の
承
認
を
受
け
て
限
定
的
な
国
際
法
主
体
と
な
る
場
合
に
は
、
海
上
に
お
け
る
政
府
船
舶
に
対
す
る
強
奪
行
為
は

戦
時
法
が
適
用
さ
れ
る
戦
闘
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
、
犯
罪
と
し
て
の
海
賊
行
為
に
は
当
た
ら
な
く
な
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
正
統
政
府

か
ら
み
れ
ば
、
交
戦
団
体
承
認
を
し
な
い
限
り
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
国
内
法
上
は
犯
罪
で
あ
る
。『
私
的
目
的
』
の
規
定
が
実
際
上
意
味
を
も
つ

の
は
、
第
三
国
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
第
三
国
が
交
戦
団
体
の
承
認
を
し
て
い
る
場
合
は
当
然
と
し
て
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
、
交
戦
団
体

が
戦
時
法
の
規
則
を
遵
守
し
て
臨
検
・
捜
索
・
拿
捕
な
ど
の
行
為
を
行
う
限
り
は
、
そ
れ
は
海
賊
で
は
な
い
。
し
か
し
交
戦
団
体
と
し
て
承
認
を

受
け
れ
ば
そ
の
行
為
が
す
べ
て
海
賊
行
為
で
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
戦
時
法
の
規
則
を
無
視
し
て
第
三
国
の
船
舶
に
対
し
て
暴
力
行

（
16
）

（
17
）
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為
を
行
え
ば
そ
れ
は
海
賊
と
な
り
う
る
。」
奥
脇
・
前
掲
注
（
11
）
二
三
頁
。

“Harvard Research in International Law
: Piracy,

” supra note 7, p. 798.

ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
第
一
六
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。「
こ
の
条
約
の
規
定
は
、
自
国
民
、
自
国
の
船
舶
お
よ
び
自
国
の
通
商
を
公
海

上
で
の
干
渉
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
措
置
を
と
る
国
際
法
上
の
国
家
の
権
利
を
、
そ
の
措
置
が
海
賊
に
対
す
る
管
轄
権
に
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
害
す
る
も
の
で
は
な
い
（T

he provisions of this convention do not dim
inish a stateʼs right under international 

law
 to take m

easures for the protection of its nationals, its ships and its com
m

erce against interference on or over the 
high seas, w

hen such m
easures are not based upon jurisdiction over piracy.

）。」
同
条
に
付
け
ら
れ
た
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
こ
の
権

利
に
つ
い
て
、
先
例
に
基
づ
く
も
の
と
か
、「
伝
統
的
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
刑
事
お
よ
び
警
察
管
轄
権
（such crim

inal and police juris-
diction as is given by traditional law

）」
な
ど
と
説
明
し
、
い
く
つ
か
の
学
説
や
判
例
を
挙
げ
て
い
る
（
た
だ
し
、
挙
げ
ら
れ
た
学
説
や
判

例
の
中
に
は
、
こ
の
見
解
を
裏
づ
け
て
い
る
と
は
言
え
な
い
も
の
も
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
）。
“Harvard Research in International Law

: 
Piracy,

” supra note 7, p. 857.

　

森
田
章
夫
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
第
一
六
条
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
…
…
調
査
捕
鯨
船
攻
撃
の
よ
う
な
事
態
は
、『
国
際
法
上

の
海
賊
』
概
念
か
ら
逸
脱
す
る
『
類
推
に
よ
る
海
賊
』
問
題
で
あ
り
、
区
別
そ
れ
自
体
は
極
め
て
微
妙
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
国
連
海
洋
法
条

約
そ
れ
自
体
と
言
う
よ
り
も
、
そ
の
欠
缺
を
め
ぐ
る
問
題
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
翻
っ
て
考
え
る
と
、
公
海
条
約
起
草
者
が
、
大
き
く

依
拠
し
た
と
明
言
す
るH
arvard

草
案
中
、
第
一
六
条
を
見
落
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

あ
え
て
一
般
条
約
に
規
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
場
合
の
権
利
義
務
関
係
は
、
攻
撃
船
舶
と
被
攻
撃
船
舶
を
め
ぐ
る
個
別
具
体
的
事
情
に
依
拠

し
、
一
般
化
は
濫
用
を
招
く
と
い
う
判
断
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
事
情
は
今
日
で
も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
森
田
・
前
掲
注
（
10
）
二
三
─
二
四
頁
。
つ
ま
り
、
海
賊
行
為
に
該
当
し
な
い
暴
力
行
為
に
対
し
て
被
害
船
舶
の
旗
国
が
い
か
な
る

措
置
を
と
れ
る
か
に
つ
い
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
草
案
と
違
い
公
海
条
約
や
国
連
海
洋
法
条
約
は
規
定
を
置
い
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
問
題
が

「
攻
撃
船
舶
と
被
攻
撃
船
舶
を
め
ぐ
る
個
別
具
体
的
事
情
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
一
般
化
に
馴
染
ま
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
た
か
ら

で
あ
り
、
被
害
船
舶
の
旗
国
が
自
国
船
舶
保
護
の
た
め
に
何
ら
か
の
措
置
を
と
り
得
る
余
地
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
自
国
船
舶
保
護
の
た
め
に
と
れ
る
措
置
の
法
的
根
拠
は
や
は
り
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
森
田
は
、
遭
難
（distress

）
に
よ
る
説
明
の
可
能
性
を
示
す
が
、
遭
難
の
場
合
に
は
補
償
の
問
題
が
生
じ
る
（
例
：
国
家
責
任

（
18
）

（
19
）
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条
文
第
二
七
条
ａ
号
）
が
海
上
で
の
違
法
な
暴
力
行
為
に
対
し
て
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
補
償
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
解
す
べ
き
こ
と
か
ら
、
結

論
的
に
は
、
遭
難
に
よ
る
説
明
は
否
定
す
る
。
森
田
・
前
掲
注
（
10
）
二
一
頁
。

　

ロ
ン
ツ
ィ
ッ
テ
ィ
は
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
海
上
で
行
っ
た
暴
力
行
為
に
よ
っ
て
被
害
を
被
っ
た
国
が
加
害
船
舶
に
干
渉
す
る
権
利
（a right 

of intervention

）
の
性
質
に
つ
い
て
、（
ⅰ
）
海
賊
行
為
に
対
す
る
管
轄
権
の
行
使
で
あ
る
と
い
う
説
、（
ⅱ
）
在
外
自
国
民
保
護
の
た
め
の
武

力
行
使
権
（the right to use force for protecting nationals abroad

）
で
あ
る
と
い
う
説
、（
ⅲ
）
交
戦
団
体
承
認
を
受
け
て
い
な
い
反

乱
団
体
は
公
海
上
で
交
戦
権
を
有
し
て
い
な
い
た
め
、「［
被
害
船
舶
の
］
旗
国
は
、
武
力
の
使
用
を
含
む
必
要
な
措
置
を
と
る
権
利
を
有
す
る

（the flag State is entitled to take the necessary m
easures, including the use of arm

ed force

）」
と
い
う
説
が
あ
る
と
述
べ
る
。

N
atalino Ronzitti, R

escuing N
ationals A

broad through M
ilitary Coercion and Intervention on G

rounds of H
um

anity (D
or-

drecht: M
artinus N

ijhoff Publishers, 1985), pp. 140-141.

そ
の
上
で
、
海
賊
行
為
と
は
「
私
的
目
的
の
た
め
に
」
行
わ
れ
る
行
為
で
あ
る

た
め
、
反
乱
団
体
が
行
う
行
為
は
海
賊
行
為
に
該
当
せ
ず
、（
ⅰ
）
説
は
と
れ
な
い
と
述
べ
る
。（
ⅱ
）
は
、「
内
戦
が
生
じ
て
い
る
他
国
の
領
土

内
の
在
外
自
国
民
を
保
護
す
る
た
め
の
干
渉
の
権
利
を
拡
張
す
る
も
の
」
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
権
利
は
実
行
上
確
立
し
て
い
な
い
と
し
て
こ

の
説
も
否
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
残
っ
た
（
ⅲ
）
説
が
妥
当
だ
と
述
べ
る
。
も
っ
と
も
、
ロ
ン
ツ
ィ
ッ
テ
ィ
は
、
被
害
船
舶
の
旗
国
が
必
要
な

措
置
を
と
れ
る
と
い
う
結
論
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
う
し
た
措
置
の
法
的
性
質
や
根
拠
に
つ
い
て
は
何
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

　

ロ
ン
ツ
ィ
ッ
テ
ィ
が
（
ⅲ
）
説
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
反
乱
団
体
に
よ
り
支
配
さ
れ
た

船
舶
は
、
第
三
国
に
よ
る
交
戦
団
体
承
認
が
な
い
限
り
、
他
国
の
船
舶
に
対
し
て
交
戦
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
種
の
強
制
的
介

入
［
未
承
認
反
乱
団
体
が
海
上
で
他
の
国
の
船
舶
に
対
し
て
行
う
交
戦
行
為
］
は
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
て
お
ら
ず
、
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手

段
に
よ
っ
て
反
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
（m

ay be resisted by all available m
eans

）。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を
海
賊
行
為
と
性
格
づ

け
る
の
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
非
常
に
疑
わ
し
く
、
そ
の
こ
と
は
公
海
条
約
の
文
言
に
よ
っ
て
も
補
強
さ
れ
る
。
し
か
し
、
反
乱
団
体
が
権
限
を

逸
脱
し
て
（ultra vires

）
行
う
行
為
で
あ
っ
て
犯
罪
（m

ala prohibita
）
を
構
成
す
る
行
為
─
─
殺
人
、
強
盗
な
ど
─
─
を
処
罰
す
る
こ
と

は
合
法
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（it m

ay be that it is law
ful

）。
反
乱
団
体
そ
れ
自
体
を
『
海
賊
』
と
し
て
扱
う
こ
と
を
支
持
す
る
見
解
は
、

明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。」Ian Brow

nlie, Principles of Public International Law
, 7th ed. (O

xford: O
xford U

niversity Press, 
2008), p. 231.

ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
も
や
は
り
、「
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
反
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
結
論
を
述
べ
る
だ
け

で
、
こ
の
反
撃
行
為
の
法
的
性
質
や
根
拠
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
な
お
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
の
こ
の
一
節
に
お
け
る
「
反
乱
団
体
が
権
限
を
逸



論　　　説

（阪大法学）67（5-68）　848 〔2018. 1 〕

脱
し
て
（ultra vires

）
行
う
行
為
で
あ
っ
て
犯
罪
（m

ala prohibita

）
を
構
成
す
る
行
為
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
法
的
位
置
づ

け
が
明
確
で
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
（
森
田
・
前
掲
注
（
12
）
五
八
頁
）、「
権
限
を
逸
脱
し
て
行
う
行
為
」
と
い
う
の
は
反
乱
の
遂
行

に
必
要
な
範
囲
を
超
え
た
行
為
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
う
し
た
行
為
は
海
賊
行
為
と
し
て
処
罰
可
能
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
だ
と
理
解
で
き
る
。

つ
ま
り
、
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
未
承
認
反
乱
団
体
が
行
う
行
為
で
反
乱
の
遂
行
に
必
要
な
も
の
は
海
賊
行
為
で
は
な
い
け
れ
ど
も
違
法
で

は
あ
る
の
で
「
利
用
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
っ
て
反
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
一
方
（
こ
の
反
撃
は
、
被
害
船
舶
の
旗
国
の
み
が
行
え
る
と

考
え
ら
れ
る
）、
反
乱
の
遂
行
に
必
要
な
範
囲
を
逸
脱
し
て
行
わ
れ
る
行
為
は
海
賊
行
為
に
該
当
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
反
乱
団
体
の
行
う
行
為

は
海
賊
行
為
に
該
当
す
る
場
合
も
該
当
し
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
反
乱
団
体
そ
れ
自
体
を

0

0

0

0

0

『
海
賊
』
と
し
て
扱
う
こ
と
［
は
］
…
…

間
違
っ
て
い
る
」［
傍
点
引
用
者
］
と
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
は
言
う
の
で
あ
る
。

Fish, Secretary of State, to Bassett, M
inister to H

ayti, Septem
ber 14, 1869, in John Bassett M

oore, A
 D

igest of Interna-
tional Law

, V
ol. 2 (W

ashington: Governm
ent Printing O

ffice, 1906), pp. 1085-1086

［
傍
点
引
用
者
］。

T
i-Chiang Chen, T

he International Law
 of R

ecognition (London: Stevens &
 Sons Lim

ited, 1951), pp. 402-404

［
傍
点
引

用
者
］.

Bayard, Sec. of State, to W
hitney, Sec. of N

avy, 15 A
pril 1885, in M

oore, supra note 20, p. 1097.
E.g., Joyner, supra note 13, p. 244; H

alberstam
, supra note 12, p. 288.

菅
野
・
前
掲
注
（
5
）
七
六
─
七
七
頁
。

森
田
・
前
掲
注
（
12
）
四
九
頁
。

海
賊
行
為
の
い
わ
ゆ
る
「
無
差
別
性
」
に
つ
い
て
は
、「
あ
ら
ゆ
る
国
家
に
海
賊
の
逮
捕
・
訴
追
権
限
が
認
め
ら
れ
る
背
景
と
し
て
は
、
無

差
別
な
攻
撃
に
よ
っ
て
『
海
上
交
通
の
一
般
的
安
全
』
を
害
す
る
『
人
類
共
通
の
敵
』
で
あ
る
海
賊
に
つ
い
て
は
、
あ
る
時
点
で
攻
撃
対
象
と
さ

れ
て
い
る
船
舶
が
他
国
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
態
を
放
置
す
れ
ば
別
の
機
会
に
は
自
国
船
舶
が
攻
撃
対
象
と
さ
れ
る
可
能
性
は
否

定
さ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
が
そ
の
鎮
圧
と
処
罰
に
利
害
関
係
を
有
す
る
事
情
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

西
村
弓
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
お
よ
び
ソ
マ
リ
ア
沖
の
海
賊
・
海
上
武
装
強
盗
問
題
」『
国
際
問
題
』
第
五
八
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
一
三
頁
。
つ
ま

り
、「
無
差
別
」
と
は
、
現
に
無
差
別
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
潜
在
的
に
無
差
別
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
、「
無
差
別
性
」
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
反
乱
団
体
の
場
合
も
、
あ
る
時
点
で
既
存
政
府
の
船
舶
に
対
し
て
の
み
暴
力

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）
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行
為
を
行
っ
て
い
て
も
、
そ
の
後
第
三
国
船
舶
に
対
し
て
暴
力
行
為
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
事
情
は
そ
の
他
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
あ
る
時
点
で
既
存
政
府
の
船
舶
に
対
し
て
の
み
暴
力
行
為
を
行
う
反
乱
団
体
が
、
潜
在
的
に
も
「
無
差
別
」
で
な
い
と
は
言
え
な
い
と

思
う
の
で
あ
る
。

田
岡
良
一
『
国
際
法
学
大
綱
』
下
巻
（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
三
九
年
）
三
六
九
頁
。

一
九
〇
九
年
ロ
ン
ド
ン
宣
言
（「
海
戦
法
規
に
関
す
る
宣
言
」）
第
五
条
（「
封
鎖
は
、
船
籍
の
違
い
に
か
か
わ
ら
ず
公
平
に
適
用
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。」）。
も
っ
と
も
、
封
鎖
の
公
平
適
用
要
件
の
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
、
別
稿
で
検
討
す
る
予
定
で
あ

る
。

海
賊
行
為
の
「
私
的
目
的
」
要
件
に
関
連
す
る
慣
行
と
し
て
は
、
キ
ャ
ッ
ス
ル
・
ジ
ョ
ン
対
マ
ベ
コ
事
件
（Sirius

号
事
件
）
ベ
ル
ギ
ー
破

棄
院
判
決
（
一
九
八
六
年
）
や
日
本
鯨
類
研
究
所
対
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
米
国
第
九
巡
回
控
訴
裁
判
所
判
決
（
二
〇
一
三
年
）
が
あ
る
。1º 

Castle John (m
s. «Sirius») 2º de N

ederlandse Stichting Sirius v. 1º N
.V

. M
abeco 2º N

.V
. Parfin, H

of van Cassatie van België, 
19 D

ecem
ber 1986, E

uropean T
ransport Law

, V
ol. 22 (1987), pp. 98-104; Institute of Cetacean Research v. Sea Shepherd 

Conservation Society, 708 F.3d 1099 (9th Cir. 2013).

こ
れ
ら
の
事
件
は
、
前
者
で
は
廃
棄
物
の
洋
上
投
棄
を
行
う
船
舶
に
対
し
て
、
後
者

で
は
南
極
海
で
捕
鯨
を
行
う
捕
鯨
船
に
対
し
て
、
環
境
保
護
団
体
（
前
者
で
は
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
、
後
者
で
は
シ
ー
・
シ
ェ
パ
ー
ド
）
の
船
舶
が

妨
害
行
為
を
行
っ
た
た
め
、
妨
害
行
為
を
受
け
た
側
が
妨
害
行
為
の
差
止
め
等
を
求
め
る
民
事
訴
訟
を
起
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
件

で
は
、
環
境
保
護
等
を
目
的
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
「
私
的
目
的
」
の
た
め
の
行
為
で
あ
っ
て
海
賊
行
為
に
該
当
す
る
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た

が
、
こ
の
二
つ
の
判
決
を
国
連
海
洋
法
条
約
の
解
釈
に
使
う
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
「［
国
連
海
洋
法
］
条
約
の
適
用
に
つ
き
」
生
じ
た

慣
行
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「［
国
連
海
洋
法
］
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
の
当
事
国
の
合
意
［
が
］
確
立
」
さ
れ
た
と
言
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
言
え
る
か
ど
う
か
は
本
稿
の
射
程
外
の
問
題
で
あ
る
た
め
、
次
の
一
般
論
の
み
を
述
べ
て
お
く
。
ま
ず
、
条
約
法
条
約
第
三
一
条
第

三
項
ｂ
号
の
「
条
約
の
適
用
に
つ
き
（in the application of the treaty

）」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
条
約
当
事
国
に
よ
る
条
約
発
効
後

の
慣
行
だ
け
で
な
く
、
署
名
国
そ
の
他
の
潜
在
的
な
条
約
当
事
国
に
よ
る
慣
行
や
、
条
約
発
効
前
の
慣
行
で
あ
っ
て
も
「
条
約
の
適
用
に
つ
き
生

じ
た
」
慣
行
に
当
た
る
場
合
は
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。Richard Gardiner, T

reaty Interpretation, 2nd ed. (O
xford: O

xford 
U

niversity Press, 2015), p. 263.

ま
た
、「
条
約
の
解
釈
に
つ
い
て
の
当
事
国
の
合
意
を
確
立
す
る
も
の
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
ま

た
は
少
数
の
国
に
よ
る
慣
行
で
あ
っ
て
も
、
他
の
当
事
国
が
そ
の
慣
行
を
支
持
し
た
（have endorsed

）
こ
と
が
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、「
条
約

（
27
）

（
28
）

（
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）
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の
解
釈
に
つ
い
て
の
当
事
国
の
合
意
を
確
立
す
る
」
こ
と
は
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
。Ibid., p. 270.

「
私
的
目
的
」
要
件
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
よ
う
な
方
向
性
と
は
別
に
、
海
賊
取
締
制
度
の
趣
旨
・
目
的
あ
る
い
は
海
賊
行
為
に
対

し
て
普
遍
的
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
根
拠
と
関
連
づ
け
て
論
ず
る
と
い
う
方
向
性
も
あ
り
得
る
。
例
え
ば
西
村
弓
は
、
海
賊
行
為
に
対
し
て

普
遍
的
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
根
拠
に
つ
い
て
、
①
共
通
利
益
実
現
と
い
う
説
明
と
、
②
旗
国
管
轄
の
否
定
と
い
う
説
明
が
あ
り
得
る
と
述

べ
る
。
西
村
弓
「『
海
賊
』
行
為
に
対
す
る
管
轄
権
行
使
」『
平
成
二
一
年
度
海
洋
権
益
の
確
保
に
係
る
国
際
紛
争
事
例
研
究
（
第
二
号
）』（
海
上

保
安
協
会
、
二
〇
一
〇
年
）
七
四
─
七
六
頁
。
①
は
、「
海
上
交
通
の
一
般
的
安
全
」
を
侵
害
す
る
海
賊
行
為
の
鎮
圧
に
つ
い
て
諸
国
が
有
す
る

共
通
利
益
が
海
賊
取
締
制
度
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、「
私
的
目
的
」
要
件
に
よ
り
海
賊
行
為
概
念

か
ら
除
外
さ
れ
る
の
は
、「
反
政
府
勢
力
に
よ
る
攻
撃
等
の
特
定
国
に
お
の
ず
か
ら
対
象
を
限
定
す
る
政
治
的
な
行
為
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る

（
攻
撃
対
象
の
特
定
性
の
有
無
が
基
準
と
な
る
）。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
「
海
上
交
通
の
一
般
的
安
全
」
を
害
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
②
は
、
海

賊
が
旗
国
の
保
護
を
意
図
的
に
拒
否
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
無
国
籍
性
の
推
定
が
海
賊
行
為
に
対
す
る
管
轄
権
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
り
、
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、「
私
的
目
的
」
要
件
に
よ
り
海
賊
行
為
か
ら
除
外
さ
れ
る
も
の
は
、「
他
国
の
許
可
を
得
た
私
掠
船
や
交
戦
団

体
・
民
族
解
放
団
体
と
い
っ
た
国
家
に
準
ず
る
国
際
法
主
体
の
船
舶
」
の
よ
う
に
、「
国
内
法
に
基
づ
く
管
轄
対
象
と
い
う
よ
り
も
国
家
間
の
対

峙
関
係
も
し
く
は
国
家
責
任
関
係
と
し
て
問
題
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
同
上
、
七
五
頁
。
も
っ
と
も
、
こ
の
論
文
で

西
村
は
①
と
②
の
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
判
断
し
て
い
な
い
。

　

こ
の
①
と
②
の
考
え
方
は
、
森
田
・
前
傾
注
（
10
）
一
一
─
一
五
頁
に
お
け
る
「
国
際
『
共
同
体
利
益
』（com

m
unity interest

）
説
」
と

「『
授
権
』（authorization; authorization; authority
）
不
存
在
説
・
国
籍
性
喪
失
説
」
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
森
田
は
後

者
の
説
に
つ
い
て
、
未
承
認
反
乱
団
体
の
行
う
一
定
の
行
為
が
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
事
実
を
説
明
で
き
な
い
こ
と

（「
被
害
船
舶
の
旗
国
に
対
し
て
必
ず
し
も
責
任
を
負
え
る
と
は
限
ら
な
い
又
は
い
ず
れ
の
国
家
も
保
護
利
益
を
持
た
な
い
こ
と
で
は
、
未
承
認

の
反
乱
団
体
も
同
様
で
あ
り
、
む
し
ろ
海
賊
行
為
と
捉
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
」）
の
ほ
か
、
海
賊
船
舶
も
国
籍
を
保
持
す
る
と
の
規
定
（
国
連

海
洋
法
条
約
一
〇
四
条
）
と
相
容
れ
な
い
こ
と
、「
国
籍
喪
失
」
と
か
「
保
護
喪
失
」
と
い
う
の
は
根
拠
と
い
う
よ
り
効
果
で
あ
り
、
何
故
そ
う

し
た
効
果
が
生
ず
る
の
か
の
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
こ
の
説
を
退
け
る
（
実
際
に
は
こ
の
説
を
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
に
分
け
て
も
っ
と
細
か
く
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
森
田
論
文
そ
の
も
の
を
参
照
）。
同
上
、
一
三
─
一
四
、
一
八
─
二

〇
頁
。
森
田
は
「
国
際
『
共
同
体
利
益
』（com

m
unity interest

）
説
」
を
支
持
す
る
が
、
西
村
が
①
説
に
お
け
る
「
私
的
目
的
」
要
件
の
理

（
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解
に
つ
い
て
「
攻
撃
対
象
の
特
定
性
の
有
無
」
と
い
う
基
準
を
導
い
た
の
と
対
照
的
に
、
森
田
は
、「
単
な
る
タ
ー
ゲ
ッ
ト
の
特
定
性
で
は
な
く
、

『
海
上
交
通
の
一
般
的
安
全
』
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
観
点
か
ら
一
層
特
定
し
て
理
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
同
上
、
一
五

頁
。「
一
層
特
定
し
て
理
解
」
し
た
「
私
的
目
的
」
要
件
の
内
容
に
つ
い
て
同
論
文
で
は
具
体
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
別
の
論
文
で
は
、

未
承
認
反
乱
団
体
に
つ
い
て
は
、「
規
律
正
し
く
、
戦
争
法
な
い
し
武
力
紛
争
法
上
の
要
件
に
従
っ
て
中
立
船
舶
の
捕
獲
を
行
」
う
か
ど
う
か
が

基
準
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
前
掲
注
（
15
）
を
参
照
。

　

森
田
が
指
摘
す
る
通
り
、「『
授
権
』
不
存
在
説
・
国
籍
性
喪
失
説
」（
西
村
の
整
理
に
お
け
る
②
説
）
だ
と
、
未
承
認
反
乱
団
体
の
行
う
一
定

の
行
為
が
海
賊
行
為
概
念
か
ら
除
外
さ
れ
て
き
た
歴
史
的
事
実
を
説
明
で
き
な
い
（
説
明
で
き
な
く
て
構
わ
な
い
と
い
う
考
え
は
あ
り
得
る
だ
ろ

う
が
、
説
明
で
き
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
）。
森
田
・
前
掲
注
（
10
）
一
四
─
一
五
頁
。
す
な
わ
ち
、
国
家
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
団
体
の
授
権

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
は
国
家
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
団
体
に
対
し
国
際
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
救
済
が
得
ら
れ
る
の
で

海
賊
行
為
と
し
て
処
罰
す
る
必
要
が
な
い
、
と
い
う
同
説
の
説
明
は
、
反
乱
団
体
の
場
合
に
は
妥
当
し
な
い
。
反
乱
団
体
は
、
反
乱
に
成
功
し
た

場
合
に
は
反
乱
時
に
行
っ
た
行
為
に
つ
い
て
遡
っ
て
国
家
責
任
を
負
う
が
、
反
乱
に
失
敗
し
た
場
合
に
反
乱
団
体
が
国
家
責
任
を
負
う
こ
と
は
な

い
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
国
家
責
任
条
文
第
一
〇
条
参
照
）。
ま
た
、
反
乱
団
体
が
自
国
海
軍
の
軍
艦
を
奪
い
取
っ
て
反

乱
に
使
用
し
、
既
存
政
府
が
そ
の
船
舶
を
海
賊
船
舶
で
あ
る
と
宣
言
し
て
他
国
に
拿
捕
等
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
（
本
稿
二
3

で
検
討
す
る
一
八
七
三
年
ス
ペ
イ
ン
反
乱
は
そ
の
典
型
例
）。
そ
う
し
た
場
合
、
反
乱
団
体
の
使
用
す
る
船
舶
は
旗
国
の
保
護
を
失
っ
て
お
り
、

旗
国
自
ら
が
海
賊
船
舶
と
し
て
拿
捕
し
て
よ
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
海
賊
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
旗
国

の
保
護
の
喪
失
と
か
国
籍
性
の
喪
失
と
い
う
以
外
の
観
点
か
ら
の
説
明
が
必
要
で
あ
る
。

　

な
お
、
海
賊
取
締
制
度
の
趣
旨
・
目
的
と
「
私
的
目
的
」
要
件
と
の
関
係
に
関
す
る
最
新
の
論
文
と
し
て
、
菅
野
直
之
「
海
賊
取
締
制
度
の
趣

旨
目
的
を
め
ぐ
っ
て
：
私
的
暴
力
の
制
圧
と
旗
国
主
義
の
原
則
性
」『
社
會
科
學
研
究
』
第
六
八
巻
第
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
二
七
─
一
五
五

頁
も
参
照
。

一
国
内
で
政
府
と
叛
徒
と
の
間
に
生
じ
る
武
力
闘
争
は
、
一
般
に
、
暴
動
（rebellion

）、
反
乱
（insurgency

）、
交
戦
状
態
（belligeren-

cy

）
の
三
段
階
に
区
別
さ
れ
、
暴
動
は
散
発
的
な
も
の
、
交
戦
状
態
は
大
規
模
な
武
力
紛
争
、
反
乱
は
そ
れ
ら
の
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
。E.g., Lindsay M

oir, T
he Law

 of Internal A
rm

ed Conflict (Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity Press, 2002), pp. 4-18; 

Sandesh Sivakum
aran, T

he Law
 of N

on-International A
rm

ed Conflict (O
xford: O

xford U
niversity Press, 2012), pp. 9-20. 

（
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「
内
戦
」
は
「
交
戦
状
態
」
と
同
じ
意
味
で
、「
反
乱
（insurrection

）」
は
「
反
乱
（insurgency

）」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多

い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
叛
徒
の
法
的
地
位
や
反
乱
や
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
法
規
は
、
創
設
的
効
果
説
に
よ
れ
ば
交
戦
団
体
承
認
が
行
わ

れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
り
、
宣
言
的
効
果
説
に
よ
れ
ば
「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
と
呼
ば
れ
る
事
実
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
変
わ

る
の
で
、「
暴
動
」、「
反
乱
」、「
内
戦
」
と
い
っ
た
概
念
の
定
義
を
考
え
る
こ
と
に
意
味
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」（
創
設

的
効
果
説
の
う
ち
、
承
認
義
務
を
肯
定
す
る
説
に
お
い
て
は
承
認
義
務
が
生
じ
る
要
件
、
承
認
義
務
を
否
定
す
る
多
数
説
に
お
い
て
は
承
認
し
て

よ
い
要
件
、
宣
言
的
効
果
説
に
よ
れ
ば
そ
れ
が
存
在
す
る
場
合
に
は
戦
争
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
事
実
。
本
文
参
照
）
が
何
で
あ
る
か
を

考
え
る
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ
る
。

交
戦
団
体
承
認
制
度
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
伝
統
的
中
立
制
度
の
法
的
性
格
：
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
権
利
と
そ
の
条
件
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
）
八
七
─
八
八
頁
お
よ
び
そ
こ
に
挙
げ
た
文
献
を
参
照
。

代
表
的
な
も
の
と
し
て
、Erik Castrén, Civil W

ar (H
elsinki: Suom

alainen T
iedeakatem

ia, 1966), pp. 138, 140-141; M
oir, su-

pra note 31, pp. 4-18; Sivakum
aran, supra note 31, pp. 9-20; Robert K

olb, A
dvanced Introduction to International H

um
ani-

tarian Law
 (Cheltenham

: Edw
ard Elgar, 2014), p. 25; 

藤
田
久
一
「『
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
』：
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ

諸
条
約
第
三
条
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）」『
金
沢
法
学
』
第
一
四
巻
第
二
号
（
一
九
六
九
年
）
二
─
三
頁；

田
畑
茂
二
郎
「
現
代
国
際
法
の
諸
問
題
：

内
乱
と
国
際
法
：
そ
の
一
」『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
第
二
〇
五
号
（
一
九
七
三
年
）
九
六
─
一
〇
〇
頁
。

Lauterpacht, supra note 13, pp. 175, 227-228.

ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
の
交
戦
団
体
承
認
論
に
つ
い
て
は
、
彼
が
改
訂
し
た
オ
ッ
ペ
ン
ハ

イ
ム
『
国
際
法
』
の
第
七
版
も
参
照
。L. O

ppenheim
 (H

. Lauterpacht ed.), International Law
: A

 T
reatise, V

ol. 2, D
isputes, W

ar 
and N

eutrality, 7th ed. (Longm
ans, 1952), pp. 248-354.

Chen, supra note 21, pp. 334-335, 352-363.

一
定
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
の
承
認
義
務
に
つ
い
て
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
同
原
則
［
国
家
承
認
、
政
府
承

認
お
よ
び
交
戦
団
体
承
認
に
共
通
し
て
妥
当
す
る
基
本
原
則
］
の
本
質
は
、
承
認
と
は
恩
恵
の
付
与
と
い
う
性
質
を
も
つ
も
の
で
も
、
制
約
を
受

け
な
い
政
治
的
な
裁
量
の
問
題
で
も
な
く
、
事
案
の
事
実
に
よ
り
課
さ
れ
る
義
務
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（recognition is not in the nature 

of a grant of a favour or a m
atter of unfettered political discretion, but a duty im

posed by the facts of the situation

）。
国

際
法
が
定
め
る
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、［
内
戦
を
］
闘
う
当
事
者
は
、
二
つ
の
主
権
国
家
が
戦
争
を
行
っ
て
い
る
の
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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同
じ
扱
い
を
受
け
る
法
的
権
利
を
も
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
（the contesting parties are legally entitled to be treated as if they are engaged 

in a w
ar w

aged by tw
o sovereign States

）。」Lauterpacht, supra note 13, p. 175

［
傍
点
お
よ
び
傍
線
引
用
者
］.

す
な
わ
ち
、
ラ
ウ

タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
交
戦
団
体
承
認
の
義
務
と
い
う
の
は
、「
承
認
を
行
う
義
務
」
と
い
う
よ
り
も
、
一
定
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
に

は
内
戦
当
事
者
を
「
交
戦
団
体
と
し
て
扱
う
義
務
」（
内
戦
当
事
者
か
ら
見
る
と
交
戦
団
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
権
利
）
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
交

戦
団
体
承
認
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
る
の
に
内
戦
当
事
者
が
交
戦
団
体
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
と
い
う
状
況
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
、
一
定
の
要
件
が
充
足
さ
れ
る
場
合
に
内
戦
当
事
者
が
交
戦
団
体
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
内
戦
に
戦
争
法
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
結
果
は
、
ラ

ウ
タ
ー
パ
ク
ト
と
チ
ェ
ン
に
お
い
て
同
一
に
な
る
。

Chen, supra note 21, p. 336.
Ibid., p. 334.
Ibid., p. 303.
Lauterpacht, supra note 13, pp. 106, 130-131
Ibid., p. 171.
Ibid., pp. 115, 171-174.

国
家
の
統
治
権
が
究
極
的
に
は
「
被
治
者
の
同
意
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
自
然
権
の
確
保
と
い
う
国
家

（
政
府
）
設
立
の
目
的
が
毀
損
さ
れ
た
と
き
に
は
革
命
権
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
一
七
七
六
年
の
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
明
記
さ
れ
て
お

り
（
高
木
八
尺
・
末
延
三
次
・
宮
沢
俊
義
編
『
人
権
宣
言
集
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
五
七
年
）
一
一
四
頁
）、
こ
の
考
え
方
は
、
ロ
ッ
ク
（John 

Locke

）
の
政
治
思
想
に
由
来
す
る
（
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（
加
藤
節
訳
）『
統
治
二
論
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
四
〇
六
─
四
一
〇
頁
（
後

篇
第
八
章
第
九
五
─
九
九
節
）、
五
六
〇
─
五
六
三
（
後
篇
第
一
九
章
第
二
二
一
─
二
二
二
節
））。
米
国
政
府
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
政
府
の
承
認

（
一
七
九
三
年
）
に
当
た
り
、
こ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
、「
実
質
的
に
表
明
さ
れ
た
人
民
の
意
思
（the w

ill of the nation, substantially 
declared

）
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
」
政
府
は
承
認
す
る
と
い
う
考
え
方
を
示
し
（John Basset M

oore, A
 D

igest of International Law
, 

V
ol. 1 (W

ashington: Governm
ent Printing O

ffice, 1906), p. 120
）、
こ
れ
が
そ
の
後
の
米
国
の
政
府
承
認
政
策
の
基
本
と
な
っ
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
中
尾
春
香
「
政
府
承
認
に
お
け
る
実
効
性
原
則
と
被
治
者
の
意
思
：
米
国
の
対
仏
政
府
承
認
（
一
七
九
三
年
）
を
事
例
と
し

て
」（
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
、
二
〇
一
四
年
度
修
士
学
位
論
文
）
二
五
─
二
七
頁
参
照
。

Lauterpacht, supra note 13, pp. 115-140.
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Ibid., p. 186.
H

all, supra note 9, p. 28.
H

ans W
ehberg, 

“La guerre civile et le droit international,

” Recueil des cours, tom
e 63 (1938), pp. 108-111.

E.g., M
oir, supra note 31, pp. 13-14; Sivakum

aran, supra note 31, p. 11. 
Lauterpacht, supra note 13, p. 176.
Chen, supra note 21, pp. 364-366.

チ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
（conditions for recognition

）
は
、（
ⅰ
）「
反
乱

者
の
事
実
上
の
政
治
的
組
織
が
存
在
す
る
こ
と
（the existence of a de facto political organization of the insurgents

）」
と
、（
ⅱ
）

反
乱
者
が
戦
争
法
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。（
ⅰ
）
の
要
件
は
、「
国
家
と
同
視
で
き
る
ほ
ど
の
組
織
（an organization close-

ly assim
ilated to a State

）
が
な
け
れ
ば
戦
争
法
の
遵
守
は
不
可
能
で
あ
る
」
こ
と
に
基
づ
く
。
チ
ェ
ン
は
（
ⅱ
）
の
根
拠
に
つ
い
て
特
に
説

明
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
要
件
の
存
在
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
た
め
、
特
に
説
明
の
必
要
は
な
い
と
考
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
チ
ェ
ン
は
、

さ
ら
に
、（
ⅲ
）
反
乱
の
成
功
の
見
込
み
（the probability of success

）
と
（
ⅳ
）
影
響
を
受
け
る
第
三
国
の
利
益
に
つ
い
て
検
討
し
、
結
論

的
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
要
件
を
否
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、「
あ
ま
り
に
も
推
測
的
か
つ
主
観
的
（so speculative and subjective

）」
で

あ
り
、
第
三
国
が
ど
の
よ
う
に
で
も
判
断
で
き
る
た
め
、
こ
れ
ら
が
要
件
だ
と
す
る
と
他
の
要
件
が
無
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
（
承
認
が
第
三
国

の
完
全
な
裁
量
に
な
っ
て
し
ま
う
）
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
な
お
、
チ
ェ
ン
が
挙
げ
る
要
件
と
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
が
挙
げ
る
要
件
と
の

対
応
関
係
は
、
②
と
（
ⅰ
）、
③
と
（
ⅱ
）、
④
と
（
ⅳ
）
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
チ
ェ
ン
は
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
の
挙
げ
る
①
に
つ
い
て
特
に
述

べ
て
い
な
い
が
、
武
力
紛
争
の
存
在
は
、
戦
争
法
の
遵
守
を
求
め
る
（
ⅱ
）
の
中
に
暗
黙
的
に
含
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
武
力
紛
争
が

存
在
し
な
け
れ
ば
戦
争
法
の
遵
守
は
問
題
に
な
り
得
な
い
か
ら
）。

Ibid., pp. 402-405; Lauterpacht, supra note 13, pp. 295-310.

な
お
、
交
戦
団
体
承
認
と
は
別
に
、「
反
乱
団
体
承
認
（recognition of insurgency

）」
と
い
う
制
度
な
い
し
慣
行
が
あ
る
と
言
わ
れ
る

こ
と
が
あ
る
（「
叛
徒
団
体
の
承
認
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）。
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、「
若
干
不
正
確
で
あ
る
が
便
宜
的
に
反
乱
団

体
承
認
と
呼
ば
れ
て
い
る
」
も
の
は
、
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
反
乱
者
を
単
な

る
犯
罪
者
と
し
て
は
扱
わ
ず
、
反
乱
者
に
い
く
つ
か
の
権
利
と
特
権
（rights and privileges

）
を
「
付
与
す
る
（concede

）」
行
為
で
あ
る
。

ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
反
乱
団
体
承
認
」
は
、
交
戦
団
体
承
認
と
違
っ
て
「
十
分
に
定
義
さ
れ
た
地
位
（a w

ell-defined 
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status

）」
を
生
み
出
す
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
承
認
を
受
け
た
反
乱
団
体
が
ど
の
よ
う
な
権
利
と
特
権
を
も
つ
か
は
国
際
法
に
よ
っ
て
事

前
に
決
ま
っ
て
は
お
ら
ず
、
承
認
国
が
被
承
認
団
体
に
何
を
「
付
与
す
る
」
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。Lauterpacht, supra note 13, pp. 

270-271.

ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
と
同
様
に
、
チ
ェ
ン
も
、「
反
乱
団
体
承
認
」
は
「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お
い
て
行
わ

れ
る
も
の
で
、「
国
際
法
が
定
め
る
特
別
の
権
利
義
務
を
生
じ
る
明
確
な
地
位
を
反
乱
者
に
創
設
す
る
の
で
は
な
い
（not constitute a dis-

tinct status for the insurgents giving rise to special rights and duties prescribed by international law

）」
と
述
べ
る
。Chen, 

supra note 21, pp. 398, 407.

チ
ェ
ン
に
よ
れ
ば
、「
反
乱
団
体
承
認
」
は
、「
交
戦
団
体
承
認
の
要
件
」
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
既

存
政
府
ま
た
は
第
三
国
が
一
定
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
い
い
、
そ
の
措
置
と
し
て
、
①
自
国
領
土
が
反
乱
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る

措
置
、
②
反
乱
団
体
が
海
上
で
行
う
暴
力
行
為
を
海
賊
行
為
と
し
て
扱
わ
な
い
「
政
策
」（
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
稿
八
三
〇
─
八
三
一
頁
参
照
）、

③
限
定
的
な
戦
争
権
の
付
与
（concession of a lim
ited right of w

ar

）、
④
反
乱
団
体
と
の
交
通
（intercourse

）
の
維
持
の
四
つ
を
挙
げ

て
い
る
。Ibid., pp. 399-407.
こ
の
よ
う
に
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
と
チ
ェ
ン
は
、
交
戦
団
体
承
認
を
法
制
度
（
承
認
行
為
ま
た
は
一
定
の
事
実

に
基
づ
き
、
国
際
法
が
定
め
る
法
的
効
果
が
生
ず
る
制
度
）
と
捉
え
る
の
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
「
反
乱
団
体
承
認
」
に
つ
い
て
は
、
既
存
政
府
ま

た
は
第
三
国
が
裁
量
に
基
づ
き
「
付
与
（concession

）」
す
る
も
の
で
、
反
乱
団
体
が
取
得
す
る
特
権
な
い
し
権
利
は
、
あ
ら
か
じ
め
国
際
法

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、「
承
認
」
を
行
う
国
が
何
を
「
付
与
」
す
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
と
理
解
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

他
方
、
交
戦
団
体
承
認
の
性
質
に
つ
い
て
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
お
よ
び
チ
ェ
ン
と
異
な
る
見
解
を
と
る
者
（
多
数
説
）
の
多
く
は
、「
反
乱
団
体
承

認
」
に
つ
い
て
は
、
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
お
よ
び
チ
ェ
ン
と
同
様
に
（
し
ば
し
ば
ラ
ウ
タ
ー
パ
ク
ト
を
引
用
し
て
そ
れ
に
そ
の
ま
ま
依
拠
す
る
）、

承
認
国
が
被
承
認
団
体
に
対
し
て
裁
量
的
に
付
与
す
る
も
の
で
あ
り
、
承
認
に
よ
っ
て
被
承
認
団
体
が
得
る
権
利
や
特
権
は
、
承
認
国
が
何
を
付

与
す
る
か
に
よ
り
決
ま
る
と
考
え
る
。E.g., M

oir, supra note 31, pp. 4-5; Sivakum
aran, supra note 31, p. 10.


