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人権条約の領域外適用（一）　

人
権
条
約
の
領
域
外
適
用
（
一
）

─
─
積
極
的
義
務
と
国
家
の
義
務
履
行
能
力
の
関
係
に
着
目
し
て
─
─

中　
　

尾　
　

元　
　

紀

一　

は
じ
め
に

二　

欧
州
人
権
条
約
に
お
け
る
「
管
轄
」
概
念

　
　
（
1
）
地
域
に
対
す
る
支
配

　
　
（
2
）
人
に
対
す
る
支
配

三　

学
説
の
展
開

　
　
（
1
）
国
家
の
義
務
履
行
能
力
へ
の
着
目
─
そ
の
帰
結
と
し
て
の
消
極
的
／
積
極
的
義
務
二
分
論

　
　
（
2
）
積
極
的
義
務
の
適
用

　
　
（
3
）
学
説
へ
の
批
判
（
以
上
、
本
号
）

四　

積
極
的
義
務
の
適
用
理
論

　
　
（
1
）
国
際
法
上
の
保
障
者
的
地
位

　
　
（
2
）
義
務
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
う
る
先
行
行
為

五　

二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
実
行
の
説
明

　
　
（
1
）
国
家
の
関
与
が
証
明
さ
れ
て
い
る
場
合

　
　
（
2
）
国
家
の
関
与
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
の
調
査
義
務
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論　　　説

　
　
（
3
）
先
行
行
為
が
満
た
す
べ
き
条
件
の
検
討
─
行
為
時
が
条
約
発
効
前
の
場
合

六　

お
わ
り
に

一　

は
じ
め
に

　

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
後
に
採
択
さ
れ
た
人
権
諸
条
約
は
、
そ
れ
ま
で
主
に
国
内
管
轄
事
項
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
人
権
保
障
の
問

題
に
国
際
法
の
規
律
を
及
ぼ
し
た
。
そ
し
て
そ
の
義
務
内
容
は
、
国
際
社
会
で
勃
発
し
た
様
々
な
事
件
へ
の
対
処
に
迫
ら
れ
る
中
で
独

自
の
発
展
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
本
稿
で
焦
点
を
当
て
る
義
務
は
、
締
約
国
に
一
定
の
措
置
の
実
施
を
求
め
る
積
極
的
義
務

で
あ
る
。
人
権
条
約
上
、
拷
問
や
恣
意
的
処
刑
と
い
っ
た
権
利
侵
害
を
禁
止
す
る
消
極
的
義
務
に
加
え
て
、
当
該
禁
止
を
真
に
実
効
的

な
も
の
と
す
る
た
め
に
締
約
国
が
能
動
的
に
働
き
か
け
る
作
為
の
義
務
が
確
立
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
保
護

の
た
め
の
条
約
」（
以
下
「
欧
州
人
権
条
約
」
と
い
う
）
第
二
条
は
、
締
約
国
に
よ
る
恣
意
的
な
生
命
の
剥
奪
行
為
を
禁
止
す
る
だ
け

で
な
く
、
発
生
し
た
事
件
の
真
相
を
究
明
す
る
た
め
に
、
実
効
的
な
公
的
調
査
を
行
う
義
務
を
課
し
て
い
る
。
現
在
で
は
、
特
に
生

命
・
身
体
の
保
護
に
関
す
る
義
務
と
し
て
、
私
人
に
よ
る
加
害
を
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
防
ぐ
防
止
義
務
、
事
件
の
真
相
を
解
明
す
る

た
め
の
調
査
義
務
、
加
害
者
の
訴
追
・
処
罰
義
務
、
お
よ
び
被
害
者
に
対
す
る
金
銭
的
賠
償
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
・
謝
罪
等
の
実

施
か
ら
成
る
救
済
義
務
が
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
稿
の
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
義
務
が
、
い
か
な
る
基
準
で
締
約
国
の
領
域
外
に
及
ぶ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

締
約
国
が
負
う
人
権
条
約
上
の
義
務
は
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
ま
た
は
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
及
ぶ
と
は
限
ら
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
多
く
の
人
権
条
約
は
そ
の
地
理
的
な
適
用
範
囲
を
制
限
す
る
規
定
を
置
く
こ
と
で
、
義
務
の
広
が
り
に
歯
止
め
を
か
け
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
特
に
重
要
な
の
は
、
領
域
内
外
の
区
別
で
あ
る
。
例
と
し
て
欧
州
人
権
条
約
の
実
行
で
は
、
自
国
領
域
内
で
人

（
1
）
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人権条約の領域外適用（一）　

権
保
障
義
務
を
負
う
こ
と
は
基
本
的
に
当
然
視
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
の
領
域
外
、
す
な
わ
ち
外
国
領
域
へ
の
適
用
は
原
則
と
し
て
否
定

的
に
解
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
空
爆
と
い
っ
た
故
意
の
加
害
行
為
に
す
ら
条
約
の
規
律
が
及
ば
な
い
と
す
る
実
行
は
、
国
家
の
恣

意
的
権
力
行
使
の
統
制
と
い
う
人
権
の
理
念
に
反
す
る
も
の
と
し
て
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
分
野
の
研
究
は
、
人
権

保
障
を
広
く
領
域
外
へ
及
ぼ
す
た
め
に
、
望
ま
し
い
適
用
基
準
の
解
明
に
尽
力
し
て
き
た
。
有
力
に
主
張
さ
れ
る
学
説
は
、
国
家
は
領

域
外
で
あ
る
義
務
を
実
効
的
に
履
行
で
き
る
場
合
は
そ
れ
を
負
い
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
当
該
義
務
を
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
履
行

能
力
説
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
履
行
能
力
説
を
批
判
的
に
検
討
し
、
そ
れ
が
義
務
の
過
度
な
広
が
り
と
、
本
来
義
務
を
負
う
べ
き
国
家

の
適
用
漏
れ
の
二
つ
の
問
題
を
惹
起
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
履
行
が
可
能
か
と
い
う
純
粋
に
事

実
的
な
指
標
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
あ
る
義
務
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
国
家
が
履
行
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
か
に
焦
点
を
当

て
る
規
範
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
た
い
。
当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
履
行
能
力
説
と
同
様
実
行
か
ら
一
義
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
は

な
い
も
の
の
、
判
例
が
や
や
混
乱
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
複
雑
な
事
例
の
処
理
に
お
い
て
、
合
理
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
。

　

以
上
が
本
稿
の
概
要
で
あ
る
が
、
次
い
で
解
釈
の
対
象
と
な
る
適
用
範
囲
規
定
の
人
権
条
約
に
お
け
る
役
割
を
説
明
し
て
お
く
。
人

権
条
約
の
適
用
範
囲
規
定
は
、
欧
州
人
権
条
約
第
一
条
に
典
型
的
な
よ
う
に
、
条
約
の
実
体
的
権
利
規
定
全
体
に
関
わ
る
一
般
条
項
と

し
て
置
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
、
適
用
範
囲
規
定
が
権
利
保
障
に
与
え
る
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、
条
約
上

の
権
利
義
務
が
ど
れ
ほ
ど
充
実
し
た
内
容
を
持
と
う
と
も
、
そ
の
適
用
が
な
け
れ
ば
権
利
保
障
は
入
口
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
否
定
さ
れ
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
敷
衍
す
る
と
、
領
域
内
の
文
脈
で
は
個
々
の
権
利
義
務
の
解
釈
に
よ
っ
て
権
利
保
障
の
程
度

4

4

を
決
す
る
の
み
で
よ

い
が
、
領
域
外
で
は
適
用
範
囲
規
定
の
解
釈
を
通
じ
て
、
権
利
保
障
の
有
無

4

4

を
判
断
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
最
初
に
挿
入
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
当
該
規
定
の
解
釈
で
適
用
除
外
と
の
判
断
が
な
さ
れ
れ
ば
、
実
体
的
権
利
義
務
に
基
づ
く
恣
意
性
や
均
衡
性
等
の
審
査
─
─

（
2
）

（
3
）
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論　　　説

人
権
条
約
の
中
枢
と
い
っ
て
よ
い
─
─
を
行
う
余
地
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
適
用
範
囲
規
定
の
解
釈
は
、
権
利
の
実
効
的
保
障
の
要
請
に
鑑
み
た
適
切
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
安
易
に

適
用
を
否
定
す
る
解
釈
は
、
人
権
保
障
を
著
し
く
後
退
さ
せ
う
る
だ
け
で
な
く
、
締
約
国
が
人
権
侵
害
の
責
任
を
逃
れ
る
た
め
の
カ
ー

ド
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
。
実
際
に
英
国
や
米
国
等
が
、
適
用
範
囲
規
定
に
依
拠
し
て
「
対
テ
ロ
戦
争
」
遂
行
過
程
で
行
っ
た
諸
行

為
に
は
人
権
条
約
の
規
律
が
及
ば
な
い
と
主
張
す
る
例
が
あ
り
、
大
き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
で
は
国
際
連
合
（
以
下

「
国
連
」
と
い
う
）
平
和
維
持
軍
の
派
遣
や
、
あ
る
い
は
国
家
の
諜
報
員
に
よ
る
他
国
領
域
下
で
の
強
制
失
踪
と
い
う
形
で
、
合
法
・

違
法
を
問
わ
ず
様
々
な
国
家
活
動
が
各
々
の
領
域
外
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ら
諸
活
動
を
通
じ
て
被
害
を
受
け
た

人
々
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
に
人
権
条
約
上
の
保
護
を
及
ぼ
す
べ
き
か
を
解
明
す
る
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
条
約
の
文
言
に
目
を
向
け
る
と
、
人
権
条
約
は
「
管
轄
」（jurisdiction

）
内
の
個
人
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
表
現
が
広
く

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
地
理
的
適
用
範
囲
は
こ
の
「
管
轄
」
と
い
う
術
語
の
解
釈
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。
当
該
「
管
轄
」

は
、
一
般
国
際
法
上
の
国
家
管
轄
権
（Statejurisdiction

、
ま
た
は
単
にjurisdiction

）
と
の
関
連
を
指
摘
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
と

は
異
な
る
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、「
管
轄
」
の
解
釈
に
は
条
約
機
関
の
間
で
差
異
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
欧
州
人

権
条
約
の
実
行
を
軸
と
し
て
基
本
的
な
検
討
方
法
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
主
要
な
一
般
的
人
権
条
約
で
あ

る
欧
州
人
権
条
約
の
判
例
を
整
理
し
、
実
行
の
全
体
像
を
提
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

二　

欧
州
人
権
条
約
に
お
け
る
「
管
轄
」
概
念

　

欧
州
人
権
条
約
の
条
約
機
関
で
あ
る
旧
欧
州
人
権
委
員
会
と
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
人
権
条
約
の
領
域
外
適
用
と
い
う
問
題
に
最
も

精
力
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
同
条
約
第
一
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）
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人権条約の領域外適用（一）　
　

欧
州
人
権
条
約
第
一
条

　

締
約
国
は
、
そ
の
管
轄
内
に
あ
る
す
べ
て
の
者
に
対
し
、
こ
の
条
約
の
第
一
節
に
定
義
す
る
権
利
及
び
自
由
を
保
障
す
る
。

　

締
約
国
の
人
権
保
障
義
務
の
客
体
は
、「
そ
の
管
轄
内
に
あ
る
す
べ
て
の
者
（everyonew

ithintheirjurisdiction

）」
で
あ
り
、

文
字
通
り
に
読
め
ば
「
管
轄
」
が
及
ぶ
対
象
は
「
す
べ
て
の
者
（everyone

）」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
管
轄
」
は
第
一
義
的
に
は

人
間
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
判
例
も
一
定
の
支
配
ま
た
は
権
力
が
個
人
に
及
ん
だ
場
合
に
条
約
が
適
用
さ
れ
る
と
し

て
い
る
。

　

他
方
で
、
そ
れ
に
加
え
て
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
地
域
を
占
領
下
に
置
い
た
場
合
に
当
該
地
域
へ
の
条
約
の
適

用
を
認
め
て
き
た
。
裁
判
所
は
こ
れ
を
前
者
の
個
人
に
対
し
て
及
ぶ
支
配
と
区
別
し
て
、「
地
域
に
対
す
る
実
効
的
支
配
（effective

controloveranarea

）」
と
し
て
定
式
化
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
前
者
を
「
人
に
対
す
る
支
配
」
ま
た
は
「
個
人
支
配
」、
後
者

を
「
地
域
に
対
す
る
支
配
」
ま
た
は
「
地
域
支
配
」
と
呼
称
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
要
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

 

（
1
）
地
域
に
対
す
る
支
配

　

欧
州
人
権
条
約
上
、
占
領
等
を
通
じ
て
領
域
外
の
地
域
を
実
効
的
に
支
配
し
て
い
る
国
家
は
、
当
該
地
域
に
お
い
て
条
約
上
の
義
務

を
負
う
。
こ
の
地
域
に
対
す
る
支
配
概
念
を
確
立
さ
せ
た
の
は
、
一
九
九
五
年
の
ロ
イ
ジ
ド
ゥ
事
件
先
決
的
抗
弁
判
決
で
あ
る
。
本
件

で
は
、
ト
ル
コ
軍
に
よ
る
キ
プ
ロ
ス
北
部
地
域
の
軍
事
占
領
の
結
果
、
キ
プ
ロ
ス
人
夫
妻
が
当
該
地
域
の
所
有
地
を
利
用
で
き
な
く
な

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ト
ル
コ
に
よ
る
財
産
権
（
欧
州
人
権
条
約
第
一
議
定
書
第
一
条
）
等
の
侵
害
が
争
わ
れ
た
。
裁
判
所
は
ト
ル
コ

の
「
管
轄
」
が
キ
プ
ロ
ス
北
部
地
域
に
も
及
ぶ
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

（
7
）

（
8
）
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論　　　説
　
［
欧
州
人
権
］
条
約
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
に
鑑
み
れ
ば
、
締
約
国
の
責
任
は
、
軍
事
行
動
（
合
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
を
問
わ

な
い
）
の
結
果
と
し
て
、
締
約
国
が
そ
の
国
家
領
域
の
外
の
地
域
に
対
し
て
実
効
的
支
配
を
行
使
す
る
場
合
に
も
生
じ
う
る
。
そ
の
よ

う
な
地
域
に
お
い
て
条
約
に
規
定
さ
れ
た
権
利
お
よ
び
自
由
を
保
障
す
る
義
務
は
、
そ
う
し
た
支
配
の
事
実
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
り
、

こ
の
支
配
は
、
直
接
に
、
つ
ま
り
締
約
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
、
ま
た
は
従
属
的
な
現
地
機
関
を
通
じ
て
行
使
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
裁
判
所
は
、
ロ
イ
ジ
ド
ゥ
夫
妻
が
所
有
地
に
近
づ
け
な
く
な
っ
た
の
は
、
ト
ル
コ
軍
に
よ
る
キ
プ
ロ
ス
北
部

地
域
の
軍
事
占
領
、
お
よ
び
北
キ
プ
ロ
ス
・
ト
ル
コ
共
和
国
の
設
立
の
結
果
で
あ
る
と
認
定
し
、
ト
ル
コ
の
「
管
轄
」
が
当
該
地
域
に

及
ぶ
こ
と
を
肯
定
し
た
。
本
件
で
提
示
さ
れ
た
地
域
支
配
概
念
は
後
の
判
例
で
も
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
所
は
「
管
轄
」
が
及
ぶ
た

め
に
必
要
な
支
配
を
「
実
効
的
支
配
」（effectivecontrol

）
ま
た
は
「
実
行
的
全
般
的
支
配
（effectiveoverallcontrol

）」
と
呼

ん
で
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。
第
一
に
、
地
域
支
配
は
締
約
国
自
身
の
軍
隊
に
よ
る
も
の
で
も
、
そ
れ
に
従
属
す
る
現
地
機
関
の

よ
う
な
下
位
の
行
政
組
織
を
通
じ
て
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
第
二
に
、
支
配
が
向
け
ら
れ
る
客
体
は
一
定
の
地
域
で
あ
り
、
現
地

の
従
属
的
機
関
を
通
じ
た
支
配
の
場
合
に
は
、
締
約
国
が
当
該
機
関
の
政
策
や
行
為
の
詳
細
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
ま
で
は
要

求
さ
れ
な
い
。
第
三
に
、
支
配
の
有
無
は
駐
留
す
る
軍
隊
の
規
模
や
、
下
位
の
行
政
組
織
へ
の
支
援
の
程
度
と
い
っ
た
事
実
的
指
標
か

ら
判
断
さ
れ
、
行
わ
れ
た
軍
事
行
動
の
合
法
性
と
い
う
法
的
性
格
は
無
関
係
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
地
域
支
配
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
と
、
支
配
国
は
当
該
地
域
に
お
い
て
す
べ
て
の
実
体
規
定
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
に
な

る
。
そ
の
よ
う
に
広
範
な
義
務
が
及
ぶ
理
由
は
、
支
配
国
が
一
時
的
で
あ
れ
、
自
国
領
域
に
匹
敵
し
う
る
影
響
力
を
被
支
配
地
域
に
及

ぼ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
後
述
の
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
は
航
空
機
を
通
じ
た
「
空
域
に
対
す
る
支
配
」

は
地
域
支
配
と
は
み
な
せ
な
い
と
判
示
し
た
が
、
こ
れ
は
地
域
支
配
が
自
国
領
域
に
対
し
て
及
ぼ
す
支
配
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
理
解
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人権条約の領域外適用（一）　

さ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
地
域
支
配
に
よ
る
「
管
轄
」
認
定
は
閾
値
が
高
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
基
準
に
よ
る
と
、
個
人
が
他
国
か
ら

条
約
上
の
人
権
保
障
を
受
け
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
所
在
す
る
地
域
が
当
該
国
に
よ
っ
て
占
領
ま
た
は
統
治
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
要
す

る
。
だ
が
、
現
在
の
国
際
社
会
で
は
そ
の
よ
う
な
場
合
は
例
外
的
で
あ
り
、
地
域
へ
の
支
配
を
伴
わ
な
い
権
利
侵
害
的
事
態
が
存
在
し

う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
他
国
へ
派
遣
さ
れ
た
諜
報
員
に
よ
る
強
制
失
踪
の
被
害
者
に
対
し
て
、
地
域
支
配
に
基
づ
く

「
管
轄
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
事
例
に
人
権
保
障
を
及
ぼ
す
に
は
、
個
々
人
に
対
し
て
よ
り
細
密
に
「
管
轄
」

を
認
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
次
の
人
に
対
す
る
支
配
で
あ
る
。

 

（
2
）
人
に
対
す
る
支
配

 

（
Ⅰ
）
キ
プ
ロ
ス
対
ト
ル
コ
事
件
欧
州
人
権
委
員
会
受
理
可
能
性
決
定

　

人
に
対
す
る
支
配
に
基
づ
く
「
管
轄
」
を
初
め
て
示
し
た
の
は
、
一
九
七
五
年
キ
プ
ロ
ス
対
ト
ル
コ
事
件
欧
州
人
権
委
員
会
受
理
可

能
性
決
定
で
あ
る
。
本
件
は
、
ト
ル
コ
の
事
実
上
の
施
政
下
に
あ
る
北
キ
プ
ロ
ス
で
発
生
し
た
人
権
侵
害
に
つ
い
て
、
ト
ル
コ
を
相
手

取
っ
て
行
わ
れ
た
一
連
の
申
立
の
う
ち
の
最
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
当
該
決
定
に
お
い
て
、
欧
州
人
権
委
員
会
は
、
欧
州
人
権
条
約
第

一
条
の
文
面
、
趣
旨
お
よ
び
条
約
全
体
の
目
的
か
ら
、
領
域
内
外
を
問
わ
ず
、
締
約
国
の
「
実
際
の
権
力
お
よ
び
責
任
の
下
に
あ
る
す

べ
て
の
人
（allpersonsundertheiractualauthorityandresponsibility

）」
に
対
し
て
、
条
約
の
権
利
保
障
が
及
ぶ
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
。「
権
力
お
よ
び
責
任
」
の
下
に
あ
る
者
の
例
と
し
て
、
締
約
国
の
国
民
、
登
録
船
お
よ
び
登
録
航
空
機
の
他

に
、
軍
隊
の
構
成
員
や
外
交
関
係
職
員
と
い
っ
た
「
権
限
の
あ
る
国
家
機
関
」
を
通
じ
て
「
権
力
」
を
及
ぼ
さ
れ
た
者
お
よ
び
財
産
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
別
し
て
、
国
民
の
よ
う
な
締
約
国
と
の
間
に
一
定
の
法
的
紐
帯
が
存
在
す
る
者
と
、
そ
の
よ
う
な
紐
帯
を
持
つ
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か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
機
関
の
行
為
に
よ
り
影
響
を
受
け
た
者
の
二
類
型
に
整
理
で
き
よ
う
。

　

こ
こ
で
生
じ
る
問
い
は
、「
管
轄
」
が
及
ぶ
た
め
に
要
求
さ
れ
る
「
権
力
お
よ
び
責
任
」
の
内
容
や
程
度
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
欧
州
人
権
委
員
会
は
、
国
家
機
関
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
が
人
・
財
産
に
影
響
を
与
え
る
（af-

fect

）
限
り
で
締
約
国
の
責
任
が
生
じ
る
と
説
明
し
て
お
り
、
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
欧
州
人
権
裁
判
所
の
実
行
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て

い
る
。
及
ぼ
さ
れ
る
権
力
等
の
性
格
に
つ
い
て
特
に
条
件
は
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国
家
機
関
の
行
為
は
す
べ
て
「
管
轄
」
の
行
使
に
当

た
る
と
い
う
解
釈
は
排
除
さ
れ
な
い
。
こ
の
時
期
の
実
行
は
「
人
に
対
す
る
支
配
」
を
か
な
り
緩
や
か
に
理
解
し
て
お
り
、
条
約
の
領

域
外
適
用
を
、
例
外
で
は
な
く
一
般
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
の
実
行
で
裁
判
所
は
権
力

や
支
配
が
一
定
の
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
要
求
し
、
も
っ
て
「
管
轄
」
を
狭
く
解
釈
す
る
方
針
に
転
換
し
た
。
そ
の
端
緒
と
な
っ

た
の
が
、
次
の
二
〇
〇
一
年
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
ほ
か
対
ベ
ル
ギ
ー
ほ
か
事
件
（
以
下
「
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
」
と
い
う
）
欧
州
人
権

裁
判
所
受
理
可
能
性
決
定
で
あ
る
。

 

（
Ⅱ
）
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
欧
州
人
権
裁
判
所
受
理
可
能
性
決
定

　

バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
は
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
軍
に
よ
る
セ
ル
ビ
ア
の
放
送
局
に
対
す
る
空
爆
に
よ
っ
て
、
そ
の
死
傷
者
ら
の
生

命
に
対
す
る
権
利
（
欧
州
人
権
条
約
第
二
条
）
等
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
ベ
ル
ギ
ー
を
含
む
一
六
ヶ
国
が
訴
え
ら
れ
た
事
件
で
あ
る
。

原
告
ら
は
、
空
爆
の
実
施
に
よ
っ
て
被
告
国
が
自
身
に
対
し
て
「
管
轄
」
を
行
使
し
た
と
主
張
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
締
約
国
は
自

ら
が
及
ぼ
し
た
支
配
の
程
度
に
比
例
し
て
積
極
的
義
務
を
負
う
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
「
管
轄
」
の
存
在
を
否
定
し
た
。
ま
ず
第
一
条
の
「
管
轄
」
は
、
主
と
し
て
領
域
的
な
（prim

ari-

lyterritorial

）
概
念
で
あ
る
一
般
国
際
法
上
の
国
家
管
轄
権
を
反
映
す
る
。
そ
れ
以
外
の
「
管
轄
」
解
釈
は
例
外
的
で
、
文
脈
ご
と
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人権条約の領域外適用（一）　

の
特
別
な
正
当
化
を
必
要
と
す
る
。
例
外
的
な
場
合
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
慣
習
国
際
法
と
条
約
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
外

交
官
等
の
行
為
や
、
登
録
船
舶
内
で
起
こ
っ
た
行
為
を
除
け
ば
、
地
域
の
軍
事
占
領
ま
た
は
領
域
国
の
「
同
意
、
要
請
ま
た
は
黙
認
」

を
通
じ
て
、
地
域
ま
た
は
外
国
住
民
に
対
し
「
通
常
で
あ
れ
ば
そ
の
国
の
政
府
が
行
使
す
る
公
権
力
の
一
部
を
行
使
し
て
い
る
場
合
だ

け
で
あ
る
」。
原
告
の
主
張
す
る
、
空
爆
に
よ
っ
て
死
傷
者
が
出
た
か
ら
「
管
轄
」
が
生
じ
る
と
い
う
「
管
轄
の
『
因
果
関
係
的
』
理

解
」
は
妥
当
で
な
く
、
空
爆
は
被
告
国
と
原
告
の
「
管
轄
の
リ
ン
ク
」
を
生
じ
さ
せ
な
い
。

　

や
や
複
雑
な
構
成
だ
が
、
本
決
定
が
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
次
の
二
点
に
整
理
さ
れ
る
。
第
一
に
、「
管
轄
」
は
原
則
と
し
て
一
般

国
際
法
上
の
国
家
管
轄
権
を
反
映
し
、
そ
れ
ゆ
え
原
則
と
し
て
自
国
領
域
内
に
し
か
及
ば
な
い
。
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
家
管
轄
権
に
拠
ら
な
い
「
管
轄
」
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
う
る
。
さ
ら
に
こ
の
例
外
的
な
「
管
轄
」
が
発
生
す
る
場
合
は
、
以
下
の

三
類
型
に
区
分
さ
れ
る
。
一
つ
は
外
交
官
の
一
定
行
為
の
よ
う
に
、（
Ａ
）
外
国
政
府
が
行
う
こ
と
が
慣
習
国
際
法
ま
た
は
条
約
に
よ

っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
次
い
で
領
域
国
の
「
公
権
力
」
を
代
替
的
に
行
使
す
る
二
類
型
と
し
て
、（
Ｂ
）
地
域
を
占
領

下
に
置
い
た
場
合
、
お
よ
び
（
Ｃ
）
領
域
国
の
事
実
上
の
同
意
を
得
た
場
合
と
が
あ
り
、
以
下
で
は
（
Ｂ
）、（
Ｃ
）
を
併
せ
た
も
の
を

「
公
権
力
」
基
準
と
呼
称
す
る
。
本
決
定
は
、
領
域
国
が
通
常
行
う
行
為
か
ど
う
か
を
基
準
に
（
Ａ
）
と
「
公
権
力
」
基
準
を
区
別
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
他
方
で
何
が
「
管
轄
」
を
肯
定
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
か
を
み
る
と
、（
Ａ
）
と
（
Ｃ
）
は
行
為
に
対
す

る
国
際
的
承
認
（
慣
習
国
際
法
、
条
約
ま
た
は
領
域
国
の
事
実
上
の
同
意
）
が
存
在
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
概
念
上
区
別

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
国
際
的
承
認
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
点
で
、
国
家
管
轄
権
に
基
づ
く
適
用
も
（
Ａ
）
お
よ
び
（
Ｃ
）
と
同
様

の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ら
に
対
し
て
（
Ｂ
）
の
類
型
で
は
そ
の
よ
う
な
承
認
は
求
め
ら
れ
ず
、
軍
事
占
領
に
よ
る

実
際
上
の
力
の
行
使
で
十
分
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
た
が
っ
て
整
理
し
直
す
と
、
欧
州
人
権
条
約
が
領
域
外
に
適
用
さ
れ
る
の
は
、
軍
事
占
領
の
場
合
─
─
す
な
わ
ち
、
前
述
の
地
域
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支
配
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
─
─
を
除
く
と
、
領
域
外
行
為
に
対
す
る
一
定
の
国
際
的
承
認
（
国
家
管
轄
権
、
慣
習
国
際
法
、
条

約
ま
た
は
領
域
国
の
事
実
上
の
同
意
）
が
存
在
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
際
的
承
認
が
必
ず
し
も
国
際
法
上
の
権
限
を

含
意
し
な
い
と
し
て
も
、
領
域
外
行
為
を
明
示
的
な
い
し
黙
示
的
に
承
認
す
る
国
際
法
規
範
の
存
否
が
、「
管
轄
」
解
釈
の
決
め
手
と

な
る
こ
と
が
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
本
決
定
の
解
釈
は
、「
権
限
あ
る
国
家
機
関
」
の
行
為
で
あ
る
こ
と
以
外
に
条
件
を
付
さ
な
か
っ

た
、
前
述
の
欧
州
人
権
委
員
会
の
そ
れ
と
比
べ
て
非
常
に
制
限
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

本
決
定
が
国
際
的
承
認
と
い
う
規
範
的
要
素
を
「
管
轄
」
行
使
の
要
件
と
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
学
説
上
厳
し
い
批
判
が
向
け
ら
れ

て
き
た
。
本
決
定
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
国
家
管
轄
権
や
領
域
国
の
同
意
等
に
基
づ
く
権
限
を
有
さ
な
い
国
家
が
、
ま
さ
に
そ
の
欠
如
を

理
由
に
、
欧
州
人
権
条
約
上
の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
だ
が
シ
ャ
ナ
イ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
合
法
行
為
国
と
の
比

較
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
国
を
有
利
に
扱
う
理
由
は
見
出
し
が
た
い
。
加
え
て
、
加
害
国
と
被
害
者
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
行
為

の
法
的
性
格
は
一
般
に
当
該
行
為
の
個
人
に
対
す
る
加
害
性
の
有
無
を
左
右
し
な
い
。
例
え
ば
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
「
安

保
理
」
と
い
う
）
の
授
権
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
射
殺
行
為
と
、
違
法
な
執
行
管
轄
権
行
使
を
構
成
す
る
そ
れ
が
、
被
害
者
個
人
に
と

っ
て
撃
ち
殺
さ
れ
る
と
い
う
ま
っ
た
く
同
じ
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 

（
Ⅲ
）
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
ほ
か
対
英
国
事
件
欧
州
人
権
裁
判
所
判
決

　

バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
で
示
さ
れ
た
立
場
は
後
の
実
行
で
も
概
ね
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
一
定
の
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
裁
判
所
は
「
管
轄
」
を
国
家
管
轄
権
と
み
な
す
原
則
を
崩
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
例
外
的
に
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
る
場

合
を
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
よ
り
も
広
げ
て
き
た
。
そ
れ
を
最
も
端
的
に
示
す
事
例
が
、
二
〇
一
一
年
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
ほ
か
対

英
国
事
件
判
決
で
あ
る
。
本
件
は
、
英
国
の
管
理
下
に
あ
っ
た
イ
ラ
ク
南
東
部
地
域
で
発
生
し
た
射
殺
・
暴
行
事
件
へ
の
英
国
の
調
査

（
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義
務
が
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
裁
判
所
は
領
域
外
に
「
管
轄
」
が
及
ぶ
例
外
的
な
場
合
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
整
理
を
試
み
て
い

る
。
ま
ず
、
領
域
外
へ
の
「
管
轄
」
は
、
地
域
支
配
ま
た
は
個
人
支
配
が
及
ぶ
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
次
に
後
者
は
、（
Ａ
）
外
交
関

係
職
員
を
通
じ
て
人
に
「
権
限
お
よ
び
支
配
」
を
及
ぼ
す
場
合
、（
Ｂ
）
領
域
国
の
「
同
意
、
要
請
ま
た
は
黙
認
」
を
通
じ
て
、「
通
常

で
あ
れ
ば
領
域
国
政
府
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
公
権
力
の
一
部
ま
た
は
全
部
」
を
行
使
す
る
場
合
、
お
よ
び
（
Ｃ
）
公
務
員
に
よ
る
拘

禁
と
い
っ
た
「
実
力
行
使
（theuseofforce

）」
が
行
わ
れ
る
場
合
の
三
類
型
に
細
分
化
さ
れ
る
と
い
う
。

　

バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
と
対
照
す
る
と
、（
Ａ
）
は
国
際
法
で
認
め
ら
れ
た
特
定
公
務
員
（
外
交
官
等
）
の
行
為
に
基
づ
く

「
管
轄
」
に
、（
Ｂ
）
は
「
公
権
力
」
基
準
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
（
Ｃ
）
の
「
実
力
行
使
」
に
よ
る
「
管

轄
」
認
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
逮
捕
・
拘
禁
等
に
よ
っ
て
国
家
が
「
物
理
的
力
お
よ
び
支
配
力
を
人
に
及
ぼ
す
」
場
合
に
「
管
轄
」
を

認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
二
者
と
は
異
な
り
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件

判
決
で
引
用
さ
れ
た
拘
禁
に
関
す
る
諸
事
例
で
は
、
逮
捕
・
拘
禁
行
為
を
行
う
た
め
の
権
限
の
存
在
と
い
っ
た
行
為
の
法
的
性
格
は
検

討
さ
れ
て
お
ら
ず
、
拘
禁
に
よ
る
加
害
事
実
の
み
を
も
っ
て
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
は
先
例

の
整
理
を
通
じ
て
「
実
力
行
使
」
に
基
づ
く
新
た
な
「
管
轄
」
認
定
基
準
を
提
示
し
、
例
外
と
し
て
の
領
域
外
適
用
の
幅
を
広
げ
た
も

の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
実
力
行
使
」
基
準
が
適
用
さ
れ
る
典
型
例
は
、
逮
捕
、
拘
禁
ま
た
は
殴
打
と
い
っ
た
、
加
害
公
務
員
と
被
害
者
と
の
間
に
直
接
の

身
体
的
接
触
を
伴
う
行
為
で
あ
る
。
他
方
で
拳
銃
に
よ
る
射
殺
の
よ
う
な
、
被
害
者
と
加
害
者
が
物
理
的
に
離
れ
て
い
る
行
為
に
対
し

て
「
実
力
行
使
」
基
準
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件
判
決
は
、
英
国
が
安
保
理
決
議
を
通
じ
て
イ
ラ
ク
南
東

部
地
域
の
治
安
維
持
権
限
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
依
拠
し
て
「
公
権
力
」
基
準
を
適
用
し
て
お
り
、「
実
力
行
為
」
基
準
の
一
節
は
い

わ
ば
傍
論
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
加
え
て
、
空
爆
が
被
害
者
に
与
え
た
影
響
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
し
た
前
述
の
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ

（
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チ
事
件
決
定
は
、
そ
の
後
の
判
例
法
上
も
明
確
に
覆
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
と
こ
ろ
、
加
害
者
と
被
害
者
間
の
身
体

的
接
触
の
有
無
で
射
殺
や
空
爆
行
為
と
暴
行
・
拘
禁
行
為
が
区
別
さ
れ
、
前
者
に
は
「
実
力
行
使
」
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
余
地
が
残

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
身
体
的
接
触
を
伴
う
後
者
の
事
例
で
は
、
そ
の
加
害
事
実
を
証
明
す
る
こ
と
で
「
管
轄
」
が
及
ぶ
の
に
対
し
て
、
射

殺
や
空
爆
の
場
合
に
は
、
領
域
国
の
同
意
等
に
基
づ
く
国
際
的
承
認
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
著
し
い
相
違
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
す

な
わ
ち
、「
実
力
行
使
」
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
行
為
に
は
、
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
が
抱
え
る
前
述
の
問
題
─
─
一
定
の
国
際

的
承
認
を
伴
わ
な
い
行
為
は
「
管
轄
」
を
生
じ
さ
せ
な
い
─
─
が
な
お
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

三　

学
説
の
展
開

 

（
1
）
国
家
の
義
務
履
行
能
力
へ
の
着
目
─
そ
の
帰
結
と
し
て
の
消
極
的
／
積
極
的
義
務
二
分
論

　

前
述
の
よ
う
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
空
爆
と
い
う
意
図
的
な
加
害
行
為
に
条
約
が
適
用
さ
れ
な
い
と
の
立
場
を
示
し
、
そ
れ
は
現

在
で
も
基
本
的
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
問
題
視
し
て
、
学
説
で
は
意
図
し
て
引
き
起
こ
し
た
結
果
に
つ
い
て
は

「
管
轄
」
が
及
ぶ
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
き
た
。
例
え
ば
ロ
ー
ソ
ン
は
、
生
じ
た
被
害
と
国
家
の
領
域
外
行
為
と
の
間
に
「
直
接
か
つ

即
時
の
つ
な
が
り
」
が
あ
る
場
合
は
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
と
主
張
す
る
。
同
様
の
見
解
は
、
自
由
権
規
約
委
員
会
ロ
ペ
ス
・

ブ
ル
ゴ
ス
対
ウ
ル
グ
ア
イ
事
件
に
お
い
て
ト
ム
シ
ャ
ッ
ト
が
示
し
た
、「〔
自
由
権
〕
規
約
の
履
行
を
妨
げ
う
る
客
観
的
困
難
」
が
存
在

す
る
場
合
に
は
領
域
外
適
用
が
否
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
締
約
国
は
「
故
意
で
意
図
的
な
攻
撃
を
実
行
す
る
た
め
の
無
制
限
の
裁
量
的

権
力
」
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
と
の
個
別
意
見
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
だ
し
こ
れ
ら
の
学
説
は
、
な
ぜ
直
接
的
・
意
図
的
な
加
害
行
為
に
は
「
管
轄
」
が
及
ぶ
べ
き
な
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
示
し

（
42
）

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（阪大法学）69（6-266）　1450〔2020.3〕



人権条約の領域外適用（一）　

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
そ
れ
ら
を
端
緒
と
し
て
、
以
降
の
研
究
で
は
領
域
外
で
人
権
保
障
を
実
効
的
に
行
え
る
場
合
に
は
人

権
保
障
義
務
を
負
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
可
能
な
場
合
に
は
義
務
を
負
わ
な
い
、
と
い
う
考
え
方
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
人
権
条
約
の
領
域
外
適
用
可
能
性
を
、
締
約
国
の
義
務
履
行
能
力
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

り
、
以
後
便
宜
的
に
履
行
能
力
説
と
呼
称
す
る
。
確
か
に
初
期
の
学
説
に
お
い
て
も
、「
管
轄
」
を
否
定
す
る
た
め
の
消
極
的
な
理
由

と
し
て
履
行
能
力
説
的
な
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
た
。
前
述
し
た
ロ
ー
ソ
ン
の
論
文
で
は
、
領
域
外
義
務
は
締
約
国
に
と
っ
て
「
耐
え

ら
れ
な
い
負
担
」
と
な
る
べ
き
で
な
い
こ
と
が
説
か
れ
た
ほ
か
、
ト
ム
シ
ャ
ッ
ト
は
、「
履
行
を
妨
げ
う
る
客
観
的
困
難
」
が
領
域
外

適
用
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
後
続
の
学
説
は
履
行
能
力
を
消
極
的
理
由
と
し
て

だ
け
で
な
く
、
領
域
外
に
「
管
轄
」
を
及
ぼ
す
積
極
的
な
根
拠
と
し
て
も
用
い
て
い
る
こ
と
に
特
色
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

履
行
能
力
説
は
、
各
々
の
義
務
が
ど
の
よ
う
に
し
て
履
行
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
諸
義
務
の
履
行

に
あ
た
っ
て
要
求
さ
れ
る
国
家
行
為
（
作
為
お
よ
び
不
作
為
）
が
何
で
あ
る
か
に
着
目
し
、
そ
れ
を
基
に
適
用
基
準
を
類
型
化
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
に
発
展
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
、
人
権
条
約
上
の
消
極
的
義
務
と
積
極
的
義
務
と
を
区
別
し
、
前
者
の
領
域
外
適
用
は
後

者
よ
り
緩
や
か
な
基
準
で
認
め
ら
れ
る
と
説
く
消
極
的
／
積
極
的
義
務
二
分
論
が
学
説
上
盛
ん
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
代
表
的

な
研
究
の
一
つ
で
あ
る
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
の
共
著
論
文
は
、
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
「『
べ
き
』
は
『
能
う
』
を
含
意
す
る
」
と

い
う
原
則
に
依
拠
し
て
「
管
轄
」
概
念
を
履
行
能
力
と
関
連
付
け
た
上
で
、
両
義
務
の
領
域
外
適
用
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。

す
な
わ
ち
、「
管
轄
」
に
よ
っ
て
領
域
外
適
用
の
範
囲
が
狭
め
ら
れ
る
の
は
積
極
的
義
務
の
み
で
あ
り
、
消
極
的
義
務
は
無
条
件
に
領

域
外
に
及
ぶ
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
積
極
的
義
務
に
つ
い
て
は
、
領
域
外
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
積
極
的
措
置
を
と
る
よ
う
国
家
に

求
め
る
の
は
、
領
域
主
権
に
基
づ
く
現
行
国
際
法
制
度
に
照
ら
す
と
事
実
上
ま
た
は
法
的
に
不
可
能
な
要
求
で
あ
り
、
か
つ
、
他
国
の

事
情
の
改
善
の
た
め
に
資
源
を
投
入
す
る
の
は
非
効
率
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
締
約
国
が
積
極
的
義
務
を
履
行
し
う
る

（
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の
は
自
国
領
域
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
状
態
に
あ
る
占
領
地
域
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
地
域
支
配
が
確
立
し
た
場

合
に
は
じ
め
て
同
義
務
が
領
域
外
に
適
用
さ
れ
る
、
と
。

　

他
方
で
、
消
極
的
義
務
が
無
条
件
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
論
文
は
次
の
よ
う
に
説
く
。
例
え
ば
、
国
家
が
あ
る
個
人
を

殺
害
し
よ
う
と
試
み
、
実
際
に
殺
害
に
成
功
し
た
場
合
、
当
該
国
家
は
「
殺
害
す
る
能
力
」
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
能
力
の
有
無
を
議
論
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
消
極
的
義
務
の
違
反
は
作
為
に
よ
っ
て
生
じ
る

た
め
に
、
作
為
が
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
（
殺
害
が
成
功
し
た
場
合
）
に
は
、
当
然
に
「
殺
害
す
る
能
力
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
殺
害
と
い
う
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
消
極
的
義
務
の
適
用
が
及
ば
な
い
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
殺
害
に

失
敗
し
た
場
合
に
は
そ
れ
を
控
え
る
義
務
が
生
じ
な
い
と
い
う
構
成
も
不
自
然
で
あ
る
た
め
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
結
果
に
か
か
わ

ら
ず
当
該
義
務
を
負
っ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
同
論
文
に
よ
る
と
、
消
極
的
義
務
に
つ
い
て
は

常
に
適
用
が
及
ぶ
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
方
が
妥
当
な
理
解
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
は
義
務
違
反
的
行
為
を
行
う
能
力
（「
殺
害
す
る
能
力
」）
を
論
じ
る
こ
と
の
無
意
味
さ
か
ら
、
消
極
的
義
務
と

「
管
轄
」
概
念
は
無
関
係
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
。
他
方
で
消
極
的
／
積
極
的
義
務
二
分
論
を
説
く
論
考
の
中
に
は
、
消
極
的
義
務
は

国
家
が
殺
害
等
を
行
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
の
み
で
履
行
で
き
る
と
い
う
履
行
の
容
易
さ
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
履
行
能
力
に
基
づ
く

説
明
を
貫
徹
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
指
導
的
な
論
者
で
あ
る
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
基
本
的
に
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
の
義
務
二
分
論
を

踏
襲
し
つ
つ
、
消
極
的
義
務
が
無
条
件
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
履
行
能
力
か
ら
説
明
し
て
い
る
。
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る

と
、
あ
る
作
為
を
控
え
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
消
極
的
義
務
は
、
国
家
が
当
該
作
為
を
な
さ
な
い
と
い
う
意
思
決
定
を
行
う
だ
け
で
履

行
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
消
極
的
義
務
の
履
行
に
あ
た
っ
て
、
周
辺
事
情
や
被
害
者
に
対
す
る
支
配
の
程
度
を
検
討
す
る
必
要
は

な
く
、
国
家
は
、
当
然
に
及
ぼ
し
て
い
る
は
ず
の
自
国
公
務
員
に
対
す
る
支
配
を
も
っ
て
、
常
に
義
務
履
行
が
可
能
な
状
態
に
あ
る
の

（
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）

（
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）
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人権条約の領域外適用（一）　

だ
と
い
う
。
こ
こ
で
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
消
極
的
義
務
は
無
条
件
に
及
ぶ
と
す
る
点
で
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
と
同
様
の
結
論
に
至
っ

て
い
る
が
、
そ
の
理
由
を
同
義
務
が
構
造
上
常
に
履
行
可
能
で
あ
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
。
な
お
、
支
配
の
及
ぶ
対
象
と
い
う
点
で
は
、

実
行
が
支
配
を
個
人
と
い
う
加
害
行
為
の
客
体
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
に
、
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
議
論
で
は

消
極
的
義
務
に
関
す
る
限
り
で
、
支
配
の
及
ぶ
先
は
加
害
行
為
主
体
で
あ
る
公
務
員
に
読
み
替
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
領
域
外
適
用

を
、
実
質
的
に
加
害
行
為
の
帰
属
か
ら
判
断
す
る
理
解
で
あ
り
、
締
約
国
は
自
ら
に
帰
属
す
る
作
為
に
つ
い
て
常
に
消
極
的
義
務
の
適

用
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

　

履
行
能
力
説
と
そ
の
帰
結
と
し
て
の
消
極
的
／
積
極
的
義
務
二
分
論
は
、
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
多
く
の
学
説
で
採
ら
れ
て
い

る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
消
極
的
義
務
の
領
域
外
適
用
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
か
、
少
な
く
と
も
極
め
て
緩
や
か
に
認
め
る
一

方
で
、
積
極
的
義
務
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
領
域
外
で
保
障
す
る
こ
と
が
困
難
な
い
し
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
自
国
領
域
内

と
支
配
地
域
に
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
。
履
行
能
力
説
お
よ
び
二
分
論
は
、
空
爆
と
い
う
故
意
で
か
つ
直
接
的
な
加
害
行
為
に
「
管

轄
」
を
認
め
な
か
っ
た
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
へ
の
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
た
経
緯
を
持
つ
こ
と
も
あ
り
、
消
極
的
義
務
の
適
用

拡
大
を
図
る
理
論
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
本
稿
は
主
と
し
て
積
極
的
義
務
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
消
極
的
義
務
一
般

に
つ
い
て
ほ
ぼ
無
制
約
な
適
用
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
評
価
を
保
留
し
た
い
。
だ
が
、
表
現
の
自
由
の
よ
う
な
社
会
に
よ
っ
て

制
限
の
程
度
が
異
な
る
こ
と
を
許
容
し
う
る
権
利
は
と
も
か
く
、
生
命
の
恣
意
的
剥
奪
や
拷
問
を
禁
止
す
る
消
極
的
義
務
に
つ
い
て
は
、

地
理
的
制
約
を
廃
し
て
普
遍
的
な
適
用
を
肯
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

 

（
2
）
積
極
的
義
務
の
適
用

　

し
か
し
積
極
的
義
務
に
つ
い
て
み
る
と
、
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
の
よ
う
に
そ
の
適
用
を
地
域
支
配
が
及
ぶ
場
合
に
限
定
す
る
こ
と
は
、

（
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）
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）

（阪大法学）69（6-269）　1453〔2020.3〕



論　　　説

制
限
的
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
拘
禁
下
に
あ
る
個
人
に
対
す
る
食
糧
の
提
供
義
務
の
よ
う
な
、
個
人
ベ
ー
ス
で
課
さ

れ
る
べ
き
積
極
的
義
務
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
地
域
の
占
領
レ
ヴ
ェ
ル
に
至
ら
な
い
限
り
そ
の
よ
う
な
義
務
が
生
じ
な
い
と
考
え

る
の
は
妥
当
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
第
三
モ
デ
ル
（aT

hirdM
odel

）」
で
は
次
の
よ
う
な
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
。
同
氏

に
よ
る
と
積
極
的
義
務
は
次
の
二
類
型
に
区
分
さ
れ
る
。
一
つ
は
「
国
家
の
確
保
義
務
（Stateʼsobligationtosecureoren-

sure

）」
と
い
う
類
型
で
、
典
型
的
に
は
私
人
の
よ
う
な
第
三
者
に
よ
る
人
権
侵
害
を
防
止
す
る
義
務
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
手
続

的
ま
た
は
予
防
的
な
積
極
的
義
務
（[p]rophylacticandproceduralpositiveobligations

）」
で
あ
り
、
例
え
ば
欧
州
人
権
条
約

第
二
条
に
包
含
さ
れ
る
、
公
務
員
が
関
与
し
た
殺
害
行
為
に
つ
い
て
実
効
的
な
調
査
を
行
う
義
務
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
実
体
的
権

利
の
保
障
を
真
に
実
効
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
課
さ
れ
る
義
務
で
あ
る
と
い
う
。

　

ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
こ
の
よ
う
に
積
極
的
義
務
を
二
分
し
た
上
で
、
積
極
的
義
務
は
「
耐
え
ら
れ
な
い
、
ま
た
は
不
釣
合
い
な
負
担

を
当
局
に
課
す
」
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
を
参
照
し
つ
つ
、
義
務
の
履
行
が
何
に
依
存
し
て

い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
適
用
基
準
を
導
出
す
る
。
ま
ず
、
前
者
の
「
確
保
義
務
」
は
地
域
支
配
が
及
ぶ
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と

い
う
。
な
ぜ
な
ら
当
該
義
務
は
、
法
制
度
の
設
計
・
運
用
や
、
私
人
に
よ
る
人
権
侵
害
を
防
止
し
か
つ
侵
害
行
為
の
実
行
者
を
処
罰
す

る
義
務
等
か
ら
成
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
に
そ
の
履
行
の
た
め
に
は
多
面
的
か
つ
長
期
的
な
国
家
活
動
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
活
動

は
国
家
の
立
法
、
行
政
お
よ
び
司
法
作
用
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
国
家
は
通
常
自
国
領
域
内
で
し
か
そ
れ
を
十
分
に
実
施
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
義
務
は
占
領
等
を
通
じ
て
事
実
上
自
国
領
域
類
似
の
支
配
を
及
ぼ
す
地
域
に
の
み
及
ぶ
と
い
う
。
例
え
ば
支

配
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
外
国
領
域
で
私
人
に
よ
る
殺
害
が
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
調
査
を
実
施
す
る
こ
と
は
「
不
可
能
で
は
な
く
と
も
、

実
際
上
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
」
と
、
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
主
張
す
る
。
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人権条約の領域外適用（一）　
　

一
方
で
同
じ
調
査
を
実
施
す
る
義
務
で
は
あ
る
が
、
私
人
の
加
害
行
為
を
国
家
が
第
三
者
的
立
場
で
調
査
す
る
場
合
の
「
確
保
義

務
」
と
は
異
な
り
、
自
国
公
務
員
の
加
害
事
実
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
義
務
は
、
後
者
の
手
続
的
・
予
防
的
義
務
に
属
す
る
。
そ
し
て

ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
と
、
後
者
が
履
行
可
能
か
ど
う
か
は
「
自
国
公
務
員
に
対
す
る
国
家
の
支
配
に
の
み
依
存
す
る
」。
領
域
外

で
自
国
正
規
軍
が
侵
害
行
為
を
行
っ
た
場
合
を
例
に
み
れ
ば
、
国
家
は
「
自
ら
の
軍
隊
の
行
為
に
つ
い
て
調
査
を
行
い
さ
え
す
れ
ば
よ

い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
調
査
の
実
施
は
、
基
本
的
に
完
全
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
手
続
的
・
予
防
的
義
務

は
、
自
国
公
務
員
に
支
配
を
及
ぼ
し
て
さ
え
い
れ
ば
履
行
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
消
極
的
義
務
と
共
通
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
消
極
的
義
務
と
同
様
に
当
該
義
務
は
無
条
件
に
領
域
外
に
及
ぶ
と
い
う
。

　

ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
て
、
消
極
的
義
務
と
手
続
的
・
予
防
的
な
積
極
的
義
務
の
普
遍
的
な
適
用
を
認
め
つ
つ
、

「
確
保
義
務
」
の
適
用
を
地
域
支
配
が
及
ぶ
場
合
に
限
定
す
る
モ
デ
ル
を
提
示
す
る
。
こ
れ
は
、
積
極
的
義
務
の
履
行
が
何
に
依
存
す

る
か
を
分
析
し
、
当
該
義
務
を
二
類
型
に
分
け
る
こ
と
で
、
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
の
学
説
よ
り
も
積
極
的
義
務
が
適
用
さ
れ
る
場
合
を

広
げ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
3
）
学
説
へ
の
批
判

　

し
か
し
な
が
ら
、
履
行
能
力
説
に
は
後
述
す
る
二
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
、「
管
轄
」
条
項
が
持
つ
機

能
を
確
認
し
、
も
っ
て
「
管
轄
」
解
釈
に
お
い
て
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
要
素
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。
国
際
条
約
は
、
締
約
国
間
で

権
利
義
務
を
配
分
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
秩
序
を
形
成
・
維
持
す
る
働
き
を
持
つ
が
、
人
権
条
約
に
お
い
て
こ
の
配
分
を
行
う
の
が

「
管
轄
」
条
項
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
管
轄
」
条
項
は
個
人
の
所
在
す
る
場
所
に
基
づ
い
て
人
権
保
障
義
務
を
締
約
国
に
課
す
こ
と
で
、

あ
る
個
人
・
事
態
に
関
し
て
人
権
を
保
障
す
べ
き
国
家
と
そ
う
で
な
い
国
家
を
決
め
る
機
能
を
果
た
す
。
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論　　　説
　

敷
衍
す
れ
ば
、「
管
轄
」
条
項
は
一
個
人
と
国
家
間
の
ミ
ク
ロ
な
関
係
で
は
、
両
者
の
間
に
権
利
義
務
関
係
を
発
生
さ
せ
る
機
能
を

持
つ
。
他
方
で
締
約
国
全
体
に
お
け
る
義
務
の
配
分
と
い
う
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
見
る
と
、「
管
轄
」
は
人
権
保
障
義
務
を
負
う
国
の

範
囲
（
複
数
の
可
能
性
も
あ
る
し
、
ど
の
国
も
負
わ
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
）
を
限
定
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
に

鑑
み
れ
ば
、「
管
轄
」
条
項
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
二
点
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
、
国
家
に
適
切
に
義
務
を
負
わ

せ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
特
に
義
務
を
負
う
べ
き
と
思
わ
れ
る
国
家
の
義
務
逃
れ
を
阻
止
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
締

約
国
間
で
義
務
の
適
用
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
生
じ
た
人
権
侵
害
と
無
関
係
な
締

約
国
に
ま
で
義
務
が
広
が
り
す
ぎ
な
い
か
が
論
点
と
な
る
。

　

以
下
で
は
履
行
能
力
説
が
こ
れ
ら
二
点
に
十
分
に
答
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
先
に
後
者
の
論
点
を
義
務
履
行
国
の
限

定
可
能
性
と
題
し
て
検
討
し
、
次
い
で
前
者
の
義
務
逃
れ
を
阻
止
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

 

（
Ⅰ
）
義
務
履
行
国
の
限
定
可
能
性

　

第
一
の
問
題
は
、
履
行
能
力
説
で
は
義
務
を
負
う
締
約
国
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

積
極
的
義
務
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
、
私
人
に
よ
る
人
権
侵
害
を
防
止
す
る
義
務
（
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
類
型
で
は
「
確
保

義
務
」
の
一
部
で
あ
る
）
を
例
に
挙
げ
て
検
討
し
よ
う
。
当
該
義
務
は
、
自
ら
の
能
力
の
範
囲
内
で
可
能
な
措
置
の
実
施
を
求
め
る
、

「
相
当
の
注
意
義
務
」
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
特
定
事
態
の
防
止
と
い
う
目
的
に
資
す
る
措
置
の
う
ち
、
国
家
が
実
施
し

得
る
最
大
限
の
実
施
を
要
求
す
る
行
為
の
義
務
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
は
重
す
ぎ
る
義
務
を
課
さ
れ
な
い
一
方
で
、
そ
の
能
力
の

範
囲
内
で
な
し
う
る
措
置
が
存
在
し
な
い
場
合
を
除
け
ば
、
何
ら
か
の
措
置
を
と
る
義
務
を
常
に
負
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、

当
該
義
務
は
国
家
の
義
務
履
行
能
力
と
い
う
要
素
を
内
包
し
て
お
り
、
当
該
能
力
に
応
じ
て
課
さ
れ
る
義
務
が
変
容
す
る
こ
と
を
前
提

（
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と
し
て
い
る
。

　

当
該
義
務
が
及
ぶ
締
約
国
の
範
囲
を
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
決
め
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
当
該
義
務
は
国
家
に
と

り
う
る
措
置
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
場
合
を
除
い
て
完
全
に
は
消
失
し
な
い
た
め
に
、
多
数
の
締
約
国
が
同
時
に
そ
の
履
行
主
体
と

な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、
事
態
の
改
善
の
た
め
に
私
人
や
第
三
国
ま
た
は
国
際
機
関
に
対
し
て
外
交
的
手
段
を
用
い
る
義
務
ま

で
含
め
る
と
、
強
い
交
渉
力
・
影
響
力
を
持
つ
大
国
の
義
務
が
消
失
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
防
止

す
べ
き
事
態
と
は
無
関
係
な
第
三
国
が
義
務
を
負
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
妥
当
か
が
問
題
と
な
る
こ
と
に
加
え
、
義
務
履
行
の
評

価
と
責
任
追
及
の
両
面
で
難
が
多
か
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
義
務
履
行
国
の
過
度
な
拡
大
と
い
う
問
題
は
、
履
行
が
容
易
な
他
の
積
極
的

義
務
に
つ
い
て
同
様
に
当
て
は
ま
る
。
関
連
し
て
シ
ャ
ナ
イ
は
、
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件
に
お
い
て
ボ
ネ
ロ
判
事
が
示
し
た
履
行
能
力

説
的
な
「
管
轄
」
解
釈
に
対
し
て
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
飢
餓
に
苦
し
む
人
々
に
対
し
て
、
米
国
が
食
糧
を
供
与
す
る
義
務

を
負
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
等
と
批
判
し
て
い
る
。

　

確
か
に
、
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
や
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
学
説
は
、
積
極
的
義
務
は
一
般
に
地
域
支
配
が
な
け
れ
ば
実
効
的
に
履
行
で
き

な
い
と
擬
制
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
履
行
国
の
広
が
り
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
当
該
問
題
を
見
落
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
積
極
的
義
務
の
内
容
を
つ
ぶ
さ
に
見
る
と
そ
の
よ
う
な
擬
制
は
維
持
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
履
行
に
際
し
て
必
要
と
な
る
能
力
の
程
度
は
一
様
で
は
な
く
、
ま
た
、
防
止
義
務
の
よ
う
に
能
力
に
応
じ
て
課
さ

れ
る
義
務
の
内
容
が
変
化
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
履
行
能
力
説
と
理
論
的
に
噛
み
合
わ
せ
が
悪
い
。
特
に
そ
の
よ
う
な
広
範
で
か
つ

段
階
的
な
性
格
を
持
つ
義
務
に
つ
い
て
は
、
単
に
履
行
が
可
能
な
国
家
に
義
務
を
負
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
事
態
を
惹
起
し
た

潜
在
的
加
害
国
に
限
る
と
い
っ
た
形
で
履
行
国
の
範
囲
を
予
め
絞
っ
て
お
く
方
が
制
度
的
に
も
穏
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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（
Ⅱ
）
義
務
を
逃
れ
る
国
家
の
発
生

　

第
二
に
、
国
家
対
個
人
の
ミ
ク
ロ
な
関
係
に
お
い
て
、
義
務
の
履
行
が
不
可
能
な
い
し
困
難
な
場
合
に
そ
の
適
用
を
否
定
す
べ
き
と

は
必
ず
し
も
い
え
な
い
。
例
え
ば
人
権
侵
害
発
生
へ
の
関
与
と
い
っ
た
、
責
に
帰
す
べ
き
事
由
が
締
約
国
に
存
す
る
場
合
に
、
当
該
国

が
自
身
の
能
力
の
欠
如
を
理
由
に
義
務
を
免
れ
る
と
す
れ
ば
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
締
約
国
は
、
他
の
事
情
に
よ
ら
ず
義
務
を
負

う
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
が
最
も
顕
著
に
表
れ
る
例
と
し
て
、
国
家
責
任
法
上
の
責
任
解
除
の
二
次
規
則
を

反
映
す
る
、
効
果
的
な
救
済
措
置
を
実
施
す
る
義
務
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
義
務
は
、
先
行
す
る
国
家
の
条
約
違
反
か
ら
生
じ
、
そ
の

被
害
者
に
対
す
る
一
定
の
補
償
措
置
（
原
状
回
復
や
金
銭
的
賠
償
等
）
の
実
施
を
違
反
国
に
課
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
救
済
義
務
は

侵
害
さ
れ
る
権
利
の
性
格
に
応
じ
て
内
容
が
変
わ
り
う
る
。
特
に
本
稿
の
主
要
な
検
討
対
象
で
あ
る
生
命
・
身
体
の
保
護
に
関
す
る
諸

規
定
の
違
反
時
に
は
、
調
査
・
訴
追
・
処
罰
義
務
が
救
済
義
務
か
ら
も
生
じ
る
こ
と
に
加
え
、
被
害
者
に
対
す
る
謝
罪
や
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
の
提
供
が
義
務
内
容
に
含
ま
れ
う
る
。

　

締
約
国
が
領
域
外
で
拷
問
を
行
っ
た
事
例
を
考
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
領
域
外
の
拷
問
行
為
地
に
お
い
て
司
法
・
警
察
機
構
を
合
法

的
に
運
用
で
き
な
い
と
い
っ
た
、
効
果
的
救
済
措
置
の
実
施
を
不
可
能
な
い
し
困
難
に
す
る
事
情
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
義
務
自
体
の
適
用
を
免
れ
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
理
論
的
基
礎
を
同
じ
く
す
る
国
家
責
任
法

上
の
責
任
解
除
義
務
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
よ
り
明
瞭
と
な
る
。
一
般
に
責
任
解
除
義
務
は
、
国
家
に
帰
属
す
る
作
為
ま
た
は
不

作
為
が
国
際
義
務
に
違
反
す
る
場
合
に
生
じ
、
同
解
除
義
務
に
よ
る
と
責
任
国
は
可
能
な
限
り
違
法
行
為
の
結
果
を
払
拭
し
、
そ
の
行

為
が
な
け
れ
ば
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
状
態
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
責
任
国
の
当
該
解
除
義
務
の
履
行
能
力
が
考
慮

さ
れ
う
る
の
は
、
そ
の
救
済
・
回
復
方
法
の
選
択
に
つ
い
て
の
み
─
─
原
状
回
復
が
不
可
能
な
ら
、
金
銭
賠
償
に
よ
る
と
い
っ
た
形
で

─
─
で
あ
り
、
当
該
義
務
を
負
う
こ
と
自
体
は
違
反
時
に
す
で
に
確
定
し
て
い
る
。
こ
れ
を
人
権
条
約
上
の
救
済
義
務
と
対
照
す
る
と
、
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当
該
義
務
の
適
用
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
大
元
の
責
任
解
除
義
務
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
相
当
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
履
行
能
力
の
欠
如
が

そ
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
の
は
不
均
衡
な
帰
結
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
人
権
条
約
違
反
国
が
一
定
の
実
効
的
救
済
措
置
を
実

施
で
き
な
い
場
合
に
は
、
救
済
義
務
の
義
務
内
容
を
履
行
可
能
な
レ
ヴ
ェ
ル
へ
と
調
整
す
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
自
体
を
単
に
別
個
の

義
務
違
反
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
特
に
当
該
義
務
に
関
し
て
は
、
そ
の
適
用
可
否
に
履
行
能
力
が
影
響
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
国
家
責
任
解
除
の

規
則
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
条
約
違
反
を
構
成
す
る
先
行
行
為
に
よ
っ
て
「
管
轄
」
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
適
用
が
肯
定
さ
れ
る

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
履
行
能
力
が
考
慮
要
素
に
な
り
う
る
の
は
、
責
任
解
除
の
方
法
に
相
当
す
る
、
実
際
に
課
さ
れ
る
義

務
の
内
容
に
関
し
て
の
み
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
が
最
も
わ
か
り
や
す
い
救
済
義
務
の
場
合
で
あ
る
が
、
拷
問
や
恣
意
的
殺
害
の
禁
止
等
の
実
体
的
義
務
か
ら
生
ず
る
、
調
査
義

務
や
訴
追
・
処
罰
義
務
と
い
っ
た
積
極
的
義
務
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
が
生
ず
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
締
約

国
が
行
っ
た
拷
問
等
を
構
成
し
う
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
被
害
状
況
を
解
明
し
潜
在
的
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
拷
問
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
先
行
行
為
を
起
点
と
し
て
発
生
す
る
義
務
で
あ
り
、
た
と
え
条
約
違
反
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
し

て
も
、
そ
の
適
用
に
当
た
っ
て
当
該
先
行
行
為
の
存
在
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

な
お
、
前
述
の
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
手
続
的
・
予
防
的
義
務
に
関
す
る
議
論
は
、
調
査
義
務
等
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
な
い

こ
と
を
説
く
点
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
あ
る
程
度
共
有
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
氏
は
そ
の
理
由
を
手
続
的
・
予
防
的

義
務
の
履
行
の
容
易
さ
か
ら
説
明
し
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
履
行
能
力
に
依
拠
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ

ッ
チ
に
よ
る
と
、
加
害
行
為
地
の
現
場
検
証
や
、
外
国
に
所
在
す
る
加
害
者
に
対
す
る
調
査
・
訴
追
と
い
っ
た
措
置
の
実
効
性
は
、

「
自
国
公
務
員
に
対
す
る
国
家
の
支
配
に
の
み
依
存
す
る
」。
だ
が
、
領
域
外
行
為
に
関
す
る
調
査
の
実
施
は
、
そ
れ
が
自
国
公
務
員

（
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に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
は
し
ば
し
ば
困
難
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ク
ニ
エ
ヴ
ェ
が
指
摘
す
る
よ

う
に
、
加
害
行
為
地
に
お
け
る
武
力
紛
争
に
加
え
て
、
目
撃
者
の
死
亡
・
難
民
化
、
あ
る
い
は
領
域
国
に
よ
る
調
査
実
施
へ
の
同
意
の

欠
如
と
い
っ
た
様
々
な
要
素
が
十
分
な
調
査
の
実
施
を
妨
げ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
加
害
者
が
自
国
公
務
員
で
あ
る
場
合

に
は
義
務
履
行
が
容
易
で
あ
る
と
の
前
提
は
妥
当
で
は
な
く
、
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
主
張
は
理
由
付
け
に
問
題
が
あ
る
。

E.g.M
cCann and others v. the U

nited K
ingdom

,ECtH
R

（GrandCham
ber

）,A
pp.N

o.18984/91,Judgm
ent,27Septem

-
ber1995,para.161.

本
稿
で
参
照
ま
た
は
引
用
す
る
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
お
よ
び
決
定
は
、
同
裁
判
所
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
のH

U
-

D
O

Cdatabase

（https://w
w

w
.echr.coe.int/Pages/hom

e.aspx?p=caselaw
/H

U
D

O
C&

c=

）
か
ら
入
手
し
た
。H

U
D

O
Cdatabase

へ
の
最
終
ア
ク
セ
ス
日
は
、
す
べ
て
本
稿
の
提
出
日
（
二
〇
一
九
年
九
月
二
四
日
）
で
あ
る
。

本
稿
第
二
章
を
参
照
。
な
お
、
自
国
領
域
内
で
も
他
国
や
武
装
集
団
の
占
領
に
よ
っ
て
実
効
的
支
配
を
失
っ
た
際
に
は
義
務
の
範
囲
が
狭
ま

り
う
る
が
、
こ
の
場
合
で
も
欧
州
人
権
裁
判
所
は
条
約
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。Ilaşcu and O

thers v. M
oldova and R

ussia,ECtH
R

（GrandCham
ber

）,A
pp.N

o.48787/99,Judgm
ent,8July2004,paras.311-333.

条
約
全
体
に
及
ぶ
一
般
条
項
を
持
つ
も
の
と
し
て
は
、
自
由
権
規
約
（
第
二
条
一
項
）、
欧
州
人
権
条
約
（
第
一
条
）、「
米
州
人
権
条
約
」

（
第
一
条
一
項
）
お
よ
び
「
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
」（
第
二
条
一
項
）
が
あ
る
。
一
部
の
権
利
規
定
の
中
に
適
用
範
囲
を
定
め
る
文
言
が

挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、「
拷
問
及
び
他
の
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
又
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
り
扱
い
又
は
、
刑
罰
に
関
す
る
条
約
」（
第

二
条
一
項
、
第
五
条
一
項
、
第
七
条
一
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
三
条
お
よ
び
第
一
六
条
一
項
）、「
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
人
種
差
別
の
撤

廃
に
関
す
る
国
際
条
約
」（
第
三
条
お
よ
び
第
六
条
）、
お
よ
び
「
強
制
失
踪
か
ら
の
す
べ
て
の
者
の
保
護
に
関
す
る
国
際
条
約
」（
第
九
条
一
項

お
よ
び
二
項
な
ら
び
に
第
十
一
条
一
項
）
が
あ
る
。
ま
た
、「
米
州
人
権
宣
言
」
は
、「
管
轄
」
と
い
う
文
言
を
置
い
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
行
上
領
域
外
適
用
の
基
準
と
し
て
「
管
轄
」
概
念
を
利
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
二
〇
〇
五
年
の
コ
ン
ゴ
領
域
に
お
け
る

武
力
活
動
事
件
判
決
に
お
い
て
、「
人
及
び
人
民
の
権
利
に
関
す
る
ア
フ
リ
カ
憲
章
」
お
よ
び
「
武
力
紛
争
に
お
け
る
児
童
の
関
与
に
関
す
る
児

童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
の
選
択
議
定
書
」
の
領
域
外
適
用
を
認
め
る
に
あ
た
り
、
二
〇
〇
四
年
パ
レ
ス
チ
ナ
の
壁
事
件
勧
告
的
意
見
の
「
管

轄
」
に
つ
い
て
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。A

rm
ed A

ctivities on the T
erritory of the Congo (D

em
ocratic R

epublic of the Congo 

（
71
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）
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人権条約の領域外適用（一）　
v. U

ganda,Judgm
ent, I.C.J. R

eports 2005, p. 168,paras.216-217.
Seee.g.,D

epartm
entofD

efense,W
orking G

roup R
eport on D

etainee Interrogations in the G
lobal W

ar on T
errorism

: 
A

ssessm
ent of Legal, H

istorical, Policy, and O
perational Considerations,p.6（A

pr.4,2003

）.

近
年
の
事
例
と
し
て
（
二
〇
十
九
年
九
月
二
四
日
現
在
）、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
国
籍
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
、
ト
ル
コ
の
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

総
領
事
館
で
殺
害
さ
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
、
国
際
法
学
者
の
間
で
活
発
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、E

uropean Jour-
nal of International Law

が
運
営
す
る
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
け
る
次
の
記
事
が
挙
げ
ら
れ
る
。M

arkoM
ilanovic,

“TheM
urderofJa-

m
alK

hashoggi:Im
m

unities,InviolabilityandtheH
um

anRighttoLife-PartIV
:A

ftertheA
ttack

”,https://w
w

w
.ejiltalk.

org/the-m
urder-of-jam

al-khashoggi-im
m

unities-inviolability-and-the-hum
an-right-to-life-part-iv-after-the-attack/（Lastvisited

Jul.19,2019

）.

欧
州
人
権
条
約
に
つ
い
て
本
稿
第
二
章
を
参
照
。

E.g.A
l-Skeini and O

thers v. the U
nited K

ingdom
,ECtH

R

（GrandCham
ber

）,A
pp.N

o.55721/07,Judgm
ent,7July

2011,paras.138-140.

前
述
の
よ
う
に
、
条
約
本
文
は
「
管
轄
」
の
及
ぶ
対
象
と
し
て
人
を
想
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
地
域
に
対
す
る
支
配
」
は
、
占
領
等

を
通
じ
て
当
該
地
域
に
所
在
す
る
人
々
に
「
管
轄
」
が
及
ぶ
と
す
る
二
次
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
稿
が
地
域
支

配
を
先
に
検
討
す
る
の
は
、
当
該
支
配
の
方
が
議
論
す
べ
き
点
が
相
対
的
に
少
な
い
概
念
で
あ
り
、
説
明
が
容
易
で
あ
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

Loizidou v. T
urkey

（Prelim
inaryO

bjections
）,ECtH

R

（GrandCham
ber

）,A
pp.N

o.15318/89,Judgem
ent,23M

arch
1995,para.62.

Ibid.,para.63.
Ibid.,para.62.
E.g.,Cyprus v. T

urkey,ECtH
R

（GrandCham
ber

）,A
ppN

o.25781/94,Judgm
ent,10M

ay2001,para.77;Issa and O
th-

ers v. T
urkey,ECtH

R（Cham
ber

）,A
pp.N

o.31821/96,Judgem
ent,16N

ovem
ber2004,para.74.

E.g., Loizidou v. T
urkey（prelim

inaryobjections

）,supranote9,para.62;Cyprus v. T
urkey（Judgm

ent

）,ibid.,para.76;
Banković and O

thers v. Belgium
 and O

thers,ECtH
R

（GrandCham
ber

）,A
pp.N

o.52207/99,D
ecision,12D

ecem
ber2001,

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）
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論　　　説
para.70;Loizidou v. T

urkey

（m
erits

）ECtH
R

（GrandCham
ber

）,A
pp.N

o.15318/89,Judgm
ent,18D

ecem
ber1996,para.

52;Ilaşcu and O
thers v. M

oldova and R
ussia,supranote2,paras.314-16;andA

l-Skeini and O
thers v. the U

nited K
ingdom

,
supranote7,para.138.

E.g.,Ilaşcu and O
thers v. M

oldova and R
ussia,ibid.,para.315;A

l-Skeini and O
thers v. the U

nited K
ingdom

,ibid.,para.
138.E.g.,Loizidou v. T

urkey

（m
erits

）,supra note13,paras.16and56;Ilaşcu and O
thers v. M

oldova and R
ussia,ibid.,pa-

ras.387-394;andA
l-Skeini and O

thers v. the U
nited K

ingdom
,ibid,para.139.

E.g.Loizidou v. T
urkey（m

erits

）,supranote13,paras.16and56.
Cyprus v. T

urkey
（Judgem

ent

）,supranote12,para.77.A
l-Skeini and O

thers v. the U
nited K

ingdom
,supranote7,

para.138

も
同
旨
。

ル
ベ
ル
は
地
域
支
配
を
領
域
的
管
轄
権
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
理
解
で
き
る
も
の
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
支
配
地
域
は
支
配
国
に
と
っ
て
自
国

領
域
と
類
似
し
た
状
況
下
に
あ
り
、
か
つ
支
配
国
は
領
域
国
政
府
と
同
等
の
責
任
を
負
い
う
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。N

oam
Lubell,E

X
-

T
R

A
T

E
R

R
IT

O
R

IA
L U

SE
 O

F FO
R

CE
 A

G
A

IN
ST

 N
O

N
-ST

A
T

E
 A

CT
O

R
S,O

xfordU
niversityPress

（2010

）,pp.211
and228.

Banković and O
thers v. Belgium

 and O
thers,supranote13,paras.52and76.

広
見
は
「
前
者
［
執
筆
者
注
、
個
人
支
配
］
は
《
点
》
の
管
轄
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
［
地
域
支
配
］
は
《
面
》
の
管
轄
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、《
点
》
の
管
轄
の
ほ
う
が
《
面
》
の
管
轄
よ
り
も
細
密
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
仮
に
人
権
法
の
「
管
轄
」
が
《
点
》
の

管
轄
、
す
な
わ
ち
人
的
管
轄
ま
で
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
関
係
国
は
よ
り
厳
格
な
人
権
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る
」
と
説
明
す
る
。

こ
こ
で
は
平
面
上
の
「
管
轄
」
の
及
び
方
を
「
点
」、「
面
」
と
表
す
こ
と
で
、「
点
」
は
個
々
の
状
況
に
応
じ
て
よ
り
細
か
く
打
て
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
て
い
る
。
広
見
正
行
「
武
力
紛
争
に
お
け
る
人
権
条
約
の
適
用
範
囲
」『
上
智
法
学
論
集
』
五
三
巻
三
号
（
二
〇
〇
一
年
）、
一
五
六
頁
。

た
だ
し
、
人
権
条
約
（
こ
こ
で
は
自
由
権
規
約
で
あ
る
）
上
の
「
管
轄
」
を
国
家
管
轄
権
と
同
視
す
る
広
見
の
見
解
は
妥
当
で
は
な
い
。

Cyprus v. T
urkey,EuropeanCom

m
issiononH

um
anRights,A

pp.N
o.6780/74and6956M

ay1975,para.8inp.136.
Ibid.

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（阪大法学）69（6-278）　1462〔2020.3〕



人権条約の領域外適用（一）　
Ibid.
E.g.D

rozd and Janousek v. France and Spain,ECtH
R

（Plenary

）,A
pp.N

o.12747/87,Judgem
ent,26June1992,para.

91.

ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
も
同
旨
。M

arkoM
ilanovic,E

X
T

R
A

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L A
PPLICA

T
IO

N
 O

F H
U

M
A

N
 R

IG
H

T
S T

R
E

A
-

T
IE

S LA
W

, PR
IN

CIPLE
S, A

N
D

 PO
LICY

,O
xfordU

niversityPress（2011

）,p.182.
奥
脇
も
同
旨
。
奥
脇
直
也
「
六　

管
轄
の
属
地
性
と
地
域
性　

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
コ
ソ
ボ
空
爆
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
の
権
利
侵
害
に

関
す
る
訴
訟
の
受
理
可
能
性
─
─
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
─
─
」
戸
波
江
ニ
、
北
村
泰
三
、
建
石
真
公
子
、
小
畑
郁
、
江
島
晶
子
編
『
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
八
年
）、
八
六
頁
。

Banković and O
thers v. Belgium

 and O
thers,supranote13,paras.46-53.

な
お
、
原
告
ら
は
譲
歩
の
主
張
と
し
て
セ
ル
ビ
ア
上

空
に
対
す
る
支
配
、
お
よ
び
ゾ
ー
リ
ン
グ
事
件
の
判
例
法
に
つ
い
て
論
じ
た
。

Ibid.,paras.59-61.
Ibid.,para.73.
Ibid.,para.71.
Ibid.
Ibid.,paras.75and82.

ウ
ィ
ル
ド
は
、
国
家
管
轄
権
の
合
法
な
行
使
と
い
う
規
範
的
要
素
を
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
は
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
し
た
上
で
、
そ

れ
は
「
管
轄
」
を
純
粋
に
事
実
的
な
視
点
か
ら
検
討
し
て
き
た
裁
判
所
や
他
の
条
約
機
関
の
実
行
と
矛
盾
し
て
い
る
と
批
判
す
る
。RalphW

il-
de,

“Theextraterritorialapplicationofinternationalhum
anrightslaw

oncivilandpoliticalrights

”inScottSheeranand
SirN

igelRodley

（eds

）,R
outledge H

andbook of International H
um

an R
ights Law

,Routelege

（2013

）,p.640.

同
様
に
ミ
ラ
ノ

ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
本
決
定
を
「
管
轄
」
と
国
家
管
轄
権
を
同
一
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。M

ilanovic,supranote25,p.30.

ま
た
、
国

際
法
上
合
法
に
行
え
る
範
囲
と
人
権
条
約
上
義
務
を
負
う
範
囲
を
一
致
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
く
論
考
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。Lubell,

supranote18,pp.214-216.
Y

uvalShany,

“TakingU
niversalitySeriously:A

FunctionalA
pproachtoExtraterritorialityinInternationalH

um
an

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）
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論　　　説
RightsLaw

”,T
he Law

 &
 E

thics of H
um

an R
ights,V

ol.7,Issue1,p.56.
A

l-Skeini and O
thers v. the U

nited K
ingdom

,supranote7,para.134.
Ibid.,para.135.
Ibid.,para.136.

（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
で
は
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
の
対
応
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、（
Ｃ
）
で
は
同
決
定
以
後
の
個
人

支
配
の
事
例
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。

E.g.Ö
calan v. T

urkey,ECtH
R（GrandCham

ber

）,A
ppN

o.46221/99,Judgm
ent,12M

ay2005,para.91.

ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
パ
ッ
ド
ほ
か
対
ト
ル
コ
事
件
決
定
（Pad and O

thers v. T
urkey,ECtH

R

（T
hirdSection

）,A
pp.N

o.
60167/00,D

ecision,28June2007,paras.52-55

）
で
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
か
ら
の
発
砲
行
為
が
「
管
轄
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

た
と
主
張
す
る
。M

ilanovic,supranote25,p.190.

同
様
に
ド
ズ
ワ
ル
ド
・
ベ
ッ
ク
も
、
パ
ッ
ド
事
件
決
定
で
は
発
砲
行
為
の
帰
属
に
よ
っ

て
「
管
轄
」
が
生
じ
た
と
し
、
こ
れ
は
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
と
は
矛
盾
す
る
解
釈
で
あ
る
と
す
る
。LouiseD

osw
ald-Beck,H

um
an 

R
ights in T

im
es of Conflicts and T

errorism
,O

xfordU
niversityPress

（2011

）,p.21.

対
照
的
に
和
仁
は
、
本
件
で
は
原
告
と
被
告

国
の
主
張
す
る
事
実
の
い
ず
れ
が
正
し
く
と
も
従
来
の
判
例
上
「
管
轄
」
認
定
に
支
障
が
な
か
っ
た
ゆ
え
に
、
適
用
が
肯
定
さ
れ
た
と
す
る
（
被

告
国
は
自
国
領
域
内
に
侵
入
し
て
き
た
イ
ラ
ン
人
を
射
撃
し
た
と
主
張
し
て
お
り
、
こ
れ
は
領
域
内
の
行
為
で
あ
る
。
一
方
で
、
原
告
は
被
告
国

が
同
国
領
域
外
で
イ
ラ
ン
人
ら
を
拘
束
し
た
後
に
発
砲
し
た
と
す
る
が
、
こ
れ
は
「
実
力
行
使
」
基
準
が
妥
当
す
る
拘
束
の
例
で
あ
る
。）
和
仁

健
太
郎
「
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
対
英
国
事
件
（
欧
州
人
権
裁
判
所
（
大
法
廷
）
判
決
、
二
〇
一
一
年
七
月
七
日
）」『
阪
大
法
学
』
六
二
巻
五
号
（
二

〇
一
三
年
）、
一
五
六
八
─
一
五
六
九
頁
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
点
に
、
本
件
で
は
「
管
轄
」
が
及
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
は
な
く
、

そ
れ
ゆ
え
裁
判
所
は
「
管
轄
」
の
有
無
を
直
接
に
判
断
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
（para.54

）。
ま
た
、
後
続
の
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件
判
決

で
「
実
力
行
使
」
基
準
の
根
拠
と
し
て
本
決
定
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
、
現
状
で
は
和
仁
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
く
の
が
穏

当
で
あ
ろ
う
。

A
l-Skeini and O

thers v. T
he U

nited K
ingdom

,supranote7,para.149.

同
様
に
「
公
権
力
」
基
準
適
用
事
例
と
見
る
杉
木
は
、

「
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、A

l-Skeini and O
thers v. T

he U
nited K

ingdom
事
件
を
『
軍
事
占
領
の
結
果
に
よ
る
関
連
す
る
領
域
と
外
国
住

民
に
対
す
る
実
効
的
支
配
を
通
し
て
』
公
権
力
を
行
使
す
る
場
合
に
当
た
る
事
例
で
あ
る
と
評
価
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）
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人権条約の領域外適用（一）　

「
軍
事
占
領
」
を
通
じ
て
「
公
権
力
」
が
行
使
さ
れ
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
杉
木
志
帆
「
欧
州
人
権
条
約
の
領
域
外
適
用
─
─
バ
ン
コ
ビ
ッ

チ
事
件
受
理
可
能
性
決
定
の
再
検
討
─
─
」『
研
究
紀
要
』
二
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）、
六
七
頁
。
ツ
ェ
ベ
レ
コ
ス
も
同
旨
。V

assilisP.
T

zevelekos,

“ReconstructingtheEffectiveControlCriterioninExtraterritorialH
um

anRightsBreaches:D
irectA

ttribu-
tionofW

rongfulness,D
ueD

iligence,andConcurrentResponsibility

”,M
ichigan Journal of International Law

,V
ol.36

（2014
）,p.150.

た
だ
し
、「
軍
事
占
領
」
に
よ
る
「
公
権
力
」
行
使
と
い
う
理
解
は
や
や
不
正
確
で
あ
る
。
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件
で
は
、
確

か
に
英
国
に
よ
る
イ
ラ
ク
南
東
部
地
域
の
軍
事
占
領
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
裁
判
所
が
「
管
轄
」
を
認
定
し
た
理
由
は
占
領
に
で

は
な
く
、
同
地
域
で
英
国
が
行
う
治
安
維
持
活
動
等
の
行
為
が
安
保
理
の
授
権
を
得
た
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。

そ
れ
に
関
連
し
て
、
地
域
支
配
と
「
公
権
力
」
基
準
と
の
相
違
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
と
い
う
の
も
、
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件
の
よ
う
に
「
公

権
力
」
の
伴
う
行
為
が
占
領
地
域
に
お
け
る
治
安
維
持
の
よ
う
な
広
範
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
が
適
用
さ
れ
た
際
の
法
的
効
果
の
違
い

が
分
か
り
づ
ら
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
章
一
節
に
て
述
べ
た
よ
う
に
、
締
約
国
が
領
域
外
地
域
を
占
領
下
に
置
い
て
い
る
場
合
は
、「
地
域

に
対
す
る
支
配
」
に
基
づ
く
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
占
領
が
合
法
ま
た
は
違
法
で
あ
る
か
は
問
わ
れ
ず
、
さ
ら
に
欧
州
人
権
条
約

上
の
す
べ
て
の
義
務
を
同
地
域
に
て
負
う
こ
と
が
判
例
上
確
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
公
権
力
」
基
準
の
う
ち
軍
事
占
領
を
理
由
と
す
る
も
の

（
本
稿
第
二
章
二
節
二
項
の
（
Ｂ
）
類
型
）
は
、
地
域
支
配
と
同
一
視
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

他
方
で
、
領
域
国
の
同
意
に
基
づ
く
「
公
権
力
」（
同
（
Ｃ
）
類
型
）
は
「
個
人
に
対
す
る
支
配
」
の
一
種
で
あ
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
地
域
支

配
お
よ
び
（
Ｂ
）
の
「
公
権
力
」
基
準
で
は
あ
る
状
況
が
事
実
的
に
占
領
に
当
た
る
か
が
問
わ
れ
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
占
領
地
域
の
あ
ら
ゆ

る
事
柄
に
つ
い
て
「
管
轄
」
が
及
ぶ
。
他
方
で
個
人
支
配
の
一
種
で
あ
る
（
Ｃ
）
の
「
公
権
力
」
基
準
で
は
、
締
約
国
の
行
為
が
帯
び
る
正
統
性

が
問
題
と
な
る
こ
と
に
加
え
、
そ
の
よ
う
な
正
統
性
を
伴
う
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
の
み
「
管
轄
」
が
生
じ
る
。
上
述
の
よ
う
に
本
件
で
は
治
安

維
持
に
関
す
る
包
括
的
な
行
為
に
つ
い
て
「
公
権
力
」
が
付
与
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
概
念
上
の
相
違
に
鑑
み
れ
ば
、
本
件
で
英
国
が
負
う

義
務
の
範
囲
は
、
地
域
支
配
が
認
め
ら
れ
る
場
合
よ
り
狭
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
公
権
力
」
が
及
ん
だ
の
は
特
に
治
安
維

持
等
の
行
為
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
命
権
や
身
体
の
自
由
に
関
す
る
諸
義
務
（
欧
州
人
権
条
約
第
二
条
、
三
条
お
よ
び
五
条
等
）
に
つ

い
て
は
「
管
轄
」
が
生
じ
て
も
、
例
え
ば
集
会
お
よ
び
結
社
の
自
由
（
同
第
十
一
条
）
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
可
能
性
が
考
え
ら

れ
よ
う
。

SeeM
arkoM

ilanovic,

“Al-SkeiniandA
l-JeddainStrasbourg

”,T
he E

uropean Journal of International Law
,V

ol.23

（
42
）
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論　　　説
N

o.1（2012

）,pp.130-131.

奥
脇
は
「
空
軍
機
の
爆
撃
で
殺
傷
す
れ
ば
人
権
条
約
の
適
用
が
な
く
、
域
外
逮
捕
で
あ
れ
ば
適
用
が
あ
る
と
い
う
結
果
は
不
合
理
」
で
あ
る

と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
を
批
判
し
て
い
る
（
奥
脇
、
戸
波
ほ
か
編
『
前
掲
書
』（
注
二
六
）、
八
七
頁
）。
ま
た
ル
ベ
ル
は
、
長
距
離
か
ら
の

殺
害
と
近
距
離
の
そ
れ
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
国
家
は
拘
束
せ
ず
に
遠
方
か
ら
射
殺
す
る
手
段
を
選
ぶ
こ
と
で
義
務
を
免
れ
る
だ
ろ
う
と
指
摘
す

る
。Lubell,supranote18,pp.213-214.

RickLaw
son,

“LifeA
fterBankovic:O

ntheExtraterritorialA
pplicationoftheEuropeanConventiononH

um
an

Rights

”,pp.103-104inFonsCoom
ansandM

ennoK
am

m
inga

（eds

）,E
xtraterritorial A

pplication of H
um

an R
ights T

rea-
ties,Intersentia（2004

）.
Lopez Burgos v. U

ruguay,Com
m

unicationN
o.R.12/52,U

.N
.D

oc.Supp.N
o.40

（A
/36/40

）at176

（1981

）,A
PPEN

D
IX

,
IndividialopinionappendedtotheCom

m
ittee'sview

sattherequestofM
r.ChristianT

om
uschat.

な
お
、
ト
ム
シ
ャ
ッ
ト
は
在

外
自
国
民
に
対
す
る
攻
撃
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
攻
撃
の
標
的
と
な
っ
た
者
が
自
国
民
で
あ
る
か
外
国
人
で
あ
る
か
は
関
係
が
な
い
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。

Law
son,supranote44,pp.103-104.

ErikRoxstorm
,M

arkGibneyandT
erjeEinarsen,

“TheN
A

T
O

Bom
bingCase

（Bancovicetal.v.Belgium
etal.

）and
T

heLim
itsofW

esternH
um

anRightsProtection

”,Boston U
niversity International Law

 Journal,V
ol.23:55

（2005

）,pp.72-
75.

Ibid.
M

ilanovic,supranote25,pp.209-210.

履
行
能
力
説
に
お
け
る
行
為
主
体
へ
の
着
目
は
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
以
前
の
論
稿
で
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
述
の
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件

欧
州
人
権
裁
判
所
判
決
に
お
け
る
ボ
ネ
ロ
判
事
の
個
別
意
見
で
も
類
似
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
以
下
を
参
照
。O

rnaBen-N
aftaliand

Y
uvalShany,

“LivinginD
enial:T

heA
pplicationofH

um
anRightsinT

heO
ccupiedT

erritories

”,Israel Law
 R

eview
,V

ol.
37,N

o.1

（2003-2004

）,pp.60-65.SeealsoConcurringopinionofJudgeBonello,paras.3-19inA
l-Skeini and O

thers v. the 
U

nited K
ingdom

,supranote7.

（
43
）

（
44
）

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）
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人権条約の領域外適用（一）　
E.g.JohnCerone,

“JurisdictionandPow
er:T

heIntersectionofH
um

anRightsLaw
&

T
heLaw

ofN
on-International

A
rm

edConflictinanExtraterritorialContext,

”New
 E

ngland School of Law
 and Faculty W

orking Paper Series,Paper2

（2007

）,pp.397and447-448.

ル
ベ
ル
は
締
約
国
が
積
極
的
義
務
を
負
う
範
囲
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え
つ
つ
も
、
ロ
ッ
ク
ス
ト
ー
ム
ら
の
論

文
を
引
用
し
て
、
消
極
的
義
務
が
普
遍
的
に
適
用
さ
れ
、
積
極
的
義
務
の
適
用
は
管
轄
概
念
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
る
と
い
う
構
成
を
支
持
す
る
。

Lubell,supranote18,pp.228-230.
類
似
の
見
解
と
し
て
メ
ル
ツ
ァ
ー
は
、
少
な
く
と
も
生
命
に
対
す
る
権
利
の
尊
重
義
務
（
不
作
為
の
義
務
で
あ
り
、
本
稿
の
消
極
的
義
務
に

相
当
す
る
）
に
つ
い
て
、
領
域
外
の
あ
ら
ゆ
る
国
家
行
為
、
特
に
軍
事
行
動
お
よ
び
法
執
行
活
動
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
支
持
す
る
。N

ils
M

elzer,T
A

R
G

E
T

E
D

 K
ILLIN

G
 IN

 IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L LA
W

,O
xfordU

niversityPress（2008

）,pp.137-139.
SeeLubell,supranote18,pp.229-230.
M

ilanovic,supranote25,pp.209-210and214-215.

な
お
「
第
三
モ
デ
ル
」
と
は
、
地
域
支
配
に
基
づ
く
「
管
轄
」
を
第
一
の
モ
デ

ル
、
個
人
支
配
の
そ
れ
を
第
二
と
し
た
上
で
の
呼
称
で
あ
る
。

Ibid.,pp.210-216.
Ibid.,pp.210and215-217.
Ibid.,pp.216-217.
Ibid.,p.216.
Ibid.,p.217.
Ibid.,pp.216-217.

兼
原
は
、
自
由
権
規
約
第
二
条
一
項
を
例
に
、
条
約
の
適
用
範
囲
規
定
の
機
能
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
適
用
範
囲
規
定
は
、「
別
個
の

（
多
く
は
実
体
的
な
）
義
務
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
義
務
の
履
行
確
保
の
主
体
た
る
国
家
を
特
定
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
義
務
の
実

現
を
『
確
保
す
る
』
こ
と
を
義
務
付
け
る
。」
兼
原
敦
子
「
国
際
義
務
の
履
行
を
『
確
保
す
る
』
義
務
に
よ
る
国
際
規
律
の
実
現
」『
立
教
法
学
』

七
〇
号
（
二
〇
〇
六
年
）、
二
四
三
─
二
四
四
頁
。

SeeD
inahSheltonandA

rielGould,

“PositiveandN
agativeO

bligations
”inD

inahShelton（ed.

）,T
he O

xford H
andbook 

of International H
um

an R
ights Law

, O
xfordU

niversityPress（2013

）,pp.577-582.

（
51
）

（
52
）

（
53
）

（
54
）

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）

（
61
）

（
62
）
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論　　　説

関
連
し
て
ラ
ー
セ
ン
は
、
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
措
置
の
実
施
を
要
求
す
る
相
当
の
注
意
義
務
が
領
域
外
に
及
ぶ
と
な
れ
ば
、
す
べ
て
の
締
約
国

が
当
該
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し
て
い
る
。K

jetilM
ujezinovicLarsen,T

H
E

 H
U

M
A

N
 R

IG
H

T
S T

R
E

A
T

Y
 O

BLIG
A

-
T

IO
N

S O
F PE

A
CE

K
E

E
PE

R
S,Cam

bridgeU
niversityPress（2012

）,p.223.

欧
州
人
権
裁
判
所
イ
ラ
シ
ュ
ク
ほ
か
対
モ
ル
ド
バ
お
よ
び
ロ
シ
ア
事
件
判
決
で
は
、
外
交
的
、
財
政
的
ま
た
は
司
法
的
手
段
を
含
む
、
権
限

内
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
と
る
義
務
が
モ
ル
ド
バ
に
課
さ
れ
た
。Ilaşcu and O

thers v. M
oldova and R

ussia,supranote2,paras.332-
333.

こ
れ
は
自
国
領
域
へ
の
実
効
的
支
配
を
失
っ
た
領
域
国
モ
ル
ド
バ
に
対
す
る
判
示
で
あ
る
が
、
ラ
ー
セ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
後
続
の
欧

州
人
権
裁
判
所
決
定
の
中
に
は
当
該
義
務
が
領
域
外
に
及
ぶ
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
。Larsen,ibid.,pp.220-224.

関
連
す
る
議
論
と
し
て
、「
集
団
殺
害
の
防
止
及
び
処
罰
に
関
す
る
条
約
」
に
お
け
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
防
止
義
務
（
第
一
条
）
が
、
事
態
と

無
関
係
な
締
約
国
へ
及
び
う
る
か
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
同
義
務
は
人
権
条
約
上
の
防
止
義
務
と
類
似
の
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
国
際
司

法
裁
判
所
は
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
実
行
者
の
行
為
に
対
す
る
締
約
国
の
「
影
響
力
」
に
応
じ
て
、
同
義
務
は
領
域
外
の
事
象
に
も
及
ぶ
と
判
示
し
た
。

A
pplication of the Convention on the Prevention and Punishm

ent of the Crim
e of G

enocide (Bosnia and H
erzegovina v. 

Serbia and M
ontenegro),Judgm

ent,I.C.J. R
eports 2007,p.43,paras.428-438.

こ
れ
は
事
実
上
す
べ
て
の
締
約
国
が
同
義
務
を
負
い

う
る
こ
と
を
示
唆
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
に
対
し
て
は
防
止
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手
を
尽
く
せ
と
い
う
政
治
的
ア
ピ
ー
ル
に
す
ぎ
な
く
な
る

と
い
う
批
判
が
あ
る
。
他
方
で
湯
山
は
、
強
行
規
範
の
重
大
な
違
反
を
終
了
さ
せ
る
た
め
に
諸
国
が
負
う
協
力
義
務
（
国
家
責
任
条
文
草
案
第
四

一
条
）
な
ど
に
依
拠
し
て
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
重
大
性
ま
た
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
禁
止
の
重
要
性
か
ら
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
適
用
を
肯
定
し
う
る
と

説
く
（
湯
山
智
之
「
国
際
司
法
裁
判
所
・
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件
（
三
・
完
）」『
立
命
館
法
学
』
二
巻
（
二
〇
一
二
年
）、
五
一
二
─
五

一
四
頁
）。
こ
れ
は
裏
を
返
す
と
、
防
止
義
務
の
普
遍
的
適
用
に
は
義
務
の
性
格
が
そ
れ
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
が
、
人
権
条
約
上
の
防
止
義
務
ま
た
は
相
当
の
注
意
義
務
一
般
に
そ
の
よ
う
な
性
格
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
関
連

し
て
、
以
下
を
参
照
。M

arkoM
ilanovic,

“StateResponsibilityforGenocide:A
Follow

-U
p

”,T
he E

uropean Journal of Interna-
tional Law

,V
ol.18（2007

）,pp.685-687.
Shany,supranote34,p.68.

な
お
、
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
第
三
モ
デ
ル
」
は
「
管
轄
」
を
規
範
的
な
視
点
か
ら
評
価
す
る
ア
プ
ロ
ー

チ
と
し
て
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
例
え
ば
、N

ienkevanderH
ave,T

he Prevention of G
ross H

um
an R

ights V
iolations U

nder 
International H

um
an R

ights Law
,T

.M
.C.A

sserPress

（2018

）,p.113.

）。
こ
の
よ
う
な
整
理
は
、
前
述
の
ロ
ー
ソ
ン
等
の
「
管
轄
」

（
63
）

（
64
）

（
65
）

（
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）
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人権条約の領域外適用（一）　

解
釈
を
、
締
約
国
が
個
人
の
権
利
保
障
に
悪
影
響
を
与
え
た
事
実
が
あ
る
時
は
常
に
及
ぶ
、
純
粋
に
事
実
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
と
見
た
上
で
の

対
照
で
あ
る
。
確
か
に
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
個
人
支
配
モ
デ
ル
に
よ
る
「
管
轄
」
の
広
が
り
に
恣
意
的
で
な
い
縛
り
を
か
け
る
こ
と
は
難
し
い

と
の
問
題
意
識
か
ら
、
消
極
的
・
積
極
的
義
務
と
い
う
義
務
の
規
範
的
性
格
に
基
づ
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
当
該

整
理
は
誤
り
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
こ
の
義
務
二
分
論
の
論
拠
を
説
明
す
る
に
あ

た
り
義
務
履
行
能
力
の
概
念
を
用
い
て
お
り
、「
管
轄
」
の
事
実
的
理
解
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
同
氏
の
二
分
論
は
そ
れ
以
前
の

義
務
履
行
能
力
基
準
説
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
第
二
条
一
項
に
お
け
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す
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第
二
条
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け
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