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人権条約の領域外適用（二・完）

人
権
条
約
の
領
域
外
適
用
（
二
・
完
）

─
─
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

三　

学
説
の
展
開
（
以
上
、
六
九
巻
六
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

　
　
（
3
）
相
関
関
係
論
と
全
部
適
用
論

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

　
　
（
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
（
以
上
、
本
号
）

（阪大法学）70（1-97）　 97 〔2020.5〕



論　　　説

四　

積
極
的
義
務
の
適
用
理
論

　

以
上
が
履
行
能
力
説
の
内
容
と
そ
の
問
題
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
履
行
能
力
の
み
に
よ
っ
て
適
用
の
可
否
を
判
断
す
る
と
、
少
な

く
と
も
一
部
の
積
極
的
義
務
に
お
い
て
履
行
国
の
拡
大
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
、
お
よ
び
権
利
侵
害
に
関
与
し

た
国
家
が
義
務
を
免
れ
う
る
こ
と
の
二
つ
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
履
行
能
力
説
は
消
極
的
義

務
の
国
家
の
意
思
次
第
で
守
る
こ
と
も
破
る
こ
と
も
自
在
で
あ
る
性
格
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
政
治
的
、
財
政
的

ま
た
は
法
的
状
況
に
履
行
可
能
性
が
左
右
さ
れ
う
る
積
極
的
義
務
に
馴
染
ま
な
い
部
分
が
あ
る
の
は
否
定
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
本
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
克
服
し
う
る
新
た
な
理
論
と
し
て
、「
管
轄
」
発
生
事
由
を
二
類
型
に
分
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ

を
提
示
す
る
。
第
一
の
類
型
は
、
国
家
が
あ
る
権
利
に
つ
い
て
、
国
際
法
上
保
障
者
的
な
地
位
に
あ
る
場
合
に
、「
管
轄
」
が
生
じ
る

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
類
型
は
、
条
約
や
慣
習
国
際
法
と
い
っ
た
制
度
的
な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
あ
る
義
務
を
履
行
し
う
る
、
ま

た
は
す
べ
き
と
国
際
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
国
家
を
特
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
次
い
で
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
各
義

務
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
う
る
一
定
の
先
行
行
為
を
根
拠
に
「
管
轄
」
を
及
ぼ
す
第
二
の
類
型
を
提
示
す
る
。
こ
れ
は
制
度
的
根
拠
の

存
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
関
係
に
基
づ
い
て
義
務
を
履
行
す
べ
き
国
家
を
義
務
内
在
的
に
決
定
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

な
お
、
本
稿
の
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
履
行
能
力
説
と
同
様
に
実
行
か
ら
一
義
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
離
れ

た
あ
る
べ
き
適
用
理
論
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
個
人
・
地
域
支
配
に
基
づ
い
て
処
理
し

よ
う
と
し
た
複
雑
な
諸
事
例
に
つ
い
て
、
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
合
理
的
な
説
明
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
一
部
に
は

当
該
ア
プ
ロ
ー
チ
と
親
和
的
な
考
え
方
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
提
示
し
た
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
説
明

が
ど
の
よ
う
に
可
能
で
あ
る
か
を
、
続
く
第
五
章
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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人権条約の領域外適用（二・完）
 

（
1
）
国
際
法
上
の
保
障
者
的
地
位

　

第
一
に
、
あ
る
権
利
を
保
障
し
う
る
地
位
に
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
保
障
の
た
め
に
動
く
べ
き
地
位
に
あ
る
こ
と
が
、
国
際
法
に
よ
っ

て
制
度
的
に
決
定
な
い
し
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
、
当
該
権
利
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
保
障
者
的
地
位
に
あ
る
国
家
の
「
管
轄
」
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
租
借
条
約
や
安
全
保
障
理
事
会
決
議
を
通
じ
て
、
自
国
領
域
外
に
対
し
て
権
限
を
行
使
す
る
場
合
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
国
家
は
国
際
法
に
基
づ
く
権
限
を
外
国
領
域
に
お
い
て
行
使
し
、
第
三
国
や
時
に
領
域
国
に
対
し
当
該
権
限
を

主
張
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
付
与
さ
れ
る
権
限
の
範
囲
内
で
、
他
国
の
人
権
状
況
に
介
入
で
き
る
地
位
を
国
際
社
会
に
お
い

て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
権
限
が
地
域
に
対
す
る
包
括
的
な
統
治
権
の
場
合
、
統
治
国
は
当
該
地
域
に
つ
い
て

領
域
国
類
似
の
立
場
に
あ
り
、
他
国
が
統
治
国
を
介
さ
ず
に
当
該
地
域
の
人
権
保
障
を
行
う
こ
と
は
法
的
に
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
統
治
国
に
人
権
保
障
義
務
を
課
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
履
行
が
困
難
な
場
合
に
も
、
領
域
国
の
場
合
と
同
様
に
他
国
と

の
協
力
関
係
の
構
築
と
い
っ
た
方
法
で
対
処
す
べ
き
義
務
を
、
少
な
く
と
も
一
部
の
規
定
に
つ
い
て
は
残
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
統
治
国

に
第
一
義
的
な
対
処
の
義
務
を
課
さ
な
け
れ
ば
、
当
該
地
域
の
人
権
保
障
を
実
効
的
に
行
い
う
る
国
家
が
国
際
社
会
に
存
在
し
な
い
と

い
う
事
態
が
生
じ
か
ね
ず
、
こ
れ
は
人
権
条
約
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
国
家
が
権
利
の
一
義
的
な

保
障
主
体
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
権
利
保
障
に
際
し
て
初
動
対
応
を
行
う
べ
き
第
一
義
的
な
主
体
で
あ
る
こ
と
が
、
国
際

法
制
度
か
ら
直
接
ま
た
は
間
接
に
導
か
れ
る
場
合
、
当
該
国
家
の
「
管
轄
」
の
存
在
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
第
一
の
類
型
は
、
国
際
社
会
に
お
い
て
あ
る
権
利
を
保
障
し
う
る

4

4

4

、
ま
た
は
す
べ
き

4

4

4

と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
ど
の
国
家
か
と

い
う
点
に
着
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
制
度
上
義
務
を
実
効
的
に
履
行
で
き
る
地
位
に
あ
る
と
い
う
履
行
能
力
の
要
素
も
考
慮

に
入
れ
ら
れ
る
点
で
前
述
の
諸
学
説
と
共
通
す
る
が
、
当
該
能
力
を
国
際
法
制
度
上
の
基
礎
を
持
つ
も
の
に
限
定
す
る
点
に
違
い
が
あ

る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
履
行
能
力
の
有
無
は
制
度
に
基
づ
い
て
抽
象
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
各
々
の
局
面
で
国
家
が
持
つ
具
体

（
72
）

（阪大法学）70（1-99）　 99 〔2020.5〕



論　　　説

的
能
力
の
多
寡
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
外
国
領
域
の
統
治
国
は
、
通
常
は
人
権
保
障
を
行
う
一
義
的
な
保
障
者
的
地
位
に
あ
り
、
か
つ

そ
れ
が
実
際
に
は
困
難
な
場
合
で
も
、
何
ら
か
の
初
動
対
応
を
行
う
べ
き
第
一
義
的
な
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
統
治
国
は
実
効

的
な
保
障
能
力
を
失
っ
て
も
な
お
義
務
の
適
用
を
受
け
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
具
体
的
状
況
下
で
保
障
が
可
能
か
と

い
う
事
実
上
の
能
力
の
問
題
は
、
当
該
類
型
の
「
管
轄
」
認
定
に
は
基
本
的
に
関
わ
ら
な
い
。
当
該
類
型
で
履
行
能
力
に
言
及
す
る
場

合
、
そ
れ
は
国
際
法
制
度
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
管
轄
」
を
理
解
す
る
こ
と
の
利
点
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
一
点
目
に
、
人
権
条
約
締
約
国
間
に
お
け
る
義
務
の
配
分

を
既
存
の
制
度
に
基
づ
い
て
行
う
ゆ
え
に
、
国
際
法
秩
序
の
安
定
化
に
資
す
る
。
二
点
目
に
、
保
障
者
的
地
位
は
国
家
が
個
々
の
場
面

で
実
際
に
持
つ
能
力
と
は
関
係
が
な
い
た
め
、
内
紛
等
に
よ
り
政
府
当
局
が
十
分
に
機
能
し
な
い
場
合
に
、
人
権
侵
害
に
対
処
す
る
国

家
が
存
在
し
な
い
と
い
う
事
態
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
当
該
類
型
の
「
管
轄
」
は
、
そ
の
根
拠
と
存
続
期
間
の
両
面
で
相

対
的
に
安
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
関
連
国
際
法
規
に
基
づ
い
て
常
時
網
の
目
の
よ
う
に
国
際
社
会
に
張
り
巡
ら
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、

後
述
の
第
二
の
類
型
と
比
べ
て
、
第
一
の
類
型
は
人
権
条
約
の
地
理
的
適
用
範
囲
を
静
態
的
に
捉
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
え
よ
う
。

　

な
お
、
第
一
の
類
型
は
原
則
と
し
て
国
際
法
制
度
に
基
づ
い
て
「
管
轄
」
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
制
度
に
準
ず
る
安
定
し
た

国
際
慣
行
が
存
在
す
る
場
合
も
同
様
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
の
慣
行
は
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
成
立
し
て
は
い
な
く

と
も
、
事
実
上
、
特
定
の
国
家
し
か
意
味
の
あ
る
形
で
行
い
え
な
い
こ
と
が
国
際
社
会
に
お
い
て
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
人
権

保
障
に
お
い
て
不
可
欠
の
前
提
を
創
出
す
る
も
の
の
み
を
含
む
。
出
入
国
の
自
由
の
保
障
に
お
け
る
旅
券
発
給
の
慣
行
が
そ
の
一
例
で

あ
り
、
こ
の
場
合
在
外
自
国
民
に
対
す
る
国
籍
国
と
し
て
の
地
位
が
保
障
者
的
地
位
に
当
た
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
有
効
な
旅

券
を
発
給
し
う
る
立
場
に
あ
る
の
は
通
常
国
籍
国
だ
け
で
あ
る
。
確
か
に
、
国
家
が
誰
に
い
か
な
る
条
件
で
旅
券
を
発
給
す
べ
き
か
を

定
め
る
国
際
法
は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
も
の
の
、
国
籍
国
発
給
の
旅
券
が
な
け
れ
ば
自
由
に
出
国
で
き
な
い
こ
と
は
「
当
然
の
常
識
」
と

（
73
）

（
74
）
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人権条約の領域外適用（二・完）

し
て
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
籍
国
に
よ
り
発
給
さ
れ
る
旅
券
は
、
人
の
国
際
的
移
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
た

め
の
必
要
条
件
で
あ
り
、
こ
の
国
籍
と
旅
券
発
給
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
に
照
ら
す
と
、
出
入
国
の
自
由
の
保
障
に
あ
た
っ
て
在
外
自

国
民
は
常
に
国
籍
国
の
「
管
轄
」
内
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

実
際
に
自
由
権
規
約
委
員
会
は
ヴ
ィ
ダ
ル
・
マ
ル
テ
ィ
ン
対
ウ
ル
グ
ア
イ
事
件
に
お
い
て
、「
ウ
ル
グ
ア
イ
国
民
に
対
す
る
旅
券
の

発
給
が
ウ
ル
グ
ア
イ
当
局
の
管
轄
内
に
あ
る
事
柄
（am

atterw
ithinthejurisdictionoftheU

ruguayanauthorities

）
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ウ
ル
グ
ア
イ
国
民
は
、
そ
の
た
め
に
ウ
ル
グ
ア
イ
の
『
管
轄
の
下
に
あ
る
』。」
と
認
定
し
て
い
る
。
さ
ら

に
委
員
会
は
そ
れ
を
補
強
す
る
形
で
、「
旅
券
は
ウ
ル
グ
ア
イ
国
民
が
『
い
ず
れ
の
国
（
自
国
を
含
む
。）
か
ら
も
離
れ
る
』
こ
と
（
規

約
第
一
二
条
二
項
か
ら
要
請
さ
れ
る
）
を
可
能
に
す
る
手
段
」
で
あ
り
、
こ
の
「
権
利
の
性
格
」
か
ら
、
在
外
自
国
民
の
滞
在
国
だ
け

で
な
く
、
そ
の
国
籍
国
も
義
務
を
負
う
と
述
べ
た
。
委
員
会
は
「
管
轄
」
を
認
定
す
る
に
あ
た
り
、
出
国
の
自
由
の
性
格
と
そ
の
保
障

に
お
け
る
旅
券
の
位
置
付
け
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ
り
、
本
件
の
状
況
下
で
当
局
の
行
為
が
通
報
者
に
与
え
た
影
響
を
検
討
し
て
い
な

い
。
ま
た
委
員
会
も
認
め
る
よ
う
に
、
適
当
な
手
続
を
通
じ
て
旅
券
を
発
給
さ
れ
る
こ
と
は
出
国
の
自
由
の
行
使
を
可
能
と
さ
せ
る
手

段
な
い
し
前
提
で
あ
る
た
め
、
国
籍
国
の
負
う
義
務
は
、
仮
に
滞
在
国
に
お
い
て
出
国
を
阻
害
す
る
他
の
要
因
が
存
在
す
る
場
合
で
も

消
失
し
な
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
在
外
自
国
民
に
対
す
る
「
管
轄
」
は
、
国
籍
国
と
い
う
保
障
者

的
地
位
か
ら
生
じ
る
「
管
轄
」
と
し
て
理
解
で
き
る
。

 

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

　

他
方
で
、
国
籍
国
と
し
て
の
地
位
が
「
管
轄
」
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
出
入
国
の
自
由
が
関
わ
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
対
人
主
権
に
対
す
る
領
域
主
権
の
優
位
を
原
則
と
す
る
現
行
国
際
法
制
度
の
下
で
は
、
個
人
に
直
接
的
な
影
響
力
を
及
ぼ

す
の
は
通
常
そ
の
滞
在
国
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
国
家
は
当
該
個
人
の
人
権
保
障
を
行
う
べ
き
一
義
的
ま
た
は
第
一
義
的
な
地
位
に
な
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い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
の
類
型
の
「
管
轄
」
は
、
制
度
的
基
盤
を
要
求
す
る
が
ゆ
え
に
侵
害
的
事
態
を
幅
広
く
カ
バ
ー
す

る
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
国
籍
国
が
在
外
自
国
民
に
暴
行
を
加
え
る
場
合
で
は
別
の
根
拠
が
必
要
と
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
第
一
の
類
型
の
不
足
を
補
う
も
の
と
し
て
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
第
二
の
「
管
轄
」
類
型
を
提
示
し
た
い
。
こ
の
類
型

は
、
義
務
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
う
る
先
行
行
為
を
行
っ
た
国
家
に
、
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
義
務
を
課
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
先
行
研
究
を
確
認
し
つ
つ
敷
衍
し
よ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
国
家
と
個
人
間
に
制
度
的
繋
が
り
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
国

家
が
人
権
侵
害
に
関
与
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
対
処
す
る
積
極
的
義
務
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
き
た
。
そ
の

際
挙
げ
ら
れ
る
義
務
は
、
人
権
侵
害
の
詳
細
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
す
る
義
務
、
そ
の
実
行
者
を
訴
追
・
処
罰
す
る
義
務
と
い
っ
た
、

生
命
・
身
体
へ
の
危
害
を
契
機
と
し
て
生
じ
る
諸
義
務
で
あ
る
。
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
理
由
を
結
局
の
と
こ
ろ

履
行
の
容
易
さ
か
ら
説
明
し
て
い
た
が
、
履
行
の
可
否
と
い
う
純
粋
に
事
実
的
な
指
標
を
用
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。

　

む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
な
国
家
が
各
々
の
義
務
の
履
行
主
体
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
規
範
的
な
視
点
が
重
要
で
あ
る
。
最

も
わ
か
り
や
す
い
例
は
前
述
の
人
権
侵
害
被
害
者
に
対
す
る
救
済
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
は
侵
害
行
為
が
ど
こ
で
行
わ
れ
た
か
に
か
か
わ

ら
ず
侵
害
国
が
負
う
べ
き
義
務
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
条
約
違
反
を
構
成
す
る
先
行
行
為
を
行
っ
た
国
家
は
、
当

該
先
行
行
為
の
事
実
を
も
っ
て
救
済
義
務
を
負
う
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
一
定
の
先
行
行
為
を
「
管
轄
」
の
根
拠
と
す
る
議

論
は
、
少
な
く
と
も
一
部
の
積
極
的
義
務
に
つ
い
て
同
様
に
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
「
手
続
的
ま
た
は
予
防
的
な

積
極
的
義
務
」
と
し
て
類
型
化
し
た
、
調
査
義
務
や
訴
追
・
処
罰
義
務
で
妥
当
す
る
。
こ
れ
ら
の
義
務
は
、
生
命
や
身
体
の
完
全
性
と

い
う
保
護
法
益
の
大
き
さ
に
鑑
み
て
、
国
家
が
そ
れ
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
一
定
の
手
続
的
保
障
を
求
め

る
も
の
で
あ
る
。
積
極
的
義
務
に
は
、
こ
の
よ
う
に
国
家
の
一
定
の
行
為
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
発
生
し
、
そ
れ
が
惹
起
し
た
事
態
の
解

明
・
収
拾
を
求
め
る
義
務
と
し
て
整
理
で
き
る
も
の
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
積
極
的
義
務
は
超
法
規
的
殺
害
と
い
っ
た
、
主
と
し
て
作
為
に
よ
る
行
為
の
統
制
な
い
し
禁
止
を
目
的
と
す
る
。
す
な

わ
ち
積
極
的
義
務
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家
の
恣
意
的
な
干
渉
を
防
ぐ
と
い
う
消
極
的
な
性
格
が
強
く
、
あ
る
行
為
に
際
し
て
常
に
満
た

す
べ
き
条
件
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
当
該
義
務
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
国
家
が
義
務
の
保
護
法
益
を
侵
し
う
る
行
為
を
行

っ
た
と
い
う
事
実
を
根
拠
と
す
べ
き
で
あ
る
。
必
要
な
先
行
行
為
は
、
拷
問
事
件
の
調
査
義
務
で
あ
れ
ば
拷
問
の
実
行
と
い
う
よ
う
に

義
務
に
よ
っ
て
異
な
り
、
ま
た
、
拷
問
の
直
接
的
な
実
行
で
は
な
く
実
行
者
へ
の
支
援
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
関
与
で
十
分
か
も
各
々
の

義
務
で
論
点
と
な
る
。
そ
の
た
め
義
務
ご
と
に
類
型
化
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
作
業
の
一
部
を
次
章
で
行
う
こ
と
と
す
る
。

　

整
理
す
る
と
、
こ
の
第
二
の
類
型
で
は
、
各
義
務
の
法
益
を
侵
害
し
う
る
先
行
行
為
を
根
拠
に
義
務
履
行
国
を
決
定
す
る
。
他
の
締

約
国
と
比
べ
て
先
行
行
為
国
に
は
侵
害
的
事
態
の
発
生
に
関
与
し
た
点
で
一
応
の
非
難
可
能
性

4

4

4

4

4

4

4

4

が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
当
該
事
態

の
解
明
や
改
善
が
求
め
ら
れ
る
形
で
あ
る
。
ま
た
、
当
該
類
型
は
国
際
法
制
度
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
締
約
国
の
諸
行
為
に
応
じ
て

個
別
的
に
領
域
外
適
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
比
較
的
短
期
的
に
適
用
関
係
が
入
れ
替
わ
り
う
る
。
例
え
ば
、
外
国
領
域
下
で
の
個

人
の
殺
害
に
よ
り
突
如
と
し
て
当
該
個
人
へ
の
「
管
轄
」
が
生
じ
、
か
つ
一
定
の
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
で
こ
の
「
管
轄
」
は
消
失
す

る
と
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
当
該
類
型
は
地
理
的
適
用
範
囲
を
動
態
的
に
捉
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

 

（
3
）
相
関
関
係
論
と
全
部
適
用
論

　

事
例
の
評
価
に
入
る
前
に
、
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
学
説
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。
本
稿
は
積
極
的
義
務

の
「
管
轄
」
認
定
方
法
に
つ
い
て
、
国
際
法
制
度
ま
た
は
先
行
行
為
を
根
拠
と
す
る
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
た
。
そ
し
て
当
該

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
籍
国
と
し
て
の
地
位
が
出
入
国
の
自
由
に
関
し
て
の
み
「
管
轄
」
発
生
事
由
と
な
る
よ
う
に
、
根
拠
に
関
連
す
る

義
務
に
つ
い
て
の
み
適
用
を
認
め
る
点
で
、
各
々
の
義
務
が
個
別
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
々
の

条
約
義
務
の
性
格
と
そ
の
適
用
範
囲
の
間
に
相
関
関
係
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
相
関
関
係
論
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
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敷
衍
す
れ
ば
履
行
能
力
説
は
、
履
行
の
容
易
さ
に
応
じ
て
義
務
の
適
用
範
囲
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
る
点
で
、
相
関
関
係
論
の
一
種
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
同
様
に
相
関
関
係
論
を
採
り
つ
つ
も
、
履
行
能
力
と
い
う
事
実
的

指
標
か
ら
適
用
関
係
を
一
元
的
に
説
明
し
な
い
点
に
違
い
が
あ
る
。
本
稿
の
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
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
と
い
う
規
範
的
な
視
点
を
相
関
関
係
論
に
持
ち
込
む
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
と
は
対
照
的
に
、「
管
轄
」
が
条
約
の
適
用
可
否
を
決
め
る
「
敷
居
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
、「
管
轄
」
が
及
べ
ば
条
約

全
体
が
適
用
さ
れ
、
及
ば
な
け
れ
ば
ま
っ
た
く
適
用
が
な
い
と
説
く
立
場
（
オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
）
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。

義
務
ご
と
の
適
用
を
認
め
ず
、
条
約
全
体
が
一
体
と
な
っ
て
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
以
下
で
は
全
部
適
用
論
と

呼
称
す
る
。
こ
の
立
場
は
、
前
述
の
バ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
事
件
決
定
に
お
い
て
、
締
約
国
が
行
使
し
た
支
配
の
程
度
と
保
障
す
べ
き
義
務

の
範
囲
が
比
例
す
べ
き
こ
と
を
説
く
同
事
件
申
立
人
の
主
張
を
、
裁
判
所
が
否
定
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

　

他
方
で
自
由
権
規
約
委
員
会
に
は
一
部
適
用
論
に
親
和
的
な
実
行
が
見
ら
れ
る
。「
一
般
的
意
見
三
六
」
に
お
い
て
、
委
員
会
は
自

由
権
規
約
第
六
条
（
生
命
権
）
の
義
務
が
「
生
命
権
の
享
有
に
対
し
て
締
約
国
の
権
力
又
は
実
効
的
支
配
が
及
ぶ
す
べ
て
の
個
人
」
に

及
ぶ
こ
と
を
示
し
た
。
特
筆
す
べ
き
点
は
「
権
力
又
は
実
効
的
支
配
」
の
及
ぶ
対
象
が
、
個
人
や
地
域
で
は
な
く
「
生
命
権
の
享
有
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
ば
権
利
に
対
す
る
支
配
と
い
う
べ
き
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
に
権
利
へ
の
支
配

が
認
め
ら
れ
る
の
か
は
不
明
確
な
も
の
の
、
こ
の
委
員
会
の
立
場
は
、
各
々
の
権
利
が
ま
っ
た
く
同
じ
影
響
を
受
け
る
と
い
う
擬
制
的

な
前
提
─
─
表
現
物
の
検
閲
は
表
現
の
自
由
に
対
す
る
権
力
・
支
配
と
な
り
え
て
も
、
生
命
権
や
人
身
の
自
由
へ
の
そ
れ
に
は
通
常
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
─
─
を
置
か
な
い
限
り
、
相
関
関
係
論
を
実
質
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
、
最
も
閾
値
の
低
い
権
利

へ
の
支
配
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
権
利
の
適
用
が
及
ぶ
こ
と
と
な
り
、
個
別
的
な
支
配
を
考
え
る
意
義
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
、
権
利
に
対
す
る
支
配
は
自
由
権
規
約
第
六
条
の
文
脈
で
示
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
出
国
の
自
由
の
「
権
利
の
性
格
」
を
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根
拠
に
国
籍
国
の
義
務
を
認
め
た
前
述
の
ヴ
ィ
ダ
ル
・
マ
ル
テ
ィ
ン
事
件
も
、
そ
れ
と
整
合
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
相
関
関
係
論
は
実
行
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
杉
木
は
、
相
関
関
係
論
と
全
部
適

用
論
の
ど
ち
ら
が
適
当
か
は
「
方
法
論
の
問
題
」
で
あ
り
一
概
に
答
え
は
出
せ
な
い
と
慎
重
に
断
っ
た
う
え
で
、
前
者
を
採
用
す
る
必

要
な
い
と
す
る
。
確
か
に
、
特
に
欧
州
人
権
裁
判
所
の
実
行
に
関
し
て
相
関
関
係
論
的
な
説
明
を
す
る
必
要
は
な
い
も
の
の
、
相
関
関

係
論
は
領
域
外
適
用
に
つ
い
て
よ
り
適
当
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
を
挙
げ
る
と
、
前
述
の
出
国
の
自
由
や
救
済
義
務
の

場
合
の
よ
う
な
、
在
外
自
国
民
や
人
権
侵
害
の
被
害
者
と
い
っ
た
一
定
の
個
人
に
対
し
て
属
人
的
に
及
ぶ
「
管
轄
」
は
、
全
部
適
用
論

よ
り
も
相
関
関
係
論
的
理
解
に
馴
染
む
。
こ
の
種
の
「
管
轄
」
が
そ
の
他
す
べ
て
の
義
務
の
適
用
を
認
め
る
効
果
を
持
つ
な
ら
ば
、
締

約
国
に
在
外
自
国
民
等
に
対
す
る
包
括
的
な
人
権
保
障
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
領
域
主
権
に
よ
っ
て
地
理
的
に

区
分
さ
れ
た
現
在
の
国
際
社
会
に
そ
ぐ
わ
な
い
だ
け
で
な
く
、
自
由
権
規
約
の
起
草
過
程
に
お
い
て
諸
国
が
排
除
し
よ
う
と
し
た
、
属

人
的
管
轄
権4

に
基
づ
く
人
権
保
障
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
杉
木
は
次
の
二
点
の
反
論
を
行
っ
て
い
る
。
第
一
に
出
国
の
自
由
に
関
し
て
は
、
国
籍
国
に
よ
る
「
旅
券
更

新
拒
否
」
が
「『
管
轄
』
の
行
使
」
に
当
た
る
と
考
え
れ
ば
、
権
利
の
性
格
と
の
相
関
関
係
を
観
念
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
。
だ
が
、

こ
れ
は
「
管
轄
」
行
使
に
あ
た
っ
て
「
旅
券
更
新
拒
否
」
と
い
っ
た
国
家
行
為
が
伴
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
か
の
よ
う
な
理
解
で
あ
り
、

疑
問
で
あ
る
。「
管
轄
」
が
及
ば
な
け
れ
ば
条
約
義
務
の
適
用
が
な
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
理
解
で
は
国
籍
国
に
よ
る
「
旅
券

更
新
拒
否
」
が
行
わ
れ
た
時
に
は
じ
め
て
義
務
が
及
ぶ
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
適
正
な
手
続
を
通
じ
て
旅
券
を
発
給
す
る
義

務
は
、
国
籍
国
が
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
以
前
か
ら
継
続
的
に
存
在
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
締
約
国

は
更
新
拒
否
に
よ
っ
て
「
管
轄
」
を
行
使
す
る
ま
で
は
旅
券
発
給
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
す
な
わ
ち
発
給
す
る
か
ど
う

か
は
国
家
の
裁
量
に
任
さ
れ
る
形
に
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
義
務
の
解
釈
と
し
て
適
当
と
は
言
い
が
た
い
だ
け
で
な
く
、
実
行
時
に
は

（
86
）

（
87
）

（
88
）

（阪大法学）70（1-105）　105 〔2020.5〕



論　　　説

裁
量
の
範
囲
内
の
行
為
に
つ
い
て
後
に
義
務
違
反
を
認
定
さ
れ
る
と
い
う
法
論
理
的
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。

　

第
二
に
杉
木
は
、
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
の
な
い
権
利
（
例
え
ば
空
爆
に
よ
る
生
命
侵
害
の
場
合
の
婚
姻
の
権

利
）
は
、「
差
し
当
た
り
関
係
が
な
い
が
ゆ
え
に
…
（
中
略
）
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
」
り
、
空
爆
は
生
命
侵
害
に
つ
い
て

の
み
「
管
轄
」
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
っ
た
個
別
的
な
理
解
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
全
部
適
用
論
で
適
用
範
囲
が
十
分
に
狭

め
ら
れ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
全
部
適
用
論
に
よ
る
と
、
例
に
挙
げ
ら
れ
た
空
爆
の
被
害
者
の
み
な
ら
ず
、
旅
券
更
新
を
拒
否
さ
れ
た
在

外
自
国
民
や
、
人
権
侵
害
に
対
す
る
効
果
的
救
済
を
主
張
し
う
る
者
と
い
っ
た
、
何
ら
か
の
根
拠
で
「
管
轄
」
が
及
ぶ
個
人
に
対
し
て
、

条
約
上
の
人
権
カ
タ
ロ
グ
の
す
べ
て
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
義
務
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
各
々
の
権
利
義
務
の
解
釈

か
ら
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
ひ
と
た
び
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
以
降
は
そ
れ
に
よ
る
適
用
範
囲
の
制

限
が
不
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
権
利
義
務
の
解
釈
論
に
多
く
を
頼
る
の
で
は
な
く
、
適
用
範
囲
条
項

た
る
「
管
轄
」
の
機
能
を
利
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
特
に
国
家
に
作
為
を
求
め
る
積
極
的
義
務
に
つ
い
て
は
、「
管
轄
」
条
項
に
よ
る

縛
り
が
有
用
で
あ
る
。
例
え
ば
前
述
の
婚
姻
の
権
利
が
含
ま
れ
る
欧
州
人
権
条
約
第
八
条
（
私
生
活
の
尊
重
）
は
積
極
的
義
務
を
生
じ

さ
せ
る
典
型
的
な
規
定
で
あ
る
。
同
条
か
ら
生
じ
る
諸
義
務
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
な
ぜ
空
爆
の
被
害
者
に
は
及
ば
な
い
か
（
あ
る

い
は
及
ぶ
か
）
を
検
討
す
る
こ
と
は
非
効
率
的
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
加
え
て
、
権
利
侵
害
の
防
止
義
務
と
い
っ
た
、
適
用
の
有
無
と

い
う
入
り
口
の
議
論
で
切
ら
な
け
れ
ば
免
れ
る
こ
と
が
困
難
な
義
務
も
存
在
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

五　

二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
実
行
の
説
明

　

前
章
で
は
先
行
研
究
へ
の
批
判
を
通
じ
て
、
積
極
的
義
務
の
領
域
外
適
用
を
肯
定
す
べ
き
二
つ
の
場
合
を
導
出
し
た
。
一
つ
は
、
国

際
法
制
度
か
ら
権
利
の
保
障
者
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
こ
の
「
管
轄
」
認
定
は
、
既
存
の
制
度
か
ら
適
用
範
囲
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を
演
繹
す
る
静
態
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
い
ま
一
つ
は
、
主
と
し
て
国
家
の
作
為
を
統
制
す
る
目
的
を
持
つ
積
極
的
義
務
に
つ
い

て
、
そ
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
う
る
先
行
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
あ
る
。
後
者
は
個
々
の
国
家
行
為
ご
と
に
適
用
関
係
を
構
築
す
る
点

で
、「
管
轄
」
認
定
に
関
す
る
動
態
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
二
類
型
は
「
管
轄
」
認
定
の
根
拠
を
異
に
す
る
も
の
の
、

ど
の
よ
う
な
国
家
が
義
務
の
履
行
国
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
視
点
を
共
有
し
、
義
務
内
容
と
そ
の
適
用
範
囲
と
の
間
に
相

関
関
係
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
自
由
権
規
約
委
員
会
が
提
示
し
た
権
利
に
対
す
る
支
配
論
の
一
種
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
実
行
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
必
ず
し
も
支
持
さ
れ
な
い
。
同
裁
判
所
は
伝
統
的
な
個

人
・
地
域
支
配
の
概
念
を
用
い
て
諸
事
例
の
処
理
を
試
み
て
い
る
と
い
え
る
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
の
同
裁
判
所
の
実
行
の
中
に
は
、
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
説
明
が
可
能
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
本

章
で
は
主
要
な
事
例
の
検
討
を
通
じ
て
、
本
稿
の
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
く
説
明
が
ど
の
よ
う
に
可
能
で
あ
る
か
を
示
す
。
な
お
、

前
者
の
国
際
法
制
度
を
根
拠
に
す
る
類
型
に
つ
い
て
は
、
判
例
に
お
け
る
「
公
権
力
」
基
準
と
重
な
る
面
が
多
く
あ
り
、
比
較
的
実
行

と
の
距
離
が
近
い
こ
と
が
い
え
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
後
者
の
類
型
に
つ
い
て
、
特
に
人
身
・
生
命
へ
の
危
害

が
関
わ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
な
先
行
行
為
が
基
準
を
満
た
す
の
か
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
1
）
国
家
の
関
与
が
証
明
さ
れ
て
い
る
場
合

　

前
述
の
人
権
侵
害
の
被
害
者
に
対
す
る
救
済
義
務
に
関
し
て
は
、
条
約
機
関
の
実
行
上
、
被
害
者
が
領
域
外
に
所
在
す
る
場
合
で
も

別
個
の
「
管
轄
」
認
定
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
侵
害
行
為
に
よ
り
「
管
轄
」
が
生
じ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
条
約
違
反
を
構
成
す
る
先
行
行
為
を
、
同
義
務
の
「
管
轄
」
を
肯
定
す
る
根
拠
と
見
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。

　

で
は
、
条
約
違
反
を
構
成
し
な
い
先
行
行
為
は
ど
う
か
。
生
命
侵
害
の
場
合
の
調
査
義
務
（
欧
州
人
権
条
約
第
二
条
）
が
争
わ
れ
た
、

欧
州
人
権
裁
判
所
イ
サ
ー
ク
ほ
か
対
ト
ル
コ
事
件
決
定
お
よ
び
同
イ
サ
ー
ク
対
ト
ル
コ
事
件
判
決
を
検
討
し
よ
う
。
欧
州
人
権
裁
判
所
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イ
サ
ー
ク
ほ
か
対
ト
ル
コ
事
件
決
定
で
は
、
締
約
国
の
軍
隊
ま
た
は
警
察
が
領
域
外
で
行
っ
た
暴
行
と
、
暴
力
行
為
の
現
場
に
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
何
も
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
不
作
為
に
よ
っ
て
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
を
基
に
そ
の
後
の
イ
サ
ー
ク
対
ト
ル

コ
事
件
判
決
で
欧
州
人
権
条
約
第
二
条
（
生
命
権
）
上
の
調
査
義
務
が
適
用
さ
れ
た
。
そ
の
際
本
決
定
は
、
締
約
国
が
自
国
領
域
内
で

行
い
え
な
い
侵
害
行
為
を
、
他
国
領
域
内
で
行
う
こ
と
を
許
す
も
の
と
し
て
同
条
約
第
一
条
を
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
た
。

こ
の
一
節
は
、
領
域
外
で
の
拘
束
お
よ
び
暴
行
事
例
に
お
け
る
自
由
権
規
約
委
員
会
の
「
見
解
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
欧
州
人

権
裁
判
所
も
明
示
的
に
参
照
し
た
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
領
域
内
外
で
同
じ
義
務
を
課
す
論
理
で
あ
り
、
領
域
外
適
用
の
例
外

性
を
ほ
ぼ
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
生
命
の
恣
意
的
剥
奪
の
禁
止
の
よ
う
な
普
遍
的
適
用
に
か
な
う
と
思
わ
れ
る
一
部
の

消
極
的
義
務
で
な
ら
と
も
か
く
、
積
極
的
義
務
の
適
用
基
準
の
一
般
的
な
説
明
と
し
て
は
踏
み
込
み
す
ぎ
て
い
る
面
が
あ
る
。

　

翻
っ
て
適
用
さ
れ
た
調
査
義
務
の
性
格
を
見
て
み
る
と
、
イ
サ
ー
ク
事
件
判
決
は
同
義
務
に
つ
い
て
、
自
国
公
務
員
の
行
為
に
厳
格

に
国
内
法
を
適
用
し
、
違
法
行
為
者
を
処
罰
す
る
こ
と
で
生
命
に
対
す
る
権
利
を
確
保
す
る
と
い
う
第
二
条
の
目
的
に
お
い
て
最
も
基

本
的
な
役
割
を
果
た
す
義
務
で
あ
る
と
位
置
づ
け
自
国
公
務
員
に
よ
る
暴
力
行
為
が
関
わ
る
場
合
に
は
い
っ
そ
う
厳
格
に
な
る
も
の
と

理
解
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
決
定
に
お
け
る
普
遍
的
な
「
管
轄
」
の
論
理
と
、
判
決
で
適
用
さ
れ
た
第
二
条
上
の
生
命
権
と
の
間
に
関

連
が
あ
る
も
の
と
読
む
な
ら
ば
、
調
査
義
務
は
、
公
務
員
が
暴
力
行
為
を
行
っ
た
事
実
が
あ
る
際
に
は
常
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
命
の
恣
意
的
剥
奪
の
禁
止
と
い
う
消
極
的
義
務
に
付
随
す
る
義
務
と
し
て
調
査
義
務
を
捉

え
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
関
す
る
限
り
で
領
域
内
外
の
義
務
が
同
一
で
あ
る
こ
と
を
説
く
普
遍
的
な
論
理
が
妥
当
す
る
。

　

た
だ
し
こ
れ
は
、
決
定
お
よ
び
判
決
の
立
場
を
整
合
的
に
理
解
す
る
た
め
の
、
あ
り
う
る
理
論
的
説
明
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
断
っ
て

お
く
。
前
述
の
よ
う
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
相
関
関
係
論
を
正
面
か
ら
認
め
た
こ
と
は
な
い
。
そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
裁
判
所
は

「
管
轄
」
の
議
論
と
、
適
用
さ
れ
る
義
務
の
議
論
と
を
区
別
す
る
形
式
を
覆
し
て
は
お
ら
ず
、
前
者
が
後
者
の
影
響
を
受
け
る
と
い
う
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構
成
を
明
示
的
に
採
用
し
た
こ
と
が
な
い
。
以
降
の
検
討
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
裁
判
所
が
個
人
・
地
域
支
配
理
論
で
処
理
し
よ
う
と

し
た
諸
事
例
に
つ
い
て
、
本
稿
の
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
ど
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
も
っ
て
理
論
の
実

践
的
妥
当
性
を
示
す
こ
と
が
本
章
の
目
的
で
あ
る
。

 

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

　

こ
の
よ
う
に
第
二
条
上
の
調
査
義
務
に
つ
い
て
は
、
国
家
に
よ
る
暴
力
行
為
の
事
実
が
あ
っ
た
場
合
に
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
第
二

の
類
型
の
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
る
と
説
明
で
き
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
国
家
の
関
与
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
ど
う
か
。
調

査
義
務
は
恣
意
的
殺
害
等
の
禁
止
義
務
に
付
随
す
る
た
め
、
締
約
国
に
よ
る
そ
れ
ら
の
実
行
が
証
明
さ
れ
た
方
が
議
論
が
シ
ン
プ
ル
で

あ
る
。
他
方
で
、
生
命
権
の
保
障
を
実
効
的
に
す
る
た
め
に
、
第
二
条
上
の
調
査
義
務
は
、
公
務
員
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
が
明
確
で
な

い
状
況
で
も
調
査
を
実
施
す
る
義
務
を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
関
与
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
事
件
の
調
査
義
務
の
性
格
は
ど
の
よ
う
に
理

解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
前
節
と
同
様
に
あ
く
ま
で
も
国
家
行
為
に
付
随
す
る
義
務
と
み
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
私
人
間

の
人
権
侵
害
の
防
止
義
務
の
よ
う
に
制
度
的
な
基
礎
を
必
要
と
す
る
義
務
と
見
る
の
か
が
論
点
と
な
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
関
与
が
明
ら
か
な
場
合
と
は
異
な
る
扱
い
を
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
ま
ず
、
前
述
の
ア
ル
・
ス

ケ
イ
ニ
事
件
判
決
で
は
、
五
名
の
死
亡
に
関
し
て
第
二
条
の
調
査
義
務
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
の
う
ち
の
一
名
は
、
英
国
と
正

体
不
明
の
集
団
と
の
交
戦
中
に
、
誰
に
よ
っ
て
放
た
れ
た
か
も
不
明
な
流
れ
弾
に
よ
っ
て
死
亡
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
そ
の
よ
う
な

事
情
は
調
査
義
務
の
適
用
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
本
判
決
で
裁
判
所
が
「
公
権
力
」
基
準
に
依
拠
し
た

こ
と
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
。
前
述
の
通
り
、
加
害
者
が
公
務
員
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
事
例
で
は
、
調
査
義
務
の
適
用
に

当
た
っ
て
「
公
権
力
」
の
存
在
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
第
二
条
の
適
用
上
、
殴
打
等
の
暴
力
行
為
と
銃
殺
を
区
別
す
る
合
理
的

理
由
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
加
害
行
為
の
性
格
に
違
い
を
求
め
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
確
か
に
、
判
例
に
よ
れ
ば
身
体
的
接
触
を
伴
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わ
な
い
事
例
に
は
「
実
力
行
使
」
基
準
が
適
用
さ
れ
な
い
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
が
、
な
ぜ
殴
打
等
と
射
殺
で
異
な
る
根
拠
を
求
め
る

か
に
つ
い
て
実
体
的
な
理
由
が
な
い
た
め
、
理
論
的
に
は
意
味
の
あ
る
説
明
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
実
力
行
使
」
基

準
で
は
な
く
「
公
権
力
」
基
準
が
用
い
ら
れ
た
理
由
は
、
締
約
国
が
加
害
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
認
定
の
有
無
に
求
め
る
方
が
適

当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
締
約
国
に
よ
る
加
害
の
事
実
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
は
、
調
査
義
務
の
適
用
に
は
「
公
権
力
」
を

行
使
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
、
と
い
う
評
価
が
可
能
で
あ
る
。
調
査
の
た
め
に
は
警
察
組
織
や
裁
判
機
関
を
通
常
必
要
と
す
る

こ
と
か
ら
、
加
害
事
実
の
証
明
が
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
制
度
的
前
提
が
要
求
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。

　

こ
れ
は
本
稿
の
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
に
親
和
的
な
説
明
で
あ
る
。「
公
権
力
」
基
準
は
制
度
的
基
盤
を
要
求
す
る
点
で
、
国
際
法
制

度
に
基
づ
く
第
一
の
「
管
轄
」
に
基
本
的
に
相
当
す
る
。
特
に
本
件
の
「
公
権
力
」
は
、
安
保
理
決
議
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
治
安
維

持
権
限
等
で
あ
る
か
ら
、
第
一
の
「
管
轄
」
と
捉
え
て
よ
い
。
第
二
の
先
行
行
為
に
基
づ
く
「
管
轄
」
に
関
し
て
は
、
流
れ
弾
に
よ
る

死
亡
者
に
つ
い
て
は
調
査
義
務
が
規
律
す
べ
き
国
家
の
作
為
（
殺
害
行
為
）
が
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
と
説
明
で
き
る
。
加
害
主
体
が
不

明
確
な
場
合
の
調
査
義
務
は
、
国
家
に
与
え
ら
れ
た
権
限
の
範
囲
内
に
あ
る
地
域
・
対
象
に
し
か
及
ば
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
意
味
で
、
当
該
義
務
は
作
為
の
統
制
を
目
的
と
す
る
付
随
的
な
積
極
的
義
務
と
し
て
で
は
な
く
、
私
人
行
為
の
防
止
義
務
の
よ
う
な

一
般
的
な
積
極
的
義
務
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
後
続
の
重
要
判
例
で
あ
る
ジ
ャ
ロ
ウ
ド
対
オ
ラ
ン
ダ
事
件
判
決
で

も
同
様
で
あ
る
。
本
判
決
で
は
締
約
国
軍
人
に
よ
る
発
砲
の
事
実
ま
で
は
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
被
害
者
に
当
た
っ
た
こ

と
は
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
。
裁
判
所
は
、
本
判
決
で
も
発
砲
行
為
そ
れ
自
体
が
「
管
轄
」
を
発
生
さ
せ
る
と
の
構
成
を
と
ら
ず
に
、

（「
公
権
力
」
よ
り
不
完
全
な
も
の
で
あ
れ
）
オ
ラ
ン
ダ
が
自
国
軍
隊
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
権
限
と
、
地
域
の
安
全
を
保
障
す
る
責

任
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
事
件
現
場
と
な
っ
た
検
問
所
を
通
過
す
る
者
は
同
国
の
「
管
轄
」
内
に
あ
る
と
い
う
見
解
を
示

し
た
。
発
砲
で
は
な
く
そ
れ
を
行
う
権
限
・
責
任
に
着
目
す
る
論
理
は
、
ア
ル
・
ス
ケ
イ
ニ
事
件
判
決
と
同
様
に
、
調
査
義
務
が
制
度

（
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的
基
盤
を
必
要
と
す
る
積
極
的
義
務
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
読
み
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
判
例
に
対
す
る
理
論
的
説
明
で
あ
る
。
他
方
で
、
実
行
者
が
不
明
確
な
場
合
の
調
査
義
務
に
つ
い
て
も
、
締
約
国
の
関
与
が

合
理
的
に
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
自
国
公
務
員
の
行
為
に
対
す
る
調
査
義
務
と
同
様
に
消
極
的
義
務
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
人
身
・
生
命
へ
の
重
大
な
危
害
に
関
す
る
調
査
義
務
は
、
そ
の
侵
害
の
重
大
性
や
国
家
に
よ
る
隠

蔽
の
横
行
に
鑑
み
て
、
事
実
関
係
が
不
明
な
場
合
に
も
国
家
が
率
先
し
て
動
く
こ
と
を
求
め
る
側
面
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
義
務
の
性
格
を
捉
え
る
な
ら
ば
、
個
人
に
弾
丸
が
当
た
っ
た
こ
と
ま
で
は
証
明
さ
れ
ず
と
も
、
締
約
国
公
務
員
が
発
砲
し
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
「
管
轄
」
を
発
生
さ
せ
る
先
行
行
為
と
み
な
す
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
先
行
行
為
基
準
で
は
、
行
為
の
態
様
が
義
務
の
保
護
法
益
を
侵
害
し
う
る
も
の
な
の
か
を
、
各
々
の
義
務
に
照
ら
し
て

評
価
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
評
価
は
義
務
ご
と
に
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
前
述
の
殺
害
事
件
や
拷
問
、
強

制
失
踪
が
関
わ
る
場
合
に
は
、
国
家
が
関
与
し
た
合
理
的
な
疑
い
を
発
生
さ
せ
る
程
度
の
行
為
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
う
る
。
他
方
で

一
般
的
な
暴
行
か
ら
の
保
護
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
殴
打
等
を
行
っ
た
明
白
な
事
実
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

 

（
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
で
あ
る
場
合

　

こ
の
よ
う
に
、
求
め
ら
れ
る
先
行
行
為
の
具
体
的
な
態
様
ま
た
は
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
条
約
義
務
の
個
別
的
な
検
討
が
必

要
と
な
り
、
そ
の
す
べ
て
を
行
う
こ
と
は
本
稿
の
射
程
を
超
え
る
。
他
方
で
、
先
行
行
為
基
準
に
は
検
討
し
て
お
く
べ
き
一
般
的
な
論

点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
先
行
行
為
の
満
た
す
べ
き
時
間
的
要
素
の
問
題
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
先
行
行
為
が
、
条
約
の
締
約
国
に
対

す
る
発
効
日
よ
り
前
に
行
わ
れ
て
い
て
も
よ
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
適
用
時
よ
り
時
間
的
に
先
立
つ
行
為
を
適
用

根
拠
と
す
る
以
上
、
過
去
へ
の
広
が
り
に
歯
止
め
を
か
け
な
け
れ
ば
自
動
的
に
発
効
前
行
為
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
問
い
は
、
い
わ
ゆ
る
人
権
条
約
の
時
間
的
適
用
と
重
な
り
合
う
。
し
か
し
、
時
間
的
適
用
の
焦
点
は
時
間
的
な
隔
た
り
が
ど
の
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程
度
ま
で
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に
あ
り
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
締
約
国
の
義
務
の
存
否
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
対
照

的
に
、
領
域
外
適
用
で
は
領
域
外
義
務
の
存
否
そ
れ
自
体
が
、
言
い
換
え
れ
ば
発
効
前
の
行
為
が
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
か
が
不
可
避
的

に
問
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
先
行
行
為
が
満
た
す
べ
き
条
件
の
中
に
、
行
為
時
に
お
け
る
条
約
義
務
の
存
在
が
含
ま
れ
る
か
が
問
題
と

な
る
。
こ
の
よ
う
に
両
理
論
の
間
に
は
、
焦
点
が
行
為
そ
れ
自
体
の
性
格
な
の
か
、
そ
れ
と
も
原
則
と
し
て
行
為
時
と
決
定
的
期
日
と

の
時
間
的
長
さ
な
の
か
と
い
う
点
と
、
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
の
判
断
を
必
然
的
に
伴
う
か
と
い
う
点
で
相
違
が
あ
る
。

　

こ
の
発
効
前
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
の
は
、
前
述
の
イ
ラ
シ
ュ
ク
事
件
判
決
に
お
け
る
ロ
シ
ア
の
「
管
轄
」
認
定
で

あ
る
。
本
件
に
お
い
て
、
ソ
ビ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
（
後
に
ロ
シ
ア
連
邦
。
以
下
で
は
時
期
に
か
か
わ
ら
ず
「
ロ
シ
ア
」
と
い

う
）
は
、
モ
ル
ド
バ
領
域
内
を
事
実
上
支
配
し
て
い
た
私
人
団
体
で
あ
る
、「
ト
ラ
ン
ス
ド
ニ
エ
ス
ト
リ
ア
地
域
モ
ル
ド
バ
共
和
国
」

（
以
下
「
Ｍ
Ｒ
Ｔ
」
と
い
う
）
に
種
々
の
支
援
を
行
っ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
に
つ
い
て
欧
州
人
権
条
約
が
発
効
す
る
前
の
段
階
で
は
、
同

国
は
当
該
地
域
に
軍
隊
を
駐
留
さ
せ
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
武
器
を
提
供
す
る
等
し
て
軍
事
的
、
政
治
的
お
よ
び
経
済
的
支
援
を
行
っ
た
。
ま
た
、

原
告
ら
の
逮
捕
・
拘
禁
に
関
与
し
、
か
つ
原
告
ら
を
Ｍ
Ｒ
Ｔ
の
警
察
に
引
き
渡
し
た
。
さ
ら
に
条
約
発
効
後
に
つ
い
て
は
、
ロ
シ
ア
軍

と
Ｍ
Ｒ
Ｔ
当
局
間
の
軍
事
的
協
力
や
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
へ
の
経
済
的
支
援
の
事
実
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　

本
判
決
は
個
人
・
地
域
支
配
モ
デ
ル
の
典
型
的
な
議
論
に
倣
っ
て
お
ら
ず
、
学
説
上
の
評
価
も
錯
綜
し
て
い
る
。
そ
の
特
異
な
点
は
、

ロ
シ
ア
に
つ
い
て
欧
州
人
権
条
約
が
発
効
す
る
前
と
発
効
後
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、「
管
轄
」
を
検
討
し
、
か
つ
肯
定
し
た
こ
と
に

あ
る
。
ま
ず
条
約
発
効
前
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
原
告
ら
が
欧
州
人
権
条
約
第
一
条
の
意
味
に
お
け
る
「
管
轄
」
内
に
あ
っ
た
と
判
断

し
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　

そ
の
［
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
］
理
由
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
の
責
任
（theresponsibility

）
を
生
じ
さ
せ
た
出
来
事
に
は
、
原
告
の
逮
捕
お
よ
び

拘
禁
の
よ
う
な
当
該
国
の
公
務
員
が
参
加
し
た
行
為
だ
け
で
な
く
、
ト
ラ
ン
ス
ド
ニ
エ
ス
ト
リ
ア
の
警
察
お
よ
び
政
府
の
管
理
下
に
原
告
ら
を
引

（
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き
渡
し
た
こ
と
、
お
よ
び
、
後
に
当
該
警
察
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
虐
待
も
含
ま
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
─
─
ロ
シ
ア
連
邦
の

公
務
員
は
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
際
に
、
自
ら
が
原
告
ら
を
違
法
で
か
つ
違
憲
な
政
府
に
引
き
渡
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た

ゆ
え
に
─
─
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
裁
判
所
は
「
ト
ラ
ン
ス
ド
ニ
エ
ス
ト
リ
ア
政
府
の
当
該
諸
行
為
に
対
す
る
責
任
（responsibilityforthe

actsofthatregim
e

）」
を
ロ
シ
ア
が
負
う
と
判
断
し
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
条
約
発
効
前
の
「
管
轄
」
の
存
在
が
認
め
ら

れ
た
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
逮
捕
・
拘
禁
と
い
っ
た
ロ
シ
ア
自
身
の
行
為
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
引
渡
し
後
の
Ｍ
Ｒ
Ｔ
の
虐
待
行
為

に
つ
い
て
も
同
国
の
「
責
任
」
が
生
じ
る
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
に
関
し
て
、
発
行
前
の
時
点
で
は
ロ
シ
ア
に
条
約
の
適

用
は
及
び
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
シ
ア
は
本
件
の
「
出
来
事
」
に
「
責
任
」
を
負
い
、「
管
轄
」
を
持
つ
と
さ
れ
た
点
が
重
要

で
あ
る
。
こ
の
発
効
前
の
「
管
轄
」
の
認
定
は
、
通
常
の
「
管
轄
」
と
は
異
な
り
、
条
約
義
務
の
適
用
を
直
ち
に
肯
定
す
る
も
の
で
は

な
い
。
条
約
上
の
義
務
は
発
効
後
に
生
ず
る
た
め
、
発
効
前
「
管
轄
」
の
発
生
と
義
務
の
適
用
に
は
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
発
効
前
に
存
在
し
た
「
管
轄
」
の
持
つ
法
的
効
果
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
判
決
の
「
管
轄
」
認
定
に
お
い
て
ロ
シ
ア
の
「
責
任
（responsibility

）」
の
存
在
が
決
め
手
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
。
こ
の
「
責
任
」
を
、
国
際
違
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
国
家
責
任
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
当
該
「
責
任
」
は
、
ロ
シ

ア
に
よ
る
原
告
ら
の
逮
捕
・
拘
禁
や
Ｍ
Ｒ
Ｔ
へ
の
支
援
と
い
っ
た
諸
行
為
か
ら
生
じ
、
か
つ
当
該
諸
行
為
や
そ
の
結
果
と
し
て
の
「
出

来
事
」
に
対
し
て
負
う
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
個
人
・
地
域
と
い
う
客
体
に
対
す
る
支
配
力
と
し
て
観
念
さ
れ
る
伝

統
的
な
「
管
轄
」
と
は
異
な
り
、
あ
る
行
為
や
事
態
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
関
与
に
よ
り
生
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
法
益
侵

害
的
事
態
の
発
生
に
関
与
し
た
締
約
国
に
一
応
の
非
難
可
能
性
を
認
め
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
義
務
を
適
用
す
る
本
稿
の
先
行
行
為
モ
デ

ル
と
き
わ
め
て
親
和
的
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
条
約
発
効
前
の
「
管
轄
」
と
「
責
任
」
を
認
め
る
こ
と
の
意
味
は
、
一
般
的

（
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な
「
管
轄
」
認
定
の
効
果
で
あ
る
条
約
の
適
用
が
な
い
以
上
、
こ
の
部
分
か
ら
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
判
決
の
論
証
を
追
っ
て
い
こ
う
。
裁
判
所
は
発
効
前
の
「
当
該
責
任
が
有
効
で
あ
り
続
け
て
い
た
か
ど
う
か
と
、
こ
れ
が
ロ

シ
ア
連
邦
の
本
条
約
批
准
時
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
、
な
お
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、

発
効
後
の
検
討
に
移
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
発
効
前
の
「
管
轄
」
ま
た
は
「
責
任
」
の
存
在
だ
け
で
は
、
発
効
後
の
そ
れ
ら
の
認

定
に
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
発
効
後
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
ロ
シ
ア
の
「
管
轄
」
を
肯

定
し
た
。
ま
ず
、
前
述
の
ロ
シ
ア
の
諸
行
為
に
照
ら
す
と
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
は
「
ロ
シ
ア
連
邦
の
実
効
的
権
力
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
決
定

的
影
響
の
下
（undertheeffectiveauthority,orattheveryleastunderthedecisiveinfluence,oftheRussianFed-

eration

）
に
置
か
れ
続
け
て
お
り
、
そ
し
て
い
ず
れ
に
せ
よ
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
は
ロ
シ
ア
連
邦
か
ら
の
経
済
的
、
財
政
的
お
よ
び
政
治
的
支

援
の
お
か
げ
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
」
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
ロ
シ
ア
に
は
「
原
告
ら
の
運
命
に
関
す
る
、
継
続
的
で
か
つ

途
切
れ
の
な
い
責
任
の
リ
ン
ク
（acontinuousanduninterruptedlinkofresponsibility

）」
が
認
め
ら
れ
る
。
条
約
発
効
以

後
の
行
為
に
ロ
シ
ア
が
直
接
携
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
重
要
で
な
い
と
し
た
。

　

本
件
で
示
さ
れ
た
、
条
約
発
効
前
後
に
跨
る
「
責
任
の
リ
ン
ク
」
に
基
づ
く
「
管
轄
」
認
定
方
法
は
、
他
に
類
を
見
な
い
も
の
で
あ

る
。
一
見
す
る
と
判
決
の
論
理
は
帰
属
の
議
論
に
似
通
っ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
様
の
事
態
を
扱
っ
た
後
続
の
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所

は
帰
属
に
つ
い
て
判
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
明
示
的
に
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
ロ
シ
ア
に
適
用
さ
れ
た
義
務
は
何
で
あ
り
、

か
つ
発
効
前
の
「
管
轄
」
と
発
効
後
の
そ
れ
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
Ⅰ
）
積
極
的
義
務
の
適
用

　

裁
判
所
は
義
務
違
反
を
生
じ
さ
せ
た
ロ
シ
ア
の
行
為
に
つ
い
て
明
示
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
第
三
条
（
拷
問
の
禁
止
）
に
関
し
て
、

ロ
シ
ア
は
被
害
者
ら
の
拘
禁
状
況
等
に
つ
い
て
「
責
任
を
負
う
（responsible

）」
と
判
断
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
は
具
体
的
な
侵
害
行
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為
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
違
反
認
定
に
至
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
拘
禁
等
を
招
い
た
直
接
の
作
為
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ

を
放
置
ま
た
は
黙
認
し
た
不
作
為
が
違
反
の
根
拠
な
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
が
発
効
後
の
侵
害
行
為
を
中
止
ま
た

は
防
止
し
な
か
っ
た
事
実
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
本
判
決
は
不
作
為
の
違
反
認
定
を
行
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
本
件
は
、
侵
害
行
為
の
中
止
お
よ
び
防
止
義
務
と
い
う
積
極
的
義
務
が
適
用
さ
れ
た
事
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
薬
師
寺
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
状
況
の
改
善
の
た
め
の
努
力
を
怠
っ
た
こ
と
が
明
白
な
本
件
で
は
、
直
接
の
侵
害
行
為
を
示
さ
ず
と
も
、
当
該
状

況
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
と
述
べ
る
の
み
で
十
分
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
侵
害
発
生
を
防
止
す
る
義
務
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
措
置
を
と
る
と
い
う
「
相
当
の
注
意
義
務
」
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
。
当
該
義
務
は
前
述
の
よ
う
に
、
履
行
能
力
の
み
を
適
用
の
指
標
と
す
る
と
履
行
主
体
が
過
度
に
拡
大
し
う
る
た
め
、
ど
の
よ
う
に

そ
の
範
囲
を
狭
め
る
か
が
問
題
と
な
る
。
本
件
で
義
務
の
適
用
が
認
め
ら
れ
た
理
由
は
、
発
効
前
の
引
渡
し
等
の
行
為
に
よ
る
「
管

轄
」
な
い
し
「
責
任
」
と
、
発
効
後
の
「
決
定
的
影
響
」
に
よ
っ
て
「
責
任
の
リ
ン
ク
」
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
以
下

で
は
、
発
効
前
「
管
轄
」
と
「
決
定
的
影
響
」
の
関
係
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
本
判
決
の
論
理
に
、
義
務
履
行
国
の
範
囲
を
限
定
す
る

要
素
が
内
在
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

 

（
Ⅱ
）
条
約
発
効
前
の
「
管
轄
」
と
決
定
的
影
響
の
関
係

　

発
効
前
の
「
管
轄
」
の
法
的
効
果
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
後
続
の
類
似
判
例
で
あ
る
カ
タ
ン
ほ
か
対
モ
ル
ド
バ
お
よ
び
ロ
シ
ア
事

件
判
決
と
イ
ラ
シ
ュ
ク
事
件
判
決
と
を
比
較
し
て
お
こ
う
。
カ
タ
ン
事
件
は
、
ロ
シ
ア
が
欧
州
人
権
条
約
の
締
約
国
に
な
っ
て
以
降
の

ケ
ー
ス
で
あ
る
た
め
、
発
効
前
「
管
轄
」
や
発
効
前
後
に
跨
る
「
責
任
の
リ
ン
ク
」
は
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
「
実
効
的
支
配
お
よ
び
決
定
的
影
響
」
に
基
づ
い
て
、
ロ
シ
ア
の
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
適
用
さ
れ
た
規
定
も
多
岐
に
渡
る
こ
と
か
ら
、「
実
効
的
支
配
」
ま
で
認
定
さ
れ
れ
ば
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
が
行
っ
た
権
利
侵
害
の
す
べ
て
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に
つ
い
て
「
管
轄
」
が
及
ぶ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
発
効
前
「
管
轄
」
を
議
論
す
る
意
義
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
権
利

侵
害
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
私
人
行
為
が
発
効
後
に
行
わ
れ
た
ケ
ー
ス
（
イ
ラ
シ
ュ
ク
事
件
も
当
て
は
ま
る
）
で
は
、
当
該
私
人

へ
の
「
実
効
的
支
配
」
を
肯
定
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
へ
の
「
管
轄
」
が
自
動
的
に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
こ
れ

は
帰
属
の
認
定
で
は
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
被
害
者
の
境
遇
を
改
善
す
る
た
め
の
積
極
的
義
務
が
生
ず
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
事
実
上
、

Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
「
実
効
的
支
配
」
が
及
ぶ
限
り
、
そ
の
加
害
行
為
の
被
害
者
に
は
条
約
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
事
件
判
決
が
発
効
前
「
管
轄
」
に
言
及
し
た
こ
と
を
整
合
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
本
判
決
で
認
め
ら
れ

た
「
決
定
的
影
響
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
発
効
後
の
「
管
轄
」
を
認
め
る
の
に
十
分
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
私
人
団
体
に
「
決
定
的
影
響
」
を
及
ぼ
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
当
該
団
体
に
よ
る
行
為
の
被
害
者
に
対
し
て
権
利
保
障
を

行
う
べ
き
立
場
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
「
決
定
的
影
響
」
の
概
念
が
明
確
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
推
測
す
る

し
か
な
い
が
、
影
響
国
の
負
担
の
過
大
さ
が
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
軍
事
的
協
力
や
経
済
的
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
支

援
先
の
行
っ
た
権
利
侵
害
の
す
べ
て
に
つ
い
て
条
約
上
の
積
極
的
義
務
を
負
う
と
い
う
の
は
、
や
や
過
剰
な
要
求
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
支
援
先
の
団
体
が
掲
げ
て
い
た
方
針
に
由
来
す
る
加
害
行
為
と
い
っ
た
、
影
響
国
に
と
っ
て
容
易
に
予
測
し
う
る
も
の
（
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
団
体
に
よ
る
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
な
ど
）
に
つ
い
て
は
そ
の
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
被
支
援
者
の
加
害
行
為
全
般
に
つ

い
て
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
加
え
て
、「
決
定
的
」
と
い
う
用
語
で
概
念
を
幾
分
狭
め
て
い
る
も
の
の
、
締
約
国
の
及
ぼ
す

影
響
力
を
適
用
の
指
標
と
す
る
解
釈
に
は
、
義
務
履
行
国
の
限
定
が
困
難
に
な
る
危
険
性
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
決
定
的
影
響
」
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
た
場
合
、
発
効
前
「
管
轄
」
は
、
発
効
後
の
「
決
定
的
影
響
」
と
組
み
合
わ
さ

る
こ
と
で
、
発
効
後
の
「
管
轄
」
を
生
じ
さ
せ
る
法
的
効
果
を
持
つ
も
の
と
説
明
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
原
告
ら
を
逮
捕
・
拘
禁
等

し
、
か
つ
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
引
き
渡
す
と
い
う
ロ
シ
ア
の
諸
行
為
は
、
原
告
ら
の
将
来
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
危
険
を
創
出
し
た
点
で
、
非
難
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の
余
地
が
あ
る
先
行
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
諸
行
為
は
、
原
告
ら
に
対
す
る
「
管
轄
」
の
存
在
を
一
応
肯
定
す
る
。
た
だ
し
、

当
該
「
管
轄
」
が
及
ぶ
の
は
、
発
効
前
の
ロ
シ
ア
の
諸
行
為
に
よ
っ
て
悪
影
響
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
シ

ア
の
諸
行
為
と
、
発
効
後
に
Ｍ
Ｒ
Ｔ
が
行
っ
た
権
利
侵
害
と
の
関
連
性
を
検
討
し
て
い
く
と
、
第
一
に
ロ
シ
ア
に
よ
る
引
渡
し
と
、
引

渡
し
先
の
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
よ
る
拷
問
や
非
人
道
的
取
り
扱
い
と
の
間
に
は
、
拷
問
等
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
不
引
渡
し
義
務
を
定
め
る
欧

州
人
権
条
約
第
三
条
に
照
ら
せ
ば
、
密
接
な
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
移
送
先
で
拷
問
を
受
け
な
い
利
益
は
、
第
三
条
が
保
障

す
る
最
た
る
法
益
の
一
つ
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
方
で
、
拘
禁
の
合
法
性
が
争
わ
れ
た
第
五
条
や
第
八
条
に
つ
い
て
は
、
発
効
前
の
諸
行

為
と
の
関
係
が
弱
ま
る
こ
と
が
い
え
る
。
さ
ら
に
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
よ
る
財
産
の
押
収
を
問
題
と
す
る
第
一
選
択
議
定
書
第
一
条
に
関
す
る

申
立
は
、
発
効
前
の
ロ
シ
ア
の
諸
行
為
と
は
ほ
ぼ
無
関
係
な
、
独
立
し
た
加
害
行
為
を
扱
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
発
効
前
「
管
轄
」
の
存
在
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
前
記
の
諸
規
定
す
べ
て
の
適
用
を
認
め
た
点
に
、
本
件
に
お
け
る
「
決
定
的
影
響
」
の
法
的
効

果
が
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
引
渡
し
国
が
対
処
す
べ
き
加
害
行
為
は
、
引
渡
し
先
で
の
拷
問
と
い
っ
た
不
引
渡
し
義
務
が
直
接
に

想
定
し
て
い
る
も
の
に
本
来
限
ら
れ
る
一
方
で
、
引
渡
し
先
で
あ
る
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
対
し
て
「
決
定
的
影
響
」
を
及
ぼ
し
て
い
る
事
実
に
よ

っ
て
、
Ｍ
Ｒ
Ｔ
が
原
告
ら
に
対
し
て
行
っ
た
あ
ら
ゆ
る

4

4

4

4

権
利
侵
害
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
の
義
務
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ロ
シ

ア
は
、
引
渡
し
行
為
に
よ
っ
て
原
告
ら
の
権
利
侵
害
の
危
険
性
を
創
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
引
渡
し
先
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
侵
害
的
状
況
の
維
持
な
い
し
創
出
に
関
与
し
続
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
タ
ン
事
件
判
決
で
認
め
ら
れ
た
「
実
効
的
支
配
」

と
の
違
い
は
、「
実
効
的
支
配
」
下
の
私
人
に
よ
る
加
害
行
為
が
、
そ
の
す
べ
て
の
被
害
者

4

4

4

4

4

4

4

に
対
し
て
支
配
国
の
「
管
轄
」
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
と
は
対
照
的
に
、「
決
定
的
影
響
」
下
に
あ
る
私
人
の
加
害
行
為
は
、
当
該
私
人
に
引
き
渡
さ
れ
た
個
人
の
よ
う
な
、
予
め

4

4

限
定
さ
れ
た
対
象

4

4

4

4

4

4

4

に
の
み
影
響
国
の
「
管
轄
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
イ
ラ
シ
ュ
ク
事
件
で
は
、
発
効
前
「
管
轄
」
が
及
ぶ
原

（
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告
ら
の
み
が
そ
の
よ
う
な
対
象
と
な
る
。
つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
は
Ｍ
Ｒ
Ｔ
が
不
特
定
の
人
々
に
行
う
加
害
行
為
の
す
べ
て
に
対
処
す
べ
き

ほ
ど
の
関
与
は
必
ず
し
も
行
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
本
件
の
原
告
ら
が
Ｍ
Ｒ
Ｔ
か
ら
危
害
を
加
え
ら
れ
う
る
状
況
を
創
出
し
続
け
て
お

り
、
こ
の
意
味
で
原
告
ら
へ
の
加
害
行
為
へ
の
関
与
が
他
の
締
約
国
と
比
べ
て
相
対
的
に
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
法
益
侵
害
の
危
険

性
を
創
出
す
る
先
行
行
為
の
性
格
と
程
度
か
ら
、
適
用
さ
れ
る
積
極
的
義
務
の
範
囲
が
決
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
「
管
轄
」
認
定
方
法
は
、
発
効
前
「
管
轄
」
と
発
効
後
の
「
決
定
的
影
響
」
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
射
程
と
論
理
に
つ
い
て
本
稿
の
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
発
効
前
「
管
轄
」
の
認
定
は
、

ロ
シ
ア
の
行
為
が
原
告
ら
の
法
益
侵
害
を
惹
起
し
う
る
こ
と
を
根
拠
に
、
発
効
後
に
関
連
す
る
義
務
の
「
管
轄
」
を
生
じ
さ
せ
る
。
次

い
で
、
発
効
後
に
Ｍ
Ｒ
Ｔ
に
対
し
て
及
ぼ
さ
れ
た
「
決
定
的
影
響
」
は
、
発
効
前
「
管
轄
」
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
に
加
え
て
、

ロ
シ
ア
が
対
処
す
べ
き
加
害
行
為
の
範
囲
を
、
原
告
ら
に
対
す
る
Ｍ
Ｒ
Ｔ
の
加
害
行
為
全
般
に
ま
で
広
げ
る
効
果
を
持
つ
。
し
た
が
っ

て
、「
原
告
ら
の
運
命
に
関
す
る
、
継
続
的
で
か
つ
途
切
れ
の
な
い
責
任
の
リ
ン
ク
」
が
存
在
す
る
と
い
う
裁
判
所
の
判
示
は
、
発
効

前
の
引
渡
し
等
の
行
為
と
、
発
効
後
の
Ｍ
Ｒ
Ｔ
へ
の
支
援
と
い
う
時
間
的
に
離
れ
た
先
行
行
為
と
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
、
ロ
シ
ア
が
対
処

す
べ
き
範
囲
を
拡
張
す
る
論
理
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

六　

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
積
極
的
義
務
の
領
域
外
適
用
を
肯
定
す
る
要
件
と
し
て
、
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
保
障
者
的
地
位
と
、
法
益
侵
害

の
危
険
を
創
出
す
る
先
行
行
為
の
二
つ
を
提
示
し
た
。
こ
の
二
類
型
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
締
約
国
と
個
人
の
間
の
法
的
ま
た
は
事
実
的

な
繋
が
り
が
、
そ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
も
の
か
ど
う
か
を
、
各
々
の
義
務
内
容
に
照
ら
し
て
評
価
す
る
。
そ
し
て
二
要
件
の
い
ず
れ

か
の
充
足
は
、
締
約
国
が
個
人
の
人
権
状
況
を
改
善
す
べ
き
立
場
に
あ
る
と
い
う
規
範
的
決
定
を
含
意
す
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
条

（
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約
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
あ
る
義
務
に
つ
い
て
履
行
が
不
可
能
な
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
事
実
は
適
用
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
例
え
ば
、
領
域
外
の
拷
問
に
つ
い
て
加
害
国
が
自
ら
調
査
す
る
こ
と
が
不
可

能
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
調
査
義
務
の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
履
行
可
能
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
ま
で
義
務
が
調
整

さ
れ
る
─
─
領
域
国
に
調
査
へ
の
協
力
を
働
き
か
け
る
な
ど
─
─
か
、
あ
る
い
は
単
に
義
務
違
反
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
履
行
能
力
が
影
響
を
与
え
う
る
の
は
、
適
用
の
存
否
に
関
す
る
「
管
轄
」
の
議
論
に
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
実
際
に

課
さ
れ
る
義
務
の
内
容
面
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
履
行
の
可
否
と
い
う
事
実
的
指
標
が
適
用
範
囲
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
す
る

履
行
能
力
説
と
、
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
考
え
方
を
異
に
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
そ
れ
ら
二
要
件
の
充
足
が
義
務
の
内
容
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
、「
管
轄
」
規
定
が
、
条
約
全
体
に
わ
た
る
一
般

条
項
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
実
際
に
は
各
々
の
実
体
的
権
利
規
定
と
併
せ
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
一

見
す
る
と
一
般
条
項
の
解
釈
と
し
て
穏
当
で
な
い
印
象
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
権
条
約
の
解
釈
に
お
い
て
、
一
般
条
項
が
実

体
的
権
利
規
定
と
併
せ
読
ま
れ
る
例
は
他
に
も
あ
り
、「
管
轄
」
解
釈
が
同
様
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
と
し
て
も
突
飛
な
こ
と
で

は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
権
利
享
有
の
有
無
を
決
す
る
と
い
う
適
用
範
囲
規
定
の
大
き
な
影
響
に
鑑
み
れ
ば
、「
管
轄
」
の
画
一
的

な
解
釈
に
は
慎
重
に
な
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
義
務
の
配
分
を
通
じ
た
安
定
的
な
国
際
法
秩
序
の
構
築
と
い
う
要
請

に
配
慮
し
つ
つ
も
、
権
利
の
実
効
的
保
障
の
た
め
に
柔
軟
な
解
釈
の
余
地
を
広
く
残
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、
第
二
の
類
型
で
あ
る
先
行
行
為
基
準
の
う
ち
、
条
約
発
効
前
の
先
行
行
為
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
領
域
外
適
用
の
認
定
に
お

い
て
、
根
拠
と
な
る
侵
害
的
行
為
が
発
効
前
後
の
い
ず
れ
に
行
わ
れ
た
か
は
基
本
的
に
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
例

え
ば
求
め
ら
れ
る
先
行
行
為
が
拷
問
の
実
行
で
あ
る
場
合
、
行
為
が
拷
問
に
相
当
す
る
態
様
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
行
為
時
に
拷
問

を
禁
止
す
る
規
定
が
締
約
国
に
つ
い
て
発
効
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
、
と
推
論
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
行
行
為
時
と
適
用
時

（
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の
時
間
的
隔
た
り
が
ど
の
程
度
ま
で
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
問
い
は
別
個
に
存
在
し
、
こ
れ
に
答
え
る
に
は
条
約
の
時
間
的
適
用
理
論

の
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
の
検
討
は
網
羅
的
で
は
な
い
が
、
あ
る
発
効
前
行
為
が
積
極
的
義
務
の
発
生
根
拠
と
な

り
う
る
点
に
は
、
積
極
的
義
務
の
発
展
に
伴
っ
て
条
約
の
時
間
的
適
用
の
幅
が
変
化
し
う
る
こ
と
を
説
く
、
近
年
の
時
間
的
適
用
理
論

と
の
親
和
性
を
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
旧
日
本
軍
「
従
軍
慰
安
婦
」
の
女
性
ら
に
関
連
し
て
、
国
連
の
条
約
機
関
は
、
身

体
の
完
全
性
に
関
す
る
諸
規
定
に
基
づ
い
て
、
被
害
事
実
の
調
査
や
公
的
な
謝
罪
等
を
実
施
す
る
よ
う
日
本
に
求
め
て
き
た
。
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
条
約
の
時
間
的
適
用
の
問
題
だ
け
が
焦
点
化
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
現
在
は
─
─
そ
し
て
多
く
の
場
合
、
戦
前
の
加
害

行
為
時
に
も
─
─
日
本
国
外
に
所
在
す
る
元
「
慰
安
婦
」
ら
に
対
す
る
積
極
的
義
務
が
な
ぜ
生
ず
る
か
と
い
う
、
地
理
的
適
用
の
問
題

が
含
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
の
検
討
に
照
ら
す
と
、
戦
前
の
先
行
行
為
を
領
域
外
適
用
の
根
拠
と
み
る
第
二
の
類
型
に
基
づ
く
説
明
が
考

え
ら
れ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
時
間
的
適
用
と
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
有
益
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
類
型
の
「
管

轄
」
の
射
程
を
測
る
た
め
に
は
、
人
権
条
約
発
効
前
の
国
家
行
為
が
地
理
的
適
用
・
時
間
的
適
用
に
及
ぼ
す
効
果
に
つ
い
て
逐
条
的
に

分
析
し
、
義
務
の
性
格
ご
と
に
類
型
化
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

武
装
集
団
の
占
領
に
よ
り
実
効
的
支
配
を
失
っ
た
地
域
に
つ
い
て
、
領
域
国
の
義
務
が
残
存
す
る
こ
と
を
認
め
た
イ
ラ
シ
ュ
ク
ほ
か
対
モ
ル

ド
バ
及
び
ロ
シ
ア
事
件
判
決
の
モ
ル
ド
バ
に
対
す
る
判
示
を
参
照
せ
よ
。Ilaşcu and O

thers v. M
oldova and R

ussia,supranote2,paras.
311,331-333.

な
お
、
本
判
決
が
領
域
国
と
し
て
の
地
位
を
「
管
轄
」
の
根
拠
と
し
た
こ
と
は
、
後
続
判
例
で
あ
る
カ
タ
ン
ほ
か
対
モ
ル
ド
バ
お

よ
び
ロ
シ
ア
事
件
判
決
と
モ
ー
ゼ
ー
対
モ
ル
ド
バ
お
よ
び
ロ
シ
ア
事
件
判
決
で
、
イ
ラ
シ
ュ
ク
事
件
判
決
で
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
た
理
由
を

「
モ
ル
ド
バ
が
領
域
国
で
あ
っ
た
か
ら
」、
お
よ
び
「
当
該
地
域
が
国
際
公
法
上
モ
ル
ド
バ
の
領
域
の
一
部
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事

実
か
ら
義
務
が
生
じ
る
」
と
説
明
し
た
こ
と
か
ら
示
さ
れ
る
。Catan and O

thers v. M
oldova and R

ussia,ECtH
R(GrandCham

ber),
A

pp.N
o.43370/04,8252/05and18454/06,Judgem

ent,19O
ctober2012,paras.109-110;M

ozer v. the R
epublic of M

oldova 
and R

ussia,ECtH
R(GrandCham

ber),A
pp.N

o.11138/10,Judgem
ent,23February2016,paras.99-100.
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関
連
し
て
シ
ャ
ナ
イ
は
二
〇
一
三
年
の
単
著
論
文
に
お
い
て
、
領
域
外
適
用
の
根
拠
と
し
て
「
特
別
の
法
的
関
係
（speciallegal

relations

）」
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
個
人
の
人
権
を
保
障
す
る
に
当
た
っ
て
、
あ
る
国
家
が
「
特
に
ふ
さ
わ
し
い
立
場
に
あ
る
」

こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
の
例
と
し
て
シ
ャ
ナ
イ
は
、
船
舶
の
乗
組
員
と
そ
の
旗
国
と
の
関
係
や
、
占
領
国
と
被
占
領
地
の
個
人
と

の
関
係
を
挙
げ
る
。Shany,supra note34,pp.69-70.

本
稿
の
検
討
は
シ
ャ
ナ
イ
の
分
析
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
て
い
る
。

国
籍
者
に
対
す
る
恣
意
的
な
パ
ス
ポ
ー
ト
の
剥
奪
等
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
陳
天
璽
・
近
藤
敦
・
小
森
宏
美
・
佐
々
木
て
る
編

『
越
境
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン　

国
籍
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・
Ｉ
Ｄ
カ
ー
ド
』（
新
曜
社
、
二
〇
一
二
年
）、
九
─
一
〇
頁
。

陳
天
璽
・
大
西
広
之
・
小
森
宏
美
・
佐
々
木
て
る
編
『
パ
ス
ポ
ー
ト
学
』（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
）、
二
〇
一
頁
。
な
お
、
国

連
機
関
に
よ
り
パ
ス
ポ
ー
ト
が
発
給
さ
れ
る
場
合
や
、
難
民
に
与
え
ら
れ
る
出
入
国
許
可
証
等
が
例
外
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

V
idal M

artins v. U
ruguay,Com

m
unicationN

o.R.13/57,U
.N

.D
oc.CCPR/C/15/D

/57/1979,para.7.
Ibid.

関
連
し
て
、
自
由
権
規
約
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
諸
国
は
国
籍
を
通
じ
た
属
人
的
管
轄
権
に
基
づ
き
、
在
外
自
国
民
の
人
権
保
障
義
務
を

負
う
こ
と
に
強
く
反
発
し
た
。Seee.g.,U

nitedN
ations,GeneralA

ssem
bly,T

enthSession,D
raftInternationalCovenantson

H
um

anRightsA
nnotation,A

/2929,paras.3,25,29and30.

起
草
過
程
の
評
価
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
せ
よ
。
山
形
英
郎
「
自
由
権

規
約
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
─
自
由
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
領
域
外
適
用
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
四
〇
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）、
四
七
─
五
〇
頁
。

欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
国
籍
に
基
づ
く
属
人
的
管
轄
権
が
領
域
主
権
に
劣
位
す
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
国
籍
国
よ
り
も
滞
在
国
の
方
が
人

権
保
障
義
務
を
負
う
べ
き
立
場
に
あ
る
こ
と
を
導
い
て
い
る
。Seee.g.,R

antsev v. Cyprus and R
ussia,ECtH

R(FirstSection),A
pp.

N
o.25965/04,Judgem

ent,7January2010,para.206.
M

ilanovic,supranote25,pp.210-216.

ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
義
務
に
よ
っ
て
そ
の
「
強
度
」
が
異
な
り
う
る
と
し
た
上
で
、
自
国
公
務
員
が
加
害
行
為
に
関
わ
る
場
合
の
調
査
義

務
は
「
絶
対
的
義
務
」
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。Ibid.,pp.216-217.

関
連
し
て
ベ
ン
・
ナ
フ
タ
リ
と
シ
ャ
ナ
イ
は
、
国
家
が
能
動
的
に
加
害
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
直
接
的
で
予
見
可
能
な
結
果
に
つ
い
て

は
当
該
国
が
「
有
責
（culpable

）」
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
、
条
約
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
と
説
く
（Ben-N

aftaliandShany,
supranote50,pp.64-65.

）。
こ
れ
は
主
と
し
て
消
極
的
義
務
を
想
定
し
た
議
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
一
定
の
加
害
行
為
に
つ
い
て
「
責

（
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）

（
74
）

（
75
）

（
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）
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）

（
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）
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）
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）
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任
（culpability

）」
を
認
め
、
そ
れ
を
根
拠
に
条
約
を
適
用
す
る
論
理
は
、
本
稿
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
文
脈
で
「
責

任
」
が
あ
る
こ
と
と
は
、
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
対
処
す
べ
き
立
場
に
あ
る
と
い
う
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。

欧
州
人
権
条
約
に
つ
い
て
論
ず
る
も
の
と
し
て
、
杉
木
志
帆
「
欧
州
人
権
条
約
の
適
用
範
囲
を
定
め
る
『
管
轄
』
概
念
─
─
そ
の
定
義
と

『
管
轄
の
連
関
』
構
築
要
員
─
─
」『
研
究
紀
要
』
二
三
号
（
二
〇
一
八
年
）、
五
五
─
六
三
頁
。
人
権
条
約
一
般
に
つ
い
て
の
論
考
と
し
て
、
次

を
参
照
せ
よ
。N

ienkevanderH
ave,supranote66,p.147.

Banković and O
thers v. Belgium

 and O
thers,supranote13,paras.46,53,75and82.

Generalcom
m

entN
o.36,U

.N
.D

oc.CCPR/C/GC/36(2018),para.63.

杉
木
「
前
掲
論
文
（
注
八
三
）」、
六
一
頁
。

同
上
、
六
三
頁
。
な
お
、
厳
密
に
は
杉
木
は
ミ
ラ
ノ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
「
消
極
的
義
務
・
積
極
的
義
務
二
分
論
」
に
つ
い
て
本
文
の
よ
う
に
述
べ

た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
稿
に
い
う
相
関
関
係
論
の
一
種
で
あ
る
。

同
上
、
六
二
─
六
三
頁
。

同
上
、
六
二
頁
。

「
公
権
力
」
基
準
は
、
領
域
国
政
府
の
同
意
と
い
っ
た
制
度
的
基
盤
を
要
求
す
る
点
で
、
本
稿
の
第
一
の
類
型
と
近
し
い
。
た
だ
し
根
拠
の

面
で
、
第
一
の
類
型
は
領
事
館
に
よ
る
旅
券
の
発
給
と
い
っ
た
領
域
国
政
府
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
措
置
を
も
含
む
た
め
、
完
全
に

同
一
で
は
な
い
。
さ
ら
に
「
管
轄
」
認
定
の
効
果
に
関
し
て
は
、
第
四
章
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
欧
州
人
権
裁
判
所
の
実
行
上
は
全
部
適
用
論
も

支
持
さ
れ
う
る
た
め
、
相
関
関
係
論
に
依
る
本
稿
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

E.g.Ilaşcu and O
thers v. M

oldova and R
ussia,supranote2,p.113;V

idal M
artins v. U

ruguay,supranote77,para.10;
Lopez Burgos v. U

ruguay,supranote45,para.14.

加
え
て
領
域
内
の
事
例
で
あ
る
が
、
自
由
権
規
約
委
員
会
の
サ
ヤ
デ
ィ
ほ
か
対
ベ
ル

ギ
ー
事
件
で
委
員
会
は
、
国
連
安
保
理
の
制
裁
対
象
者
リ
ス
ト
か
ら
被
害
者
の
名
前
を
削
除
す
る
権
限
を
ベ
ル
ギ
ー
は
持
た
な
い
が
、「
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
で
き
る
か
ぎ
り
迅
速
に
彼
（
女
）
ら
の
名
前
を
リ
ス
ト
か
ら
削
除
し
、
彼
（
女
）
ら
に
何
ら
か
の
形
態
の
賠
償
を
提
供
し
、
か
つ

削
除
要
請
を
公
表
す
る
た
め
に
、
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
行
う
義
務
を
締
約
国
は
負
う
と
考
え
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
、

実
効
的
な
救
済
を
実
施
す
る
能
力
が
な
く
と
も
救
済
義
務
の
適
用
が
妨
げ
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。N

abil Sayadi and Patricia 
V

inck v. Belgium
,Com

m
unicationN

o.1472/2006,U
.N

.D
oc.CCPR/C/94/D

/1472/2006(2008),para.12.
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Isaak and O

thers v. T
urkey,ECtH

R(T
hirdSection),A

pp.N
o.44587/98,D

ecision,28D
ecem

ber2006,p.20.
Isaak v. T

urkey,ECtH
R(FourthSection),A

pp.N
o.44587/98,Judgem

ent,24Septem
ber2008,paras.121-125.

類
似
の

事
例
に
ソ
ロ
モ
ウ
ほ
か
対
ト
ル
コ
事
件
判
決
が
あ
る
。Solom

ou and O
thers v. T

urkey,ECtH
R(FourthSection),A

pp.N
o.36832/97,

Judgem
ent,24June2008,paras.80-84.

Isaak and O
thers v. T

urkey,supranote92,p.20.　

SeealsoSolom
ou and O

thers v. T
urkey,ibid.,para.45.

Lopez Burgos v. U
ruguay,supranote45,para.12.3.

同
じ
く
引
用
さ
れ
た
セ
リ
ベ
ル
テ
ィ
対
ウ
ル
グ
ア
イ
も
同
旨
。Lilian Celiberti 

de Casariego v. U
ruguay,Com

m
unicationN

o.56/1979,para.10.3,U
.N

.D
oc.CCPR/C/O

P/1at92(1984).
Issa and O

thers v. T
urkey,supranote12,para.71.

裁
判
所
が
引
用
し
た
ロ
ペ
ス
・
ブ
ル
ゴ
ス
対
ウ
ル
グ
ア
イ
事
件
で
、
ト
ム
シ
ャ
ッ
ト
は
多
数
意
見
の
論
理
を
「
過
度
に
広
い
言
い
回
し
で
あ

り
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
誤
解
を
招
く
結
論
に
至
る
可
能
性
が
あ
る
」
と
批
判
し
て
い
る
。Lopez Burgos v. U

ruguay,supranote39,
A

PPEN
D

IX
,IndividialopinionappendedtotheCom

m
ittee'sview

sattherequestofM
r.ChristianT

om
uschat

Isaak v. T
urkey,supranote93,para.121.SeealsoSolom

ou and O
thers v. T

urkey,supranote93,para.80.
E.g.,O

sm
an v. the U

nited K
ingdom

,ECtH
R(GrandCham

ber),A
pp.N

o.23452/94,Judgem
ent,28O

ctober1998,paras.
115-116.

A
l-Skeini and O

thers v. the U
nited K

ingdom
,supranote7,paras.43-46.

Ibid.,para.149.
Jaloud v. T

he N
etherlands,ECtH

R(GrandCham
ber),A

pp.N
o.47708/08,Judgem

ent20N
ovem

ber14,paras.140-
153.

調
査
義
務
は
、
特
に
米
州
人
権
裁
判
所
と
自
由
権
規
約
委
員
会
に
お
い
て
、
生
命
権
の
多
重
的
な
侵
害
が
疑
わ
れ
る
が
そ
の
実
行
者
が
特
定

で
き
な
い
強
制
失
踪
の
事
例
を
契
機
と
し
て
発
展
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
以
下
を
参
照
。H

errera R
ubio v. Colom

bia, 
Com

m
unicationN

o.161/1983,U
.N

.D
oc.CCPR/C/31/D

/161/1983,paras.10.3-10.5.

欧
州
人
権
裁
判
所
は
時
間
的
適
用
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
侵
害
的
事
態
発
生
時
と
、
欧
州
人
権
条
約
の
締
約
国
に
対
す
る
発
効
日
ま
た
は
欧

州
人
権
裁
判
所
の
管
轄
権
の
効
力
発
生
日
と
の
間
の
時
間
的
長
さ
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
こ
で
、
事
態
が
条
約
発
効
日
よ
り
昔
に
起
こ
っ
た
場
合

（
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（
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と
、
発
効
後
だ
が
裁
判
所
の
管
轄
権
の
発
生
日
の
前
に
起
こ
っ
た
場
合
と
で
は
、
事
態
発
生
時
に
そ
も
そ
も
条
約
の
適
用
が
及
ん
で
い
た
か
と
い

う
点
で
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
前
者
で
は
事
態
発
生
時
に
条
約
適
用
が
な
い
こ
と
か
ら
、
当
該
事
態
に
由
来
す
る
条
約
義
務
の
存
否
が

問
わ
れ
う
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
時
間
的
適
用
は
あ
く
ま
で
裁
判
所
の
審
理
権
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
こ

の
違
い
に
重
き
を
置
い
て
お
ら
ず
、
単
に
事
態
発
生
時
か
ら
の
合
理
的
な
時
間
の
長
さ
を
問
題
に
し
て
い
る
。Seee.g.,Janow

iec and 
others v. R

ussia,ECtH
R(GrandCham

ber),A
pp.N

os.55508/07and29520/09,Judgem
ent,21O

ctober2013,para.146.
Ilaşcu and O

thers v. M
oldova and R

ussia,supranote2,paras.381-384.
Ibid.,paras.385-392.
Ibid.,para.384.
Ibid.,para.385.
Ibid.,para.385.
Ibid.,para.392.
Ibid.,para.393.

帰
属
と
し
て
理
解
す
る
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。D

osw
ald-Beck,supranote40,pp.25-26;P.T

zevelekos,
supra note41,p.331;J.M

.Rooney,

“TheRelationshipbetw
eenJurisdictionandA

ttributionafterJaloudv.N
etherlands

”,
N

etherlands International Law
 R

eview
(2015),V

ol.62,pp.417-418.
Catan and O

thers v. M
oldova and R

ussia,supranote72,paras.96and115;M
ozer v. the R

epublic of M
oldova and 

R
ussia,supranote72,paras.93and115.SeealsoM

ilanovic,supranote25,pp.40-41.
Ilaşcu and O

thers v. M
oldova and R

ussia,supra note2,paras.441,448,453and454.
Ibid.,para.393.

薬
師
寺
公
夫
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件
Ｉ
Ｃ
Ｊ
本
案
判
決
─
行
為
の
帰
属
と
国
の
防
止
義
務
再
論
」
坂
元
茂
樹
編
『
国
際
立
法
の
最

前
線
』(

有
信
堂
、
二
〇
〇
九
年)

、
三
六
八
─
三
六
九
頁
。

Catan and O
thers v. M

oldova and R
ussia,supranote72,paras.111-123.

カ
タ
ン
事
件
判
決
で
は
第
八
条
（
私
生
活
及
び
家
庭
生
活
の
尊
重
に
つ
い
て
の
権
利
）
お
よ
び
第
一
四
条
（
差
別
の
禁
止
）、
モ
ー
ゼ
ー
事
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件
判
決
で
は
第
三
条
（
拷
問
の
禁
止
）、
第
八
条
、
第
九
条
（
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
）、
第
一
三
条
（
効
果
的
な
救
済
措
置
を
受
け
る
権

利
）、
お
よ
び
第
一
七
条
（
権
利
の
濫
用
の
禁
止
）
が
本
案
で
審
理
さ
れ
た
。

「
実
効
的
権
力
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
決
定
的
影
響
の
下
」
と
い
う
文
言
か
ら
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
所
の
論
理
は
「
決
定
的
影
響
」

の
み
の
認
定
で
も
通
る
も
の
で
あ
る
。

注
六
五
を
参
照
。

Ilaşcu and O
thers v. M

oldova and R
ussia,supranote2,para.317.

ド
ズ
ワ
ル
ド
・
ベ
ッ
ク
は
本
判
決
の
「
責
任
」
の
認
定
方
法
に
つ
い
て
、
追
放
先
で
重
大
な
人
権
侵
害
を
受
け
る
危
険
が
あ
る
場
合
に
退
去

強
制
を
禁
止
す
る
法
理
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
発
効
前
の
引
渡
し
行
為
と
、
発
効
後
の
帰
属
が
組
み
合
わ
さ

る
こ
と
で
「
管
轄
」
が
認
め
ら
れ
た
と
説
く
。
帰
属
に
つ
い
て
本
稿
と
異
な
る
立
場
に
立
つ
が
、
発
効
前
後
の
諸
行
為
を
足
し
合
わ
せ
て
「
管

轄
」
を
導
く
ア
プ
ロ
ー
チ
は
本
稿
に
示
唆
を
与
え
て
い
る
。D

osw
ald-Beck,supranote40,pp.25-26.

注
六
五
で
挙
げ
た
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
防
止
義
務
と
い
っ
た
、
履
行
可
能
な
す
べ
て
の
締
約
国
が
負
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
う
る
義
務
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。
た
だ
し
そ
の
場
合
で
も
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
防
止
義
務
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
関
連
国
際
法
制
度
か
ら
そ
の
よ
う
な
義
務
が

導
き
う
る
こ
と
が
通
常
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
場
合
第
一
の
類
型
で
あ
る
国
際
法
上
の
保
障
者
的
地
位
か
ら
説
明
で
き
よ
う
。

自
由
権
規
約
第
二
条
三
項
の
救
済
措
置
を
受
け
る
権
利
が
妥
当
す
る
。H

ugo R
odoriquez v. U

ruguay,Com
m

unicationN
o.322/1988,

U
.N

.D
oc.CCPR/C/51/D

/322/1988,para.12.3.
加
え
て
欧
州
人
権
条
約
第
一
三
条
は
、
条
約
第
一
節
に
他
の
実
体
的
権
利
規
定
と
と
も
に

置
か
れ
て
い
る
が
、
救
済
を
定
め
る
一
般
条
項
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
か
つ
他
の
規
定
と
併
せ
読
ま
れ
て
き
た
。SeeA

ksoy v. T
urkey,

ECtH
R(Cham

ber),A
pp.N

o.21987/93,Judgem
ent,18D

ecem
ber1996,paras.95-98.

時
間
的
適
用
の
そ
の
よ
う
な
性
格
を
説
く
研
究
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
徳
川
信
治
「
国
際
人
権
機
関
の
法
実
践
─
─
『
過
去
の
不
正
義
』

へ
の
取
り
組
み
」『
法
律
時
報
』
八
七
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）、
四
二
─
四
五
頁
。
申
惠
丰
「
前
掲
論
文
（
注
六
八
）」、
四
八
─
四
九
頁
。

E.g.Concluding observations on the sixth periodic report of Japan,U
.N

.D
oc.CCPR/C/JPN

/CO
/6,para.14.
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