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は

じ

め

に

国
際
裁
判
に
お
け
る
再
審
手
続

(tere
cours
en
re
vi
s
ion
,th
e
p
rocedure
of
re
vision
)
は
､
後
に
見
る
よ
う
に
そ
の
定
義
自

体
に
多
-
の
関
越
を
抱
え
る
も
の
で
あ
る
が

､
一
般
に
次
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る

J
｢仲
裁
判
決
あ
る
い
は
司
法
判
決
が
下
さ
れ
た
時
点

で
無
視
さ
れ
た
重
要
な
事
実
が
発
化
さ
れ
た
場
合
'
こ
れ
ら
の
判
決
が
審
査
に
付
さ
れ
､
場
合
に
よ

っ
て
は
修
た
さ
れ
た
り
'
又
は
新

し
い
判
決
に
と
っ
て
代
え
ら
れ
る
手
続
｣
で
あ
る
し
こ
の
再
審
手
続
は
､
既
判
力
脱
別
の
例
外
と
い
う
意
味
で
の
例
外
性
と
､
実
際
の

裁
判
例
が
少
な
い
と
い
う
意
味
で
の
希
少
件
に
よ
り
'
極
め
て
特
殊
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
が
'
他
方
で
､
伝
統
的
な
裁
判
価
値

対
⊥≠
論
の
文
脈
に
お
い
て
は
秘
め
て
多
-
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
∩

国
際
裁
判
に
お
け
る
価
値
対
立
と
し
て
伝
統
的
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
'
｢
ti
義
｣
要
請
と

｢平

和
｣
要
誠
の
相
克
で
あ
る
｡

前
舌

は
裁
判
所
の
法
解
釈

･
通
用
機
能
に
連
結
し
'
後
者
は
裁
判
所
の
紛
争
解
決
機
能
に
連
結
す
る
た
め
'

両
者
は
相
互
補
完
的
に
機
能
す

か
,
他
方
で
､
不
当
判
決

(ju
ge
m
ent
erron
e
)
を
契
機
に
二
つ
の
要
請
は
緊
張
関
係
に
入
る
｡
す
な
わ
ち
､
判
決
の
不
当
性
を
批
判

し
'
修
止
す
る
方
向
性

(正
義
要
請
)
と

､
判
決
日
休
を
確
定
的
な
も
の
と
し
て
保
護
す
る
方
向
性

(平
和
要
論
)
が
対
峠
す
る
の
で

あ
る
し

こ
の
よ
う
な
価
値
対
立
諭
は
､
伝
統
的
に
仲
裁
判
決
の
無
効
原
因
論

()es
causesd
e
n
u
ttite)
を
､土
た
る
舞
台
と
し
て
き
た
が
､

今
日
へ
議
論
の
場
は
再
審
手
続
に
限
ら
れ
る
｡
そ
の
理
由
は
'
第

一
に
､
現
行
法
制
度
上
､
判

決
の

既
判

力
を
排
除
す
る
た

め
の
不
服

I

坤
七

千
続
が
再
審
手
続
に
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
C
再
審
手
続
は
既
判
力
原
則
の

｢
唯

一
の

例
外
｣
で
あ
り
'
そ
の
他
の
不
服

申
し≠
手
続
は

l
般
的
に
は
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
rJ
第

二
に
'
不
当
判
決
の
要
内
が
事
実
誤
認

に
限

定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
LT
原
珊
的

に

は

'
不
ET
判
決
の
原
因
は
法
判
断
の
誤
り
と
事
実
判
断
の
誤
り

(事
実
誤
認
)
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
近
代
裁
判
論
は
前
者
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を
凶
避
L
t
議
論
を
事
実
誤
認
に
限
定
し
て
き
た
｡
こ
う
し
て
'
国
際
裁
判
に
お
け
る
価
倍
対
立
論

(不
当
判
決
論
)
は
再
審
手
続
を

中
心
に
展
開
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
'
そ
こ
で
は
､
法
的
安
定
性

()a
se
c
urite
ju
rid
ique)
と
正
義
の
問
の
普
遍
的
な
対
立
を
基
軸
と
す

る
裁
判
価
値
の
対
立
か
顕
在
化
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
L
J｡

■

す
な
わ
ち
､

1
万
で
､
再
審
手
続
は
裁
判
に
お
け
る

｢
正
義
｣
概
冬

あ
る
い
は

｢健
全
な
司
法
の
基
本
的
考
腺
｣
や

｢健
全
な
司

法
運
営
｣
と
い
っ
た
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
｡
そ
の
背
景
に
は
'
裁
判
に
お
け
る
真
実
追
及
を

｢
正
義
｣
と
み
な
す
考
え
方
が
あ

〓り
'
そ
れ
故
､
再
審
手
続
に
お
い
て
は
平
和
要
請
よ
り
も
正
義
要
請
が
優
先
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
る
LT
さ
ら
に
'
判
決
の
再
検
討
(r
emi
se

(1
,

.6
1

enq
u
estion
)
は
判
決
の
件
質
そ
の
も
の
に
反
す
る
も
の
の
'
不
服
%
･+止
手
続
が
す
べ
て
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
,
不
服
申
立
手

続
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
確
定
判
決

(u
n
juge
m
ent
d
e
fin
itif)
は
覆
し
え
な
い
判
決

(u
n
ju
g
e
m
en
t
irre
vocabte)
で

I

は
な
い
と
説
か
れ
る
｡

と
こ
ろ
が
､
以
上
の
よ
う
な
裁
判
価
値
対
立
論
に
は
難
点
が
あ
る
′ノ
第

一
に
､
｢
止
義
｣
概
念
や

｢平
和
｣
概
念
自
体
が
多
義
的
で
あ

旧

る
た
め
､
裁
判
価
値
の
対
立
に
よ
っ
て
再
審
手
続
を
抽
象
的
に
論
じ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る

例
え
ば
､
止
義
要
請
に

｢
迅
速
な
司

法
｣
概
念
を
含
め
る
場
今

貞
坪
追
求
と
い
う
正
義
要
請
の
実
現
は
紛
争
を
永
続
化
さ
せ
'
逆
に

｢不
止
義
｣
を
招
-
恐
れ
が
あ
る

第
二
に
､
単
純
な
価
値
対
立
論
は
､
両
要
請
の
共
有
関
係
や
相
互
補
完
関
係
の
主
張
に
帰
着
す
る
｡
す
な
わ
ち
'
法
的
安
定
性
と
正
義

は
補
完
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
-
'
｢安
定
性

(ta
se
c
u
rite
)
は
常
に
止
義
の
隣
に
見
出
さ
れ
る
｣
と
主
張
さ
れ
る
rJ
あ
る
い
は
'

∴

伝
統
的
な
定
式
化
と
し
て
､
｢法
に
基
づ
-
平
和
｣
(ta
p
aix
fon
d
e
e
su
r
te
d
ro
it)
が
説
か
れ
る
こ
と
も
多
い
LT

以
上
の
よ
う
に
､
そ
も
そ
も
佃
植
村
立
論
に
は
議
論
の
展
開
に
限
界
が
あ
-
'
解
決
さ
れ
な
い
問
題
が
残
る
LT
す
な
わ
ち
'
な
ぜ
何

番
手
続
が
既
判
力
原
則
の
例
外
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
rJ
平
和
よ
り
止
義
が
優
先
さ
れ

る
と
い
う
だ
け
で
は
､
こ
の
点
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
｡
そ
こ
で
'
本
稿
で
は
､
第

一
に
､
裁
判
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
根
源
に
つ

い
て
検
討
し
､
そ
の
法
的
な
可
能
件
に
つ
い
て
考
察
す
る
(第

二
早
)
し
第
二
に
､
国
際
裁
判
に
お
け
る
再
審
手
続
が
判
決
の
既
判
力
を

九
三



r''IL]は tr)5-3･4)646

九
州

毘
拍
す
る
と
い
う
点
を
確
認
し
っ
つ
､
そ
の
要
因
を

｢決
定
的

影響
｣
要
件
に
お
け
る
判
決
の
修
正
･変
更
要
請
に
見
出
す

(第
二
章
)
｡

第
三
に
､
判
決
の
修
正

･
変
更
が
求
め
ら
れ
る
要
因
を
､
再
審
事
由
の
検
討
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
す
る
｡J
す
な
わ
ち
'
再
審
事
伯
と
し

て
の
新
事
実
基
準
と
事
実
誤
認
兆
準
の
関
係
に
つ
い
て
明
ら
か
に
L
t

一
般
的
な
再
審
事
山
で
あ
る
新
事
実
茶
準
に
お
い
て
も
事
実
認

定
に
お
け
る
誤
謬
が
求
め
ら
れ
る
点
を
明
ら
か
に
す
る

L第

三

章
)
U

な
お
､
国
際
裁
判
に
お
い
て
は
へ
再
審
f
続
を
含
め
た
訴
訟
手
続
法
の
形
成
に
お
い
て
仲
裁
判
例
が
極
め
て
童
要
な
役
割
を
果
た
し

て

い
る
た
め
､
本
稿
に
お
い
て
も
関
連
す
る
仲
裁
判
例
を
参
照
す
る
こ
と
に
す
る
し

第

〓
早

事
実
誤
認
問
題

第

一
節

事
実
認
定
の
正
当
性
-

客
観
的
合
致
説

事
実
誤
認
や
不
･L
分
な
弔
実
認
定
は
裁
判
に
お
け
る
不
正

(j
n
3
ustic
e
)
を
生
せ
し
め
へ
裁
判
の
倍
川
性
を
肥
め
る
｡

ま
た
'
裁
判
の

北
礎
を
な
す
享
尖
認
定
は
推
論
過
程
の
小
前
提
を
構
成
す
る
た
め

'
事
実
認
定
段
階
で
の
誤
謬
は
推
論
の
結
論
た
る
判
決

(主
文
)
の

-I

妥
当
性
を
左
石
す
る
J
そ
れ
故
'
事
実
認
定
に
は

｢
li
jL
さ
｣
が
求
め
ら
れ
る
が
､

一
般
に
'
事
実
認
定
に
お
け
る

｢
止
し
さ
｣
は
'

客
観
性
す
な
わ
ち
客
観
的
現
実
と
の
合
致
と
し
て
捉
､そ
り
れ
て
き
た
(以
下
､
布
軌
的
合

致
説
)
｡
例
え
ば
国
内
比
事
訴
訟
法
学
に
お
い

て
は
'
｢裁
判
外
に
想
定
さ
れ
る
実
体
と
の
合
致
と
い
う
意
味
で
の
裁
判
の
正
し
さ
が
即
ち
裁
判
の
止
統
件
を
意
味
す
る
｡
つ
ま
り
､
司

法
事
実
レ
ヴ

ェ
ル
で
の
実
体
的
穴
実
の
発
見
と
実
体
法
ル
～
ル
の
止
し
い
解
釈

･
適
用
が
'
裁
判
の
1g
統
性
を
支
え
る
｣
と
考
､そ
ら
れ

て
き
た
"
す
な
わ
ち
'
客
観
的
な
事
実
の
発
見
と
､
･*
観
的
な
存
在
で
あ
る
法
の
適
用
に
よ

っ
て
､
客
観
性
の
あ
る
結
論
を
導
き
mIt
す

rl:).

こ
と
が
裁
判
官
に
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る

従

っ
て
､
裁
判
に
お
け
る
事
実
誤
認
概
念
は
､
こ
の
よ
う
な
客
観
的
現
実
と
の
不

l
致
と

し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
訴
訟

｢以
前
に
｣
｢衷

観
的
に
｣
存
在
す
る

(は
ず
の
)
事
卦
と
舛
な
る
事
実
を
認
定
し
た
場
合
,

そ
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の
燕
離
か
事
実
誤
認
と
み
な
さ
れ
る
Ll
こ
の
場
合
'
事
実
誤
認
が
生
じ
る
要
因
と
し
て
は
'
第

l
に
'
訴
訟
手
続
資
源
の
有
限
性
が
指

T7ー
.

摘
さ
れ
る
r
す
な
わ
ち
'
裁
判
所
の
事
実
調
査
能
力
は
'
時
間
と
費
用
の
現
実
的
な
制
約
の
中
で
行
わ
れ
る
た
め
'
本
質
上
､
客
観
的

現
実
と
乗
離
す
る
危
険
を
常
に
学
ん
で
い
る
｡
第
二
に
'
人
間

(裁
判
官
)
の
意
識
作
用

(判
決
)
の
誤
謬
吋
能
惟

(faillibitite)
が

℃

指
摘
さ
れ
る

例
え
ば
オ
ド
リ

(A
u
d
ry
)
に
よ
れ
ば
､
｢国
家
間
の
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う
仲
裁
裁
判
官
の
任
務
が
い
か
に
尊
い
も

の
で
あ
ろ
う
と
､
仲
裁
裁
判
官
が
有
す
る
国
際
法
の
知
識
が
い
か
に
広
大
で
あ
ろ
う
と
も
､
仲
裁
裁
判
官
は
他
の
人
間
と
同
様
に
'
人

間
の
判
断
を
誤
ら
せ
る
無
限
に
多
様
な
偶
然
性
か
ら
免
れ
得
る
も
の
で
は
な
い

｣

と
い
-
0

第
二
節

事
実
認
定
の
法
的
推
定
-
法
的
正
当
化
説

以
L
の
よ
う

に
､
客
観
的
合
致
説
を
採
用
す
る
限
り
､
裁
判
に
お
け
る
事
実
誤
認
は
実
際
上
不
可
避
的
な
も
の
と
な
る
が
'
こ
れ
に

I

対
し
て
'
法
的
判
断
の
正
し
さ
は
客
観
性
に
よ

っ
て
は
説
明
さ
れ
得
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
C
そ
の
根
拠
は
'
事
実
認
定
に
関
し

･Ⅵ

て
裁
判
所
が
有
す
る
法
的
権
限
で
あ
る

す
な
わ
ち
'
裁
判
所
は
事
実
を
認
定
す
る
法
的
権
限
を
有
す
る
以
上
､
法
の
世
界
に
は
裁
判

先
行
す
る
よ
-
な

｢生
の
｣

(brut)
事
実

(客
観
的
現
実
)
が

｢存
在
｣
す
る
か
否
か
と
い
-
高
度
に
法
理
論
的
な
文
脈
で
議
論
さ
れ

捕
/

て
き
ilJC
例
え
ば
ケ
ル
ゼ
ン

(K
e
tse
n
)
は
そ
の
よ
う
な

｢生
の
｣
事
実
を
不
日
定
し
っ
つ
'
次
の
よ
う
に
述
べ
る
(=
｢
次
の
点
は
'
根
本

的
で
あ
る
の
に
見
過
ご
さ
れ
た
法
原
理
で
あ
る
Ll
す
な
わ
ち
､
法
の
世
界

(th
e
p
rovin
ce
of
ta
w
)
に
お
い
て
は
'
絶
対
的
で
直
接

的
に
明
ら
か
な
事
実
'
す
な
わ
ち
事
実

『そ
の
も
の
』

へfacts"
in
them
s
e
tv

es"
)
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
り
'
存
在
す
る
の
は
'
法

秩
序
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
手
続
に
お
い
て
権
限
機
関

(t
h
e

comp
eten
t
a亡thority)
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
事
実
だ
け
で
あ
る
と

い
-
こ
と
で
あ
る
｣｡
す
な
わ
ち'
(法
的
な
)
事
実
認
定

が
､

法
秩
序
内
に
お
い
て
事
実
認
定
権
限
を
付
与
さ
れ
た
機
関
の
権
限
行
使

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

の
結
果
で
あ
る
以
上
､
法
秩

序内
に
お
い
て
は
'
そ
れ
以

外
の

｢事
実
｣
の
｢
認

定

｣

は
あ
り
得
な
い
｡
法
的
な
手
続
で
認
定
さ
れ
た

九
五
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小

事
実
以
外
の

｢生
の
｣
事
実
は
､
法
的
に
は
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
-
､
従

っ
て
事
実

｢認
定
｣
は
法
上
常
に
正
し
い
も
の
と
さ
れ
る
｡

さ

ら
に
'
こ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
､
事
実
認
定
の
正
し
さ
か
法
的
に
は
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
推
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
rJ

後
に
見
る
よ
う
に
､
既
判
力
と
は

｢法
的
推
定
で
あ
り
'
こ
の
推
定
に
よ
り
へ
判
決
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
事
実
と
法
を
改
め
て
争
う

こ
と
が
で
き
な
-
な
る
｣
か
ら
で
あ
る

(傍
点
も
〓
)

｡
す
な
わ
ち
'
既
判
力
は
判
決
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
事
実
が
現
実
を
反
映
し
て

い
る
も
の
と
し
て
扱
う
と
い
う
法
的
推
定
で
あ
り
､
ま
さ
に

｢裁
判
を
正
し
い
も
の
と
扱
え
と
い
う
'
法
制
度
上
の
強
制
｣
な
の
で
あ

･州
｣

る
｡
こ
の
よ
う
に
､
法
制
度
上
の
事
実
認
定
権
限
と
､
既
判
力
と
い
う
法
的
推
定
の
作
用
に
よ
り
､
｢
司
法
的
兵
芙
｣
と
｢客
観
的
現
実
｣

･=

の
乗
雛
は
法
的
に
は
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
る
rj

以
上
の
よ
う
に
'
裁
判
に
お
け
る
事
実
誤
認
問
題
の
根
幹
は
､
客
観
的
合
致
説
と
法
的
止
当
化
説
の
対
立
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
｡
す
な
わ
ち
､

一
方
で
､
実
体
的
に
は
認
識
の
誤
謬
叶
能
性
や
資
源
の
限
界
に
よ
っ
て
事
実
誤
認
が
不
可
避
で
あ
る
と
い
う
現
実

的
な
捉
え
方

(客
観
的
合
致
説
)
が
あ
る
が
､
他
方
で
､
法
的
に
は
'
事
実
認
定
権
限
と
判
決
の
既
判
力
に
よ
っ
て
事
実
認
定
の
正
し

さ
が
常
に
法
的
に
推
定
さ
れ
る
と
い
う
捉
え
万

(法
的
正
当
化
説
)
が
あ
る
L

T
当
伏
…な
が
ら
､
客
観
的
合
致
説
を
賞
-
立
場
に
よ
れ
ば
'

事
実
認
定
の
正
し
さ
の
法
的
推
定
に
も
関
わ
ら
ず
､
依
然
と
し
て
事
実
誤
認
か
生
じ
る
と
主
張
さ
れ
る
C
例
え
ば
'
｢
ほ
と
ん
ど
の
場
合
､

推
定
は
事
実
の
現
実
件

こ
a
r6a
tite
d
es
faits)
に
合
致
し
て
い
る
〔
と
こ
ろ
が
'
場
合
に
よ
っ
て
は
推
定
が
兵
実

こ
a
v
Er
itか
)

∴

と
合
致
し
な
い
こ
と
が
あ
り
得
る
｣
と
主
張
さ
れ

'
さ
ら
に
は
､
｢判
決
に
付
与
さ
れ
る
真
実
推
定

こ
a
p
re
som
p
tio
n
d
e
v
erite
)

に
も
関
わ
ら
ず
､
人
間
の
所
為
で
あ
る
判
決
は
誤
謬

(erreurJ
や
錯
誤

(fa
u
te
)

を
免
れ
な
い
｡
そ
れ
故
､
誤
謬
や
不
正
を
取
り
除

-
手
段
を
当
事
者
に
与
え
る
べ
き
で
あ
る
｣
と
主
張
さ
れ
る

｡

こ
こ
で
､
事
実
認
定
と
事
実
誤
認
を
巡
る
以
上
の
議
論
に
対
し
て
､
再
審
手
続
が
極
め
て
重
要
な
素
材
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
し
そ
の
理
向
は
､
第

T
に
､
.i
:審
手
続
が
判
決
の
既
判
力
原
則
の
唯

一
の
例
外
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
'
第
二
に
､
再
審
手
続

が
裁
判
所
の
事
実
認
定
や
証
拠
評
価
の
正
当
性
に
関
わ
か
か
ら
で
あ
る
U
そ
こ
で
以
下
'
再
審
手
続
が
判
決
の
既
判
力
を
製
損
す
る
と
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い
う
点
を
明
ら
か
に
し
(第
二
章
)
､
さ

ら
に

'

な
ぜ
判
決
の
再
審
が
既
判
力
を
穀
損
す
る
の
か
と
い
う
点
を
､
再
審
事
由
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う

(第
三
章
)3

第
二
幸

再
審
手
続
と
判
決
の
確
定
性
の
関
係

第

一
節

既
判
力
原
則

常
設
国
際
司
法
裁
判
所
は
､
ベ
ル
ギ
ー
商
事
会
社
事
件

二

九
三
九
年
六
月

l
五
日
判
決
)
に
お
い
て
'
既
判
力
に
よ
り
国
際
裁
判

]柑
.A

の
判
決
は

｢確
定
的
で
義
務
的
で
あ
る
｣
(d
e
fin
itives
eto
bligatoires
)
と
述
べ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
国
際
裁
判
に
お
け
る
判
決

の
既
判
力

(l'autorite
d
e
ta
chose
jugee,res
ju
dicata)
は
判
決
の
拘
束
力

(義
務
性
)
と
確
定
性

(上
訴
不
可
能
性
)
の
混
合

L舶

/47
.

的
効
果
と
し
て
説
明
さ
れ
る

=
こ
の
既
判
力

原
則
の
法
的
根
拠
に
関
し
て
は
､

コ
ン
プ

ロ
,,,又
は
多
数
国
間
条
約
に

示

さ
れ
る
当
事
国

問
の
合
意
に
甚
種
付
け
ら
れ
る
と
同
時
に
､
国
際
慣
習
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
こ
と
も

1
椴
に
認
め
ら
れ
て
お
り
'
ト
レ
イ
ル
製
錬

所
事
件
二

九
四

一
年
三
月

二

R
仲
裁
判
決
)
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｢1
既
判
力
と
い
う
神
幣
な
義
務
Lt
he
sanctity

o
f
re
s
jud
ic
a
ta
)

が
国
際
裁
判
所
の
終
局
判
決
に
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
､
国
際
法
の
本
質
的
で
確
立
し
た
規
則

(an
esse
ntialan
d

se
tt-ed
ru-e
of
in
ternation
a
〓
a
w
)
で
あ
る
｡
法
と
正
義
に
基
づ
-
国
際
関
係
は
仲
裁
や
司
法
に
よ
る
国
際
紛
争
の
解
決
を
要
請

す
る
が
'
こ
れ
と
同
様
に

､
そ
れ
を
実
効
的
に
す
る
た
め
に
は
'
そ
れ
ら
の
解
決
が
原
則
と
し
て
問
題
と
さ
れ
な
い

(unchauenge
d
)

L50
)

(5)

ま
ま
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
rJ
他
方
､
既
判
力
原
則
の
法
裡
諭
的
根
拠
に
関
し
て
は
､
｢
社
会
的
必
要
性
｣

(la
necessite
sociale
)､

あ
る
い
は

｢国
際
関
係
に
お
け
る
法
の
確
実
性
の
必
要
｣

(la
necessite
d
e
ta
certitud
e
d
u
d
ro
it)
に
依
拠
す
る
と
主
張
さ
れ
る
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
､
セ
ル

(Scelle)
は
次
の
よ
う
に
詳
細
に
述
べ
て
い
る
D
｢
既
判
力
原

則
の
存
在
理
由
は
､
論
令

(lestitig
es)
か

終
結
す
る
こ
と
が
社
会
的
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
-
､
さ
ら
に
は
､
不
確
か
な
点
､
す
な
わ
ち
論
争
と
な
っ
て
い
る
(litige
ux

)

九
七
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点
に
対
す
る
法
的
命
令
が
安
定
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
公
序

(tord
re
p
u
b-ic
)
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る

｣｡

以
上
の
よ
う
に
､
既
判
力
原
則
は
判
決
の
固
定
性
や
確
走
性
と
い
う
社
会
的
要
請
に
基
づ
-
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

州

既
判
力
の
推
定
的
性
質

以
上
の
よ
う
に
､
既
判
力
原
則
の
内
容

(拘
束
力
と
確
走
性
)
､
法
的
存
在
形
式

(条
約
と
国
際
慣
習
法
一､
お
よ
び
法
理
論
的
説
明

(社
会
的
必
要
性
)
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
､
既
判
力
原
則
に
つ
い
て
量
も
重
要
な
点
は
'
そ
の
推
定
的
性
質

(te
caract巾
re

I

p
resom
p
tif)
で
あ
る
､J
例
え
ば
セ
ル

(Scette)
に
よ
れ
ば
､
既
判
力
原
則
と
は
｢推
定

(u
n
e
p
r
esom
p
tio
n
)
あ
る
い
は
仮
定

(u
ne

h
y
p
o
th
e
se
)
で
あ
り
､
正
し
い
判
断

こe
bien･juge)と
い
う
仮
定
で
あ
る
｣
と
い
-
O
同
様
に
ド
･ヴ

ィ
シ
ェ

(Chartesd
e
V

issch
e
r)

は
､
既
判
力
を

｢
既
判
事
机
に
付
与
さ
れ
る
真
実

件
と
い
う

法
的
推
定

(ta
p
r
gsom
p
tio
n
)6gal
e
d
e
v
e
rite
)
｣
と
し
て
捉
え
て
い

.iる
し

き
､S
に
'
バ
ド
ヴ
ァ
ン
の
国
際
法
辞
典
は
､
よ
り
端
的
に
､
既
判
力
と
は

｢法
的
推
定

()a
p
r
esom
p
tio
n
d
e
d
ro
it)
で
あ
り
､

こ
の
推
定
に
よ
り
､
判
決
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
事
実
と
法
を
改
め
て
争
う
こ
と
が
で
き
な
-
な
る
Llま
た
､往
々
に
し
て

ResjudicattI

57
ノ

p
ro
I,erita

tehabetzu､の
法
諺
で
二小
さ
れ
る
｣
と
説
明
し
て
い
る

(傍
点
玉
田
)
rJ
す
な
わ
ち
､
既
判
力
と
は

｢
正
し
い
判
断
｣
(適
法

判
決
)
が
下
さ
れ
た
こ
と
の
推
定
そ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
J
こ
の
こ
と
は
､
既
判
力
原
則
を
表
す
法
諺
で
あ
る
《
R
es

j
u

d
ica
ta
p
ro
ue
rita
te
h
a
b
etu
r
》
か
ら
も
示
さ
れ
る
｡
こ
の
法
諺
に
よ
れ
ば
､
｢
司
法
判
決
は
反
駁
さ
れ
る
こ
と
な
-
(irre
fra
g
a
ble･

m
ent)､
真
実

こ
a
ve
rite
)
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る

(p
r
esum
ee
)
｡
[･･･]
裁
判
に
お
い
て
認
定
さ
れ
た
事
実
は
最

I:

早
争
い
得
な
-
な

か
｣
と
い
う
C
こ
の
よ
う

に
､
既
判
力
原
則
は
そ
の
本
質
と
し
て
'
事
実
認
定
を
含
む
判
決
内
容
か
真
実
を
表
す
も

舵
.

の
と
み
な
さ
れ
る

(r
eputm)
と
い
う
原
則
と
し
て
綻
､子
]
れ
る
O

な
お
､
既
判
力
の
法
的
推
定
に
関
し
て
は
そ
の
絶
対
的
性
質
を
主
張
す
る
説
も
あ
り
(絶
対
的
推
定
説
)
､
同
説
は
次
の
よ
う
に
主
張

す
る
C
｢
反
駁
し
得
な
い

(irre
fra
g
a
btes)
推
定
が
存
在
す
る
｡
例
外
的
に
現
実

ニ
a
re
a
tite
)
と
合
致
し
な
い
よ
う
な
場
合
を
含
め
､
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あ
ら
ゆ
る
場
合
に
そ
-
し
た
推
定
が
働
-
こ
と
が
公
序

こ
'ord
re
p
ubtic)
に
よ
り
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
..J

例
え
ば
既
判
事
項
に
付

与
さ
れ
る
権
威

[既
判
力
]
が
そ
の
例
で
あ
る
｢
仮
に
裁
判
官
か
判
断
を
誤
っ
た
こ
と
か
明
ら
か
に
な

っ
た
と
し
て
も
､
既
判
事
項
の

確
定
力

(forced
e
c
h

osejuge
e
)
を
得
た
判
決
は
止
し
い

(vrai)
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
L
こ

｢鮒

の
よ
う
な
場
合
に
'
推
定
は
絶
対
的
で
あ
る
へa
b
s
o
-u
e
)
と
言
わ
れ

る

｣
｡
国
際
裁
判
論
に
お
い
て
も
絶
対
的
推
定
説
か
主
張
さ
れ
る
こ

と
が
あ
-
'
｢仲
裁
裁
判
官
が
犯
し
た
誤
謬

へerre
urs)
や
過
失
が
い
か
に
重
大
な
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
判
決
に
は
拘
束
力
が
あ

る
｣
と
主
張
さ
れ
る
C

仏

既
判
力
原
則
の
例
外
と
し
て
の
再
審
手
続

で
は
'
以
上
の
よ
う
な
既
判
力
の
推
定
件
に
対
し
て
'
再
審
手
続
は
い
か
な
る
法
的
効
果
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
で
ま

ず
第

一
に
確
認
し
て
お
-
べ
き
点
は
'
伝
統
的
な
仲
裁
判
決
の
無
効
原
因
論
に
お
い
て
は
､
判
決
が

｢無
効
｣
の
場
合
に
当
該
判
決
の

既
判
力
を
否
認
す
る
と
い
う
主
張
か
展
開
さ
れ
た
か
､
こ
の
議
論
と
は
異
な
り
､
再
審
手
続
は
有
効
な
判
決

L
uned
e
c

ision
vatid
e
)

を
前
提
と
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
っ
こ
の
点
に
関
し
て
'
モ
レ
リ
(M
o
re
≡
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢再
審
の
可
能
性
は

､
仮

に
そ
れ
が

[判
決
の
]
不
可
変
原
則

(]e
p
rin
c
ipe

d
e
t'im
m
utab
itite)
に
対
す
る
制
約
で
あ

っ
た
と
し
て
も
､
判
決
が
作
成
さ
れ

た
時
点
で
判
決
が
効
力
()'e
ffic
a
cite
)
を
得
る
こ
と
を
何
ら
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
判
決
の
こ
の
効
力
は
､
再
審
請
求
を
受
理
可

能
と
認
め
る
判
決
に
よ
っ
て

[原
判
決
の
効
力
が
]
奪
わ
れ
る
ま
で
存
続
す
る
｣

rJ
す
な
わ
ち
､
再
審
手
続
に
お
い
て
は
､
再
審
請
求
の

受
理
叶
能
性
を
容
認
す
る
判
決
が
下
さ
れ
る
ま
で
判
決
の
有
効
性
が
存
続
す
る
｡
実
際
に
､
領
ヒ

･
島

･
海
洋
境
界
紛
争
事
件
判
決
の

再
審
請
求
事
件

(国
際
司
法
裁
判
所
判
決
二
〇
〇
三
年

二

一月

一
八
日
)
(以
下
'
境
界
紛
争
再
審
事
件
)
に
お
い
て
､

エ
ル
･サ
ル
ヴ

ァ
ド
ル

(再
審
請
求
国
)
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
｡
｢再
審
は
'
既
に
既
判
事
項
と
な
っ
て
い
る
判
決
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ

る
｡
こ
れ
が

『再
審
』
を
上
訴
や
破
穀
か
ら
区
別
す
る
特
徴
的
な
点
の

l
つ
で
あ
る
Ll
[-
]
再
審
の
請
求
を
付
託
す
る
こ
と
は
､
判
決

九
九
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一
〇
〇

･仙

の
権
威
を
軽
視

(d
isre
sp
e
c
t)
す
る
も
の
で
は
な
i
J
(傍
点
上
EE
)､
こ
の
よ
-
に
､

エ
ル
･サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
は
再
審
の
対
象
と
な

っ

て
い
る
原
判
決
の
既
判
力
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
こ
う
し
た
見
解
は
､
当
該
事
件
に
お
け
る
被
告

(ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
)
に
も
共

〓

有
さ
れ
て
い
る
o
以
上
の
よ
う
に
､
再
審
手
続
を
開
始
し
た
時
瓜
で
は
再
審
対
象
判
決

(原
判
決
)
に
は
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
た
め
'

そ
の
推
定
的
効
力
が
存
続
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
｡

第
二
に
確
認
し
て
お
-
べ
き
点
は
'
再
審
の
事
項
的
対
象
と
既
判
力
の
事
項
的
対
象
の
関
係
で
あ
る
L"
す
な
わ
ち
'
い
か
な
る
状
況

で
両
概
念
の
抵
触
が
問
題
と
な
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
ー
こ
の
点
で
､
既
判
力
の
事
項
的
刈
象
は
基
本
的
に

I_

判
決
主
文

(1e
d
isp
ositif
)

で
あ
る
が
､
こ
れ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
-
､
判
決
坪
由

(ta
m
otiva
tio
n
)
に
も
及
ぶ
〕
た
だ

し
'
既
判
力
の
対
象
は
判
決
埋
山
の
中
で
も
判
決
の
不
可
欠
の
基
礎
を
な
す
部
分
､す
な
わ
ち
レ
イ
シ
オ
･
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
Lrt7tlo
d
ecid
e,n
d
LJ

で
あ
り
'
傍
論

言
b1.te
r
d
t.cia
)
は
除
外
さ
れ
る
と
考
､子
Jr
れ
る
ー
な
お
'
既
判
力
の
事
項
的
対
象
を
厳
格
に
捉
え
'
事
実
認
小心
に
関

し
て
は
批
判
事
柄
に
含
め
な
い
と
い
う
学
説
も
根
強
い
･
例
え
ば
モ
レ
-

(M
orelli)
や
デ
ル
ベ
ズ

(D
etbe
z
)

に
よ
れ
ば
､
｢
既
判

事
項
の
対
象
を
構
成
す
る
の
は
訴
訟
判
決

(1a
d

ecision
du
litige)
[本
案
判
決

･
筆
者
注
]
だ
け
で
あ
る
｡

そ
れ
故
､
事
実
認
定

(
)
a

constatation
d
es
faits
)
も
先
決
的
問
題
の
解
決
も
既
判

事
項
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
C
と
い
う
の
も
'
そ
れ
ら
は

判

決
に
至
る
た
め
の
手
段

こ
e
ヨ
O
yeコ)に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
｣

と
言
う
.
他
方
で
､
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
再
審
要
件
に
お
け

る
決
定
的
影
響
要
件
で
あ
る

〔内
容
は
後
述
)
｡
ト
レ
ス
･
ベ
ル
ナ
ル
デ
ス

(T
o
rre
s
B
e
rn
a
rd
ez
)

か
指
摘
す
る
よ
う
に
､
｢
発
見
さ

れ
た
事
実
が
'
既
判
事
項
に
対
し
て
二
次
的
な
重
要
性
し
か
有
き
な
い
考
慮
内
容
だ
け
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
如
何
に
し
て
そ

L=-

の
事
実
か

『決
定
的
影
響
を
与
え
る
性
質
』
を
有
し
得
る
の
か
理
解
し
難
い
｣
〔
す
な
わ
ち
へ
再
審
請
求
が
判
決
中
の
墳
末
を
事
実
認
定

を
対
象
と
す
る
場
合
'
決
定
的
影
響
要
件
を
満
た
し
得
な
い
の
で
あ
る
LT
従

っ
て
､
再
審
対
象
と
さ
れ
る
事
実
認
定
に
つ
い
て
は
'
原

i

判
決
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
る
既
判
力
の
範
田
内
に
入
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

で
は
､
再
審
判
決

(新
判
決
)
に
よ

っ
て
既
判
力
は
如
何
な
る
法
的
影
響
を
受
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
間
題
に
関
し
て
へ
学
説
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上
は
､
再
審
か
既
判
力
を
穀
指
し
な
い
と
い
う
説

(非
穀
損
説

･
少
数
説
)
と
既
判
力
を
穀
損
す
る
と
い
う
説

(投
損
説

･
多
数
説
)

に
分
か
れ
る
｡

〔ー

ま
ず
非
殿
損
説
に
よ
れ
ば
､
再
審
手
続
は
判
決
の
既
判
力
に
対
し
て

1
切
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
｡
そ
の
論
拠
の
第

7
は
'
再
審
要
件
の
厳
格
性
で
あ
り
'
例
え
ば
グ
リ
ゼ
ル

(G
rise
t)
に
よ
れ
ば
､
｢国
際
司
法
裁
判
所
規
程
上ハ
l
条
で
想
定
さ
れ
て
い

る
ケ
ー
ス
は
極
め
て
厳
格
に
制
限
さ
れ
て
い
る
た
め
､
既
判
力
は
何
ら
弱
め
ら
れ
る

(a
ffa
ibtie)
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
｣
と
い
う

と
こ
ろ
が
'
再
審
要
件
が
厳
格
で
あ

っ
て
も
再
審
の
可
能
性
が
否
定
さ
れ
得
な
い
以
上
､
こ
の
説
は
採
用
し
得
な
い
｡

非
穀
損
説
の
第
二
の
根
拠
は
､
再
審
手
続
の
新
規
性

･
独
立
性
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
再
審
手
続
は
原
判
決
に
お
い
て
扱
わ
れ
た
事

r7

ょ
れ
ば
'
｢
原
判
事
が
知
ら
な
か
っ
た
新
事
実
に
展
づ
-
再
審
は
､
全
-
新
し
い
判
決

(u
n
e
d
g
c
i
sion
toute
nouve
tte
)
で
あ
-
､

そ
れ
故
何
ら
非
難
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
〕
ま
た
'
こ
の
新
し
い
判
決
の
権
威
は
原
判
決
に
よ

っ
て
旺
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
｣
と

い
-
U
こ
の
点
で
'
確
か
に
再
審
手
続
は
手
続
的
に
は
原
訴
訟
手
続
と
は
別
個
の
事
案
と
し
て
処
理
さ
れ
る

例
え
ば
'
国
際
司
法
裁

判
所
規
程
六

一
条
に
よ
れ
ば
､
再
審
手
続
は
再
審
請
求
の
受
理
吋
能
性
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
諸
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
明
示
的
に
認

め
る
裁
判
所
の
判
決

(u
n
a
rre
t)
に
よ

っ
て
開
始
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
お
-
､
当
条
項
は
原
事
案
と
再
審
事
案
が
区
別
さ
れ
る
こ
と

(76
.

を
示
し
て
い
る
C
と
こ
ろ
が
'
セ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
｢
既
判
事
項
の
確
定
力

(force
d
e
ch
o
se
ju
g
ee
)
を
有
す
る
判
決
に
よ

っ
て
既
に
解
決
さ
れ
た
訴
訟
を
再
開
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
判
決
取
消
手
続

(u
n
e
p
r
ocedu
re
d
e
re
tr
actation
)
で
あ
る
と
い

法
裁
判
所
規
程
六

7
条
に
関
し
て
は
'
実
際
に
原
判
決
を
再
審
す
る
判
決
は
ju
d
ic
izn
n
r
esc1.SS
Orium
(無
効
を
生
じ
さ
せ
る
訴
訟
)

r-

と
考
え
ら
れ
て
お
り
､
第

一
段
階
の

｢形
成
的
確
認
判
決
｣
(Se
ntences
d
e
c
o
n
s
tat
ation
constitu
tiv
e
)
に
対
し
て
､
第
二
段
階

(79
｢

の
判
決
は

｢形
成
判
決
｣
(u
n
ju
g
e
m

entconstitu
tif)
で
あ
-

'
原
判
決
の
手
続
的
効
果
を
除
去
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
｡

一
〇
一



l判 fL(55--3･4)654

;
O
T
T

以
上
の
非
生
抜
説
に
対
し
て
､
多
数
説
は
再
審
手
続
に
よ

っ
て
原
判
決
の
既
判
力
が
生
絹
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
(以
下
､
穀
損
説
)
C

殿
損
説
に
よ
れ
ば
'
再
審
判
決
は
原
判
決
の
既
判
力
を

｢再
検
討
す
る
｣

(rem
ettre
en
cause
)
も
の
で
あ
り

､
既
判
力
に
対
す
る

i.

｢垂
人
な
穀
抗
｣
(u
ne
attein
tegrave)､
あ
る
い
は

｢根
本
的
な
穀
損
｣
(u
n
e
a
tte
inte
fo
n

dam
entate)
で
あ
る
と
み
な
さ
れ

る
､J
そ
れ
故
'
穀
損

説
に
よ
れ
ば

､'i:審
手
続
は
既
判
力
に
対
す
る

｢直
接
的
緩
和
の
手
段
｣
(u
n
m
o
y
en
d
'attEn
u
a
tio
n
d
ir
ecte)

で
あ
=
,
既
判
力
に
対
す
る

｢
例

外

｣
'
あ
る
い
は

｢匿
接
的
例

外

｣

と
捉
え
ら
れ
る
C

異
相
説
は
'
再
審
手
続
と
判
決
解
釈
手
続
の
区
別
に
よ

っ
て
も
説
明
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
再
審
手
続
と
は
異
な
り
.
判
決
解
釈
手

続
は
既
判
力
原
則
と
抵
触
し
な

い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
か
り
判
例
上
も
こ
の
点
が
確
認
さ
れ
て
お
り
､
第
七
人

判
決
解
釈
事
件
二

九
l
T七
年
判
決
)
に
お
い
て
常
設
間
際
司
法
裁
判
所
は
次
の
よ
-
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
[判
決
の
]
解
釈
は
､
既
判
事
項
に
何
ら
付
け
加

の
事
実
評
価
と
異
な
る
事
実
評
価
を
す
べ
て
退
け
る
(｣
裁
判
所
は
'
判
決
の
解
釈
を
通
じ
て
'
す
で
に
述
べ
ら
れ
'
判
示
さ
れ
た
も
の

･打

を
説
明
す
る
に
止
ま
る
の
で
あ
る
｣

､
さ
ら
に
､
英
仏
大
陸
棚
事
件

(仲
裁
判
決

T
九
七
八
年
三
月

1
四
日
)
に
お
い
て
､
仲
裁
裁
判
所

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
二

.判
決
解
釈
請
求
は
､
兵
に
原
判
決
の
意
味
と
範
囲
の
決
定
に
関
わ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

当
該
請
求
が
判
決
の

『解
釈
』
な
の
か

『再
審
』
な
の
か
区
別
か
困
難
と
な
る

｣

｡
す
な
わ
ち
､
判
決
再
審
手
続
が
既
判
力
に
対
す
る
法

的
影
響
を
有
す
る
の
に
対
し
て
､
判
決
解
釈
手
続
は
既
判
力

へ
の
法
的
影
響
を
有
さ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､

こ
の
よ
-
に
判
決
解
釈
手
続
が
判
決
の
既
判
力
を
穀
損
し
な
い
こ
と
か
ら
'
判
決
解
釈
請
求
の
受
理
吋
能
性
要
件
が
再
審
要
件
に
比
べ

て
大
き
-
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
LT

以
上
の
よ
う
に
､
穀
視
説
は
再
審
手
続
を
既
判
力
股
別
の
例
外
と
位
耶
付
け
る
の
で
あ
る
が
'
こ
の
場
合
'
既
判
力
の
推
定
的
効
力
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は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
-
か
､/
こ
の
点
に
関
し
て
､
セ
ル
は
次
の
よ
-
に
説
明
し
て
い
る
｡
｢既
判
力
の
推
定
は
'
原
則

と
し
て
反
駁
L
得
な
い
も
の
で
あ
る

(irre
fra
g
ab
)e
)
か
､
裁
判
LE
が
臼
ら
の
心
証
を
形
成
す
る
の
に
必
要
な
要
素
を

7
切
石
き
な
か

っ
た
た
め
に
当
事
者
の
主
張
根
拠
を
知
ら
ず
に
判
決
を
下
し
た
と
い
う
こ
と
が
実
質
的
に
明
ら
か
に
な

っ
た
場
合
'
あ
る
い
は
そ
れ
が

周
知
の
事
実

(n
o
to
rie
te
p
u
bliqu
e
)
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
'
既
判
力
の
推
定
は
反
駁
し
え
な
い
も
の
で
な
-
な
る
｡
こ
の
よ
う

な
場
合
'
世
評
に
お
け
る
混
乱
が
余
-
に
深
刻
な
も
の
と
な
る
た
め
､
止
し
い
判
断
と
い
う
仮
定

(l'h
y
p
o
thEse
d
u
bien･juge)
が

受
け
入
れ
錐
-
な
-
'
さ
ら
に
'
何
と
し
て
も
正
義
の
た
め
に
社
会
的
安
定
性

(la
sta
b
ilite
so
c
ia
te
)
を
犠
牲
に
せ
ざ
る
を
得
な
-

な
る
の
で
あ
る
｣
｡
さ
ら
に
'
セ
ル
に
よ
れ
ば
'
｢
正
し
い
判
断
(le
bie
n
juge)と
い
-
仮
定
が
明
ら
か
に
架
空
で
あ
る
(m
a
n
ife
stem
ent

〔別
｣

controuv
e
e
)
場
合
に
は
常
に
再
審
が
用
い
ら
れ
る
｣
と
い
う

以
上
よ
-
､
穀
損
説
に
よ
れ
ば
'
原
判
決
に
お
け
る
事
実
認
定
が

｢
止
し
い
判
断
｣
で
あ
る
と
い
う
法
的
推
定
が
再
審
判
決
に
よ

っ

実
認
定
の
1山
L
さ
と
い
う
法
的
推
定

(既
判
力
)
を
鞄
す
の
か
t
と
い
う
点
が
叫
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
､
そ

こ
で

､
こ
の
点
を

明
か
に
す
る
た
め
に
､
再
審
要
件
に
含
ま
れ
る

｢決
定
的
影
響
｣
要
什
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

第

二
節

決
定
的
影
響
要
件

州

｢
決
走
的
影
響
｣
の
対
象

.p-仲
審
手
続
に
お
い
て
は
'

一
般
に
発
見
さ
れ
た
新
事
実
が
｢
決
定
的
影
響
を
及
ぼ
す
性
質
｣
(d
e
nature
a
exercer
unein
fl
uence

d
e
cisive)
を
有
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

(以
下
､
｢決
定
的
影
響
要
件
｣
)
･
そ
こ
で
'
以
下
'
第

一
に
決
定
的
影
響
の
対
象
を
明
ら

か
に
し

､
第
二
に
そ
の
内
答
を
検
討
し
よ
う
し

決
定
的
影
響
の
対
象
は
原
判
決
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
り
例
え
ば
'
境
界
紛
争
再
審
事
件
に
お
い
て
裁
判
所

(小
法

1
〇
三
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廷
)
は

次
の

よ
う
に
述
べ

て

い
る
｡

｢
エ
ル
･サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
が
､上
張
す
る
新
事
実
は
､
同
性~
が
車
審
を
求
め
て
い
る
判
決
に
対
し
て
『決

l
l

定
的

尉
響
』
を
有
し
て

い
な
i

L

(傍
点
玉
田
)

と
こ
ろ
が
'
原
判
決
と
い
う
だ
け
で
は
対
象
と
し
て
は
抽
象
的
に
過
ぎ
る
｡
そ
こ
で
'

同
判
決
を
詳
細
に
見
て
み
る
と

､

決
定
的
影
響
要
件
に
関
連
し
て
､
裁
判
所

(小
法
廷
)
は
次
の
よ
-
に
述
べ
て
い
る
｡
｢仮
に
そ
の
よ

う
な
河
川
の
転
移
が
今
日

証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
､
ま
た
エ
ル
･
サ
ル
ヴ
ァ
ド
ル
が
導
こ
う
と
す
る
法
的
効
果
を
そ
の
転
移
か
ら
導
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
､
そ
の
よ
う
な
認
定
に
よ
っ
て
､
全
-
別
の
根
拠
に
姓
づ
い
て

(s
ur
une
tout
autr
e

ba
se
)
小
法

廷
が

T
九
九
二
年
に
下
し
た
判
決
を
再
検
討
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
i
J
r
す
な
わ
ち
､
小
法
廷
の
判
断
に
よ
れ

ば
､
本
件
で
再
審
理

山
と
し
て
主
張
さ
れ
た
河
川
の

｢転
移
｣
は
､
小
法
廷
の
原
判
決

二

九
九
二
年
判
決
)
に
お
け
る
主
要
な
判
断
理
由
､
す
な
わ
ち
レ

イ
シ
オ
･
デ
シ
デ
ン

ダ
イ

(7Ta
tio
d
et･id
en
d
iJ
を
構
成
し
て
い
な

い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
逆
に
言
え
ば
､
｢新

(=

手
実
｣
は
原
判
決
の
レ
-
シ
オ

二
丁
シ
デ
ン
ダ
イ
に
刺
し
て

｢決
定
的
影
響
｣
を
与
え
る
こ
と
が
求
め

わゝ
れ
る
こ
と
に
な
る
r
こ
の
点

に
関
連
し
て
,
学
説
上
で
は
､
｢原
訴
訟
で
与
､そ
in
れ
た
解
決
｣
を
決
定
的
影
響
の
対
象
と
す
る
見
解
も
あ
=
,
例
え
ば
セ
ル

(Scelle)

･粥
.

は
､
｢訴
訟
の
解
決

ニ
a
so
lutio
n
d
u
-itig
e
)
に
対
す
る
決
定
的
影
響
｣
を
再
蘇
要
件
と
み
な
し
て
い
る
が
､
こ
こ
に
い
う

｢訴
訟

の
研
決
｣
と
は
'
原
判
決
の
･下
懲
な
推
論
過
程
を
意
味
す
る
も
の
と
考
､そ
り
れ
る
り

以
上
よ
り
､
｢新
事
実
｣
は
原
判
決
の
主
要
な
推
論
遇
程
を
構
成
す
る
レ
イ
シ
オ
∴
丁
シ
デ
ン
ダ
-
に
対
し
て

｢決
定
的
影
響
｣
を
有

｣

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
rJ

仏

｢決
定
的
影
響
｣
の
内
容

｢決
定
的
影
響
｣概
念
に
つ
い
て
は
､
伝
統
的
に
そ
の
内
希
の

不

明
瞭
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
｡
例
え
ば
､
ハ

ー
グ
会
議
に
お
い
て
ニ

ブ
ラ

(N
igra)
は
､
｢決
定
的
影
響
｣
は

｢卜
分
に
詳
細
な
も
の
で
は
な
-
､
再
審
の
対
象
と
な
る
事
件
を
十
分
に
特
定
す
る
も
の
で

Il･

は
な
い
｣
と
指
摘
し
て
い
る

り

と
は
言
え
､
同
概
念
に
関
し
て
は
'
そ
の
後
の
学
説
と
判
例
に
よ
っ
て

〓
疋
の
考
慮
要
因
が
明
ら
か
に
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さ
れ
て
い
る

)

第

一
に
'
｢
決
定
的
影
響
｣
が
存
在
す
る
た
め
に
は
'
｢新
事
実
｣
が
原
判
決
の
内
容
を

｢詳
細
に
す
る
｣
だ
け
で
は
不
十
分
と
さ
れ

る
｡
チ

ュ
ニ
ジ
ア
-
-
ビ
ア
大
陸
棚
事
件
判
決
の
fi
審
･解
釈
請
求
事
件

(国
際
司
法
裁
判
所
判
決

t
九
八
五
年

1
二
月

l
O
H
)
(以

下
'
大
陸
棚
再
審
事
件
)
に
お
い
て
'
チ

ュ
ニ
ジ
ア
は

｢
リ
ビ
ア
閣
僚
会
議
決
議
文
｣
二

九
六
八
年
三
月
二
八
日
)
を
新
事
実
と
し
て

提
示
し
'
裁
判
所
に
再
審
を
求
め
た
O
チ

ュ
ニ
ジ
ア
は
､
当
該
決
議
が
判
決
時
点
で
年目
ら
れ
て
い
れ
ば
'
裁
判
所
の
示
し
た
大
陸
棚
境

界
線
が
異
な

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
'
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
は
'
当
該
決
議
が

｢新
事
実
｣
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た

も
の
の
'
原
判
決

二

九
八
二
年
)
に
お
い
て

｢
こ
の
石
油

コ
ン
セ
リ
シ
ョ
ン
の
境
界
線
は
判
決
全
休
の
唯

1
の
基
礎
と
さ
れ
た
も
の

で
は
な
い
｣
と
述
べ
つ
つ
'
｢
再
審
請
求
の
受
埠
可
能
性
に
求
め
ら
れ
る
の
は
'
提
示
さ
れ
た
新
事
実
が
知
ら
れ
て
い
れ
ば
'
裁
判
所
が

判
決
を
よ
-
精
微
に
な
し
得
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
D
新
事
実
は

Lr決
定
的
影
響
を
有
す
る
よ
う
な
性
質
』
で
な
け
れ
ば

=

な
ら
な
い
の
で
あ
る
｣
と
判
断
し
た

(傍
点
玉
川
)
｡
す
な
わ
ち
'
裁
判
所
に
よ
れ
ば
､
｢
決
定
的
影
響
｣
と
は
原
判
決
の
精
微
化
に
資

す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な

い
と
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

第
二
に
､
決
定
的
影
響
は
悦
判
決
と

｢異
な
る
｣
判
決
を
導
-
も
の
で
あ
る
こ
と
か
求
め
ら
れ
る
.
例
え
ば
セ
ル
ニ

(Scern
i)に
よ

れ
ば
､
再
審
の
た
め
に
は
､
｢極
め
て
重
要
な
性
質
を
有
す
る
た
め
'
仮
に
当
該
事
実
が
知
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば

一
見
し
た
と
こ
ろ
(P
rim
a

f

a
cie
)
判
決
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う

(a
u
raitp
u
etre
d
iffe
r
ente)
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
事
実
の
存
在

･〓川｣

を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
｡
す
な
わ
ち
､

.異
な
る
判

決
｣
(a
d
ifferent
d
ecision
)
あ
る
い
は

｢異
な
る
結
論
｣

(a

d

i

fferen
t
c
o
n
c
tu
sio
n
)
を
導
-
よ
う
な
重
要
性
を
有
す
る
事
実
が
決
定
的
影
響
を
有
す
る

と
考
､そ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ

る

へ

実
際
に
､

境
界
紛
争
再
審
事
件
に
お
い
て
国
際
司
法
裁
判
所

(小
法
廷
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
仮
に
小
法
廷
が
そ
れ
ら
の
文
書
の
複
数

の
版
を
有
し
て
い
た
場
合
に
'
小
法
廷
が

1
九
九
二
年

[原
判
決
時
｣
に
異
な
る
結
論

(conctusionsd
iffe
r
enLes)
に
至

っ
て
い
た

･川

か
(̀=
か
と
い
う
点
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
｣

｡
同
様
に
､
B
a
r
o
n
d
e
N
euftize
事
件

二

九
二
七
年
七
月
二
九
日
判
決
)
に
お
い
て
仏
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7
〇
六

独
混
合
仲
裁
裁
判
所
は
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
｡
｢
再
審
手
続
は
､
[･･･]
事
実
認
識
に
お
け
る
欠
如

(tacun
e
)
を
認
定
す
る
に
止
ま

る
っ

こ
の
欠
如
か
ら
､

一
方
で
､
当
事
者

に
と

っ
て
は
訴
訟
の
修
正

(u
n
e
m
od
ific
at
io
n
d
e
s
o
n
in
s
ta
n
ce)が
噺
さ
れ
'
他
方
で
､

裁
判
所
に
と

っ
て
は
､
自
ら
の
判
決
と
は
異
な
る
判
決

(uned

6cision
d
i
ffEren
te
)
を
導
-
よ
う
な
異
な
る
法
的
決
定
､
あ
る
い
は

事
実

の
異
な
る
評
価
が
癖
さ
れ
得
か

｣

｡J
従

っ
て
､
決
定
的
影
響
要
件

に
お

い
て
求
め
ら
れ
る
の
は
､
｢
新
事
実
｣
が
原
判
決
時

に
認
識

さ
れ
て
い
れ
ば
､
原
判
決
と
は

｢
異
な
る
判
決
｣
あ
る

い
は

｢
恥
な
る
結
論
｣
が
導
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
､
と
現
段
階

(再
審
判
決

段

階

)

で
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
か
｡

第
二

に
､
決
定
的
影
響
要
什
に
よ
り
､
原
判
決
と

｢
取
な
る
｣
だ
け
で
な
く

原
判
決
と

｢
k
対

の
｣

(contraire
)
判
決
が
要
求
さ

れ
る
場
合
も
あ

る
〕
例
え
ば
､
抑
ト
ナ
ウ

ム
修
道
院
事
什

(常
設
国
際
司
法
裁
判
所

･
勧
告
的
意
見

一
九
二
凶
年

J
で
は
'
同
修
道
院
が

ア

ル
バ

ニ
ア
に
帰
届
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
大
便
会
議

の
決
小妃

二

九
二
二
年

一.
二
;
六
日
)
が

｢
誤

っ
た
前
比
に
基
づ

い
た
も
の
で

′仙

あ
る
と
批
判
さ
れ
､
さ
ら
に
､
不
可
欠

の
事
実

(fa
its
essentiets
)
を
考
慮
せ
ず
に
採
択
さ
れ
た
と
し
て
批
判
さ
れ
た
｣
が
､

こ
の
点

に
つ
い
て
常
設
国
際
Ff
法
裁
判
所
は
､
｢
人
便
会
議
が
当
該
決
定
を
採
択
し
た
際

に
､
そ
れ
以
前
に
存
在
し
た
事
実
で
あ

っ
て
t
も
し
そ

れ
が
考
慮
さ
れ
て

い
れ
ば
反
対
の
決
定

(une
d
ec
ision
c
ontraire)
を
導

い
た
で
あ
ろ
う
下
実
を
無
視
し
て
そ
の
よ
う
な
決
定
を
L

L
j
の
か

ホ=か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｣
と
述

べ
つ
つ

､
最
終
的
に
は

｢
一
九
二
二
年
決
定

の
再
審
を
求
め
る
請
求
は
根
拠
を
欠

-
｣
と
結
論
付
け
て
い
る
ー
す
な
わ
ち
'
決
定
的
影
響
と
は
槻
判
決
と

｢
反
対

の
｣
決
定
を
導
-
よ
う
な
影
響

で
あ
る
と

い
う

こ
と
が

で
き
る
｡

以
上
の
よ
う

に
､
決
定
的
影
響
要
件
に
よ
-
､
牧
判
決
を

｢
詳
細
｣
に
す
か
だ
け
で
は
な
く

原
判
決
と
は

｢異
な
る
｣
判
決
又
は

｢
反
対

の
｣
判
決
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
っ
さ

rゝ
に
､
そ

の
当
然

の
帰
結
と
し
て
､
再
審
手
続
に
お

い
て
は
原
判
決

の

｢
修
止
｣

､仙川

(m
od
ific
a
ti

勘

.

丈
は

｢
訂
止
｣

L
red
re
ss
em
en
t)
が
求
め
ら

れ

卑

こ
こ
で
､
判
決
修
正
の
対
象
は
'
判
決
坪
山
と
同
時

に
判
決

主

文
に
及
ぶ
｡
杉
原
高
嶺
に
よ
れ

ば
､
｢
『決
定
的
』

(d
ecisive)性
質

の
事
実
と
は
'
そ
れ
が
判
決

の
坪
山
付
け
を
不
可
避
的
に
修
正
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し
､
そ
の
た
め
に
主
文
の
変
更
を
生
ぜ
し
め
る
効
果
を
も

つ
も
の
と
解
さ
れ
る
｣
と
い
う
｡
以
上
の
よ
う
に
､
決
定
的
影
響
要
件
に
よ

っ
て
原
判
決
の
修
正
が
要
求
さ
れ
る
結
果
､
原
判
決
を
変
史
し
得
な
い
よ
う
な
性
質
の
事
実
に
は
決
定
的
影
響
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と

に
な
る
1､
例
え
ば
大
陸
棚
再
審
事
件
で
は
､
チ

ュ
ニ
ジ
ア
の
再
審
請
求
は

｢
一
九
六
八
年
三
月
二
八
日
の
リ
ビ
ア
閣
僚
委
員
会
の
決
議

の
文
言
｣
に
依
拠
し
て
い
た
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
コ
ン
セ
ッ
シ
ョ
ン
1
三
七
=kT,の
正
確
な
座
標

L;

を
詳
細
に
し
た
と
し
て
も
､
境
界
画
定
の
第

l
区
画
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
決
定
は
変
更
さ
れ
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
L
C

で
は
'
判
決
修
正
は
ど
の
程
度
の
も
の
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は

7
般
に
､
原
判
決
の
大
幅
な
修
正
や

(〓
/

重
大
な
修
正
と
考
､そ
り
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
国
際
法
委
員
会
に
よ
れ
ば
､
｢再
審
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
任
務
は
､
新
事
実
が
､
事
実

の
意
味
合
い
や
そ
の
事
実
か
ら
導
か
れ
L
J結
論
を
大
幅
に
修
正
す
る

(m
o
d
if
i
e

s
e

nsibtem
ent)
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
｣

;
I

と
述
べ
て
い
る
U
同
様
に
､
再
審
に
お
い
て
は
原
判
決
か

｢重
大
な
形
で
｣
(se
r
ie
u
se
m
en
t)
修
正
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
.)
例
え
ば
前
述
の

B
aro
n

d
e

N
euflize
事
件
に
お
い
て
仏
独
混
合
仲
裁
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
J
｢再
審

判
事
に
課
さ
れ
る
唯

一
の
任
務
は
､
事

実
の

新
し
い
要
素
が
原
判
決
の
構
造
と
､
さ
ら
に
は
原
判
決
か
ら
導
か
れ
た
結
論
を
重
人
な
形

で
変
更
す
る

(m
od
ifie
r

serie
u
s
e
m
e
n
t)

か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
｣

以
上
よ
り
､
再
審
手
続
に
お
け
る
決
定
的
影
響
要
件
に
よ
-
､
原
判
決
と
は

｢大
き
-
｣
｢
異
な
る
｣
判
決
や

｢反
対
の
｣
判
決
が
再

審
手
続
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
､
当
該
要
件
を
満
た
す
よ
う
な
再
審
判
決
は
､
必
然
的
に
既
判
力
を
修
正
す
る
よ
う

'Lllh
)

な
判
決
の
変
更
を
癒
す
と
言
え
よ
う
｡
と
は
言
え
'
こ
れ
は
､
再
審
手
続
が
原
判
決
を
修
正
す
る
た
め
'
そ
の
既
判
力
を
穀
損
す
る
と

言

っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
C
問
題
は
､
な
ぜ
原
判
決
と

｢異
な
る
｣
判
決
や

｢反
対
の
｣
判
決
を
生
ぜ
し
め
､
そ
の
結
果
'
原
判
決
を

修
正
す
る
必
要
か
生
じ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
LT
そ
こ
で
､
次
に
再
審
事
由
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
｢異
な
る
｣
判
決
が
生
じ

る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
C

一
〇
七
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第
三
章

再
審
事
由
-

新
事
実
基
準
と
事
実
誤
認
基
準

国
際
裁
判
に
お
け
る
再
審
事
山
に
関
し
て
は
､
｢新
事
実
｣
と

｢事
実
誤
認
｣

と
い
う
二
つ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
お
り
､
混
乱
が
見

ら
れ
る
′

一
方
で
､
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約

二

八
九
九
年
条
約
五
五
条
t

T
九

〇
七
年
条
約
八
三
条
)
に
お
い
て

｢新
事
実
の
発
見
｣

二
a
d
gc
o
uv
e

rte
d

'u
n

f
a
i
t

n
o
u
v
e
a
u
)

と
い
う
再
審
事
巾
が
採
用
さ
れ
て
以
来
'
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
六

T
条
や
国
際
法

･m
.

委

崩.
会
の
仲
裁
手
続
規
則
案

二
九

工
八
年
採
択
)
三
八
条
で
も
こ
の
基
準
が
深
川
さ
れ
て
い
る
た
め
'

一
般
的
に
は
同
基
準
が
再
香

.川

事
山
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
か

房

下
､
新
事
実
基
準
)
L

他
方
で
､
｢事
実
誤
認
｣

(un
err
o
r
d
e
h
e
c
h
o
,
une
e
r
reurde
fait,an
error
o
f
fa
c
t)
を
再
審
事
由
と
す
る
立
場
も
見
ら
れ

る

云

下
､
事
実
莞

山
基
準
)
｡
例
＼各

､
再
審
手
続
と
は

｢判
決
に
お

け
る
事
実
誤
認

(une
=erreur
de
fait)
を
根
拠
と
し
て
'

判
決
を
下
し
た
裁
判
官
が
新
た
な
判
決
を
下
す
こ
と
を
求
め
る
訴
訟
手
続
｣
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
'
あ
る
い
は

､
再
審
は

｢間
違

っ
た

(川

､川

前
提
(d
o
n
n
e
e
s
e
rr
o
n
e
e
s
)
か
､3
下
さ
れ
た
判
決
｣
を
修
正
す
る
た
め
の
手
続
と
み
な
さ
れ
る
｡
ま
た
へ
訴
訟
資
料
の
虚
偽
性

(fatsity
J

il

や
'
事
実
認
定
手
続
に
お
け
る
不
正
行
為

(fr
aud
e
s
)
(文
書
の
偽
造
や
偽
証
)
が
再
審
事
由
と
み
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
C

こ
の
よ
う
に
再
審
事
山
に
関
す
る
基
準
が
分
岐
す
る
理
山
は
､
第

l
に
'
｢新
事
実
｣
概
念
が
不
明
瞭
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
か
｡
例

え
ば
シ
ベ
ー
ル

〔S
ibert)
に
よ
れ
ば
'
｢新
事
実
｣
は
尖
に
多
様
な
形
態
を
有
し
て
お
り
､
｢間
違
い
で
あ
る

(fa亡X
)
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
提
出
証
拠
｣
'
｢偽
造
さ
れ
た
こ
と
か
明
ら
か
に
な
っ
た
添
付
資
料
｣
､
｢知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
訴
訟
資
料
が
発
見
さ
れ
た
場

∵

合
｣
が
す
べ
て

｢新
事
実
｣
に
含
ま
れ
る
と
い
う
C
第
二
の
坪
山
は
､
国
家
失
行
や
学
説
に
お
い
て
事
実
誤
認
進
準
を
採
用
す
る
も
の

か
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
点
に
求
め
ら
れ
る
｡
で
は
､
両
基
準
は
何
ら
か
の
共
通
性
を
有
す
る
蛙
準
な
の
で
あ
ろ
う
か
C
あ
る
い
は
､
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全
-
異
な
る
二
つ
の
基
準
と
し
て
区
別
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
ら
以
下
､
両
基
準
の
形
成
過
程
と
適
用
過
程
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
こ
の
止
を
明
ら
か
に
L
よ
う

第

一
節

事
実
誤
認
基
準
の
形
成
過
程

州

万
国
国
際
法
学
会
の
国
際
仲
裁
手
続
規
則
案

二

八
七
五
年
)

事
実
誤
認
基
準
の
起
源
は
'
万
国
国
際
法
学
会

(In
stit亡
t
d
e
d
ro
it
interコationa-)
二

八
七
五
年
)
が
採
択
し
た

｢国
際
仲
裁

手
続
規
則
案
｣

(Proj
etdere
g】em
ent
p
o
ur
ta
p
r
ocedure
arb
itra
le
internationatel)
に
遡
る
｡
同
規
則
案
二
七
条
は
仲
裁

判
決
の
無
効
原
凶
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
o
｢仲
裁
判
決
は
､
コ
ン
プ

ロ
,I,が
無
効
の
場
合
､
権
限
蹄
越
の
場
合
'
仲
裁

ノ耶

官
の
腐
敗
が
証
明
さ
れ
た
場
合
､
あ
る
い
は
重
大
な
誤
謬

(erreur
esse
n
tie
tte
)
が
あ
る
場
合
､
無
効
で
あ

る

｣
｡
こ
こ
に
示
さ
れ
た

い

｢重
大
な
誤
謬
｣
と
い
う
概
念
の
内
容
は
不
明
確
で
あ
る

が

､

規
則
案
の
起
草
過
程
を
辿
る
と
'
こ
れ
が
事
実
誤
認
基
準
の
起
源
で
あ

る
こ
と
か
分
か
る
｡

規
則
案
の
報
告
者
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
JJ/
ツ
-

(G
otdsch
m
id
tl)
の
第

二
早
案

二

八
七
凹
年
)
第
三
二
条
は
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ

っ

た
｡
｢次
の
場
合
に
は
､
適
切
に
lll]=
い
渡
さ
れ
た
仲
裁
判
決
は
攻
撃
さ
れ
へ
無
効
に
さ
れ
得
る

(p
e
ut
etre
m
ise
a
n
e
a
n
t)
｡
[-
]

二

.
例
え
ば
虚
偽
行
為
や
歪
曲
行
為

(actes
faux
o
u
a
tte
re
s
lJ
に
よ
っ
て
､
あ
る
い
は
歪
め
ら
れ
た
証
拠
(te
m
oin
s
corrom
p
u
)

LL=i･,

に
よ
っ
て
､
仲
裁
裁
判
所
が

7
万
当
事
者
に
よ
っ
て
欺
か
れ
た

(a
e
te
tr
om
p
E)
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
場
合
｣
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
国

際
法
学
会
第
二
委
員
会
は
次
の
よ
,つ
な
修
止
案

(二
四
条
)
を
提
示
し
た
C
｢仲
裁
判
決
は
､
[-
]
虚
偽
資
料

(fa
u
x

do
cum
ents)

-

の
提
出
に
基
づ
-
重
大
な
誤
謬
が
あ
る
場
合
に
は
無
効
で
あ
る
｣
｡
こ
の
修
止
案
に
対
し
て
､
報
告
者
'rn
-
ル
ド
ン
ュ
,,,
ツ
ー
は

､
｢
誤

謬

(erreu
r)
が
虚
偽
資
料
に
よ
っ
て
斎
さ
れ
る
に
せ
よ
､
誤
謬

[と
い
う
文
二:lI]
だ
け
で
十
分
で
あ
る
｣
と
述
べ
､
修
正
案
の
最
後
の

i

文
言

(
｢虚
偽
資
料
の
提
出
に
其
づ
-
｣
)
は
制
限
的
過
ぎ
る
と
批
判
し
た

Ll

最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
国
際
法
学
会
の
規
則
案
は
､
ゴ
ー

一
〇
九
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一
一
〇

S
)

ル
ド
ン
ュ
-
ツ
ト
の
批
判
を
容
れ
､
上
記
の
よ
う
に

｢重
大
な
誤
謬
｣

(erreu
r
ess
eコt
ie〓e)
と
い
う
文
二二口を
用
い
る
に
止
ま
っ
た
｡

従

っ
て
､
こ
の
よ
-
な
起
草
過
程
に
鑑
み
る
に
､
規
則
案
二
七
条
の

｢重
大
を
誤
謬
｣
と
い
う
文

言

は
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
ミ
ッ
-
の
想
定

し
て
い
た
よ
う
に
不
止
行
為
や
不
14
.証
拠
を
含
む
幅
広
い
概
念
で
あ
り
､
｢法
に
関
す
る
誤
謬
と
事
実
に
関
す
る
誤
謬
を
包
含
す
る
｣
も

｢川

の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

た
だ
し
､
同
規
則
案
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
点
は
､
当
時
は
末
だ
無
効
原
因
の
認
定
手
続
に
つ
い
て
は
未
解
決
で
あ
り
'
そ
れ
故
'

再
審
概
念
が
未
分
化
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
rJ
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
,,,
ツ
ー
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
規
則
案
で
は
｢

仲
裁
判
決
に

対
し
て
上
訴
も
そ
の
他
の
法

上
の
手
段
も
存
在
し
な
い
｣
と
さ
れ
､
他
方
で
'
｢上
級
審

(une
in
sta
n
c
e
su
p
e
rie
u
re
)
の
創
≠pM
か
必

的
な
上
級
審
機
関
が
存

在し
て
い
な
い
た
め
､
訴
訟
当
事
国
白
身
が

｢
誤
-
を
評
価
す
る
裁
判
だ
｣
で
あ
L
'
そ
れ
故
'
｢事
実
誤
認
や

法
の
誤
り
｣
に
関
し
て
は
上
訴
裁
判
所

(une
ju
rid
iction
d
,a
p
p
e
l)
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
か
=
こ
の
よ
う
に
,

国
際
法
学
会
規
則
案
の
無
効
原
料
諭
は
､
特
に

｢
再
審
｣
の

｢千
続
｣
を
想
定
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
､
そ
の
後
､

再
審
手
続
が
定
式
化
さ
れ
て
い
-
中
で
､
規
則
案
で
採
用
さ
れ
た

｢重
大
な
誤
謬
｣
概
念
が
再
審
事
山
と
し
て
技
用
さ
れ
て
い
-
こ
と

に
な
る
C

㈲

コ
ル
シ
の
国
際
仲
裁
規
則
案

二

八
九
五
年
)

一
八
九
五
年
に
イ
タ
リ
ア
人
の
コ
ル
シ
(
C

o
r
s
i
)

が
国
際
法
協
会

(tn
terna
tio
n
a
l
L
a
w

A
s
s
o
c
ia
tio
n
)
に
提
出
し
た
国
際
仲

裁
規
則
案

(Projetd
e
R
E
g
lem
ent
p

o
u
rl

es
ar
b
it
r

ages
iコter
nationaux
)

の
第
四

〇
項
は
､

次
の
よ
う
な
再
審
事
由
に
基
づ

-
｢再
審
｣
請
求
を
訴
訟
当
事
凶
に
認
め
た

C
｢
㈲
判
決
が
明
示
的
に
依
拠
L
L
J文
書
又
は
証
拠
に
お
け
る
虚
偽
〕
回
事
実
誤
認

(erreu
r

d
e
fa
it)
:
た
だ
し
'
判
決
か
特
定
の
行
為
や
事
実
の
存
在
又
は
欠
如
に
明
示
的
に
依
拠
し
て
お
り
'
こ
れ
が
裁
判
所
に
は
知
ら
れ
て
い
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な
か
っ
た
か
､
あ
る
い
は
証
明
さ
れ
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
同
時
に
､
判
決
の
二二=渡
し
以
後
に
'
全
て
の
訴
訟
当

川
.

事
国
が
こ
れ
を
決
定
的
で
あ
る

(d
e
cisives)
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
か
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
要
す

る

｣

り

コ
ル
シ
の
再
審
規

定
の
重
要
性
は
次
の
三
点
に
見
出
さ
れ
る

ノ第
一
に
､
再
審
事
山
と
し
て

｢事
実
誤
認
｣
基
準
か
採
用
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
り
､
第
二

に
'
こ
れ
に
加
え
て
､
事
実
誤
認
が

｢決
定
的
｣
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
〔
第
三
に
､
同
規
定
が
そ
の
後

の
国
家
実
行
に
与
え
た
影
響
で
あ
る
rJ
最
終
的
に
国
際
法
協
会
の
第

一
七
回
会
合

二

八
九
五
年

7
0
月
三
日
)
で
採
択
さ
れ
た
国
際

仲
裁
条
約
案
で
は
､

コ
ル
シ
案
EE
O
項
は
削
除
さ
れ
た
が
､
他
方
で
'

コ
ル
シ
案
の
再
審
規
定

(事
実
誤
認
基
準
)
は
諸
BE
I家
が
締
結

川
)

し
た
仲
裁
条
約
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
rJ
そ
の
端
緒
が
､
次
に
見
る
イ
タ
リ
ア
-
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
仲
裁
条
約

二

八
九

八
年
七
月
二
三
口
)
で
あ
る
｡

㈱

イ
タ
リ
ア
=
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
仲
裁
条
約

二

八
九
八
年
)

イ
タ
リ
ア
と
ア
ル
ゼ
ン
チ

ン
が
締
結
し
た
仲
裁
条
約

二

八
九
八
年
ヒ
月
二
三
日
)
の
第

l
三
条
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る

｢次
の
場
合
に
は
､
判
決
を
卜
し
た
裁
判
所
に
対
し
て
再
審
を
請
求
す
る
権
利
を
誌
め
る
二

.
虚
偽
資
料
や
誤
っ
た
資
料

言
nd
o
cu
m
en
t

fa
u
x
o
u
e
r
r
o
n
e
)
に
基
づ
い
て
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
二

1
.
判
決
が
､
訴
訟
行
為
や
訴
訟
文
書
に
起
凶
す
る
事
実
誤
認

(uneerreu
r

.

d
e
fa
it)
の
結
果
で
あ

っ
た
場
合
｣
Ll
当
条
約
は

1
八
九
八
年
七
月
二
三
日
に
両
国
に
よ

っ
て
署
名
さ
れ
た
も
の
の
へ
そ
の
後

'
ア
ル
ゼ

ン
チ
ン
の
修
止
案

(仲
裁
対
象
紛
争
か
ら
独
立

･
,王
権
に
関
す
る
紛
争
を
除
外
す
る
案
)
に
反
発
し
た
イ
タ
リ
ア
が
批
准
を
拒
小̀目
し
た

j･

た
め
発
効
し
な
か
っ
た

r

と
は
言
え
'
以
下
の
三
点
に
お
い
て
､
本
条
約
は
再
審
事
山
の
変
遷
過
程
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
LT

第

一
に
､
同
条
約

(
l
八
九
八
年
)
の
翌
年
に
第

1
回

ハ
ー
グ
会
議

二

八
九
九
年
)
が
開
催
さ
れ
る
が
､
当
条
約
は

ハ
ー
グ
会
議
で

｢川
)

採
択
さ
れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約

二

八
九
九
年
)
以
前
に
再
審
手
続
を
設
け
て
い
た
唯

T
の
条
約
で
あ
-
'
そ
れ
故
へ
国
際

紛
争
平
和
的
処
坪
条
約
の
検
討
委
員
会

(te
C
om
ite
d〉ex
am
en)
は
､
再
審
規
定
を
起
草
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
伊
-
亜
条
約
を
議

.
‥
.



岡 法 (55-3･4)664

一
一
二

論
の
出
発
点
と
し
て
参
照
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
(
第
二
に
､
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
､
ハ
ー
グ
条
約
で
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
条
文
(五

五
条
J
で
は
事
実
誤
認
基
準
で
は
な
-
新
事
実
基
準
が
採
用
さ
れ
る
に
至
る
0
第
三
に
､

ハ
ー
グ
会
議
の
後
､

一
九

〇
七
年
九
月

1
八

日
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
イ
タ
リ
ア
は
'
再
度
仲
裁
条
約
を
締
結
し
直
す
｡
こ
の
新
条
約
は

｢
ハ
ー
グ
条
約

二

八
九
九
年
)
の
諸
原

則
;(

に
感
化
さ
れ
つ
つ
｣
も
､
未
発
効
で
あ

っ
た

一
八
九
八
年
条
約
と
同

T
の
再
審
規
定

(事
実
誤
認
基
準
)
を
設
け
て
い
る

(第
六
条
)
｡

第
m
に
､

ハ
ー
グ
条
約
以
後
も
､
伊
-

亜
条
約
で
採
用
さ
れ
た
事
実
誤
認
基
準
が
そ
の
他
の
多
-
の
仲
裁
条
約
で
模
倣
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
｡
す
な
わ
ち
､
本
条
約
は
国
家
実
行
上
で
事
実
誤
認
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
-
端
緒
と
な
る
条
約
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
0

第

〓
節

新
事
実
基
準
の
形
成
過
程

以
上
の
よ
う
に
､
第

1
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議

二

八
九
九
年
)
以
前
に
は
事
実
誤
認
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
た
r-

と
こ
ろ
が
'
前
述

の
よ
う
に
､

ハ
ー
グ
会
議
で
採
択
さ
れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約

(
一
八
九
九
年
)
五
五
条
は
再
審
事
由
と
し
て
新
事
実
基
準
を

採
用
す
る
に
.ji
:る
〕
そ
れ
故
､
再
審
事
巾
の
変
遷
過
程
に
お
い
て
ハ
ー
グ
会
議
は
最
大
の
転
換
点
で
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
o

そ
こ
で
次
に
､

同
条
約
の
起
草
過
程
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
転
換
の
理
由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
O

最
初
の
再
審
規
定
案
は
'
米
国
案

二

八
九
九
年
五
月
三

1
口
提
出
)
の
第
七
項
に
登
場
す
る
｡
同
項
に
よ
れ
ば
､
｢国
際
裁
判
に
事

件
を
付
託
す
る
当
事
者
は
す
べ
て
'
原
判
決
に
お
い
て
提
起
さ
れ
て
お
ら
ず
､
解
決
さ
れ
て
い
な
い
新
た
な
証
拠

(n
e
w

evi.dence)

や
法
の
問
題

(q
亡eStions
o〓
a
w
)
を
提
示
し
得
る
と
宣
言
す
る
場
合
､
判
決
の
言
渡
し
後
三
ケ
月
以
内
に
原
裁
判
所
の
裁
判
官
に
事

∴‖‖ノ

件
の
再
検
討

(a
reex
am
ination
)
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
｣
｡
こ
の
米
国
案
を
基
に
し
て
'

ハ
ー
グ
会
議
第
三
委
員
会

(国
際
紛

争
平
和
的
処
理
条
約
案
の
起
草
委
員
会
)
の
検
討
委
員
会

(C
om
m
ittee
of
E

x
aヨ
ination
)
は
再
審
手
続
に
関
す
る
喧
し
い
議
論

を
展
開
し
た
LT

検
討
委
員
会
第

二

会
合

(六
月
三
〇
EE
)
に
お
い
て
､
ホ
ー

ル
.IK

(米
国
代
表
委
員
)
は
判
決
の
再
検
討

(a
rehearing)
事
由
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と
し
て

｢新
事
実
の
発
見
｣
(a
d
isc
.
v
ery
o
f
a
n
e
w

fact)
を
提
示
し
､
そ
の
例
と
し
て
'
判
決
後
に
国
境
を
正
確
に
禦

寄

る
有

権
的
な
地
図
が
発
見
さ
れ
た
場
合
を
挙

げ
た
O
こ
の
提
案
に
対
し
て
は
'
｢新
事
実
｣
概
念
が
不
明
瞭
で
あ
る
と
い
う
瓜
や
'
上
訴
と
区

-I

別
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
た
が
'
最
も
重
要
な
議
論
は
'
｢有
益
な
先
例
｣
で
あ
る
伊
-

亜
条
約

(
一
八
九
八
年
)
の
文

-J,

言
を
採
用
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
ポ
ン
ス
フ
ォ
-

(S
ir
J
u
tia
n
P
a
u
n
c
e
f
ote)
の
主
張
で
あ

っ
管

そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
'
｢新

文
書

(n
ew
d
o

cum
ents)
の
発
見
｣
以
外
に
も
,
｢不
正
行
為
｣
(fr
aud
)
の
場
合
に
も
再
審
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
､㍗

こ
れ
に
対
し
て
ホ
ー

ルズ
は
､
条
文
文
言
に
こ
だ
わ
る
つ
も
り
は
な
-

､
例
え
ば
万
国
国
際
法
学
会
の
規
則
案
条
文

(
1
八
七
五
年
)

｢川
)

を
用
い
て
も
よ

-

'

さ
ら
に
'
｢不
正
行
為
は
明
ら
か
に
無
効
化

(n
ullific
a
t
ionJ
の
ケ
ー
ス
で
あ
り
､
新
事
実

(a
n
ew
fa
ct)
で

3脚
L

あ
る
｣
と
態
度
を
軟
化
さ
せ
て
い
る
O

こ
れ
に
対
し
て
'
ア
ッ
セ
ル

(A
sser)
は
'
伊
-
亜
条
約
の
再
審
規
定
は

｢実
際
に
は
再
審
だ
け
で
な
-
上
訴

(appeal)を
も
規

定
す
る
も
の
で
あ
り
'
あ
ま
り
に
も
広
範
で
あ
る
｣
と
批
判
す
る
｡
こ
れ
に
同
調
し
て
'
委
員
長
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

(∞
o
u
rg
eois)
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢我
々
は
､
誤
り
の
発
見

(th
e
d
isc
o
v
ery
ofan
erro
r
)
と
新
事
実
の
発
見

(th
e
d
is
covery
o
f

a

7m,7/i,

fa
ct)
を
注
意
深
-
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
∩
前
者
の
場
合
へ
裁
判
官
の
意
識
を
問
題
に
付
す
た
め
'
判
決
を
再
開
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
〕
他
方
で
'
後
者
の
場
合
に
は
'
裁
判
官
の
意
識
は
問
題
と
な
ら
な
い
｡
[-
]
事
実
が
新
し
い
の
は
､
そ
れ
が
仲
裁
裁
判
官
と

〔肘

訴
訟
当
事
者
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る

｣

⊂

以
上
の
よ
う
な
議
論
の
末
､
検
討
委
員
会
は
伊
-
亜
条
約
が
あ
ま
り
に
も

一
般
的
過
ぎ
る
と
判
断
し
'
同
条
約
の
文
言
を
採
用
し
な

(川
ノ

い
こ
と
を
決
定
し
た
｡
そ
の
結
果
'
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
委
員
長
案
は
'
｢
判
決
に
決
定
的
影
響
を
与
え
る
性
質
を
有
す
る
新
事
実
の

■-

発
見
｣
を
理
由
と
す
る
再
審
手
続
規
定
を
設
け
､
検
討
委
員
会
が
第
三
委
員
会
に
提
出
し
た
最
終
条
文
案
の
第
五
四
条
は
､
同
じ
-
こ

(捕
.

れ
を
再
審
事
由
と
し
て
規
定
し
た
｡

以
上
の
よ
う
に
'
検
討
委
員
会
で
は
'
伊
-
亜
条
約

(事
実
誤
認
基
準
)
は

｢上
訴
｣
事
由
を
含
む
広
範
な
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い

一
一
三
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一
一
川

る
っ

他
方
で
､
新
事
実
基
準
は

｢
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
｣
事
実
と
い
う
意
味
で
川
い
ら
れ
る
と
同
時
に
'
事
実
誤
認
と
は
異
な
り
､

原
裁
判
官
の
意
識
を
問
題
と
し
な
い
と
い
う
点
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡

な
お
'
再
審
規
定
に
関
す
る
議
論
は
'
舞
ム口
を
検
討
委
員
会
か
ら
第
三
委
員
会
に
移
し
た
も
の
の
'
そ
こ
で
は
再
審
事
巾
に
関
す
る

実
質
的
な
議
論
は
展
開
さ
れ
ず
､
再
審
規
定
を
認
め
る
か
ホ
=
か
と
い
-
出
発
点
に
逆
戻
り
し
た
1

7
万
で
､
判
決
の
絶
対
的
確
定
性
を

主
張
す
る
ロ
シ
ア
全
権
代
表

マ
ル
テ
ン
t<,
が
再
審
否
定
論
を
展
開
し
'
他
方
で
､
米
国
全
権
代
表
ホ
ー
ル
ズ
が
再
審
肯
定
論
を
展
開
し

打仙

て
応
酬
い

､
再
審
手
続
が

｢
社
会
平
利

(la
p
a
ix
so
c
ia
te
)
と
正
義

の
聞
の
矛
肺

｣

を
反
映
す
る
と
い
う
点
が
顕
に
な

っ
た
し

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
経
て
'
最
終
的
に
採
択
さ
れ
た
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約

二

八
九
九
年
)
第
五
五
条
は
次
の
よ
う
に
規

定
す
る
｡
｢当
事
者

ハ
､
仲
裁
契
約

二
於
テ
仲
裁
判
決

二
村
ス
ル
再
審
ノ
請
求
ヲ
留
保

ス
ル
コ
-
ヲ
得
.J
右
ノ
場
合

二
於

テ

ハ
､
反
対
ノ

規
約
ア
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
､
判
決
ヲ
為
シ
タ
ル
裁
判
部

二
請
求
ヲ
為
ス
コ
-
ヲ
要

ス
｡
右
請
求

ハ
､
判
決

二
村
シ
決
定
的
影
響
ヲ
ケ

フ
へ

キ
性
質
ヲ
有

ス
ル
新
事
実

(un
fait
nouveau
qu
ieQt
ete
de
naturea
exercer
une
inftuence
d
e
cisive
su
r
la
sentence〉

Some
n
e
w

factw
h
ic
h
is
of
a

n
a

ture
to
ex
e
rc
ise
a
d
e
c
i

sivein
ftu
ence
up
o
n
th
e
a
w
a
rd
)
ニ
シ
テ
弁
論
終
結

ノ
ト
キ

裁

判
部
及
再
審
ヲ
請
求

ス
ル
当
時
芹
力
知
ラ
サ
リ
シ
モ
ノ
ヲ
発
見
シ
タ
ル
場
合

二
眼

'
之

ヲ
為

h'
コ
-
ヲ
得
〉
再
審
ノ
手
続

ハ
､
裁
判
部

二
於
テ
特

二
新
事
実
ノ
存
在
ヲ
確
認
シ
､
其
ノ
事
実
力
前
項

二
掲
ク
ル
特
質
ヲ
有

ス
ル
コ
ト
ヲ
確
認
シ
､
比
之

二
因
り
請
求
力
受
理
T<

へ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
宣

言
hJ
ル
決
定
ヲ
為

ス
二
非
サ
レ
ハ
､
之
ヲ
開
始
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

ス
rL

再
審
ノ
請
求
ヲ
為
ス
へ
キ
期
間

ハ
､
仲

裁
契
約

二
於
テ
之
ヲ
定

ム
｣
リ

こ
う
し
て
採
用
さ
れ
た
ハ
ー
グ
条
約
に
お
け
る
汚
審
手
続
の
特
徴
は
'
第

一
に
､
再
審
請
求
権
を
仲
裁

コ
ン
プ

ロ
-
で
留
保
し
て
お

.Ⅶm

-
点
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
再
審
は
原
則
で
は
な
-
例
外
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
i
c
第
二
に
､
時
間
的
要
件
に
関
し
て
も
仲

裁

コ
ン
プ

ロ
ミ
に
よ
る
設
定
に
委
ね
ら
れ
た
･
ま
た
､
同
条
約
で
初
め
て
再
審

の
実
体
的
要
H
で
あ
る

｢新
事
実
｣
要
件
'
｢決
定
的
影

響
｣
要
件
'
新
事
実
の

｢
不
知
｣
要
件
を
設
け
､
再
審
要
件
の
厳
格
化
を
図

っ
て
い
る
｡
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他
方
で
'
そ
の
起
草
過
程
に
鑑
み
る
に
へ
再
審
事
由
と
し
て
採
用
さ
れ
た
新
事
実
基
準
に
関
し
て
は
'
委
員
の
間
で
も
同
基
準
の
不

･州

明
瞭
性
に
つ
い
て
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
､
再
審
に
付
さ
れ
る
事
案
を
十
分
に
特
定
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
で
'
検

討
委
員
会
に
お
い
て
､
委
員
長
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
は
｢
誤
り
の
発
見
｣
(th
e
d
isco
v
e
ry
o
f
a
n
e
rrw
)
と
｢新
事
実
の
発
見
｣
(th
ed
is
covery

o
f
a
n
e
Lt)
f

a
ct)
を
明
確
に
区
別
す
る
見
解
を
示
し
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
､

そ
の
後
の
第
三
委
員
会
で
は
､
新
事
実
基
準
を
提
案
し

た

ホ
ー
ル

ズ

自
身
が
､
｢新
事
実
の
発
見
｣
と
い
-
文
言
を
｢重
大
な
誤
謬
｣
(in
p
ortanterrors)や
｢
明
白
な
誤
謬
｣
(e
v
id
e
nterrors
)
へ

ド

あ
る
い
は

｢
明
瞭
な
誤
謬
｣
(m
anifeste
rr
o
rs)
と
同
義
に
用
い
て
い

る

｡

例
え
ば

'
ホ
ー
ル
ズ
は
､
再
審
手
続
に
お
い
て
は

｢
ま
さ

･､

に
原
判
決
を
下
し
た
裁
判
所
が
､
明
白
な
誤
謬
が
犯
さ
れ
た
こ
と
を
宣
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る

｡

第
三

委
員
会
に
お
い
て
再
審
肯
定
論
を
強
固
に
展
開
し
た
ホ
ー
ル
ズ
の
見
解
が
最
終
的
に
支
持
さ
れ
た
点
に
鑑
み
る
に
へ
｢新
事
実
｣
と

｢事

実
誤
認
｣
を
同
視
す
る
ホ
ー
ル
ズ
の
見
解
が

ハ
ー
グ
条
約
五
五
条
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｣
実
際
に
-

第
三
委
員
会
に
お
い
て
､
ロ

ー

(S
eth
L

cw
)

は
仲
裁
手
続
に
お
け
る

｢誤
謬
の
可
能
性
｣
(th
e
p
Cssibi≡
y
o
f
e
r
r〇rs)
を
認
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

以
上
の
よ
-
に
､

ハ
ー
グ
条
約
五
五
条
に
お
い
て
採
川
さ
れ
た

｢新
事
実
｣
概
念
に
は
不
明
瞭
な
点
が
残

っ
て
お
り
､
TLii
甚
準
が
事

実
誤
認
や
事
実
認
定
に
関
す
る
誤
謬
を
含
む
点
に
つ
い
て
は
否
定
し
き
れ
な
い
と
い
え
よ
う
｡

第
三
節

新
事
実
基
準

へ
の
収
赦
と
そ
の
適
用
方
法

州

新
事
実
基
準

へ
の
収
故

国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約

(第
五
五
条
)
に
お
い
て
新
事
実
基
準
に
基
づ
-
再
審
規
定
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
､
そ
の
後
の
条
約

に
多
大
な
影
響
を
与
､え
､
再
審
事
由
に
関
し
て
新
事
実
基
準
か

1
般
的
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
rLノ

ま
ず
は
､

ハ
ー
グ
条
約
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
た
仲
裁

コ
ン
プ

ロ
ミ
に
お
い
て
自
動
的
に
新
事
実
基
準
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ

一
一
五
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一

二

ハ

た
′〕
例
え
ば
､
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
布
教
基
金
事
件

(常
設
仲
裁
裁
判
所

7
九

〇
二
年

1
0
月

l
四
日
判
決
)
の
コ
ン
プ

ロ
,,,
二

九

〇

二
年
五
月
二
二
日
)
は
第

一
三
条
に
再
審
規
定
を
設
け
'
｢
ハ
ー
グ
条
約
五
五
条
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
'
再
審
が
認
め
ら
れ
る
｣
と
規

r什S/

定
す
か
｡
同
様
に
､
北
大
西
洋
沿
岸
漁
業
事
件

膏

設
仲
裁
裁
判
所

1
九

l.
〇
年
九
月
七
日
判
決
lJ
の
コ
ン
プ

ロ
-

(
T
九

〇
九
年

7

月
二
七
日
)
第

一
〇
条
に
よ
れ
ば
'
｢判
決
に
対
し
て
決
定
的
影
響
を
与
え
る
と

目
さ
れ
る
新
事
実
ま
た
は
新
た
な
状
況

(n
e
w

factor

r仙
)

c
irc
u
m
s
tance)
の
発
見
｣
が
再
審
事
由
と
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
家
屋
税
事
件

(常
設
仲
裁
裁
判
所

一
九

〇
五
年
五
月
l
三

日
判
決
)

の
コ
ン
プ

ロ
ミ

二

九

〇
二
年
八
月
二
八
日
)
九
条
や
'
そ
の
他
の
コ
ン
プ

ロ
-
の
よ
う
に
'
当
該

コ
ン
プ

ロ
ミ
に
規
定
さ
れ
て
い
な

い
事
項
に
関
し
て
は

ハ
ー
グ
条
約

二

八
九
九
年
)
か
適
用
さ
れ
る
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
ハ
ー
グ
条
約
の
再
審
規
定
を
援
用
す

る
も
の
も
見

らゝ
れ
る
｡

次
に
'
多
数
国
間
条
約
に
お
い
て
も
再
審
事
由
と
し
て
新
事
実
恭
準
が
採
用
さ
れ
る
｡

第

1L
に
'
第
二
回

ハ
ー

グ
会
議

二

九

〇
七
年
)
に
お
け
る
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
条
約
の
改
止
作
業
に
お
い
て
'

マ
ル
テ
ン
ス
は

.川m一

改
め
て
再
審
規
定
の
削
除
を
提
案
し
た
が
､
こ
の
案
は
採
用
さ
れ
ず
'
同
条
約
は
前
条
約

二

八
九
九
年
条
約
)
の
五
五
条
を
そ
の
ま

｢Ji=

ま
採
用
し
､
八
三
条
に
再
審
規
定
を
設
け
L
,｡

第
二
に
'
第

1
次
人
戦
後
に
ヴ
ェ
ル
サ
イ

ユ
条
約
三

〇
凹
条
の
付
属
書
第
二
項
が
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
権
限
を
定
め
た
が
､
こ
れ
に

基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
各
混
合
仲
裁
裁
判
所
規
則
に
お
い
て
同

一
の
再
審
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
-
'
そ
こ
で
は
再
審
事
由
と
し
て
新

(川

事
実
基
準
が
採
用
さ
れ
た
｡
こ
の
た
め
､
再
審
手
続
に
関
す
る
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
判
例
は
新
事
実
基
準
を
普
及
さ
せ
る
結
果
を
斎
し

(;
I

た
｡
他
方
で
'
混
合
仲
裁
裁
判
所
の
判
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
'
新
事
実
基
準
と
事
実
誤
認
基
準
が
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
分
か
る
1
例
え
ば
t
H
e
im
et
C
ham
a
n
t
事
件

二

九
二
二
年
八
月
七
日
'
九
月
二
五
日
判
決
)
に
お
い
て
､
仏
-
独
混
合
仲

裁
裁
判
所
は
再
審
手
続
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
再
審
手
続
は

｢本
葉
的
に
'
古
い
事
実
や
'
と
-
わ
け
事
実
を

取
り
巻
-
複
雑
な
状
況
に
よ
っ
て
確
定
す
る
の
が
困
難
な
事
実
を
詳
細
に
検
討
す
る
際
に
裁
判
所
が
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
誤
謬
の
危
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険

(les
ris
quesd
'e
rreur
)
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡
訴
訟
規
則
に
お

い
て
再
審
手
続
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
へ
ま
さ
に
こ

＼¶㍑ノ

の
事
実
誤
認
の
危
険
性

(ri
sques
d7erreurd
e
faitJ
に
対
し
て
､
訴
訟
当
事
国
に
保
証
を
与
え
る
た
め
な
の
で
あ
か
｣o
こ
の
よ
う

に
､
再
審
規
定

の
文
言
上
は

新
事
実
基
準
が
採
用
さ
れ
た
も
の
の
､
そ
の
通
用
過
程
に
お
い
て
は
へ
再
審
手
続
が

｢事
実
誤
認
｣
の
危

険
性
に
対
処
す
る
た
め
の
手
続
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

第
三
に
'
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
草
案
を
起
草
し
た
法
律
家
諮
問
委
員
会

ニ
e
C
om
i蒜
consu
-tatifd
e
ju
ristes)
は
､
ハ

(1-4ノ

ー
グ
条
約
の
精
神
を
引
継
ぎ

つ
F
''
再
審
の
権
利
を
正
義
の

｢
正
当
な
要
求
｣
と
し
て
認
め
た

o
た
だ
し
法
律
家
諮
問
委
員
会
は
､

l

.1

p'.

方
で
再
審
手
続
自
体
を
積
極
的
に
認
め
つ
つ
､
他
方
で
再
審
要
件

(再
審
請
求
の
受
理
可
能
性
要
件
J
の
厳
格
化
を
図

っ
て
い

る

O

す

な
わ
ち
'
新
事
実
の
無
知
に
関
す
る
無
過
失
要
件

(規
程
六

l
条

一
項
)
'
再
審
請
求
の
時
間
的
要
件

(同
四
へ
五
項
)
'
原
判
決
の
事

前
履
行
命
令
の
権
限

(同
三
*
)
と
い
う
三
要
件
を
付
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
さ
ら
に
､
国
際
司
法
裁
判
所
は
判
例
上
'
裁
判
所
規

i;
)

.E:

程
六

l
条
に
基
づ
-
五

つ
の
再
審
要
件

(再
審
請
求
の
受
理
可
能
性
要
件
)
を
定
式
化
し
て
い
る
｡
第

一
に
､
再
審
請
求
は

｢事
実
｣

の

｢
発
見
｣
に
基
づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
'
第
二
に
'
そ
の
事
実
は

｢判
決
に
対
す
る
影
響
を
有
す
る
性
質
｣
の
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
第
三
に
'
当
該
事
実
は
判
決
が
言

い
渡
さ
れ
る
以
前
に
裁
判
所
と
再
審
を
請
求
す
る
当
事
者
に
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
第
四
に
'
問
題
の
事
実
を
知
ら
な
か

っ
た
点
に

｢
過
失
｣
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
ゥ
第
五
に
､
再

審
請
求
は
新
事
実
の
発
見
か
ら
六
ケ
月
の
期
間
内
､
判
決
か
ら

一
〇
年
の
期
間
内
に
提
起
さ
れ
な
-
て
は
な
ら
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
へ
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
は

ハ
ー
グ
条
約
の
再
審
規
定
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
り
へ
自
動
的
に
再
審
事
由
と
し
て
の
新

事
実
基
準
を
採
用
す
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
'
そ
の
後
の
条
約
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
｡
例
え
ば
中
米
司
法
裁
判
所
(I
nterコatioコa
-

C
e
n
t
ral

Am

e
r
ic
a
n
T
rib
una
t)
の
設
立
条
約

二

九
二
三
年
二
月
七
日
)
は
､
そ
の
第

l
条
四
に
お
い
て
規
程
六

1
条
と
同

l
の

+胤
.

再
審
規

定を設

け
て

い
る
o
ま
た
t

T
九
五
八
年
に
採
択
さ
れ
た
国
際
法
委
員
会
の
仲
裁
手
続
規
則
案

(M
o
d
e
)e
d
e
p
ro
j
et
su
rla

･′ー-1
)

p
r
o
c
E
d
u
r
e
a
r
b
itr
a
】e
J
の
三
八
条
は
同
規
程
六

l
条
を
ほ
ぼ
完
全
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
〇

一
一
七
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新
事
実
基
準
の
適
用
方
法

で
は
､
新
事
実
基
準
は
ど
の
よ
う
な
内
容
の
其
準
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡

こ
の
点
に
つ
い
て
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
'
｢新
｣
事
実
が
ど

の
時
点
で
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
｡

こ
の
点
で
､
国
際
叫
法
裁
判
所
規
程
六

l
条
に
い
う

｢新
事
実
｣
は
判
決

-J,

後
に
生
じ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
よ
い
と
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
が
､
新
事
実
基
準
に
お
け
る
新
規
性
は
､
｢事
実
｣
の
新
規
性
で
は
な
く

･rf

｢
発
見
｣
の
新
規
性
を
意
味
す
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢新
事
実

の
発
見
｣
と
は
､
原
判
決
時
に
存
在
し
て
い
た
事
実
が
判
決
後
に
｢新
た
に
｣

′州
.

発
見
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
っ
例
え
ば
､
境
界
紛
争
再
審
事
件
に
お
い
て
ホ
ン
ジ

ュ
ラ
ス
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
〔

醇

審
要

件
に
い
う

｢
『新
し
い
』
も
の
と
は
､
事
実
で
は
な
く

事
実
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
.
事
実
は
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
の
で

あ
る

事
実
は
本
案
判
決
の
言
い
渡
し
以
後
に
も
以
前
に
も
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
､
当
事
者
と
裁
判
所
が
そ
れ
を
知
ら
な
か

っ

州
.

た
の
で
あ
る
｣
〔
こ
の
よ
う
に
､
新
事
実
塵
準
に
よ

っ
て
'
｢新
事
実
｣
が
原
判
決
時
に
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
か
'
こ
の
二
と
は
､
新
事
実
の

｢
発
見
｣
か
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
導
か
れ
る
〔ノ
例
え
ば

B
a
ttu
s
事
件

二

九
二
九
年
六

月
六

日
判
決
)
に
お

い
て
､

フ
ラ
ン
ス
-
ブ

ル
ガ
-
ア
混
入
〓
仲
裁
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

｢
『発
見
』

(d
ec
o
u
v
erte
)
と

い
う
文
二一.日
が
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
明
ら
か
に
､
裁
判
所
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
判
決
を
下
し
た
時
に
裁
判
所
が
知
ら
な
か

っ
た

事
実
が
比
に
存

在し
た
こ
と

Lp
re
e
xistence)
を
意
味
す
る

｣

｡
以
上

の
よ
う
に
'
新
事
実
基
準
に
お
け
る

｢新
事
実
の
発
見
｣
概
念

は
､
判
決
時
に
存
在
し
て
い
た
事
実
が
新
た
に
発
見
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
｡

第
四
節

事
実
誤
認
基
準
の
残
存
と
そ
の
適
用
方
法

川

事
実
誤
認
基
準
の
残
存

上
述
の
よ
-
に
､

ハ
ー
グ
条
約

二

八
九
九
年
)
以
降
､
仲
裁

コ
ン
プ

ロ
,,,や
多
数
国
間
条
約
に
お
い
て
新
事
実
基
準
が
採
用
さ
れ

L仰

た
た
め
､

ハ
ー
グ
条
約
以
後
は
新
事
実
基
準
が

l
股
的
な
再
審
事
由
と
し
て
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る

｡

と
こ
ろ
か
､
こ
の
佃
向
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に
反
し
て
依
然
と
し
て
事
実
誤
認
基
準
を
探
刷
す
る
仲
裁
条
約
も
根
強
い
｡
そ
の
例
と
し
て
は
､
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン

-
ウ

ル
グ
ア
イ
仲
裁

条
約

二

八
九
九
空

ハ
月
八
日
二

六
&
,
1

7
ル
ゼ
ン

チ
ノ

=
パ

ラ
グ

ア
イ
仲
裁
条
約

(
1
<
九
九
竺

万

人
:
)
〓

ハ
如
､
ボ
リ

ビ
ア
-
ペ
ル
ー
仲
裁
条
約

二

九

〇
一
年

二

月
二

l
R
)

一
二
&
'
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
-
チ
リ
仲
裁
条
約

二

九
〇

二
年
五
月
二
八
R
)

I

1
三
卑

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
-
ブ
ラ
ジ
ル
仲
裁
条
約

二

九

〇
五
年
九
月
七
旦

l
七
考.

コ
ロ
ン

ビ
ア
-
ペ
ル

ー
仲
裁
条
約

(
l
九
o

五
年
九
月

l
二
旦

〓

&
.
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
-
イ
タ
リ
ア
仲
裁
条
約

二

九

〇
ヒ
年
九
月

l
八
日
)
l

三
条
と
い

っ
た
南
米
諸
国
が

締
結
し
た
仲
裁
条
約
で
あ
り
､
そ
こ
で
は
､
前
述
の
伊
-

亜
条
約

二

八
九
八
年
)
と
全
-
同

l
の
再
審
規
定

(事

実
誤
認
基
準
)
が

採
用
さ
れ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
傾
向
を
象
徴
す
る
の
が
中
米
司
法
裁
判
所
条
約

(
l
九

〇
七
年

二

一月
二
〇
円
)
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ

た
中
米
司
法
裁
判
所
の
手
続
規
則
第
川
五
条
で
あ
-
､
同
条
に
よ
れ
ば
'
｢裁
判
所
が
判
決
小
に
誤
謬
有
rro
r
)
が
あ

っ
た
と
判
断
す
る

場
合
､
裁
判
所
は
職
権
に
よ

っ
て
判
決
を
取
消
す

(J
e
VOke

)

こ
と
が
で
き
る
｣
と
規
定
し
て
い
&
.,

後
に
検
討
す
る
よ
う
に
､
こ
れ
ら
の
南
米
諸
国
の
地
域
的
実
行
の
特
殊
作
を
認
め
る
か
不
=
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
､
い
ず
れ

に
せ
よ
､

ハ
ー
グ
条
約
以
降
も
新
事
実
基
準
と
事
実
誤
認
基
準
が
並
存
す
る
状
態
か
続
い
て
い
た
L
Jめ
､
こ
の
時
期

二

九
批
紀
木
か

I.I;

ら
二
〇
世
紀
初
頭
)
は
来
た
再
審
事
由
に
関
す
る
統

一
的
基
準
が
確
正
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
か

㈱

事
実
誤
認
基
準
の
適
用
方
法

そ
の
後
'
上
述
の
よ
う
に
多
数
国
間
条
約
で
は
新
事
実
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
-
が
､
他
方
で
'
事
実
誤
認
基
準
が
駆
逐
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
-
､
同
基
準
は
仲
裁
条
約
に
お
い
て
存
続
し
､
し
か
も
実
際
の
仲
裁
裁
判
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
D
そ
の
稀
有
な
事
例

が
､
テ
､ン
エ
ル
-
湖

(L
a
g
u
n
a
d
e
-
D
esie
rto
)

事
件

二

九
九
五
年
仲
裁
判
決
)
で
あ
る
｣

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
チ
リ
は
､

コ
ン
プ

ロ
-

二

九
九

一
年

一
〇
月
三

一
円
)
を
締
結
し
､
パ
タ
ゴ
ニ
ア
氷
原
に
お
け
る
国
境
標
識
六

二
号
と
フ
ィ
ッ
ツ
･
D
イ
山

(M

o
un
t
F
i
t
z

R

o
y

)

の
間
の
境
界
線
確
定
を
仲
裁
裁
判
所
に
求
め
た
rJ
仲
裁
裁
判
所
は

一
九
九
四
年

l

二

九
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二
一〇

州
ノ

｢州

〇
月
二

一
日
の
判
決

に

お
い
て
'
デ
シ
ェ
ル
-
湖
を
含
む
係
争
地
域
全
て
を
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
領
域
に
含
め
る
形
で
国
境
線
を
確
定
し

た

｡

･′州
＼

I=
.

こ
の
判
決
は

一
九

〇
二
年
の
仲
裁
判

決

の

解
釈
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
お
り
､国
際
法
に
基
づ
-
公
正
な
判
断
で
あ
る
と
評
さ
れ
た

が

へ

こ
れ
を
承
服
し
か
ね
た
チ
リ
は
'
当
該
判
決
に
は

｢訴
訟
行
為
又
は
訴
訟
資
料
に
起
因
す
る
事
実
誤
認

(e
rrorsof
fact)
が
あ
る
｣

と
主
張
し
て
九
五
年

l
月
三

一
日
に
再
審

･
解
釈
請
求
を
提
起
し
た
｡
こ
の
請
求
を
審
押
し
た
仲
裁
裁
判
所
は

'
第
二
判
決

(九
五
年

l
〇
月

1
三
R

)

に
お
い
て
同
請
求
を
棄
却
し
た
｡
そ
の
後
､
九
六
年
三
月

一
二
日
に
チ
リ
は
声
明
を
発
表
し
'
九
四
年
判
決
の
判
断

,-

理
由
の
難
点
を
指
摘
し

っ
つ
も
判
決
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

か

｡

以
下
へ
希
少
な
再
審
事
例
で
あ
る
本
件
の
第
二
判

決

二

九
九
五
年
)
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
事
実
誤
認
基
準
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
C

本
件
の
コ
ン
プ

ロ
,,,
一
七
条
は
判
決
の
既
判
力
と
履
行
方
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
･:止
し
て
い
た
り
｢判
決
は
当
事
国
を
拘
束
L
t

L洲
＼

上
訴
に
服
さ
な
い
rJ
判
決
は
遅
滞
な
-
髄
行
さ
れ
へ
ま
た
裁
判
所
が
定
め
る
形
態
で
期
限
内
に
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

i

｣

｡
な
お
へ

こ
の
コ
ン
プ

ロ
,,,は
再
審
規
定
を
設
け
て
い
な
か
っ
た
が
､
そ
の

1
八
条
は
､

コ
ン
プ

ロ
/,,
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
関
越
は
両
国
間
の

平
和
友
好
条
約

(T

ratad
o

d
e

P
a
N

y

A

m
istad)付
属
書

Ⅰ

二

九
八
四
年

二

月
二
九
日
)
の
第
二
章
に
従

っ
て
規
律
さ
れ
る

と
規
定
し
て
お
り
'
同
付
属
書
四

〇
条
が

再
審
手
続
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
て
い
た
｡
｢次
の
場
合
に
'
各
当
事
国
は
判
決

の
執
行
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
期
間
が
経
過
す
る
ま
で
に
'
判
決
を
下
し
た
裁
判
所
に
対
し
て
当
該
判
決
の
再
審
を
請
求
す
る
こ
と
か

で
き
る
r/

1
-
判
決
が
托
造
さ
れ
た

(fo
rg
e
d
)
資
料
や
改
変
さ
れ
た

(a)tered)資
料
に
基
づ
い
て
下
さ
れ
た
場
合
｡
二
.
判
決
が

全
体
と
し
て
'
又
は
部
分
的
に
'
訴
訟
行
為
や
訴
訟
資
料
に
起
因
す
る
事
実
誤
認

(a
n
e
rr
or
of
fact,une
erreur
de
fait
)

の

結

州
.

果
と
し
て
下
さ
れ
た
場
合

｣｡
こ
の
よ
-
に
へ
本
件
に
適
用
さ
れ
る
再
審
規
定
は
'
伊
-

亜
条
約

二

八
九
八
年
)
の
再
審
規
定
を
模
倣

す
る
こ
と
に
よ

っ
て
事
実
誤
認
基
準
を
採
用
し
て
い
る
rJ
既
に
見
た
よ
う
に
へ

1
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を

一
方
当
事
国
と
す
る
複
数
の
仲
裁
条
約
に
お
い
て
事
実
誤
認
基
準
か
採
用
さ
れ
て
い
た
点
に
鑑
み
れ
ば
'
本
件
の
再
審
規
定
が
こ
れ
を

模
し
て
い
る
点
は
む
し
ろ
当
然
と
言
え
よ
う
り
な
お
へ
本
件
で
チ
リ
の
再
審
論
求
は
付
属
井

四

〇
条
二
項
の
み
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
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,-

あ

っ
た
た
め
､
裁
判
所
は
同

一
項
に
つ
い
て
は
検
討
し
て
い
な

い

｡

こ
う
し
て
､
本
件
で
は
典
EL
的
な
事
実
誤
認
基
準
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
が
､
そ
の
通
用
に
先
立
っ
て
､
同
基
準
そ
の
も
の
に
つ

い
て
問
題
か
生
じ
た
｡
同
基
準
の
内
容
に
つ
い
て
両
国
間
の
見
解
が
大
き
-
異
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
.
チ
リ
は
本
件
の
再
審
事
由
で
あ

る
事
実
誤
認
基
準
の
固
有
性

･
独
自
性
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
'
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は
同
基
準
を
新
事
実
基
準
と
同

一
視
し
た
の
で
あ

る
tl
そ
こ
で
､
両
国
の
主
張
を
詳
細
に
見
て
お
こ
う
｡

1
万
で
､
チ
リ
は
'
｢事
実
誤
認
｣
を

｢事
情
や
状
況
の
誤
っ
た
認
識
｣
(再
審
請
求

一
八
項
)
'
あ
る
い
は

｢概
念
と
現
実
の
間
の
釆

離
｣
(抗
弁
吾
四
九
項
)
と
捉
え
つ
つ

､

｢事
実
誤
認
｣
が
判
決
に
対
し
て
｢

内
在
的
で
あ
る
｣

(iコterコ
e
)
の
に
対
し
て
､
｢新
事
実
｣

は

｢外
在
的
で
あ
る
｣

(externe)と
し
､
両
概
念
を
区
別
す
る
見
解
を
示
し
た

(以
下
'
区
別
説
)
(チ
リ
の
再
抗
弁
書
五
四
1
五
九

｢納項
)
｡
そ
の
主
張
の
背
景
に
は

､
自
国
の
多
様
な
再
審
請
求
を
正
当
化
す
る
た
め
に
､
内
容
の
不
確
定
な
｢事
実
誤
認
｣
概
念
に
依
拠
し
､

こ
れ
を
強
調
す
る
た
め
に
事
実
誤
認
基
準
を
条
約
上
の
自
律
的
な
制
度
と
し
て
そ
の
特
殊
性

･
固
有
性
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
ー

他
方
､
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は

｢事
実
誤
認
｣
概
念
と

｢新
事
実
｣
概
念
は
い
ず
れ
も
判
決
に
対
し
て

｢外
在
的
｣
な
も
の
で
あ
る
と
し

て
そ
の
同

一
性
を
主
張
し
た

(以
下
､
同

l
説
)
LT
す
な
わ
ち
､
｢
[付
属
書
]
四
〇
条
二
項
に
規
定
さ
れ
た
再
審
事
由
は
'
判
決
以
前
に

存
在
し
て
い
た
が
､
当
時
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
が
判
決
後
に
発
見
さ
れ
た
場
合
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
り
､
こ
の
事
実
は
訴

〔州
.

訟
行
為
や
訴
訟
資
料
に
お
け
る
事
実
誤
認
を
表
す
も
の
で
あ
る
｣
と
い
う

(ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
再
抗
弁
書

一
七
項
)
｡
そ
の
主
張
の
背
景

に
は
'
事
実
誤
認
基
準
の
不
明
瞭
性
に
対
す
る
危
供
か
ら
'
国
際
仲
裁
手
続
の
一
般
規
則
に
適
合
し
た
再
審
事
由
､
す
な
わ
ち
新
事
実

基
準
の
適
用
を
求
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

以
上
の
よ
う
に
､
本
件
に
適
用
さ
れ
る
再
審
事
由

(事
実
誤
認
基
準
)
に
つ
い
て
へ
チ
リ

(区
剣
説
)
と
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

(同

一
説
)

の
見
解
は
対
立
し
て
い
た
が
､
こ
の
点
に
つ
い
て
仲
裁
裁
判
所
の
九
五
年
判
決
は
明
確
な
判
断
基
準
を
提
示
す
る
こ
と
を
-
'
次
の
よ

一
二
一



lff11 は (55-314)674

必
要
が
あ
る
日
回
誤
認
が
事
実
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
､
㈲

当
該
誤
認
か

『訴
訟
行
為
又
は
訴
訟
資
料
』
に
起
因
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
､
国
全
体
と
し
て
'
叉
は
部
分
的
に
､
判
決
が
当
該
誤
認
の
帰
結
と
し
て
蔚
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
｡
さ

ら
に
､

こ
れ
ら
の

要
件
に
加
え
て
'
同
際
法
上

1
股
に
認
め
ら
れ
る
要
件
が
付
加
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣

(傍
九
五
円
)
｣
す
な
わ
ち
､
仲
裁
裁
判
所

に
よ
れ
ば
'
付
属
書
四

〇
条
の
文
言
か
ら
導
か
れ
る
事
実
誤
認
基
準
に
加
え
て
'
｢国
際
法
上

7
股
に
認
め
ら
れ
た
｣
醇
審
事
由
で
あ
る

新
事
実
基
準
を
も
同
時
に
適
用
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

本
件
の
再
審
事
由
を
巡
る
両
国
の
対
lj
.と
裁
判
所
の
判
断
か
ら
､
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第

7
に
､
再
審
事
由
の

桝
谷
を
巡
る
両
国
の
見
解
の
相
違
は
､
各
当
事
国
か
J日
周
に
有
利
な
解
釈
を
採
用
し
た
結
果
で
あ
り
､
そ
れ
iE
休
は
特
に
注
目
に
惜
し

な

い
が
､
他
方
で
'
南
米
諸
国
に
お
い
て
伝
統
的
に
深
川
さ
れ
て
き
た
事
実
誤
認
基
準
に
つ
い
て
'
そ
の
内
布
が
訴
訟
当
事
同
間
で
異

な
る
解
釈
の
余
地
を
認
め
る
ほ
ど
多
義
的
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
h
第
二
に
､
当
事
国
間
の
解
釈
の
対
立
に
刈
し
て
仲
裁
判
決
は
明

｢〓L

確
な
見
解
を
示
さ
な
か
っ
守

し
か
も
､

コ
ン
プ

ロ
,,,
に
規
律
さ
れ
る
固
有
の
仲
裁
裁
判
手
続
に
対
し
て

l
般
法
基
準
が
過
川
さ
れ
る

珊
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
｡
と
は
言
え
､
仲
裁
裁
判
所
の
判
断
で
は
､

コ
ン
プ

ロ
三
上

の
再
審
事
由

(事
実
誤
認
基
準
)
と

T
般
国
際

法
上
の
再
審
事
由

(新
事
実
基
準
)
が
少
な
-
と
も
概
念
上
は
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
川
心
わ
れ
る
｢
他
方
で
'
第
三
に
､
事
実
誤
認

社
準
の
形
成
過
程
で
見
た
よ
う
に
､
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を

l,
万
当
事
国
と
す
る
仲
裁
条
約
が
同
基
準
の
形
成
に
多
大
な
役
割
を
果
た
し
た

と
い
う
歴
史
的
経
緯
に
鑑
み
れ
ば
､
同
園
が
同

7
説
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
､
二

つ
の
基
準
の
間
に
共
通
項
を
認
め
得
る
余
地
が
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
リ

以
上
の
よ
-
に
へ
裁
判
所
は
再
審
事
由
に
関
し
て
折
衷
的
な
態
度
を
示
し
た
が
､
実
際
の
再
審
審
理
に
お
い
て
は
､
原
判
決
に
お
け

る
事
実
誤
認
を
不
=
定
L
t
チ
リ
が
提
起
し
た
多
岐
に
渡
る
再
審
請
求
を
す
べ
て
棄
却
し
た
ー
そ
こ
で
､
次

に
'
九
五
年
判
決
に
お
け
る

再
審
審
理
の
内
容
を
検
討
し
て
お
こ
-
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本
件
の
再
審
請
求
の
根
幹
は
次
の

l
点
に
集
約
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
L
)r
す
な
わ
ち
､
九
巳
年
判
決
は

1
九

〇
二
年
判
決
で
確
定
さ

れ
た
国
境
線
を
維
持
す
る
判
断
を
示
し
た
が
'
そ
の
国
境
線
は
変
動
性
の
あ
る
氷
河
地
帯
に
引
か
れ
て
お
-
､

一
九

〇
二
年
時
点
の
国

境
線
と
同

1
の
も
の
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
し

∴

チ
リ
の
第

一
再
審
請
求
は
'
同
時
性
原
則
の
違
反
'
国
境
の
安
定
性
原
則
の
違
反
等
を
主
張
す
る
も
の
で
あ

っ
た
が
､
裁
判
所
は
｢事

実
誤
認
｣

(errcr
o
f
fact)
と

｢法
の
誤
り
｣
(e
rr
or
o〓
a
w
)
の
概
念
を
峻
別
す
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
､
｢法
の
誤
り
の
帰
結
と
し

｢州
ノ

て
の
事
実
誤
認
｣
と
い
う
よ
う
な
中
間
的
概
念
の
存
在
を
否
定
し
て
チ
リ
の
請
求
を
棄
却
L
L
r
J

チ
-
の
第
二
再
審
請
求
は
､
国
境
線
が
氷
河
地
帯
に
引
か
れ
た
と
い
う
点
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
､
具
体
的
に
は
次
の
四
点
が

｢事

実
誤
認
｣
と
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
何
判
決
が
氷
河
の
上
に
国
境
線
を
引
い
た
こ
と
'
㈲
本
質
的
に
変
動
的
で
移
動
す
る
氷
河
地
帯
の
分

水
界

(w
a
te
r･

p
a
rtin
g
J
の
上
に
国
境
線
が
引
か
れ
た
こ
と
､
回
判
決
が
､
国
境
線
を

l
九

〇
二
年
に
存
在
し
た
境
界
線
と
同

1
の
も

の
で
あ
る
と
し
た
こ
と
'
刷
判
決
が
特
定
し
た
境
界
線
が
､
地
理
的
現
実
と

l
致
し
な
い
地
図

(ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
と
チ
-
の
混
合
境
界

委
員
会
の
五
万
分
の

一
の
地
図
)
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
で
あ
牢

仲
裁
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
チ
-
S
主
張
を
す
べ
て
退
け
て
､
第

二
再
審
請
求
を
棄
却
し
た
｡

請
求
回
に
つ
い
て
は
､
国
境
線
を
氷
河
上
に
引
-
こ
と
に
つ
い
て
チ
リ
白
身
が
認
め
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
っ
つ
､
氷
河
上
に
国
境

〟
.

線
を
引
い
た
九
四
年
判
決
の
判
断
は

｢誤
謬
に
よ

っ
て
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
｣
と
結
論
付
け
る
｡

㌔

請
求
㈲
に
つ
い
て
は
､
変
動
性
の
あ
る
地
形
に
よ
る
国
境
設
定
の
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
っ
つ
'

1
八
九
八
I

l
九

〇
二
年
の
仲

裁
判
決
の
峠
点
で
､
チ
リ
が
蝿
に
氷
河
地
借
の
流
動
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
じ
判
決
に
よ
れ
ば
､
氷
河
の
流
動
性

の
主
張
を
｢事
実
誤
認
と
み
な
せ
ば
'
チ
リ
の
主
張
は

1
八
九
九
-

1
九

〇
二
年
の
チ
リ
の
主
張
に
も
影
響
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
｣

∵

~‥

と
述
べ
る
っ
判
決
は
さ
ら
に
､
氷
河
の
流
動
性
に
つ
い
て
の
チ
リ
の
証
明
が
不
十
分
で
あ
る
点
を
指
摘
し
っ
つ
'
国
境
は
法
的
概
念
で

あ

っ
て
'
氷
河
の
流
動
性
と
は
関
係
が
な
い
と
判
断
し
､
氷
河
上
に
国
境
線
を
引
い
た
九
四
年
判
決
は
法
的
判
断
で
あ

っ
て
､
再
審
規

1
二
三
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一
二
円

1.酬
L

定
上
の
事
実
誤
認
に
基
づ
-
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
る
｡

請
求
何
に
つ
い
て
は
､
九
四
年
判
決
が
確
定
し
た
国
境
線
は
､
T
九

〇
二
年
判
決
時
に
実
際
に
存
在
し
た
分
水
界
の
跡
を
辿
る
た
め
､

両
者
は

一
致
し
､
氷
河
の
流
動
性
に
は
影
響
さ
れ
な
い
と
す
る
｡

請
求
刷
に
つ
い
て
は
'
裁
判
所
の
任
命
し
た
専
門
地
理
学
者
が
､
問
題
の
地
図
が
現
実
の
地
形
に
合
致
し
て
い
る
と
結
論
付
け
'
裁

{1
〕

判
所
が
こ
れ
を
承
認
し
て
お
へ

さ
ら
に
チ
リ
白
身
が
当
該
地
図
を
援
用
し
て
自
己
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
た
め
､
今
更
地
図
の
誤

謬
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
'
仲
裁
裁
判
所
は
チ
リ
が
主
張
す
る
す
べ
て
の
事
実
誤
認
に
つ
い
て
､
再
審

理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
結
論
付
け
て
い
る
U

以
上
の
よ
う
に
､
本
件
の
チ
リ
の
第

一
再
審
請
求
に
関
し
て
は
､
第

1
判
決

二

九
九
凶
年
判
決
)
の
法
解
釈
の
誤
り
を
問
う
も
の

.ヽ

で
あ
り
'
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
主
張
し
た
よ
う
に
､
法
律
問
題
や
事
実
の
法
的
評
価
に
関
わ
る

｢上
訴
｣
に
該
当
す
る
と
言
え
よ
う
rJ
他

方
で
､
チ
リ
の
第
二
再
審
請
求
に
対
す
る
裁
判
所
の
判
断
に
関
し
て
は
'
い
ず
れ
も
九
四
年
判
決
に
お
け
る

｢事
実
誤
認
｣
を
.tE
認
す

る
も
の
で
あ
る
が
､
請
求
州
に
つ
い
て
は
'
チ
リ
が
氷
河
の
流
動
性
を
判
決
時
に
了
知
し
て
い
た
点
を
請
求
棄
却
の
根
拠
の

l
つ
と
し

て
お
-
'
こ
の
判
断
は
新
事
実
基
準
の
適
用
方
法
に
類
似
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
た
だ
し
'
裁
判
所
自
身
は
､
｢国
際
法
上

l
椴
に
認
め

ら
れ
た
｣
再
審
事
由
を
ど
の
部
分
で
適
用
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
ず
､
本
件
に
お
い
て
抹
川
さ
れ
た
再
審
事
由
の
内
容

に
関
し
て
は
不
明
確
な
点
が
残
っ
て
い
る
｡

第
五
節

二
基
準
の
区
別
説
と
同

一
説

以
上
の
検
討
か
ら
､
再
審
事
由
の
形
成
経
緯
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

第

1
に
'

ハ
ー
グ
会
議
以
前
の
再
審
規
定
で
は
事
実
誤
認
基
準
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
､

ハ
ー
グ
会
議

二

八
九
九
年
)
に
お
い
て

新
事
実
基
準

へ
の
転
換
が
図
ら
れ
'
そ
の
後
､
紛
争
解
決
に
関
す
る
多
数
国
間
条
約
に
お
い
て
は

一
貫
し
て
新
事
実
基
準
が
採
用
さ
れ
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て
い
る
rJ
た

だ

し

へ

そ
も
そ
も

ハ
ー
グ
条
約
で
採
周
さ
れ
た
新
事
実
基
準
に
関
し
て
は
'
内
容
に
唆
昧
さ
が
残

っ
て
お
り
'
事
実
誤
認

や
事
実
認
定

の

誤

謬
を
含
め
る
余
地
を
残
し
て
い
る
｡

第

二
に
'

ハ
ー
グ
条
約
以
降
も
､
南
米
諸
国
の
仲
裁
条
約
で
は
事
実
誤
認
基
準
が
依
然
と
し
て
採
用
さ
れ
て
お
り
'
実
際
に
デ
シ
ェ

ル
-
湖
事
件

二

九
九
五
年
判
決
)
に
お
い
て
同
基
準
が
適
用
さ
れ
た
｡
た
だ
し
へ
本
件
で
は
典
刑
十的
な
事
実
誤
認
基
準
の
適
用
に
際

し
て
､
仲
裁
裁
判
所
は

｢国
際
法
上

一
般
に
認
め
ら
れ
る
｣
再
審
要
件
も
適
用
さ
れ
る
と
し
つ
つ
'
原
判
決
に
お
け
る

｢事
実
誤
認
｣

の
存
在
を
否
定
し
た
LT

以
上
の
よ
う
に
'
国
際
裁
判
に
お
け
る
再
審
事
由
は
､
事
実
誤
認
基
準
と
新
事
実
基
準
の
間
を
揺
れ
動
-
形
で
形
成
さ
れ
て
き
て
い

る
も
の
の
へ
両
基
準
の
区
別
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
い
た
め
'
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
よ
-
憤
重
な
検
討
を
要
す
る
｡
こ
こ
で
第

1
に
検
討
す
べ
き
点
は
､
事
実
誤
認
基
準
を
採
用
し
て
い
る
南
米
諸
国
の
実
行
を
い
か
に
評
価
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
学
説
上

は
'
こ
の
地
域
的
実
行
を

1
般
化
す
る
も
の
も
比
ら
れ
る
か
'
事
実
誤
認
基
準
は
め
-
ま
で
も
南
米
諸
国
に
特
殊
固
有
の
法
現
象
で
あ

り
'
こ
れ
を

1
般
化
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
し
こ
の
点
で
､
南
米
諸
国
の
実
行
の
特
殊
性
を
指
摘
し
た
の
は
'
ス
ペ
ィ
ン
土
仲
裁
事
件

(国
際
司
法
裁
判
所

l
九
六

〇
年
判
決
)
に
お
い
て
反
対
意
見
を
付
し
た
オ
ル
ギ
ン

(U
rrutia
H

otgu
in
)
特
仕
裁
判
官

(
ニ
カ
ラ
グ

ア
側
選
任
)
で
あ

っ
た
｡
同
意
見
に
よ
れ
ば
'
仲
裁
判
決
に
対
す
る
異
議
申
立
手
続
に
つ
い
て
'
米
州
諸
国
と
欧
州
諸
国
で
は
別
個
の

]Ej23

概
念
が
発
達
し
た
の
で
あ
-
'
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
.
す
な
わ
ち
'

1
万
で
欧
州
諸
国
は
'
当
時

二

九
世
紀
末
か

ら
二
〇
世
紀
初
頭
)
米
州
諸
国
を
相
手
と
し
た
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
仲
裁
に
付
託
L
へ
さ
ら
に
同
訴
訟
で
勝
訴
し
た
た
め
へ
多
-
の

判
決
が
明
ら
か
に
不
当
で

(in
ju
ste
)
無
効
で
あ

っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
'
判
決
の
既
判
力
原
則
を
損
な
う
不
服
申
立
手
続
に
対
し
て
消

極
的
で
あ

っ
た
rj
こ
れ
に
対
し
て
米
州
諸
国
は
､
こ
の
よ
う
な
欧
州
諸
国
の
権
利
濫
用
に
対
処
す
る
た
め
に
､
仲
裁
判
決
の
有
効
性
を

WSZ]L

争
う
た
め
の
法
的
権
利
を
明
示
的
に
承
認
す
る
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
O
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
'
紛
争
処
理
に
関
す
る
多

数
国
間
条
約
に
お
い
て
は
南
米
諸
国
の
特
殊
な
法
的
見
解
は
反
映
さ
れ
て
お
ら
ず
'
そ
れ
故
'
米
州
諸
国
と
欧
州
諸
国
の
間
に
法
的
見

一
二
五
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一

二

六

〟

解
の
相
違
は
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
主

張

も
見
ら
れ
る
∪
い
ず
れ
に
せ
よ
'
南
米
特
殊
論
は
'
新
事
実
基
準
と
事
実
誤
認
基
準
の
区
別

説
に
包
含
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
､
そ
こ
で
､
以
下
で
そ
の
主
張
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
-
ユ

州

区
別
説

新
事
実
妓
準
と
事
実
誤
認
基
準
を
区
別
す
る
見
解

(区
別
説
)
は
､
次
の
よ
う
に
実
休
的
側
面
と
手
続
的
側
面
に
お
い
て
両
基
準
の

区
別
を
主
鮎
す
る
√

第

1
に
'
両
装
準
は
原
判
決
の
事
実
認
定
に
お
け
る

｢
誤
-
｣
を
審
坤
対
象
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
に
お
い
て
実
体
的
に
区
別
さ

れ
る
:
す
な
わ
ち
､
事
実
誤
認
は

｢間
違
い
や
誤
っ

あ
る
い
は
事
実
に
関
す
る

｢本
質
的
な
誤
謬
｣
を
含
む
た
め
､
事
実
誤

認
基
準
に
基
づ
-
再
審
手
続
は
'
原
判
決
の
判
断
内
谷
の
実
体
的
妥
当
性
に
踏
み
込
む
｢実
体
的
な
検
証
｣
(u
n
e
v
e
rific
a
tion
m
a
te
r.

i

etle)に
他
な
ら
な
i
′
こ
れ
に
対
し
て
､
新
事
実
基
準
は
原
判
決
の
判
断
の
誤
謬
を
審
査
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
｡
例
え
ば
デ

ル
ベ
ズ

｢D
e
l
bez)に
よ
れ
ば
､
再
審
手
続
に
お
い
て
は

｢判
事
は
事
実
の
評
価
に
も
文
書
の
解
釈
に
も
立
ち
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
J

従

っ
て
'
新
事

実
の
発
見
は
判
事
に
よ
る
誤
謬

()'e
rre
u
r
d
u
ju
g
e
)
と

混
同
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
｣
と
い
う
｢
同
様
に
､
シ
ベ
ー

ル

｢S
ib
ert)

は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
)
｢裁
判
官
の
誤
謬

(l'erreu
r
d
u
ju
g
e
J
と
は
､
既
に
知
ら
れ
た
行
為
や
状
況
の
解
釈

捕

に
際
し
て
裁
判
官
が
思
い
違

い
を
す
る

(s
e
trom
p
er)
こ
と
で
あ
り

､
『新
事
実
』
は
こ
の
誤
謬
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

｣

･
す

な
わ
ち
､
｢
既
知
｣
の
事
項
に
関
し
て
は
裁
判
官
の

｢誤
謬
｣
が
問
題
と
な
る
が
､
再
審
事
由
で
あ
る

｢新
事
実
｣
は

｢人
知
｣
の
事
項

に
関
す
る
も
の
で
あ

っ
て
､
そ
こ
に
は
裁
判
官
の

｢
誤
謬
｣
は
介
在
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

第
二
に
､
区
別
説
に
よ
れ
ば
両
基
準
は
手
続
的
に
も
区
別
さ
れ
る
rJ

す
な
わ
ち
､
新
事
実
基
準
が

｢再
審
｣
事
由
と
さ
れ
る
の
に
対

し
て
'
不
実
誤
認
基
準
は

｢上
訴
｣
事
由
と
み
な
さ
れ
る
｡
こ
の
場
合
､
事
実
誤
認
鵜
準
は
原
判
決
の
事
実
認
定
か
実
質
的
に
正
し
か

っ

た

か

否

か

(
a

bien
ou
m
a
)
ju
g
m
)
と
い
う
当
否
判
断
を
含
む
こ
と
に
な
る
た
め
､
こ
の
判
断
は
再
審
で
は
な
-
上
訴

()Ta
p
p
e
t)
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と
み
な
さ
れ
る
い
こ
の
点
で
､
B
a
ro
n
d
e

N
euftize
事
件

(
一
九
二
七
年
七
月
二
九
日
判
決
)
に
お
い
て
仏
-
独
混
合
仲
裁
裁
判
所

は
次
の
よ
-
に
述
べ
て
い
る
｡
｢再
審
に
お
い
て
は

､裁
判
所
が
総
体
と
し
て
の
事
実
を
正
確
に
解
釈
し
た
か
歪
か
を
評
価
す
る
こ
と
は

問
題
と
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
ま
さ
に
上
訴
裁
判
官

(u
n
ju
g
e
d
'a
p
pe
l)
の
任
務
で
あ
る
｣
｡
こ
の
よ
-
に
､
事
実
評
価
の
再
検
討
は

〔2-7
.

上
訴
手
続
に
該
当
す
る
た
め
'
再
審
手
続
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
な

い
と
主
張
さ
れ

る

C

以
上
の
よ
う
に
､
実
体
的
区
別

(誤
謬
の
有
無
)
と
手
続
的
区
別

(上
訴
と
再
審
)
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
-
､

一
見
す
る
と
新

事
実
基
準
と
事
実
誤
認
基
準
は
明
確
に
区
別
さ
れ
得
る
よ
う
に
見
え
る
｡
ま
た
､
区
別
説
に
よ
れ
ば
'
再
審
事
由
の
変
遷
経
緯
に
つ
い

て
も
次
の
よ
う
に
鮮
や
か
に
説
明
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
再
審
事
由
は
事
実
誤
認
基
準
か
ら
新
事
実
基
準

へ
と
転
換
し
て
お
-
'
そ
こ

で
は
再
審
要
件
の
厳
格
化
と
上
訴
手
続
の
排
除
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
見
ら
れ
る
が
'
こ
の
二
つ
の
側
面
は
､
原
判
決
の
既
判
力
の
保

護
と
い
う
方
向
性
に
お
い
て
収
赦
す
る
と
い
う
訳
で
あ
る
Ll

㈱

同

一
説

他

方
で
､
上
述
の
よ
う
に
､
実
行
や
判
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
と
､
向
基
準
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
明

ら
か

に
な
る
O
そ
の
形
成
過
相
に
鑑
み
る
に
､
両
基
準
に
は
共
通
す
る
部
分
が
多
-
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
C

第

l
に
､
事
実
誤
認
基
準
が
新
事
実
基
準
に
同

一
化
す
る
要
素
を
有
し
て
い
る
rJ
そ
も
そ
も
事
実
誤
認
基
準
の
起
源
で
あ
る
コ
ル
シ

の
国
際
仲
裁
規
則
案

(
一
八
九
五
年
)
の
四
〇
条

(再
審
規
定
)
を
注
意
深
-
検
討
す
る
と
､
同
条
は
再
審
事
由
と
し
て

｢事
実
誤
認
｣

を
明
示
し
っ
つ
も
､
そ
の
内
容
と
し
て
'
｢判
決
が
特
定
の
行
為
や
事
実
の
存
在
又
は
欠
如
に
明
示
的
に
依
拠
し
て
お
り
､
こ
れ
が
裁
判

所
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
'
あ
る
い
は
証
明
さ
れ
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
｣
と
規
定
す
る

(傍
点
玉
田
)
｡
す

な
わ
ち
'
-
-
ス
マ
ン

(R
e
isヨ
a
コ
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
｢
コ
ル
シ
条
項
は
'
仲
裁
時
点
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
に
関
す
る

･.-

も
の
で
あ
り
'
事
実
の
誤

っ
た
解
釈
や
誤

っ
た
評
価
に
関
す
る
も
の
で
は
な

i

J
rJ
そ
れ
故
､
コ
ル
シ
案
の
時
点
で
事
実
誤
認
基
準
と
新

一
二
七
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1
二
八

事
実
基
準
の
間
に
大
き
な
禾
雛
が
あ

っ
た
と
は
二苧
え
な
い
0

第
二
に
､
新
事
実
基
準
が
事
実
誤
認
基
準
に
同

一
化
す
る
要
素
を
有
し
て
い
る
｡
そ
の
理
由
は
'
そ
も
そ
も
不
明
確
で
あ
る

｢新
事

｢川

実
｣

概
念
に
誤
謬
の
要
素
が
混
入
す
る
た
め
で
あ
る
rJ
こ
の
点
に
つ
い
て
'
区
別
説
は
新
事
実
基
準
に
お
け
る
誤
謬
の
要
素
を
否
定
し
'

｢新
事
実
｣
は

｢誤

っ
た
事
実
｣

(un
fait
e
rr
o
n
e
)
で
は
な
く

単
に
判
決
が
下
さ
れ
た
時
に

｢知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事
実
｣

(

u
n

･-

fa
it
ig
コ
O
re
)
で
あ
る
と
主
張
す
る

｡
実
際
の
裁
判
例
で
も
'
新
事
実
基
準
に
お
け
る
誤
謬
性
を
排
除
す
る
も
の
が
あ
る
rJ

例
え
ば
上

述
の
B
a
ro
n
d
e

N
euf-ize
事
件

二

九
二
七
年
七
月
二
九
日
判
決
)
に
お
い
て
仏
-
独
混
合
仲
裁
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
っ
｢再
審
は
､
判

決
が
正
し
い
判
断
を
下
し
た
か
否
か

(te
b
ien
ou
m
a
二
uge)
と
い
う
点
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
-
'
そ

れ
故
'
法
解
釈
を
批
判
す
る
と
い
う
点
や
事
実
の
異
な
る
評
価
を
根
拠
と
す
る
も

の
で
も
な
く

こ
れ
ら
を
二
つ
同
時
に
根
拠
と
す
る

も
の
で
も
な

い
い
再
審
は
､
唯

二

事
実
に
関
す
る
情
報
の
不
足

()'in
suffi
san
ce
d'info
rm
a
tio
n
p
ar
rapport

aux
faits)
を

根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
再
審
は
事
実
の
誤
り
も
法
の
誤
り
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
は
な
-

'
事

実
認
識
に
お
け
る
欠
故

I,5iir

ニ
a
c
u
コ
e
)
だ
け
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｣
｡

と
こ
ろ
が
へ
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
へ
こ
の
判
決
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
へ
新
事
実
基
準
は
原
判
決
の

｢事
実
認
識

の
欠
映
｣
を
認
め
る
と
い
う
点
で
あ
る
O
す
な
わ
ち
へ
特
定
の
事
実
に
関
す
る

｢無
知
状
態
｣
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
で
､
例
え
ば

J
e
a
n
･G
u
itta
u
m
e
K
rich
e
t
事
件

二

九
二
六
年
三
月
二
三
日
､

l
九
二
八
年

〓

1月
二
〇
日
判
決
)
に
お
い

て
仏
-
独
混
合
仲
裁
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢再
審
手
続
は
､
決
定
的
な
事
実
に
関
し
て
訴
訟
当
事
者
が
置
か
れ
て
い
た

I,

か
も
知
れ
な
い
無
知
状
態
を
回
復
さ
せ
る

(re
m
e
d
ie
r
)
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｣
｡

で
は
'
原
判
決
に
お
け
る

｢無
知
状
態
｣
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
じ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
'
情
報
不
足
に
起
因

州
｣

す
る
無
知
状
態
は
事
実
の
｢歪
曲

｣
(entorse
)
で
あ
り
'
誤
謬
の

一
つ
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
rJ
例
え
ば
へ
ジ

ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事

件
の
先
決
的
抗
弁
判
決
の
再
審
請
求
事
件

(国
際
司
法
裁
判
所
判
決
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
)
に
お
い
て
､

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

(再
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審
請
求
国
)
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
｡
｢裁
判
所
規
程
六

一
条
白
身
が
､
再
審
請
求
同
と
裁
判
所
の
双
方
が
原
判
決
の
言
い
渡
し

の
時
点
で
両
者
に
と
っ
て
未
知
の
決
定
的
事
実
が
廿
在
し
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
｡
そ
れ
故
'
規

州
｣

程
六

一
条
目
身
が
､
ま
さ
に
誤
謬

(an
error)
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｣
C
す
な
わ
ち
､
原
判
決
時
点
に
お
け
る
無
知

状
態
が
原
判
決
の
誤
謬

(er
r
o
r
)

と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
LT

以
上
の
よ
う
に
'
無
知
状
態
に
基
づ
-
事
実
認
識
の
欠
故
は
事
実
認
定
に
お
け
る
誤
謬
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
-
こ
と
が

で
き
る
D
従

っ
て
'
チ
ェ
ン

(C
h
e
n
g
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
｢
判
決
に
対
し
て
決
定
的
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
事
実
を
判
決
時
に

ト

知
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
斎
さ
れ
る
誤
謬

(e
r
r
o
r
)

は
､
事
実
誤
認

(er
r
or
i
n

f
a
c

t

)

の
特
殊
な

一
形
態
で
あ

る

｣

と
い
-
こ
と
が

で
き
る
rJ
す
な
わ
ち
､
｢新
事
実
｣
は

｢無
視
さ
れ
た
事
実
｣
に
つ
い
て
の
無
知
状
態
に
起
因
し
て
お
り
､
事
実
誤
認
の

一
形
態
と
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
｡
従

っ
て
'
再
審
事
山
の
二
つ
の
基
準
に
つ
い
て
は
､
同

l
説
が
妥
当
す
る
と
言
え
よ
う
｡

お

わ

り

に

国
際
裁
判
に
お
け
る
再
審
手
続
は
､
伝
統
的
に
裁
判
価
値
の
対
立
と
い
う
構
図
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
き
た
｡
す
な
わ
ち
､
判
決
の

既
判
力
原
則
に
具
現
さ
れ
る
平
和
要
請
に
対
し
て
､
客
観
的
事
実
の
追
求
と
い
う
正
義
要
請
に
基
づ
い
て
再
審
手
続
が
例
外
的
に
認
め

ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
rJ
そ
れ
ゆ
え
､
再
審
手
続
を
制
度
上
認
め
る
か
否
か
と
い
う
時
点
で
は
'
判
決
の
既
判
力

(確
定
件
)
を
維

持
し
ょ
う
と
す
る
瀬
.場
と
真
実
追
求
に
基
づ
-
再
審
手
続
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
が
対
立
し
た
Ll
ハ
ー
グ
会
議

二

八
九
九
年
)
に

お
け
る
マ
ル
テ
ン
ス

(再
審
否
定
説
)
と
ホ
ー
ル
ズ

(再
審
容
認
説
)
の
見
解
対
立
は
ま
さ
に
こ
の
構
図
に
則

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
o

ま
た
'
多
-
の
学
説
や
国
家
実
行
も
こ
う
し
た
価
値
対
立
論
に
依
拠
し
て
お
り
､
確
か
に
こ
の
対
立
軸
に
は
議
論
構
造
を
明
快
に
す
る

と
い
う
利
点
が
認
め
ら
れ
る
｡

一
二
九
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1三〇

他
方
で
'
価
値
対
立
論
に
は
決
定
的
に
不
十
分
な
点
が
見
受
け
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
､
止
義
概
念
や
平
和
概
念
の
多
義
性
に
加
え
て
､

価
値
対
立
論
の
根
幹
で
あ
る
既
判
力
原
則
に
対
す
る
例
外
性
が
ト
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
C

こ
れ
に
対
し
て
､
本
稿
の
検
討
か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
'
第

一
に
､
多
-
の
学
説

(穀
損
説
)
が
認
め
る
よ
う
に
､
国
際
裁
判
に
お

け
る
再
審
手
続
は
原
判
決
の
既
判
力
を
穀
担
す
る
も
の
で
あ
る
が
'
そ
の
理
山
は
､
再
審
要
件
に
含
ま
れ
る
決
定
的
影
響
要
件
に
よ
り
､

原
判
決
と

｢
異
な
る
｣

判
決
又
は

｢反
対
の
｣

判
決
が
要
請
さ
れ
る
点
に
あ
る
rJ
こ
れ
を
既
判
力
の
推
定
件
と
の
関
係
か
ら
見
れ
ば
'

正
し
い
事
実
認
定
と
い
う
法
的
推
定
は
絶
対
的
性
質
を
有
す
る
も
の
で
は
な
-
'
そ
の
法
的
推
定
は
再
審
請
求
が
谷
認
さ
れ
る
限
り
に

お
い
て
増
さ
れ
る
｡
こ
れ
を
さ
ら
に
事
実
誤
認
諭
の
文
脈
で
言
え
ば
'
国
際
裁
判
に
お
け
る
事
実
誤
認
の
叶
能
性
は

｢法
的
｣
に
も
否

定
し
得
な
い
た
め
､
事
実
認
定
に
関
す
る
法
的
止
当
化
説
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

(第
二
章
)

rJ

第
二
に
'
事
実
認
定
の
法
的
推
定
か
覆
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
'
さ
ら
に
再
審
事
山
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る

す
な
わ
ち
'
国
際
裁
判
に
お
け
る
再
審
事
巾
に
関
し
て
は
新
事
実
基
準
と
事
実
誤
認
基
準
と
い
う
二
つ
の
甚
準
が
並
存
し
て
い
る
が
'

同

l
説
の
説
-
よ
う
に
､
.両
基
準
に
は
事
実
認
定
に
お
け
る

｢
誤
謬
｣
を
認
め
る
と
い
う
点
で
共
通
性
が
見
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
新

事
実
基
準
に
お
い
て
も
､
原
判
決
時
点
で
裁
判
所
が
認
定
し
た
事
実
以
外
に
裁
判
所
が

｢知
ら
な
か
っ
た
｣
事
実
が
存
在
し
､
こ
れ
に

由
来
す
る

｢事
実
認
識
の
欠
映
｣
が
前
提
と
さ
れ
る
｡
そ
れ
放
､
｢新
事
実
｣
は

｢事
実
誤
認
｣
の
T
形
態
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
C

こ
れ
は
す
な
わ
ち
､
裁
判
所
に
よ
る
事
実
認
定
に
関
し
て
､
客
観
的
合
致
説
が
原
理
的
に
は
採
用
さ
れ
て
お
り
'
客
観
的
現
実
と
の
禾

雛
と
い
う
点
に
お
い
て

｢
誤
謬
｣
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

(第
三
市
)0

以
上
の
よ
う
に
､
再
審
手
続
は
､
原
判
決
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
を
含
め
た
新
た
な
小
前
提

(事
実
認
定
)
に
基
づ
き
､

原
判
決
と
は

｢異
な
る
｣
判
決
を
下
す
手
続
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
い
わ
ば
'
原
判
決
と
は
別
個
独
立
の
新
し
い
推
論

r挑
.

の
形
成
が
行
わ
れ
る
と
三.=
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
､1

_gL

な
お
'
本
稿
で
見
た
よ
う
に
､
決
定
的
影
響
要
件
を
は
じ
め
と
す
る
再
審
婁
作
の
該
当
性
判
断
は
極
め
て
厳
格
な
も
の
で
あ
を

こ
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れ

は
'
原
判
決
の
既
判
力
を
保
護
す
る
と
い
う
要
請
に
基
づ
-
と
同
時
に
､
確
走
性
や
予
見
叶
能
性
を
確
保
す
る
た
め
と
解
さ
れ
て
い

仙けノ
牢

す
な
わ
ち
'
再
審
手
続
は
'
制
度
上
は
上
記

の
よ
う
に
既
判
力
原
則

の
例
外
と
し
て
の
特
殊
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
､
実
際

の

適
用
段
階
で
は
'
｢
[判
決
の
]
終
結
性
の
抑
定
が
余
り
に
も
強

い
た
め
'
裁
判
所
規
程
六

一
条
に
苑
づ
-
再
審
請
求
が
成
功
す
る
た
め

･州
.

の
状
況
は
例
外
的
に
な
ら
ざ
る
を
得

な

い

｣

の
で
あ
る
｡

こ
の
点
で
､
本
稿
で
は
再
審
手
続
の
制
度
的
性
質
を
中
心
に
そ
の
法
的
性
質

を
検
討
し
た
が
'
実
際

の
再
審
手
続
に
お
い
て
は
､
再
審
請
求
を
容
認
し
た
裁
判
例
が
ほ
と
ん
ど
な

い
こ
と
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ

-
LT
さ
ら
に
'
こ
の
点
に
付
随
し
て
､
そ
の
他

の
再
審
要
件
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
む
第

l
に
再
審
請
求

の
時
間
的
要
件
で
あ
-
､

国
際
司
法
裁
判
所
規
程
六

一
条
四
･五
項
に
よ
れ
ば
'
再
審
請
求
は

｢新
事
実
の
発
見

の
時
か
ら
遅
-
と
も
六
箇
月
以
内
｣
に

(四
項
)
､

｢
判
決
の
日
か
ら
十
年
｣
以
内
に

(五
項
)
提
起
す
る
必
要
が
あ
る
い
す
な
わ
ち
､

こ
の
時
間
的
要
件
に
よ

っ
て
判
決
の
確
走
性
が
維

I.

持
さ
れ

る

1

第
二
に
'
国
際
司
法
裁
判
所
規
柑
∴ハ
一
条
三
項
に
よ
れ
ば
､
｢
裁
判
所
は
､
再
審

の
手
続
を
許
す
前
に
､
原
判
決
の
条
項
に

予
め
従
う

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
規
定
は
､
再
審
手
続

の
存
在
を

‖
実
と
し
て
裁
判
所
判

m
ノ

決

の
執
行
を
免
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
:

さ
て
'
以
上
の
よ
う
に
本
稿
で
は
既
判
力
原
則
と
の
関
係
で
､
同
原
則

の
唯

一
の
例
外
た
る
再
審
手
続
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
明
ら

か
に
し
た
が
'
判
決
の
既
判
力
そ
の
も

の
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
､

こ
の
点
は
以
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を

得
な

い
っ

Ll
一

｢困
際
裁
判
｣
は
仲
裁
裁
判
と
国
際
司
は
裁
判
(T
法
的
解
決
)
の
両
者
を
包
含
す
る
概
念
で
あ
り
'
北
が
回
で
は
横
川
LjE.
二
郎
の
使
用
法
に
遡
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な
お
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こ
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で
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得
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あ
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