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Ｃ
Ｊ
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の
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Ｃ
Ｊ
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Ｃ
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Ｃ
Ｊ
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五
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び
に
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え
て

一

は
じ
め
に

法
は
時
と
と
も
に
、
大
き
く
変
化
し
、
進
展
す
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。
そ
れ
は
現
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に
は
法
の
生
成
発
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と
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と
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。
そ
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の
生

Ｉ
Ｃ
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徴
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超
克
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れ
た
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成
と
発
展
の
現
わ
れ
や
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
社
会
の
変
化
や
発
展
、
社
会
を
構
成
す
る
主
体

(

と
く
に
法
主
体)

の
変
容
や
拡
大
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
と
も
関
連
し
て
、
種
々
に
展
開
す
る
。

国
際
法
の
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
国
際
法
は
そ
の
歴
史
的
な
展
開
過
程
に
お
い
て
、
一
六
、
一
七
世

紀
頃
か
ら
一
九
世
紀
、
二
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
生
成
発
展
し
た
近
代
国
際
法
の
時
代
か
ら
、
そ
の
後
、
二
○
世
紀
半
ば
以
降
、
二
一
世

紀
初
頭
の
今
日
ま
で
の
時
期
に
か
け
て
、
量
的
に
も
質
的
に
も
飛
躍
的
に
発
展
し
て
き
た
現
代
国
際
法
の
時
代
へ
と
推
移
し
て
き
た
。
こ

の
飛
躍
的
な
発
展
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
の
適
用
範
囲
の
拡
大
を
意
味
す
る
水
平
的
拡
大
と
、
国
際
法
の
規
律
対
象
の
拡
大
を
意
味
す
る

垂
直
的
拡
大
、
と
い
う
二
つ
の
局
面
か
ら
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
国
際
法
の
生
成
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
特
徴
は
、

ま
ず
、
国
際
法
の
内
実
の
発
展
で
あ
り
、
そ
れ
は
量
的
に
も
質
的
に
も
、
近
代
国
際
法
の
生
成
当
初
の
時
期
に
比
べ
て
、
格
段
の
発
展
を

現
代
国
際
法
の
新
展
開
の
な
か
に
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
発
展
の
枢
要
な
要
素
あ
る
い
は
核
心
を
な
す
も
の
と
し
て
留
意
す
べ

き
は
、
国
際
法
の
法
的
性
格
な
い
し
法
的
効
力
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
国
際
法
の
規
範
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
さ
ら
に

留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
規
範
と
し
て
、
国
際
社
会
を
妥
当
の
基
盤
と
し
て
存
立
し
機
能
す
る
国
際
法
の
基
本
性
格

や
特
性
に
つ
い
て
で
あ
る

(

１)

。

と
こ
ろ
で
、
国
際
法
の
発
展
、
と
く
に
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
に
お
い
て
、
国
際
法
は
何
を
め
ざ
し

て
発
展
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
国
際
法
の

｢

発
展｣

と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
規
範
と
し
て
の
国
際
法
の
生

成
発
展
を
具
体
的
に
表
象
し
発
現
す
る
何
ら
か
の
目
標
な
り
対
象
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
営
為
や
活
動
が
追
及
さ
れ
、

そ
れ
が
実
際
に
積
極
的
に
展
開
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
結
果
が
そ
の
所
産
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
、
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
そ
の
文
脈
に
お
け
る

｢

発
展｣

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
そ
の
所
産

(

果
実)

を
現
実
に
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
、
ま
た
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
を
具
体
的
に
認
識
し
う
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
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国
際
法
の
歴
史
を
か
え
り
み
れ
ば
、
古
代
国
際
法
の
時
代
は
別
と
し
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
一
六
、
一
七
世
紀
以
降
の
今
日
ま
で
の
史

的
展
開
に
お
い
て
、
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
展
開
を
辿
り
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
発
展
の
様
相
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
文
脈
の
も
と
で
、
国
際
法
の
国
際
社
会
に
お
け
る
法
規
範
と
し
て
、
そ
の
実
在
と
当
為
に
か
か
わ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
国
際
法

が
め
ざ
し
て
き
た
も
の
は
、
国
際
平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
平
和
秩
序
の
樹
立
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う

(

２)

。

も
っ
と
も
、
こ
の
言
辞
は
、
余
り
に
も
抽
象
的
で
一
般
的
で
あ
っ
て
、
現
実
の
国
際
社
会
に
お
け
る
国
際
法
史
の
展
開
場
裡
に
お
け
る
生
々

し
い
赤
裸
々
な
現
実
の
事
態
や
事
象
を
想
起
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
無
視
し
た
捉
え
方
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
よ
う
。

国
際
法
の
基
本
的
な
法
構
造
や
法
体
系
は
、
こ
れ
ま
で
平
時

(

平
時
国
際
法)

と
戦
時

(

戦
時
国
際
法)

の
二
元
的
な
構
造
を
な
す
も

の
と
し
て
捉
え
設
定
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
構
造
な
り
体
系
の
特
質
は
、
実
際
に
は
、
今
日
に
お
い
て
も
根
源
的
に
は
維
持
さ
れ
て
お
り
、

捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
た
り
、
消
失
さ
れ
て
は
い
な
い

(

３)

。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
紛
争
処
理
に
か
か
わ
る
法
構
造
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関

連
し
て
み
れ
ば
、
今
日
で
は
、
紛
争
の
平
和
的
処
理
と
強
制
的
処
理
を
同
一
の
次
元
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
分
野

に
お
い
て
は
平
和
的
処
理
体
系
を
ベ
ー
ス
に
し
て
そ
れ
を
基
本
枠
組
み
の
基
底
に
設
定
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ

れ
る

(

４)

。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
歴
史
的
に
考
察
し
、
将
来
へ
の
あ
る
べ
き
体
系
へ
の
論
を
深
め
る
た
め
に
は
、
な
お
多
く
の
議

論
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

国
際
法
は
、
こ
れ
ま
で
、｢

戦
争
と
の
対
峙｣

を
そ
の
史
的
展
開
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
契
機
と
な
し
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
展
開
を
特
徴

と
し
て
き
た

(

５)

。
こ
れ
は

｢

力
の
支
配｣

の
優
位
か
ら

｢

法
の
支
配｣
の
優
位
へ
の
発
展
な
い
し
転
換
を
め
ざ
し
、
政
治

(

力
の
論
理)

に

対
す
る

｢

国
際
法
の
優
位｣

の
時
代
へ
の
積
極
的
で
能
動
的
な
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

国
際
社
会
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る｢

法
の
支
配｣

の
あ
り
方
や
そ
の
実
現
に
向
け
た
考
え
方
や
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
一
般
的
に
は
、

国
際
社
会
の
平
和
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
安
定
的
な
国
際
秩
序
を
具
現
す
る
視
点
か
ら
提
起
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
は
、
往
々
に

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

二
九
五



し
て
、
現
実
の
国
際
関
係
に
お
け
る

｢

力
の
支
配｣

を
強
調
し
、
そ
れ
を
諾
と
し
て
安
易
に
そ
れ
に
依
存
し
が
ち
な
傾
向
に
対
し
て
、
あ

え
て
こ
れ
に
抗
し
て
、｢

法
の
支
配｣

へ
の
依
存
や
重
視
を
強
調
し
、
そ
れ
に
向
け
た
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
対
応
を
表
示
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
表
示
の
具
体
化
は
、
基
本
的
に
は
、
国
家
の
意
思
や
行
動
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
が
実
際
に
い
か
に

発
現
さ
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
今
日
の
国
際
社
会
の
現
状
の
も
と
で
、
確
か
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
主
体
が
登
場
し
、
こ
れ
に
と
も

な
っ
て
国
際
法
主
体
も
次
第
に
多
様
化
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
変
容
状
況
の
も
と
に
あ
っ
て
も
、
な
お
依
然
と
し
て
、
国

際
社
会
の
基
本
的
な
構
成
単
位
は
国
家
で
あ
り
、
国
家
が
最
も
主
要
か
つ
能
動
的
な
国
際
法
主
体
で
あ
る
。

国
際
社
会
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

に
か
か
わ
っ
て
、
と
く
に
国
際
紛
争
処
理
の
分
野
に
お
い
て
、
国
際
裁
判
な

い
し
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
は
国
際
法
を
適
用
し
て
紛
争
を
解
決
す
る
法
的
手
段
と
し
て
特
性
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
国
際
裁
判

は

｢

法
の
支
配｣

を
具
現
す
る
ひ
と
つ
の
主
要
な
手
段
で
あ
り
、｢

法
の
支
配｣

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
捉
え
ら
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
今
日
の
国
際
社
会
で
は
、
国
際
裁
判
所
、
と
り
わ
け
国
連
の
主
要
な
司
法
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
機
能
し
て
い
る
国
際
司
法
裁

判
所

(

Ｉ
Ｃ
Ｊ)

が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
裁
判
所
と
し
て
理
解
さ
れ
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
点
に
関
連
し
て
、
一

九
七
五

(

昭
和
五
○)

年
末
の
時
点
で
、
皆
川
洸

(
当
時
、
一
橋
大
学
教
授)

は
、『

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
象
徴
化』

に
関
連
し
た
論
評
に
お
い
て
、

ま
ず
、
国
際
裁
判
所
の
活
動
を
制
約
す
る
国
際
法
の
原
則
、
裁
判
所
利
用
の
現
状
、
裁
判
所
に
対
す
る
国
家
の
態
度
に
言
及
し
た
う
え
で
、

｢

裁
判
所
は
、
よ
く
い
っ
て
実
現
さ
れ
そ
う
も
な
い
国
際
関
係
に
お
け
る
法
の
支
配
の
象
徴
的
存
在
で
あ
り
、
悪
く
い
え
ば
無
為
・
無
力

の
存
在
で
あ
る
こ
と
に
な
る

(

６)｣

と
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
と
く
に
一
九
六
○
年
代
か
ら
七
○
年
代
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
動

状
況
や
利
用
状
況
に
か
ん
が
み
て
、
そ
れ
ら
を
通
観
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢
国
際
関
係
に
お
け
る
法
の
支
配
の
象
徴
的
存
在｣

で
あ
る
が
、

現
実
に
は
、｢

無
為
・
無
力
の
存
在｣

で
あ
る
と
端
的
に
指
摘
し
、
こ
れ
に
か
か
わ
る
あ
れ
こ
れ
の
根
源
的
な
要
因
を
暗
示
し
、
そ
れ
に

つ
い
て
多
く
を
語
ら
ん
と
し
て
い
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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こ
の
小
稿
で
は
、
皆
川
教
授
が
指
摘
し
論
及
す
る

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
象
徴
化｣

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
、
そ
の

背
景
要
因
や
根
源
的
な
問
題
状
況
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
関
連
し
て
存
在
し
て
き
た
か
、
そ
れ
ら
は
今
日
で
は
す
で
に
克
服
さ
れ
た
か
ど

う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

(

１)

国
際
法
の
妥
当
基
盤
で
あ
る
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
や
、
国
内
法
と
対
比
し
た
国
際
法
の
特
殊
性
な
い
し
国
際
法
の

｢

法
規
範
の

特
殊
性｣

な
ど
に
つ
い
て
は
、
田
畑
茂
二
郎

『

国
際
法
Ⅰ

[

新
版]』

有
斐
閣
、
一
九
七
三

(

昭
和
四
八)

年
、
六
―
八
頁
参
照
。

(

２)

こ
う
し
た
視
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
連
し
て
、
香
西
茂
教
授
は

｢

平
和
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ｣

と
い
う
視
点
か
ら
冷
戦
後
世
界
に
お
け

る
国
連
機
能
を
展
望
し
、
平
和
実
現
の
た
め
の
国
連
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
よ
う
な
考
察
の
内
実
や
本
質
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
そ

れ
は
国
際
法
の
目
標
や
機
能
に
か
か
わ
る
考
察
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
香
西

茂

｢

国
連
と
世
界
平
和
の
維
持

五
○
年
の
変
遷
と
課
題｣

『

国
際
問
題』

四
二
八
号

(

一
九
九
五
年
一
一
月)

、
一
九
頁
。

(

３)

石
本
泰
雄
教
授
は
、｢

国
際
法
が
戦
争
と
平
和
の
二
元
的
構
造
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
た｣

こ
と
に
関
連
し
て
、
こ
れ
を
し
っ
か

り
と

(

確
実
に)

理
解
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
重
要
性
を
強
調
し
て
、
と
く
に
戦
争
、｢

暴
力
の
無
限
界
的
行
使｣

に
か
か
わ
っ
て
、
次
の

よ
う
に
論
じ
る
。｢

国
際
法
の
二
元
的
構
造
と
い
う
の
は
、
国
際
法
が
平
和
的
行
為
を
規
制
す
る
平
時
国
際
法
と
、
暴
力
的
行
為
を
規
制
す

る
戦
時
国
際
法
の
二
つ
の
部
門
か
ら
成
り
立
つ
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
意
味
で
は
な
い
。
戦
争
は

『

特
殊
な
時
間』

と
し
て
、
あ
る
い
は

『

異
常
な
状
態』

と
し
て
、
平
和
と
区
別
さ
れ
、
法
外
に
放
逐
さ
れ
て
い
た
。
…
国
際
法
は
戦
争
を
法
外
に
放
逐
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、
み
ず
か
ら
の
法
的
性
質
を
維
持
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
平
和
と
戦
争
の
二
元
的
構
造
は
近
代
国
際
法

の
支
柱
と
な
っ
た
。
そ
の
支
柱
に
支
え
ら
れ
て
、
い
わ
ば
実
体
法
と
し
て
の
平
時
国
際
法
の
規
範
的
性
質
が
確
立
し
た
の
で
あ
る｣

と
。
石

本
泰
雄

『

国
際
法
の
構
造
転
換』

有
信
堂
、
一
九
九
八
年
、
七
頁
。
こ
の
ほ
か
、
筒
井
若
水
教
授
は

｢

戦
争
が
違
法
化
さ
れ
る
第
二
次
大
戦

の
前
ま
で
は
、
国
際
法
は
平
時
国
際
法
と
戦
時
国
際
法
に
二
分
さ
れ
て
い
た｣

こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
、
さ
ら
に
、
戦
争
違
法
化
の
認
識
が

確
立
し
た
第
二
次
大
戦
以
降
に
お
い
て
戦
時
国
際
法
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
論
及
し
、

今
日
、
大
量
破
壊
兵
器
の
規
制
な
ど
、｢

新
た
な
戦
時
国
際
法
の
課
題｣

が
生
じ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
筒
井
若
水

｢

戦
時
国
際
法｣

国
際

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

二
九
七



法
学
会
編

『

国
際
関
係
法
辞
典』

三
省
堂
、
一
九
九
五
年
、
四
八
四
―
四
八
五
頁
。
な
お
、
戦
争
違
法
化
に
つ
い
て
は
、
祖
川
武
夫
教
授
が

｢

戦
争
の
法
化
現
象｣

の
視
点
か
ら
論
じ
る
、｢

国
際
的
民
主
主
義
の
発
達
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
諸
現
象
は
、
主
権
国
家
の
自
由
な
戦
争

の
禁
止
と
い
う
基
礎
条
件
の
発
展｣

の
認
識
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
歴
史
的
意
味
を
分
析
し
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
指

摘
に
留
意
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
小
田
滋
・
石
本
泰
雄
編

『

国
際
法
と
戦
争
違
法
化

そ
の
理
論
構
造
と
歴
史
性』

(

祖
川
武
夫
論
文

集)

、
信
山
社
、
二
○
○
四
年
、
一
○
三
―
一
○
八
頁
。

(

４)

国
際
紛
争
を
平
和
的
に
処
理
す
る
こ
と
は
、
国
際
社
会
の
安
定
や
平
和
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
も
必
要
で
あ
り
、
復
仇
や
戦
争
に
訴
え
る

こ
と
を
も
認
め
る
強
制
的
処
理
方
法
を
平
和
的
処
理
方
法
と
同
一
の
次
元
に
お
い
て
捉
え
位
置
づ
け
る
こ
と
は
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
適

当
で
な
く
、
処
理
方
法
と
し
て
は
平
和
的
処
理
方
法
の
み
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
田
畑
茂
二
郎

『

国
際
法
新
講

下』
東
信
堂
、
一
九
九
一
年
、
六
五
―
六
七
頁
。

(

５)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、｢
近
世
初
頭
の
国
際
法
の
形
成
期
に
お
い
て
は
、
国
際
法
の
体
系
中
に
戦
争
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い

う
問
題
に
没
頭
す
る
学
者
が
多
か
っ
た
。
国
際
法
学
は
、
戦
争
と
の
対
決
か
ら
出
発
し
た
と
い
っ
て
も
、
い
い
す
ぎ
で
な
い
だ
ろ
う｣

と
い

う
指
摘
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
太
寿
堂
鼎

｢

現
代
国
際
法
と
義
務
的
裁
判｣

『

思
想』

、
一
九
六
五
年
一
○
月
号
、
二
七
頁
。

(

６)

皆
川
洸

｢

象
徴
化
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
提
言｣

時
事
解
説
、
一
九
七
五

(

昭
和
五
○)

年
一
二
月
一
一
日
、
所
収
。
な
お
、
皆
川
教
授
の
こ

う
し
た
指
摘
は
、
そ
れ
以
前
に
発
表
さ
れ
た
論
文

｢

国
際
司
法
裁
判
所
の
現
代
的
役
割｣

(

上
智
法
学
論
集
、
第
一
○
巻
二
号
、
一
九
六
六

(

昭
和
四
一)

年
一
一
月
、
一
一
―
九
一
頁)
に
お
い
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
構
造
変
化
が
進
展
す
る
な
か
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対

す
る
諸
国
の
態
度
、
と
く
に
社
会
主
義
諸
国
や
第
三
世
界
諸
国
の
批
判
的
な
対
応
に
注
目
し
て
、
そ
の
根
源
的
な
要
因
や
問
題
状
況
を
鋭
く

分
析
検
討
し
た
う
え
で
の
指
摘
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
い
っ
そ
う
の
重
要
性
と
有
益
性
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
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二

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
と
は
？

国
際
社
会
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

の
文
脈
に
お
い
て

先
述
の
よ
う
に
、
皆
川
教
授
は

『

象
徴
化
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
提
言』

と
題
す
る
論
評
の
な
か
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢

法
の
支
配
の
象
徴
的
存

在｣

で
あ
る
と
捉
え
、
そ
れ
を
強
調
し
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
位
置
づ
け
捉
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

力
の

支
配｣

に
対
し
て
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
代
え
て
、｢

法
の
支
配｣

を
優
越
さ
せ
、
そ
れ
を
実
現
せ
ん
と
す
る
積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
基

調
と
す
る
文
脈
の
も
と
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
理
解
す
る
に
困
難
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
般
的
、
観
念
的
に
は
、
国
際
法
の
世
界
に
お
け
る

｢

国
際
法
の
優
位｣

や

｢

法
の
支
配｣
を
実
現
す
る
た
め
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
そ
う
し
た
象
徴
的
な
地
位
に
も
と
づ
く
積
極
的
な
役
割
や
機
能

が
具
現
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
大
い
に
期
待
さ
れ
て
き
た
し
、
こ
れ
か
ら
先
も
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
よ
り
強
く
希
求
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
文
脈
の
も
と
で
予
期
さ
れ
る
国
際
社
会
や
国
際
秩
序
は
、
社
会
の
構
造
や
秩
序
の
基
底
に
国
際
法
を
設
定
し
、
こ
れ
を
基
礎

と
し
て
、
ま
さ
に
国
際
関
係
に
お
け
る

｢

力
の
支
配｣
を
可
能
な
か
ぎ
り
最
大
限
に
抑
制
し
、
こ
れ
に
対
し
て

｢

法
の
支
配｣

を
最
大
限

に
実
現
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
こ
れ
を
指
向
し
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
し
て
国

際
社
会
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

の
象
徴
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
を
位
置
づ
け
評
価
す
る
考
え
方
に
も
と
づ
く
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、｢

象
徴
化
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ｣

と
か

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
象
徴
化｣

と
い
う
場
合
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
う
し

た
文
脈
の
も
と
で
予
期
さ
れ
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
大
き
な
か
つ
深
刻
な
ギ
ャ
ッ
プ
が

潜
在
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

二
九
九



Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
と
は
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
か
。
こ
の
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
思
案
し
、
そ
れ
な
り
に
一
定
の
結

論
を
導
き
出
す
に
際
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
地
位
や
役
割
な
ど
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
小
史
を
辿
り
つ
つ
少
な
く
と
も

そ
の
概
要
や
特
性
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
設
立
以
降
と
く
に
六
○
年
代
、
七
○
年
代
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
動
状
況
や
利
用
状

況
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
諸
国
の
態
度
な
ど
に
つ
い
て
、
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
か
か
わ
っ
て
は
、
そ

う
し
た
こ
と
が
ら
の
背
景
要
因
な
ど
、
次
章
に
お
い
て
検
討
し
論
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、｢

法
の
支
配｣

の
象
徴
、
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
、
そ
の
象
徴
化
、
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
ば
か
り
触
れ
て
お
き
た
い
。

国
際
社
会
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

と
は
、
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
。
周
知
の

よ
う
に
、
法
の
支
配
、
ル
ー
ル
・
オ
ブ
・
ロ
ー

(rule
of
law
)

と
い
う
概
念
は
、
沿
革
的
に
は
、
英
米
法
系
の
国
内
法
上
の
概
念
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
概
念
を
直
接
に
そ
の
ま
ま
の
形
で
国
際
法
上
の
概
念
と
し
て
移
行
導
入
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

で
は
、
ま
ず
、
英
米
法
に
お
け
る
法
の
支
配
の
観
念
な
い
し
概
念
に
お
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
、
概

観
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

中
世
以
来
の
、
主
権
者
も
法
の
支
配
に
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
伝
統
に
基
く
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
礎
原
則
。
そ
の
内
容
は
自
然
法
の

支
配
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
支
配
、
国
法
一
般
の
支
配
と
変
遷
を
み
た
が
、
一
貫
し
て
専
制
を
排
し
、
法
を
至
上
と
す
る
立
場
が
採
ら
れ
、
英
米
法

全
体
に
大
き
な
寄
与
を
し
た
。
具
体
的
に
は
、(

イ)

専
断
的
権
力
と
対
蹠
的
な
正
式
な
法

(regular
law
)

が
絶
対
的
に
優
位
を
占
め
、
イ
ギ

リ
ス
人
は
法
に
よ
っ
て
の
み
処
罰
さ
れ
る
こ
と
。(

ロ)

す
べ
て
の
人
は
法
の
前
に
平
等
で
、
通
常
の
司
法
裁
判
所
の
運
用
す
る
通
常
法
に
均
し

く
服
従
す
る
こ
と
。(

ハ)

憲
法
が
、
裁
判
所
の
強
行
す
る
個
人
の
権
利
の
結
果
で
あ
っ
て
、
そ
の
根
拠
で
は
な
く
、
つ
ま
り
通
常
法
の
結
果
に

過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。
併
し
二
○
世
紀
に
み
る
英
米
両
国
に
お
け
る
行
政
法
の
発
達
は
、
伝
統
的
な
法
の
支
配
の
原
則
と
摩
擦
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を
生
じ
、
現
在
の
両
国
の
憲
法
上
の
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る

(

１)

。

こ
の
ほ
か
、｢『

法
の
支
配』

の
観
念
は
、
イ
ギ
リ
ス
法
の
伝
統
の
な
か
で
判
例
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
王
権
に
優
越
す
る
と
い
う

思
想
と
し
て
継
承
さ
れ
、
…
二
○
世
紀
に
お
け
る
行
政
権
優
位
の
傾
向
は
古
典
的
な
法
の
支
配
の
原
則
を
動
揺
さ
せ
、
修
正
を
余
儀
な
く

さ
せ
て
い
る

(

２)｣

と
か
、
あ
る
い
は

｢

英
米
法
に
お
け
る
公
法
上
の
基
本
原
則｣

で
あ
り
、｢

こ
の

『

法』

を
発
見
で
き
る
の
は

『

技
術
的

理
性』

を
有
す
る
裁
判
官
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
、
中
世
以
降
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

(

判
例
法)

を
重
ん
じ
る
姿
勢
を
導
い

た
。
後
に
、
こ
の
観
念
は
、
ア
メ
リ
カ
で
は
司
法
審
査
制
を
導
い
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
政
府
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
制
約
と
し
て
機

能
し
た

(

３)｣

と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
憲
法
学
の
観
点
か
ら
、｢

法
の
支
配
の
原
理
は
、
中
世
の
法
優
位
の
思
想
か
ら
生
ま
れ
、
英
米
法
の

根
幹
と
し
て
発
展
し
て
き
た
基
本
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
専
断
的
な
国
家
権
力
の
支
配

(

人
の
支
配)

を
排
斥
し
、
権
力
を
法
で
拘
束

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
権
利
・
自
由
を
擁
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
原
則
で
あ
る

(

４)｣

と
か
、｢『

法
の
支
配』

(rule
of
law
)

の
原
則
は
…
も
と
も
と
立
法
権
や
行
政
権
な
ど
の
政
治
権
力
を
既
存
の
上
位
法
に
基
づ
か
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
行
政

権
が
そ
の
権
力
を
法
律
に
従
っ
て
行
使
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
原
則
の
遵
守
状
態
を
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
考
え
方
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
司
法
権
の
優
位
や
少
な
く
と
も
、
裁
判
官
へ
の
信
頼
が
根
底
に
存
在
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
存
在
し
て
い
た
英
米
法
の
伝
統
の
も
と
で

『

法
の
支
配』

が
確
立
さ
れ
た

(

５)｣

と
説
明
さ
れ
る
。

か
く
し
て
、｢

法
の
支
配｣

の
観
念
や
概
念
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な

｢

法
の
支
配｣

の
意
味
内
容
に
か
か
わ
る
歴
史
的
な
淵
源
や

発
展
過
程
に
関
す
る
叙
述
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、｢

イ
ギ
リ
ス
法
の
伝
統

の
な
か
で
判
例
法
で
あ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
王
権
に
優
越
す
る
と
い
う
思
想｣
を
継
承
し
、｢

イ
ギ
リ
ス
憲
法
の
基
礎
原
則｣

あ
る
い
は

｢

公
法
上
の
基
本
原
則｣

を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
原
則
の
も
と
で
、｢

公
式
な
法｣

の
優
位
性
や
裁
判
所
の
運
用
す
る
通
常
法
へ

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？
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の
服
従
が
要
請
さ
れ
、
そ
う
し
た

｢

法｣

の
発
見
は

｢

技
術
的
理
性｣

を
有
す
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
、
も
の
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う
。
ま
た
、
重
要
な
論
点
と
し
て
、
今
日
で
は
、
政
治
権
力
と
り
わ
け
行
政
権
や
立
法
権
と
の
関
連
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
と
伝
統

的
な
法
の
支
配
の
原
則
と
の
間
で
摩
擦
が
生
じ
、
そ
れ
が
重
要
な
憲
法
上
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
指
摘
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
要
す
る
に
、｢

法
の
支
配｣

と
は

｢

中
世
の
法
優
位
の
思
想｣

か
ら
生
ま
れ
、
政
治
権
力
す
な
わ
ち

｢

人
の
支
配｣

を
排
斥
し
て
、

法
に
よ
っ
て
権
力
を
制
御
抑
制
す
る
こ
と
を
い
う
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

さ
て
、
そ
れ
で
は
、
国
際
社
会
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

も
、
国
内
社
会
な
い
し
国
内
法
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
と
同
様
に
、
そ
の
基

本
的
か
つ
本
質
的
な
観
念
の
基
底
に
は

｢

法
の
優
位｣

あ
る
い
は

｢

法
優
位
の
思
想｣

が
存
在
し
、
む
し
ろ
そ
れ
を
意
識
的
に
措
定
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
社
会
の
困
難
な
諸
要
素
に
か
か
わ
る
、
重
要
な
実
現
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
、
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

｢

法
の
支
配｣

の
基
本
的
性
格
や
内
実
は
、
政
治
権
力
と
の
対
峙

(

対
抗)

を
特
徴
と
す
る
観
念
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
国
内
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
国
際
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
異
な
る
も
の
で
な
く
同
一
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
政
治
権
力
と
は
何
か
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
、
国
内
社
会
で
は

｢

人
の
支
配｣

に

言
及
し
て
強
調
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
社
会
で
は
多
く
の
場
合

｢

力
の
支
配｣

が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
こ
れ
と
の
関
連
で

｢

法
の

支
配｣

が
言
及
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
文
脈
の
な
か
で
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

力
の
支
配｣

と

｢

法
の
支
配｣

と
の
関
連

(

６)

に
つ
い
て
思
考
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然
に
、
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
に
留
意
し
、
ま
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
で
あ

ろ
う
。

国
際
法
は
国
際
社
会
に
お
け
る
法
規
範
で
あ
る
。
そ
の
国
際
法
の
妥
当
基
盤
を
な
す
国
際
社
会
は
、
特
殊
な
権
力
構
造
を
も
つ
社
会
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
権
力
構
造
を
も
つ
社
会
の
あ
り
方
は
、
国
際
法
の
特
性
を
な
す
分
権
的
性
格
を
表
象
し
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
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根
源
的
な
要
因
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
、
す
な
わ
ち
主
権
国
家
を
超
え
る
権
力
主
体
は
存
在
せ
ず
、
国
際
法
の

基
本
的
単
位
と
し
て
の
主
権
国
家
が
併
存
す
る
社
会

(

多
元
的
権
力
シ
ス
テ
ム)

の
現
実
の
も
と
で
、
国
際
社
会
あ
る
い
は
国
際
関
係
に

お
け
る

｢
法
の
支
配｣

の
あ
り
方
や
構
造
あ
る
い
は
そ
の
実
相
が
特
性
づ
け
ら
れ
る
。
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

力
の
支
配｣

は
、
多
く
の

場
合
に
、
現
実
の
主
権
国
家
間
に
お
け
る
権
力
対
立
や
権
力
闘
争
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
、
そ
れ
は
時
に
は

｢

法｣

に
違
背
し
、｢

法｣

を
無
視
し
、
侵
害
す
る
作
為
・
不
作
為
と
し
て
現
れ
る
。

国
際
社
会
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る
平
和
的
で
安
定
的
な
枠
組
み
と
そ
こ
に
お
け
る
一
定
の
整
序
さ
れ
た
秩
序
の
根
幹
は
合
意
秩

序
で
あ
る
。
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造

(

多
元
的
権
力
シ
ス
テ
ム)

の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
大
き
く
動
揺
し
、
侵
蝕
さ
れ
破

壊
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
秩
序
体
系
の
も
と
で
設
定
さ
れ
、
そ
の
た
め
の
基
本
的
な
構
成
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
法
規
範
体
系
に

基
礎
づ
け
ら
れ
た

｢

法
秩
序｣

や

｢
法
の
支
配｣

は
、
そ
の
存
在
と
機
能
を
喪
失
し
崩
壊
す
る
危
機
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま

で
の
国
際
法
の
史
的
展
開
、
す
な
わ
ち
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
発
展
過
程
に
お
い
て
も
、
国
際
法
の
定
立
・
適
用
・
執
行
の

そ
れ
ぞ
れ
の
局
面
に
お
い
て
、
主
権
国
家
は
能
動
的
な
法
定
立
者
で
あ
る
と
と
も
に
法
受
範
者
で
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
法
主
体
間
の
対
立

的
な
権
力
作
用
や
権
力
闘
争
が
国
際
社
会
の
法
秩
序
の
運
命
を
大
き
く
左
右
す
る
要
因
と
し
て
働
い
て
き
た
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

そ
の
よ
う
な
国
際
法
主
体
間
の
利
害
対
立
や
対
立
的
な
権
力
作
用
あ
る
い
は
権
力
闘
争
は
、
国
際
紛
争

(

国
家
間
紛
争)

発
生
の
要
因

と
な
る
可
能
性
も
あ
り
、
時
に
は
実
際
に
重
大
な
紛
争
と
し
て
現
出
す
る
こ
と
も
あ
る
。
今
日
で
は
、
ま
す
ま
す
進
展
す
る
国
際
社
会
の

構
造
変
化
や
行
為
主
体
の
複
雑
化
・
多
様
化
に
と
も
な
っ
て
、
紛
争
原
因
も
多
様
で
あ
り
、
ま
た
紛
争
の
性
格
や
内
容
も
多
様
で
あ
る
。

こ
れ
は
国
家
間
紛
争
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
だ
が
、
と
く
に
国
家
間
紛
争
に
お
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
が
個
別
国
家
の
利
益

ば
か
り
で
な
く
、
国
際
社
会
全
体
の
利
益
と
も
深
く
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
紛
争
が
国
際
関
係
に
お
け
る
重
大
性
や
解
決
の
緊
急

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(
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性
を
よ
り
増
幅
さ
せ
、
そ
れ
を
招
来
す
る
要
因
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
紛
争
の
発
生
や
存
在
が
国
際
秩
序
や
国
際
関
係
に
お
け

る

｢
法
の
支
配｣

の
基
盤
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
、
国
際
社
会
全
体
の
利
益
の
維
持
や
確
保
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
も
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
紛
争
の
発
生
を
未
然
に
予
防
す
る
こ
と
も
肝
要
だ
が
、
と
り
わ
け
、
紛
争
が
発
生
し
た
あ
と
、
そ
の
紛
争
が
さ
ら
に
拡

大
・
悪
化
し
な
い
よ
う
に
手
だ
て
を
講
じ
、
ま
た
、
紛
争
を
平
和
的
な
手
段
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
肝
腎
と
な
る
。
そ
の
紛
争
処
理

の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
国
際
裁
判
、
と
く
に
今
日
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
登
場
し
、
そ
の
役
割
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

７)

。

国
際
紛
争
を
い
か
に
平
和
的
に
処
理
す
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
か
に
最
終
的
な
紛
争
の
解
決
を
図
り
、
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

国
際
法
史
の
展
開
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
は
、｢

戦
争
と
の
対
峙

(

対
決)｣

、
換
言
す
れ
ば
、
戦
争
と
平
和

(

よ
り
正
確
に

は
、
戦
争
か
平
和
か)

を
め
ぐ
る
史
的
展
開
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
歩
み
の
い
か
ん
を
所
与
の
時
代
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史

の
頁
に
刻
印
し
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。

国
際
紛
争
を
平
和
的
に
処
理
す
る
た
め
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
今
日
で
は
、
例
え
ば
国
連
憲
章
第
三
三
条
一
項
に
定
め
る
よ
う
に
、
直

接
交
渉

(

外
交
交
渉)

、
仲
介
、
審
査
、
調
停
、
仲
裁
裁
判
、
司
法
的
解
決
、
地
域
的
機
関
ま
た
は
地
域
的
取
極
の
利
用
な
ど
の
手
段
、

あ
る
い
は
国
連
に
よ
る
紛
争
処
理
手
続
き
な
ど
多
様
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
は
仲
裁
裁
判
や
司
法
的
解
決

(

司

法
裁
判)

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
近
年
で
は
、
裁
判
所
の
多
様
化
現
象
、
こ
れ
に
と
も
な
う
選
択
肢
の
多
様
化

(

い
わ
ゆ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
化)

の
傾
向
が
進
ん
で
き
た
。
こ
れ
ら
各
種
の
紛
争
解
決
手
段
な
い
し
解
決
手
続
は
そ
れ
ぞ

れ
の
特
性
と
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
有
す
る
。
各
種
の
紛
争
処
理
手
段
の
選
択
に
際
し
て
は
、
紛
争
の
性
格
・
内
容
や
紛
争
当
事
者

の
意
向
な
ど
に
か
ん
が
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
処
理
の
た
め
に
最
も
適
合
し
た
手
段
が
紛
争
当
事
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
適
用(

活
用)

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
今
日
で
は
、
紛
争
処
理

(

解
決)

に
あ
た
っ
て
の

｢

手
段
の
自
由
選
択｣

原
則
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
な
手
段

(

手
続)

の
選
択
に
か
か
わ
っ
て
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
も
、
各
種
の
手
段
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
。
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紛
争
処
理
に
際
し
て
裁
判
が
当
該
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
有
用
か
つ
適
合
し
た
手
段
と
し
て
実
際
に
選
択
さ
れ
活
用
さ
れ
る
か
は
、
紛
争

当
事
者
の
意
思
決
定
い
か
ん
に
よ
る
。
と
く
に
国
家
間
紛
争
を
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
、
紛
争
当
事
国
の
同

意
を
管
轄
権
の
基
礎
と
し
、
そ
の
同
意
な
く
し
て
は
裁
判
に
よ
る
紛
争
の
解
決
は
手
続
上
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う

な

｢

同
意
原
則｣
は
国
際
裁
判
に
お
け
る
管
轄
権
上
の
基
礎
で
あ
る
と
同
時
に
、
国
際
裁
判
の
本
質

(

８)

を
体
現
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ

は
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
の
も
と
で
は
、
紛
争
の
平
和
的
か
つ
実
効
的
な
処
理
の
局
面
に
お
い
て
、
ま
た
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

の
具
現
に
か
か
わ
っ
て
も
、
留
意
す
べ
き
重
要
な
要
素
と
な
る
。

国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
の
体
系
の
も
と
で
、
各
種
の
手
段
の
な
か
で
も
、
国
際
裁
判
は
第
三
者
機
関
に
よ
る
国
際
法
を
基
準
と
し
国

際
法
を
適
用
し
て
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
、
客
観
性
、
合
理
性
、
公
平
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
そ
の
有
用
性
が
強
調
さ
れ
る
。

ま
た
、
裁
判
以
外
の
手
段
で
あ
る
政
治
的
・
外
交
的
手
段
は
補
助
的
手
段
で
あ
り
、
裁
判
は
実
効
的
手
段
で
あ
る
と
区
分

(

９)

さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。
さ
ら
に
、
各
種
の
手
段
に
つ
い
て
、
手
続
上
の
位
置
づ
け
や
組
織
機
能
上
の
特
性
な
ど
に
か
ん
が
み
て
、
そ
れ
ら
を
単
線
構
造
の

も
と
で
捉
え
る
考
え
方
と
、
複
線
構
造
の
も
と
で
捉
え
る
考
え
方
に
区
分
さ
れ
る

(�)
。
前
者
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決

は
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
最
終
的
な
手
段
と
し
て
そ
の
有
用
性
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
単
線
構
造
を
強
調
し
た
捉

え
方
や
考
え
方
は
、
実
際
に
生
じ
る
紛
争
の
性
格
や
内
実
に
か
ん
が
み
、
そ
れ
を
混
合
紛
争
と
捉
え
る
考
え
方
や
、
あ
る
い
は
静
的
紛
争

と
動
的
紛
争
と
い
っ
た
観
点
か
ら
区
分
す
る
考
え
方

(�)
に
留
意
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
適
合
す
る
妥
当
な
分
類
と
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
先
述
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

の
象
徴

と
し
て
位
置
づ
け
捉
え
る
考
え
方
は
、
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
体
系
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
位
置
づ
け
や
役
割
・
機
能
を
高
く
評
価
し
、
紛

争
解
決
に
お
け
る
実
効
的
手
段
と
し
て
の
有
用
性
な
ど
を
強
調
す
る
考
え
方
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
和
的
か
つ
安
定

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
〇
五



的
な
国
際
秩
序
の
樹
立
や
法
規
範
と
し
て
の
国
際
法
の
実
効
性
あ
る
い
は
規
範
性
の
維
持
・
確
保
と
い
っ
た
文
脈
に
お
い
て
も
重
視
さ
れ

る
考
え
方
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を

｢

法
の
支
配｣

の
象
徴
と
し
て
位
置
づ
け
捉
え
る
考
え
方
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
ま
さ
に

｢

世
界
法
廷｣

(w
orld

court)
あ
る
い
は
国
際
社
会
の

｢

最
高
の
裁
判
所｣

と
し
て
存
立
し
機
能
す
る
も
の
と
捉
え
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
し
、

ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
調
さ
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
か
か
わ
る
、
あ
る

い
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
め
ぐ
る
種
々
の
要
因
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
を
根
拠
に
し
て
批
判
的
に
提
起
さ
れ
チ
ャ
レ
ン
ジ
さ
れ
て
き
た
諸
国

の
主
張
や
対
応
に
看
取
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
諸
国
の
対
応
に
は
、
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
、
国
際
社
会
全
体

の
利
益
と
個
別
国
家
の
利
益
の
対
立
と
調
和
、
大
国
と
中
小
国
の
利
害
対
立
、
あ
る
い
は
国
際
社
会
の
構
造
変
化
や
冷
戦
構
造
に
と
も
な

う
先
進
国
と
途
上
国
、
西
側
諸
国
と
東
側
諸
国
と
の
対
立
、
欧
米
諸
国
と
非
欧
米
諸
国

(

社
会
主
義
諸
国
、
第
三
世
界
諸
国)

と
の
利
害

対
立
な
ど
、
多
様
か
つ
複
雑
で
深
刻
な
多
く
の
要
因
が
関
連
す
る
。
こ
れ
ら
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
要
因
や

背
景
と
し
て
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
章
に
お
い
て
、
少
々
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

(

１)

高
柳
賢
三
・
末
延
三
次
編

『

英
米
法
辞
典』
有
斐
閣
、
一
九
六
八

(

昭
和
四
三)

年
、
四
二
四
頁
。
な
お
、
高
柳
は
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る

｢

法
優
位
の
思
想｣

の
史
的
展
開
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。｢

公
法
の
分
野
に
お
い
て
コ
モ
ン
・
ロ
オ
が
醸
成
し

た
最
も
基
本
的
な
も
の
は
、
法
優
位
の
思
想
と
こ
れ
を
保
障
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
ろ
う
。
コ
モ
ン
・
ロ
オ
は
、
中
世
的
な
雰
囲
気
の
う
ち

に
、
誕
生
し
育
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
史
的
展
開
の
う
ち
に
多
彩
の
変
化
を
受
け
た
。
し
か
し
中
世
的
な
雰
囲
気
の
裡
に
育
成
さ
れ
た

こ
と
に
も
と
づ
く
そ
の
基
本
性
格
を
、
今
も
な
お
イ
ギ
リ
ス
法
系
は
持
続
す
る
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
法
優
位
の
理
論
の
如
き
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
オ
の
中
世
的
性
格
の
最
も
顕
著
な
発
展
で
あ
る｣

と
論
じ
る
。
そ
し
て

｢

法
優
位
の
理
論
は
、
イ
ギ
リ
ス
現
行
法
で
は
行
政
部

に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
立
法
部
に
対
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
法
曹
と
立
法
と
の
間
に
古
く
か
ら
密
接
な
協
力

関
係
が
あ
つ
た
伝
統
と
関
連
が
あ
る
も
の
で
あ
る｣

と
指
摘
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
さ
ら
に

｢

イ
ギ
リ
ス
法
系
の
国
に
お
い
て
は
、
ロ
オ
マ
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法
系
の
国
に
比
し
て
、
国
家
機
構
に
お
け
る
裁
判
所
の
地
位
が
著
し
く
高
く
、
そ
の
権
限
が
広
汎
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
行
政
部

の
行
動
を
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
る｣

と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に

｢

と
に
か
く
法
優
位
の
理
論
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
オ
が
歴
史
的
に
展
開

し
た
、
大
き
な
公
法
的
伝
統
で
あ
る｣

と
論
じ
る
。
高
柳
賢
三

『

英
米
法
の
基
礎』

有
斐
閣
、
一
九
七
八

(

昭
和
五
三)

年
、
一
四
七
、
一

六
三
、
一
六
七
、
一
六
九
頁
。

こ
の
ほ
か
、
法
の
支
配
の
基
本
原
理
や
精
神
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
も
解
説
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
支
配
は

｢

統
治
さ
れ
る
者
だ

け
で
な
く
統
治
す
る
者
も
、
法
に
従
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
原
理
。
一
三
世
紀
の
ブ
ラ
ク
ト
ン

(B
racton)

の

『

国
王
は
、
何
び
と
の
も

と
に
も
あ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
神
と
法
の
も
と
に
は
あ
る
べ
き
で
あ
る』

と
い
う
言
葉
は
、rule

of
law

の
精
神
の
真
髄
を
示
し
た
も

の
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
七
八
○
年
の
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
憲
法
に
あ
る
よ
う
に
、governm

ent
of
m
en
(

人
に
よ
る
統
治)

で
は
な

く
、governm

ent
of
law
s
(

法
に
よ
る
統
治)

を
強
調
す
る
こ
と
も
、
同
じ
原
理
を
示
し
た
も
の
。
…
法
の
支
配
の
精
神
は
、
そ
の
具
体

的
な
現
れ
方
は
国
に
よ
り
、
ま
た
時
代
に
よ
り
異
な
る
も
の
の
、
英
米
の
法
制
度
・
法
準
則
に
対
す
る
導
き
の
星
と
し
て
の
役
目
を
果
た
し

て
き
た
の
で
あ
り
、
指
導
原
理
と
し
て
の
力
は
今
日
で
も
失
わ
れ
て
い
な
い
。
…
ま
た
、
法
の
支
配
に
お
け
る

『

法』

と
は
、
議
会
が
制
定

し
た

『

法
律』

を
超
え
た
、
自
然
法
的
な
響
き
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
権
力
の
座
に
あ
る
者
が
権
力
を
濫
用
す
る
こ
と
を
、
強
く

戒
め
る
政
治
の
指
導
原
理
と
も
な
っ
て
い
る｣

と
。
田
中
英
夫
編

『

英
米
法
辞
典』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
一
年
、
七
四
三
頁
。

(

２)

竹
内
昭
夫
・
松
尾
浩
也
・
塩
野
宏
編

『
新
法
律
学
辞
典』

有
斐
閣
、
一
九
九
四

(

平
成
六)

年
、
一
三
○
二
頁
。

(

３)

佐
藤
幸
治
他
編

『

法
律
学
用
語
辞
典』

三
省
堂
、
二
○
○
三
年
、
一
四
八
一
頁
。

(

４)

芦
部
信
喜

(

高
橋
和
之
補
訂)

『

憲
法』

(

第
三
版)
岩
波
書
店
、
二
○
○
二
年
、
一
三
―
一
四
頁
。

(

５)

辻
村
み
よ
子

『

憲
法』

日
本
評
論
社
、
二
○
○
○
年
、
三
七
六
頁
。

(

６)

国
際
関
係
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

の
観
念
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
太
寿
堂
教
授
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
社
会
に
お

い
て
法
の
支
配
が
唱
え
ら
れ
る
の
は

｢

力
の
支
配｣

に
対
し
て
で
あ
り
、｢

こ
れ
は
、
従
来
の
国
際
関
係
に
お
け
る
重
大
な
決
定
の
ほ
と
ん

ど
が
、
公
正
な
法
的
手
段
を
通
じ
、
客
観
的
な
法
的
基
準
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
武
力
の
行
使
、
ま
た
は
武
力

に
よ
る
威
嚇
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
忌
わ
し
い
歴
史
を
反
省
し
た
た
め
で
あ
り
、
国
際
社
会
に
お
け
る
紛
争
を
す
べ
て
法
を
通
じ
て
解
決

す
る
体
制
を
確
立
し
、
戦
争
を
効
果
的
に
禁
止
し
て
、
恒
久
平
和
を
到
来
せ
し
め
よ
う
と
い
う
願
望
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
る｣

の
で
あ

り
、｢

法
の
支
配
へ
の
道
は
、
国
の
大
小
強
弱
の
別
な
く
、
平
等
に
そ
の
権
利
を
保
護
し
、
か
つ
戦
争
を
効
果
的
に
禁
止
す
る
道
に
つ
な
が

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)
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る｣

と
。
そ
し
て
、
同
質
的
基
盤
を
欠
く
現
在
の
国
際
社
会
に
お
い
て
、
国
際
法
の
変
革
、
普
遍
的
な
規
範
と
し
て
の
妥
当
性
の
必
要
性
を

強
調
す
る
。
太
寿
堂
鼎

｢『

法
の
支
配』

と
Ａ
・
Ａ
諸
国｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
第
三
三
七
号
、
八
二
、
八
六
頁
。

こ
の
ほ
か
、
国
際
関
係
に
お
け
る
法
の
支
配
と
国
際
裁
判
に
関
連
し
て
、
石
本
泰
雄
教
授
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
端
的
に
提
示
す
る
。

す
な
わ
ち
、
国
際
裁
判
は

｢

法
の
支
配｣

の
シ
ン
ボ
ル
と
一
般
に
観
念
さ
れ
、
こ
の
文
脈
の
も
と
で
、
義
務
的
裁
判

(

裁
判
の
義
務
化)

の

あ
り
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
、
国
際
法
学
者
の
多
く
は

｢

選
択
条
項
受
諾
の
質
的
お
よ
び
量
的
拡
大
こ
そ
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
と
平

和
の
維
持
に
と
っ
て
不
可
欠
の
第
一
歩
だ
と
説
い
て
い
る｣

と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
や
動
向
に
関
連
し
て
、｢

こ
の
よ

う
な
動
向
は
、
世
界
に
お
け
る
平
和
の
樹
立
を
希
求
す
る
良
心
の
表
現
と
し
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

こ
に
も
ま
た
一
種
の
プ
ロ
フ
ェ
シ
ョ
ナ
ル
な
国
際
法
物
神
崇
拝
の
反
映
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
問
題
で
あ
ろ
う｣

と
指

摘
し
、｢

…
国
際
裁
判
は
、
す
ぐ
れ
て
法
律
的
＝
技
術
的
紛
争
に
つ
い
て
は
解
決
の
機
能
を
は
た
し
う
る
と
し
て
も
、
国
家
間
の
基
本
的
な

緊
張
関
係
に
か
か
わ
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
解
決
に
適
切
な
場
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
緊
張
の
緩
和
じ
た
い
を
も
た
ら

す
こ
と
は
期
待
し
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
際
法
、
そ
の

『

物
神
崇
拝』

の
克
服
は
、
か
つ
て
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
平
和
共
存
の
行
為
規
準
と
し
て
国
際
法
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
方
向
で
の
内
実
が
充
た
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
た
だ
も
し
、
国
際
法
の
内
実
へ
の
正
当
性
の
判
断
が
停
止
さ
れ
、
形
式
的

｢

合
法
性｣

へ
の
崇
拝
が
一
般
化
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
そ
れ
は
国
際
法
が
利
己
的
政
策
の
単
な
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
途
を
開
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う｣

と
述
べ
、
根
源
的
な
論
点
を

摘
示
す
る
。
石
本
泰
雄

『

国
際
法
の
構
造
転
換』
有
信
堂
、
一
九
九
八
年
、
四
二
―
四
四
、
四
五
頁
。

ほ
か
に
、
松
井
芳
郎
教
授
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
に
か
か
わ
る
個
別
テ
ー
マ
と
の
関
連
で
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策

に
お
け
る

｢

合
法
化｣

志
向
あ
る
い
は

｢

国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配｣

が
同
国
の
重
要
な
対
外
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と

に
言
及
し
、
そ
の
う
え
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
対
応
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
の
対
応
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
う

し
た
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策
は

｢

合
法
性
の
外
皮
を
ま
と
う
こ
と
な
く
、
む
き
だ
し
の
力
の
支
配
に
依
拠｣

す
る
よ
う
に
な
り
、
大
き
く
転

換
し
た
、
と
指
摘
す
る
。
松
井
芳
郎

｢

国
際
社
会
に
お
け
る
力
の
支
配
と
法
の
支
配

国
際
司
法
裁
判
所
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
を
め

ぐ
っ
て

｣
『

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
研
究』

第
三
○
七
号
、
三
三
―
三
四
頁
。
ま
た
、
国
際
社
会
に
お
け
る
平
和
構
築
と
法
の
支
配
と
の

関
連
に
つ
い
て
、
意
欲
的
に
探
求
し
描
写
し
た
も
の
と
し
て
、
篠
原
英
朗

『
平
和
構
築
と
法
の
支
配』

創
文
社
、
二
○
○
三
年
、
二
九
―
六

○
頁
を
参
照
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
。
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三
〇
八



(
７)

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
史
的
展
開
と
将
来
に
か
か
わ
る
問
題
状
況
や
課
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
部
分
的
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
若

干
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
牧
田
幸
人

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
と
司
法
政
策

(

一)
(

二)
(

三
・
完)｣

島
大
法
学
第
四
四
巻
一
号
八
一
―
一
二

八
、
第
四
五
巻
一
号
一
九
九
―
二
五
七
頁
、
第
四
五
巻
四
号
三
三
七
―
三
六
九
頁
。
同

｢

冷
戦
後
世
界
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
ス
タ
ン
ス
と
役

割｣
安
藤
仁
介
他
編

『

二
一
世
紀
の
国
際
機
構
・
課
題
と
展
望』

東
信
堂
、
二
○
○
四
年
、
三
三
七
―
三
六
七
頁
な
ど
参
照
。

(

８)

田
畑
茂
二
郎

『

国
際
法
講
義
下』

有
信
堂
、
一
九
七
○
年
、
六
一
頁
。

(

９)

田
岡
良
一

『
国
際
法
Ⅲ

[

新
版]』

有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
、
七
頁
。

(

10)

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
高
野
教
授
は
、
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
体
系
に
お
け
る
調
停
と
裁
判
に
留
意
し
、
こ
れ
ら
の
相
関
と
そ
の
文
脈
に

お
い
て
、
単
線
構
造
論
と
複
線
構
造
論
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
叙
述
す
る
。
ま
ず
、
単
線
構
造
論
に
関
連
し
て
、
と
く
に
裁
判
や

｢

法
の
支

配｣

な
ど
の
関
連
か
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
調
停
と
裁
判
と
は
現
実
に
並
存
し
て
お
り
、｢

調
停
へ
紛
争
を
付
託
す
る
こ
と
を
定
め
る

場
合
に
も
、
そ
れ
で
紛
争
が
解
決
し
な
い
と
き
に
、
裁
判
へ
付
託
す
る
途
が
確
実
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
望
ま
し
く
ま
た
そ
れ
が
勝

れ
た
紛
争
解
決
方
式
と
い
え
る
。
現
実
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
行
っ
て
い
な
い
が
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
条
約
、
な
い
し
紛
争
解
決
条
項
が
、

国
際
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
国
、
あ
ら
ゆ
る
紛
争
に
つ
い
て
確
立
し
一
般
に
制
度
化
す
る
こ
と

(

国
内
法
社
会
と
同
じ
体
制)

が
、
も
っ
と
も
望

ま
し
く
も
っ
と
も
勝
れ
た
体
制
で
あ
る
。
国
に
つ
い
て
も
紛
争
に
つ
い
て
も
裁
判
義
務
を
拡
大
強
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
際
社
会
に
お
け

る

『

法
の
支
配』

を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。
国
際
平
和
も
そ
れ
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
、
国
際
正
義
も
そ
れ
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
。
国
際

紛
争
の
平
和
的
解
決
方
法
は
理
論
的
に
調
停
か
ら
裁
判
へ
と
発
展
す
る
の
で
あ
り
、
裁
判
の
こ
の
よ
う
な
発
展
強
化
に
実
践
的
に
努
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
…
こ
の
考
え
方
に
は
理
由
が
あ
り
説
得
性
も
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
し
か
し
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
関
す
る

『

単
線
構
造
的
思
考』

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て

『

複
線
構
造
的
思
考』

が
対
置
さ
れ
る
。
前
者
は
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の

た
め
に
は
、
調
停
よ
り
も
裁
判
、
そ
し
て
義
務
的
裁
判
の
拡
大
強
化
と
い
う
、
裁
判
に
む
か
っ
て
の
単
線
を
た
ど
る
思
考
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
国
、
と
く
に
紛
争
当
事
国
の
主
権
に
対
す
る
制
約
は
、
調
停
よ
り
も
裁
判
、
そ
し
て
任
意
的
裁
判
か
ら
義
務
的
裁
判
へ
と
、
漸
次
強
化

さ
れ
る｣

と
述
べ
る
。

ま
た
、
複
線
構
造
論
に
関
連
し
て
、｢

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
関
す
る

『

複
線
構
造
的
思
考』

と
い
う
の
は
、
調
停
と
裁
判
と
は
国

際
社
会
の
構
造
上
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
理
由
が
あ
り
、
国
際
紛
争
の
性
格
に
応
じ
て
、
調
停
と
裁
判
が
そ
れ
ぞ
れ
に
発
展
を
た
ど
る
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
よ
う
に
努
力
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
考
え
方
が
出
て
く
る
基
礎
は
、
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
国
際
紛
争

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
〇
九



に
は
、(

１)

国
家
間
の
具
体
的
関
係
が
条
約
や
慣
習
法
な
ど
の
国
際
法
の
規
定
に
て
ら
し
て
ど
う
評
価
解
釈
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
意
見
が

対
立
し
争
わ
れ
る
も
の
と
、(

２)

国
際
法
の
規
定
に
て
ら
し
て
の
事
態
の
評
価
解
釈
に
つ
い
て
見
解
の
対
立
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
具

体
的
関
係
に
対
す
る
事
実
的
政
治
的
な
評
価
態
度
の
違
い
か
ら
対
立
し
争
わ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
は
法
律
的
紛
争
と
い
わ
れ
、
後
者

は
非
法
律
的
紛
争
な
い
し
政
治
的
紛
争
と
い
わ
れ
る
。
国
際
裁
判
は
、
法
と
く
に
国
際
法
に
基
づ
い
て
紛
争
の
解
決
を
は
か
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
法
律
的
紛
争
の
解
決
手
段
と
し
て
き
わ
め
て
適
し
た
も
の
で
あ
る
。
…
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
法
に
よ
ら
ず
そ
の
よ
う

な
解
決
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
い
い
場
合
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
法
律
的
紛
争
の
性
質
か
ら
す
る
と
、

調
停
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
解
決
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
法
律
的
紛
争
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
解
決
を
は
か
る
こ
と
の
妥
当
性
は
多
く
の
場
合

に
疑
問
で
あ
る｣
と
論
じ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
論
及
し
、
考
察
上
の
結
論
と
し
て
提
示
す
る
。｢

国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決

に
関
し
て
は
、
複
線
構
造
論
的
思
考
が
国
際
社
会
の
現
状
に
即
し
て
意
味
を
も
つ
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
…
国
際
紛
争
の
処
理
方
式
に
関
す

る
複
線
構
造
的
な
思
考
の
妥
当
性
は
、
国
際
法
社
会
の
構
造
の
現
実
に
即
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、『

す
べ
て
の
紛
争
は

(

最
終

的
に)

裁
判
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い』

と
い
う
命
題
は
、
現
実
に
実
現
が
困
難
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
理
論
的
に
も
十

分
の
根
拠
を
も
ち
え
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
社
会
が
構
造
的
に
変
化
発
展
し
、
国
際
社
会
の
組
織
化
が
、
裁
判
・

調
停
な
ど
紛
争
処
理
の
機
構
の
成
立
・
展
開
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
際
社
会
に
お
け
る
立
法

(

法
変
更
・
ひ
ろ
く
い
っ
て
、『

平
和
的
変
更』)

過
程
の
組
織
化
に
進
む
場
合(

よ
り
理
想
的
な
国
際
法
社
会
構
造)

を
想
定
す
れ
ば
、
こ
の
考
え
方
の
妥
当
性
が
浮
上
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

裁
判
に
よ
る
紛
争
の
終
局
的
解
決
の
制
度
的
実
現
は
、
立
法
過
程
を
含
む
国
際
法
社
会
の
構
造
的
変
革
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
そ
の
全
体
的

(

総
合
的)

な
組
織
化
を
通
じ
て
構
造
的
発
展
的
に

(
実
際
的
と
同
時
に
理
論
的
に)

追
及
さ
れ
う
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
裁
判
制
度
だ

け
を
切
離
し
て
単
線
的
に
追
求
す
る
の
は
、
理
論
的
と
も
実
際
的
と
も
い
え
な
い｣

と
論
じ
る
。
高
野
雄
一

｢

外
交
関
係
条
約
と
司
法
的
紛

争
解
決
条
項｣
『

紛
争
の
平
和
的
解
決
と
国
際
法』

北
樹
出
版
、
一
九
八
一

(

昭
和
五
六)

年
、
三
三
九
―
三
四
一
、
三
四
七
頁
。

(

11)

祖
川
教
授
は
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
の
体
系
は
、
紛
争
の
静
的
解
決
の
系
列
と
動
的
解
決
の
系
列
と
の
、
二
つ
の
系
列
か
ら
な
り
た
っ

て
い
る
と
指
摘
し
、
平
和
的
処
理
の
体
系
は
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
系
列
か
ら
な
る
複
合
的
な
体
系
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

論
じ
る
。
こ
れ
は
紛
争
当
事
国
の
主
張
の
仕
方
を
基
準
に
、
国
際
紛
争
を

｢
静
的
紛
争｣

(

法
を
適
用
し
た
静
的
な
解
決
を
求
め
る
紛
争)

と
、｢

動
的
紛
争｣

(

法
を
動
か
し
た
動
的
な
解
決
を
求
め
る
紛
争)

と
い
う
二
種
類
の
紛
争
に
分
け
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
考
え
方
で
あ
る
。

祖
川
武
夫

『

国
際
法
Ⅳ

国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
方
法

』

法
政
大
学
通
信
部
、
一
九
五
○
年
、
二
二
八
、
二
三
一
頁
。
な
お
、
先

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
一
〇



の
高
野
論
文
に
お
い
て
も
、
祖
川
教
授
の
こ
の
論
に
言
及
し
て
、｢

そ
こ
で
は
、
法
律
的
紛
争
・
政
治
的
紛
争
に
対
応
す
る
も
の
を
静
的
紛

争
、
動
的
紛
争
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
と
の
関
連
で
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
方
法
の
体
系
を
二
線
的
に
と
ら
え
て
い
る｣

と
指
摘
し
、
そ
の

う
え
で
、
祖
川
・
高
野
両
教
授
の
基
本
的
な
考
え
方
に
お
け
る
共
通
点
と
若
干
異
な
る
理
論
上
の
点
と
を
提
示
し
て
い
る
。
高
野
、
前
掲
論

文
、
三
五
○
頁
注

(

２)

、
参
照
。

三

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
背
景
と
要
因

国
際
社
会
の
構
造
変
化
と
の
関
連
で

国
際
法
は
、
国
際
社
会
の
法
規
範
と
し
て
、
ま
た
、
平
和
で
安
全
な
国
際
秩
序
を
樹
立
す
る
う
え
で
の
基
軸
要
素
と
し
て
も
、
き
わ
め

て
重
要
な
意
義
を
も
つ
。
今
日
、
新
た
な
世
紀
、
二
一
世
紀
の
初
頭
に
あ
っ
て
、
国
際
法
は
重
大
な
局
面
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
、

国
際
法
の
さ
ら
な
る
新
展
開
あ
る
い
は
国
際
法
の
将
来
に
向
け
た
あ
り
方
や
展
望
に
か
か
わ
る
多
く
の
課
題
に
直
面
し
、
そ
れ
ら
を
い
か

に
打
開
し
克
服
す
る
か
と
い
う
難
問
に
も
直
面
す
る
、
か
つ
て
な
い
重
大
な
局
面
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

国
際
法
の
史
的
展
開
過
程
を
か
え
り
み
る
と
き
、
と
り
わ
け
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
発
展
過
程
に
留
意
す
る
と
き
、
一
九

世
紀
か
ら
二
○
世
紀
へ
の
世
紀
の
転
換
期
に
お
い
て
、
国
際
の
平
和
と
安
全
に
か
か
わ
る
一
般
的
で
普
遍
的
な
問
題
へ
の
関
心
の
萌
芽
や

昂
揚
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
国
際
法
の
法
典
化
や
漸
進
的
発
達
、
あ
る
い
は
国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
分
野
に
お
け
る
新
条
約
の
採
択
な
ど
、

さ
ら
に
は
、
第
一
次
大
戦
後
に
史
上
は
じ
め
て
の
一
般
国
際
平
和
機
構
と
し
て
創
設
さ
れ
た
国
際
連
盟
体
制
の
も
と
で
の
戦
争
違
法
化
へ

の
新
た
な
潮
流
や
国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
分
野
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
設
立
な
ど
を
含
め
た
国
際
法
体
制
の
形
成
へ
の
と
り
く
み
な
ど
、

注
目
す
べ
き
一
定
の｢

発
展｣

を
み
る
こ
と
が
で
き
る

(

１)

。
そ
う
し
た
国
際
法
史
に
お
け
る

｢

発
展｣

は
、
ま
た
、
先
述
の
よ
う
に
、
国
際

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
一
一



法
の
水
平
的
拡
大
と
垂
直
的
拡
大
と
い
う
特
徴
的
な
様
相
な
い
し
現
象
を
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
国
際
法
の
発
展
史
の
文

脈
に
お
け
る｢

発
展｣

や｢

拡
大｣

が
量
的
に
も
質
的
に
も
よ
り
顕
著
な
か
た
ち
で
現
出
し
た
の
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
背
景
に
は
国
際
社
会
の
構
造
変
化
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
き
く
影
響
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国

際
法
へ
の
発
展
で
あ
り
、
国
際
法
の
新
展
開
を
具
体
的
に
現
出
し
表
象
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

国
際
社
会
の
構
造
変
化
は
、
国
際
法
の
妥
当
性
な
い
し
規
範
性
、
あ
る
い
は
国
際
法
の
実
効
性
に
も
多
々
影
響
を
お
よ
ぼ
し
、
こ
れ
に

深
く
か
か
わ
る
基
本
的
な
作
用
要
因
で
あ
り
、
背
景
要
因
で
あ
っ
た

(

２)

。
近
代
国
際
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
法
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
と
し
て

の
特
性
を
も
っ
て
発
展
し
て
き
た
経
緯
が
あ
る
が
、
第
一
次
大
戦
後
と
く
に
第
二
次
大
戦
後
の
現
代
国
際
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
植

民
地
主
義
・
帝
国
主
義
的
な
法
体
系
か
ら
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
も
包
含
し
た
国
際
社
会
全
体
に
お
け
る
法
体
系
へ
と
変
化
発
展
し
て
き
た

(

３)

。

こ
う
し
た
国
際
法
の
史
的
展
開
過
程
に
お
け
る
変
化
発
展
に
か
か
わ
る
多
様
な
要
因
は
、
根
源
的
に
、
国
際
社
会
の
組
織
化
や
構
造
的
変

化
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
因
は
国
際
法
の
妥
当
性
や
実
効
性
に
も
多
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら

は
ま
た
、
国
際
法
の
存
在
理
由
や
存
在
性
格
そ
の
も
の
に
も
深
く
か
か
わ
る
要
因
で
あ
っ
た

(

４)

。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
象
徴
化
、｢

象
徴
化
し
つ
つ
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ｣
と
い
っ
た
捉
え
方
や
認
識
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
注
目
し
、
そ
れ
ら
を
ど
の

よ
う
に
受
け
と
め
、
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
に
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
捉
え
方
や
認
識
の
背
景
に
は
、
国
際
社
会
の
構
造
変
化
に
と
も
な
う
、
国
際
法
の
存
在

理
由
や
国
際
法
の
存
在
性
格
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
問
い
か
け
が
介
在
し
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
国
際
法
の
妥
当
性
な
い

し
規
範
性
に
向
け
ら
れ
た
疑
問
視
や
批
判
的
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
根
底
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
背
景
に
は
、

端
的
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
信
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
主
要
な
背
景
要
因
で
あ
り
具
体
的
現
象
を
表
出
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ

不
信
の
根
底
に
は
国
際
法
の
妥
当
性
や
規
範
性
に
つ
い
て
の
疑
問
や
批
判
が
あ
り
、
そ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
へ
の
基
本
要
因
を
な
す
も
の
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で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
を
も
た
ら
し
た
背
景
要
因
と
し
て
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
、
そ

れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
影
響
し
作
用
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
背
景
要
因
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
構
造
変
化
や
冷
戦
体
制(

冷
戦
秩
序)

下
の
政
治
、
経
済
、

社
会
的
等
の
分
野
に
お
け
る
変
化
・
発
展
に
と
も
な
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
留
意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
背
景
要
因
の

多
く
は
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
要
因
の
根
源
的
な
部
分
は
、
国
際
法
史
の
展
開
過
程
に
お
け
る
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
発
展

を
背
景
に
し
、
そ
れ
ら
に
深
い
か
か
わ
り
を
も
つ
要
因
で
あ
っ
て
、
単
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
突
如
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も

の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
要
因
は
、
国
際
社
会
の
法
規
範
た
る
国
際
法
の
、
あ
る
い
は
学
問
と
し
て
の
国
際
法
学
に
と
っ
て
の
、
究
極
的

な
命
題
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る

｢
戦
争
と
平
和｣
(

よ
り
正
し
く
は

｢

戦
争｣

か

｢

平
和｣

か)

に
か
か
わ
る
文
脈
の
も
と
で
存
在
し
現
出

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
国
際
社
会
に
お
け
る｢

力
の
支
配｣

と｢

法
の
支
配｣

に
か
か
わ
っ

て
、
あ
る
い
は
国
際
法
学
に
お
け
る

｢

戦
争
と
の
対
決｣

と
い
う
学
問
的
命
題
と
そ
の
た
め
の
理
論
的
考
察
・
営
為
に
か
か
わ
っ
て
、
積

極
的
に
捉
え
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
対
象
事
項
と
し
て
も
存
在
し
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
脈
の
も
と
で
の
背
景
要
因
の
基

底
に
は
、
国
家
意
思
と
り
わ
け
国
家
の
政
治
的
意
思
に
直
接
・
間
接
に
深
く
か
か
わ
る
要
因
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
国
際
裁
判
の
シ

ス
テ
ム
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
特
性
に
か
か
わ
る
要
因
で
も
あ
っ
た
。

国
際
法
史
の
展
開
過
程
に
あ
っ
て
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
、
二
○
世
紀
初
頭
に
お
け
る
仲
裁
裁
判

を
中
心
と
し
た
近
代
国
際
裁
判
の
時
代
を
経
て
、
そ
の
後
、
仲
裁
裁
判
の
ほ
か
に
、
と
く
に
第
一
次
大
戦
後
の
連
盟
体
制
下
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
、

第
二
次
大
戦
後
の
国
連
体
制
下
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
と
い
っ
た
常
設
の
司
法
裁
判
所
の
役
割
を
も
含
ん
だ
現
代
国
際
裁
判
の
時
代
へ
と
進
展
し
て
き

た
。
そ
の
歩
み
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
規
範
と
し
て
の
国
際
法
の

｢

発
展｣
で
あ
り
、
こ
れ
を
背
景
に
し
て
、
紛
争
解
決
方
法
の
ひ

と
つ
と
し
て
の
裁
判
に
お
け
る
近
代
国
際
裁
判
か
ら
現
代
国
際
裁
判
へ
の

｢

発
展｣
を
跡
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
国
際
裁
判
に
お

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)
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け
る
発
展
的
プ
ロ
セ
ス
の
背
景
に
は
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
に
た
い
す
る
期
待
と
願
望
、
あ
る
い
は
そ
の
有
用
性
に
つ
い
て
の
積
極
的

で
肯
定
的
な
評
価
が
介
在
し
作
用
し
た
。
そ
れ
は
仲
裁
裁
判
が
注
目
さ
れ
た
近
代
国
際
裁
判
の
時
代
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
第
一
次
大
戦
後
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
、
第
二
次
大
戦
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
設
立
に
際
し
て
も
、
そ
の
当
時
に
抱
か
れ
表
明
さ
れ
た
期
待
感
や
、
そ

の
背
後
に
あ
っ
た
平
和
志
向
の
国
際
ム
ー
ド
の
な
か
に
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た

(

５)

。
し
か
し
、
国
際
裁
判
の
本
質
は

｢

紛
争
当
事
国
の
同

意｣

な
い
し

｢

同
意
原
則｣

に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
近
代
国
際
裁
判
か
ら
現
代
国
際
裁
判
へ
の
史
的
展
開
に

お
い
て
も
根
源
的
な
不
変
の
原
則
で
あ
り
続
け
た
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
そ
の
史
的
展
開
を
全
般
的
に
通
観
す
れ
ば
、
そ
の
流
れ
は
楽
観

主
義
か
ら
悲
観
主
義
へ
の
潮
流
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た

(

６)

。
そ
の
潮
流
や
趨
勢
の
基
底
を
な
す
背
景
要
因
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
存

在
し
作
用
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

と
く
に
、
第
二
次
大
戦
後
に
顕
著
な
国
際
社
会
の
構
造
変
化
は
、
そ
れ
ま
で
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
社
会
か
ら
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々

や
地
域
を
も
含
め
た
、
い
わ
ば
普
遍
的
な
国
際
社
会
へ
の
変
容
と
進
展
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
と
く
に
社
会
主
義
国
や
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ

カ
新
興
国
の
台
頭
な
ど
に
よ
る
第
三
世
界
の
国
々
が
、
国
際
法
主
体
と
し
て
能
動
的
に
活
動
し
、
そ
れ
ま
で
の
古
い
国
際
体
制
に
代
わ
る

新
た
な
国
際
体
制
や
国
際
秩
序
を
樹
立
す
る
う
え
で
、
大
き
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
近
代
国
際

法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
発
展
、
国
際
法
の
新
展
開
を
具
現
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
社
会
主
義
諸
国
や
第
三
世
界
諸
国

の
能
動
的
な
活
動
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

(

欧
米)

諸
国
を
中
心
と
し
た
同
質
的
社
会
か
ら
異
質
の
要
素
を
包
摂
し
た
普
遍
的
な
国
際
社
会
へ

の
転
換
・
変
容
を
も
た
ら
す
原
動
力
で
あ
り
、
普
遍
的
な
国
際
社
会
の
法
規
範
た
る
国
際
法
の
現
代
化
を
も
た
ら
す
最
大
の
積
極
的
要
因

で
あ
っ
た

(

７)

。
こ
の
よ
う
な
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
構
造
変
化
を
背
景
に
し
て
、
ま
た
、
戦
後
世
界
の
冷
戦
体
制

(

冷
戦
秩
序)

を

背
景
に
し
て
、
国
際
法
に
た
い
す
る
変
革
主
張
や
チ
ャ
レ
ン
ジ
が
顕
在
化
し
、
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
信
は
徐
々
に
深
刻
化
し
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
次
第
に
増
幅
し
顕
在
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
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国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
、
と
り
わ
け
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
紛
争
解
決
に
と
っ
て
、
国
際
関
係
に
お
け
る
政
治
的

緊
張
は
紛
争
解
決
へ
の
対
応
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
側
面
に
か
な
り
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
む
し
ろ
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
作
用
す
る
。
こ

の
種
の
要
因
に
よ
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
国
際
社
会
に
お
け
る
厳
し
い
政
治
的
現
実
の
も
と
で
は
、
法
を
基
調
と
し
そ
れ
に
依
拠
し
た
対

応
よ
り
も
、
現
実
の
政
治
的
な
力
関
係
や
権
力
作
用
に
依
拠
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
そ
う
し
た
力
を
背
景
に
し
て
そ
れ
に
も
と
づ
く
紛

争
解
決
の
あ
り
方
が
選
好
さ
れ
る
傾
向
を
強
く
す
る

(

８)

。
こ
の
よ
う
な
国
際
緊
張
状
況
下
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
動
や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
の
凋
落
化
は
、

実
際
、
冷
戦
体
制
下
で
の
現
実
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。
と
り
わ
け
一
九
六
○
年
代
、
七
○
年
代
半
ば
に
か
け
て
、
そ
う
し
た
傾
向
は

顕
著
で
あ
り
、
ピ
ー
ク
に
達
し
た
。
そ
れ
は

｢

瀕
死
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ｣

を
招
来
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
機
能
不
全
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
凋
落
化
を
現
実
の
も
の
と

し
、
ま
す
ま
す
深
刻
な
状
況
へ
と
追
い
詰
め
る
も
の
で
あ
っ
た

(

９)

。
そ
う
し
た
状
況
下
で
、
七
○
年
代
当
初
、
国
連
総
会
に
お
い
て

｢

Ｉ
Ｃ

Ｊ
の
役
割
再
検
討｣

が
議
題
と
し
て
設
定
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
再
生
な
い
し
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
性
化
を
め
ぐ
る
方
策
を
追
及
す
る
観
点
か
ら
、
そ

の
た
め
の
具
体
的
な
打
開
策
を
模
索
す
る
積
極
的
な
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た

(�)

。
か
か
る
事
態
の
背
景
に
は
、
国
際
緊
張
状

況
と
と
も
に
、
国
際
社
会
の
構
造
変
化
に
と
も
な
う
根
源
的
な
要
因
、
す
な
わ
ち
こ
れ
ま
で
の
国
際
法
に
対
す
る
不
信
感
、
こ
れ
に
か
か

わ
る
国
際
法
の
変
革
と
チ
ャ
レ
ン
ジ
、
こ
の
文
脈
に
お
け
る
根
深
い
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
信
と
多
く
の
国
々
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
消
極
的
・
否

定
的
な
対
応
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
国
の
消
極
的
・
否
定
的
な
対
応
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
連
体
制
の
も
と
で

設
定
さ
れ
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
組
織
・
機
能
上
の
基
本
枠
組
み
、
す
な
わ
ち
、
国
連
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
地
位
や
役
割
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
構

成
、
管
轄
権
、
裁
判
基
準
な
ど
に
関
す
る
個
々
の
事
項
に
内
在
す
る
問
題
点
や
、
そ
れ
ら
全
体
の
有
機
的
な
連
関
作
用
に
か
か
わ
っ
て
生

じ
る
問
題
状
況
に
た
い
し
、
批
判
的
に
と
ら
え
、
現
状
を
変
革
し
打
開
す
る
た
め
の
具
体
的
方
策
に
つ
い
て
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(
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第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
構
造
変
化
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
た
い
す
る
諸
国
の
対
応
に
も
大
き
く
影
響
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
Ｉ

Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
重
要
な
背
景
要
因
で
も
あ
っ
た
。
国
際
社
会
は
、
今
日
な
お
、
主
権
国
家
体
系
を
基
軸
と
し
た
社
会
構
造
の
も
と
で
、
一

面
で
は
諸
国
間
の
相
互
依
存
や
国
際
協
調
関
係
が
重
視
さ
れ
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
根
源
的
に
は
、
諸
国
間
の
激
し
い
権
力
作
用
や
権

力
闘
争
の
展
開
が
国
際
関
係
を
規
律
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る

(�)

。
他
方
、
第
一
次
大
戦
後
、
と
り
わ
け
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
の
構

造
変
化
の
進
展
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
体
制
を
国
際
法
の
妥
当
基
盤
と
し
た
社
会
構
造
か
ら
、
そ
れ
と
は
異
質
の
要
素
を
包
含
し
た

社
会
構
造
へ
と
大
き
く
転
換
し
た
。
そ
う
し
た
国
際
社
会
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
、
欧
米
諸
国
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
諸
国
と
は
政
治
経
済
体

制
や
歴
史
的
・
文
化
的
伝
統
を
異
に
す
る
社
会
主
義
国
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
新
興
国
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
が
そ
れ
ぞ
れ
地
歩
を
固

め
、
国
際
関
係
に
お
け
る
能
動
的
主
体
と
し
て
登
場
し
活
動
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
非
欧
米
諸
国
は
、
一
般
的
に
、
伝
統
的
な
国
際
法
体
制

に
挑
戦
し
、
そ
う
し
た
伝
統
的
な
国
際
法
の
枠
組
み
を
基
礎
と
し
て
構
築
さ
れ
た
国
際
裁
判
制
度
に
た
い
し
て
も
批
判
的
に
対
応
し
、
そ

の
変
革
を
強
く
求
め
て
き
た
。
こ
う
し
た
文
脈
の
も
と
で
、
多
く
の
諸
国
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
消
極
的
・
否
定
的
対
応
、
あ
る
い
は
批
判

的
で
挑
戦
的
な
対
応
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
を
原
型

(

プ
ロ
ト
タ
イ
プ)

と
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
レ
プ
リ
カ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
っ
た
認

識
に
よ
っ
て
、
よ
り
補
強
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
し
て
概
観
す
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
背
景
と
要
因
は
、
国
際
法
と
Ｉ

Ｃ
Ｊ
の
あ
り
か
た
に
関
す
る
根
源
的
な
不
信
に
あ
っ
た
、
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
実
相
と
問
題
状
況
に
つ
い
て
、
ま

た
そ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
は
そ
の
後
の
時
間
的
経
過
と
空
間
的
変
化
、
と
く
に
冷
戦
後
世
界
に
お
け
る

｢

変
化｣

と

｢

発
展｣

に
と
も
な
っ

て
、
ど
の
よ
う
に
推
移
し
変
化
し
て
き
た
か
、
あ
る
い
は
根
源
的
な
要
因
や
問
題
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
克
服
さ
れ
て
き
た
か
。
こ
れ

ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
章
に
お
い
て
多
少
の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

１)

一
九
世
紀
か
ら
二
○
世
紀
へ
の

｢

世
紀
の
転
換
期｣

に
お
け
る
こ
れ
ら
の
新
た
な
国
際
秩
序
や
国
際
法
体
系
の
樹
立
過
程
に
お
い
て
、
二

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
一
六



度
の
ハ
ー
グ
会
議(

一
八
九
九
年
・
一
九
○
七
年)

は
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
一
端
に
つ
い
て
は
、

例
え
ば
、
関
野
昭
一

｢

ハ
ー
グ
・
レ
ジ
ー
ム
の
百
年

(

一)

〜

(

七)｣

国
学
院
法
学
第
三
七
巻
三
号
、
三
八
巻
一
、
三
号
、
三
九
巻
一
、

二
号
、
四
○
巻
二
号
、
四
二
巻
二
号

(

現
在
な
お
未
完
で
連
載
中)

、
同

『

国
際
司
法
制
度
形
成
史
論
序
説』

国
際
書
院
、
二
○
○
○
年
な

ど
参
照
。

(

２)

国
際
社
会
の
構
造
変
化
と
現
代
国
際
法

(contem
porary

international
law
)

の
生
成
展
開
に
か
か
わ
る
課
題
に
つ
い
て
、
田
畑
教
授

は
一
九
七
三

(
昭
和
四
八)

年
の
時
点
で
次
の
よ
う
に
提
起
し
論
述
し
た
。
国
際
社
会
の
構
造
変
化
は
国
際
法
の
妥
当
基
盤
の
変
容
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、｢

国
際
社
会
の
構
造
変
化
が
、
西
欧
的
な
起
源
を
も
つ
近
代
国
際
法
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し

て
い
る
か
。
こ
れ
が
今
日
の
国
際
法
、
つ
ま
り
現
代
国
際
法
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…

西
欧
の
近
代
市
民
国
家
の
立
場
を
反
映
し
て
形
成
さ
れ
た
近
代
国
際
法
が
、
今
日
、
多
く
の
面
に
お
い
て
再
検
討
を
要
求
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
も
否
定
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
…
近
代
国
際
法
は
、
一
面
に
お
い
て
、
西
欧
諸
国
の
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
へ
の
植
民
的
発
展
過
程
に
お

け
る
権
力
闘
争
を
合
理
的
に
調
整
す
る
任
務
を
も
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ル
ー
ル
の
中
に
は
、
植
民
地
支
配
を
合
理
化
し
正
当
化

す
る
こ
と
を
事
実
上
目
的
と
し
た
と
み
ら
れ
る
も
の
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
、
い
わ
ば
近
代
国
際
法
の
中
に
含
ま
れ
る
植
民
地

主
義
的
要
素
と
見
ら
れ
る
も
の
を
、
強
く
排
撃
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
社
会
主
義
諸
国
も
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
新
興
諸
国

も
、
そ
の
間
に
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ
る
に
し
て
も
、
ほ
ぼ
共
通
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
新
し
い
国
家
グ
ル
ー

プ
か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
ど
の
よ
う
に
う
け
と
め
、
国
内
体
制
や
立
場
を
異
に
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
国
か
ら
な
る

『

分
裂
し
た
世

界』

に
お
い
て
、
国
際
法
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
対
応
し
機
能
す
る
か
が
、
今
後
の
国
際
法
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
。
田
畑
茂
二
郎

『
国
際
法
Ⅰ

[

新
版]』

有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
、
五
七
、
六
○
―
六
二
頁
。

(

３)

近
代
国
際
法
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
性
格
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
制
度
・
機
能
上
の
位
相
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
例
と
司
法
政
策
な
ど
に
関
連
し
た
論

述
と
し
て
、
例
え
ば
、Edw

ard
M
cW
hinney,�������������������������������������������������������������������

����
1987,

参
照
。
な
お
、
本
書
の
紹
介
、
牧
田
幸
人
、
島
大
法
学
第
三
三
巻
一
号
、
一
八
五
―
二
一
七
頁
。

(

４)

現
代
国
際
法
の
進
化
発
展
過
程
と
そ
こ
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
論
点
と
し
て
留
意
す
べ
き
こ
と
が
ら
は
、
国
際
社
会
の
組
織
化
や
構
造
変

化
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
、
国
際
法
の
妥
当
性
や
実
効
性
、
あ
る
い
は
国
際
法
の
存
在
理
由
や
存
在
性
格
そ
の
も
の
に
も
深
く
か
か
わ
る
重

要
な
要
因
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
、
現
代
国
際
法
の
新
展
開
が
確
実
に
知
覚
さ
れ
認
識
さ

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
一
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れ
つ
つ
あ
っ
た
一
九
八
○
年
代
当
初
の
時
期
に
公
表
さ
れ
た
論
考
に
お
け
る
、
石
本
教
授
の
次
の
よ
う
な
視
点
と
論
点
の
指
摘
に
留
意
す
る

こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
古
典
的
国
際
法

(

戦
争
と
平
和
の
二
元
的
構
造
、
私
法
原
理
の
移
入
と
修
飾)

か
ら
転
換
期
国
際
法

(

暴

力
的
秩
序
の
否
定
、
私
法
原
理
の
再
吟
味)

へ
の
変
化
発
展
を
基
本
的
な
視
座
に
設
定
し
て
、
国
際
法
の
歴
史
的
発
展
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
し
て
、
国
際
法
の
構
造
転
換
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。｢

国
際
法
の
成
長
と
発
展
は
…
不
断
に
進
行
し
て
い
る
過
程
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
こ
の
四
半
世
紀
の
間
の
そ
の
変
化
は
、
目
を
見
は
ら
せ
る
ば
か
り
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
…
国
際
法
は
、
空
間
的
に
真
の
意
味
で

世
界
的
な
規
模
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
他
方
で
、
規
制
対
象
の
面
で
も
、
国
際
法
は
、
ま
す
ま
す
拡
大
さ
れ
、
複
雑
化
し
て
い
る
。
…

こ
う
し
て
、
妥
当
範
囲
の
面
で
も
、
規
制
対
象
の
面
で
も
、
国
際
法
は
、
大
き
い
変
化
を
経
験
し
つ
つ
あ
る
。
い
わ
ば
終
わ
り
の
な
い
展
開

過
程
が
続
い
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
…
し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
最
近
に
お
い
て
国
際
法
の
展
開
過
程
が
加
速
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。
い
っ
そ
う
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
展
開
過
程
の
な
か
に
、
国
際
法
の
構
造
的
な
転
換
過
程
が
織
り
あ
わ
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
現
代
国
際
法
は
、
転
換
期
国
際
法
に
ほ
か
な
ら
な
い｣

と
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
現
代
に
お
け

る
国
際
法
の
変
容
に
と
も
な
っ
て
、
国
際
法
は
伝
統
的
な
法
構
造
を
転
換
さ
せ
つ
つ
あ
る
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
的
に
述
べ
る
。

｢

こ
の
よ
う
な
壮
大
な
転
換
期
に
さ
い
し
て
は
、
あ
ら
た
め
て
国
際
法
の
法
源
が
問
題
に
さ
れ
、
国
際
法
の
拘
束
力
の
根
源
が
問
い
な
お
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
…
国
際
法
は
人
々
の
法
意
識
＝
法
的
信
念
に
支
え
ら
れ
て
、
そ
の
規
範
性
と
実
効
性
を
維
持
し
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
意
識
の
担
い
手
の
拡
大
と
、
意
識
の
質
的
変
化
こ
そ
、
現
代
に
お
け
る
国
際
法
の
転
換
過
程
を
規
定
す
る
基
本
的
モ
メ
ン
ト
だ
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う｣

と
論
じ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
石
本
教
授
は
、
国
際
法
の

｢

物
神
崇
拝｣

と
い
う
視
点
か
ら
考
察
を
す
す
め
て
、

｢

問
題
は
、
単
に
国
際
法
の
い
く
ら
か
の
規
則
が
、
植
民
地
主
義
の
道
具
な
い
し
は
帝
国
主
義
の
武
器
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
る

の
で
は
な
い
。
国
際
法
が
現
実
の
国
際
社
会
の
平
和
維
持
の
課
題
に
つ
い
て
、
多
く
の
白
紙
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
重
要
な
問
題
が
あ

る
で
あ
ろ
う
。
…
国
際
法
は
、
そ
の

『

物
神
崇
拝』

の
克
服
は
、
か
つ
て
の
ナ
チ
ズ
ム
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
平
和
共
存

の
行
為
基
準
と
し
て
国
際
法
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
方
向
で
の
内
実
が
充
た
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
た
だ
も
し
、

国
際
法
の
内
実
へ
の
正
当
性
の
判
断
が
停
止
さ
れ
、
形
式
的

『

合
法
性』

へ
の
崇
拝
が
一
般
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
は
国
際
法
が
利
己

的
政
策
の
単
な
る
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
る
途
を
開
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う｣

と
論
じ
る
。
石
本
泰
雄『

国
際
法
の
構
造
転
換』

有
信
堂
、

一
九
九
八
年
、
一
―
四
六
頁
参
照
。

(

５)

第
一
次
大
戦
後
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
、
第
二
次
大
戦
後
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
枠
組
み
の
確
定
過
程
に
お
け
る
理
念
的
論
点
や
組
織
構
造
上
の
特
性
に

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号
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つ
い
て
は
、
牧
田
幸
人

『

国
際
司
法
裁
判
所
の
組
織
原
理』

有
信
堂
、
一
九
八
六
年
、
参
照
。

(
６)

国
際
裁
判
シ
ス
テ
ム
は
、
国
際
社
会
の
発
展
過
程
に
お
け
る
史
的
、
社
会
的
、
法
的
な
所
産
と
し
て
生
み
出
さ
れ
て
き
た
。
国
際
裁
判
の

史
的
展
開
に
つ
い
て
、
ハ
ド
ソ
ン

(M
.O
.H
udson)

は
、
一
九
四
四
年
の
時
点
で
、
一
八
世
紀
末
の
英
米
間
の
ジ
ェ
イ
条
約
に
も
と
づ
く

混
合
委
員
会(

仲
裁
裁
判)

に
よ
る
紛
争
解
決
か
ら
第
一
次
大
戦
後
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
時
代
ま
で
の
一
五
○
年
間
を
四
期
に
区
分
し
て
と
ら
え
る
。

第
一
期
は
一
七
九
四
か
ら
一
八
七
一
年
ま
で
、
第
二
期
は
一
八
七
二
年
か
ら
一
八
九
八
年
ま
で
、
第
三
期
は
一
八
九
九
年
か
ら
一
九
一
九
年

ま
で
、
第
四
期
は
一
九
二
○
年
以
降
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
時
代
、
と
し
て
設
定
し
た
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
第
二
次
大
戦
後
の
一
九
四
五
年
以
降

(

正

し
く
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
活
動
を
開
始
し
た
一
九
四
六
年
以
降)

の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
時
代
は
第
五
期
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
、
ロ
ゼ
ー
ン

(S.R
osenne)

は
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
五
期
に
分
け
て
と
ら
え
て
説
明
す
る
。
第
一
期
は
一
九
二
二
年
か
ら
三

一
年
ま
で
、
第
二
期
は
三
二
年
か
ら
四
○
年
ま
で
、
第
三
期
は
四
五
年
か
ら
六
六
年
ま
で
、
第
四
期
は
六
七
年
か
ら
八
四
年
ま
た
は
八
六
年

ま
で
、
第
五
期
は
八
四
年
ま
た
は
八
六
年
以
降
と
す
る
。
こ
れ
ら
二
人
の
研
究
者
に
よ
る
時
期
区
分
の
設
定
は
、
国
際
裁
判
の
史
的
発
展
に

お
け
る
重
要
な
意
味
を
持
つ
事
件
や
一
定
の
制
度
化
を
時
期
区
分
の
接
点
に
お
い
て
と
ら
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
捉
え
方
は
、
単
に
静
態
的

な
観
点
か
ら
の
み
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
機
能
展
開
に
か
か
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
お
け
る
歴
史
的
・
政
治

的
な
諸
状
況
や
諸
国
の
対
応
な
ど
の
背
景
要
因
に
も
留
意
し
た
分
析
検
討
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
ロ
ゼ
ー
ン
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
五
年
か
ら
六
六
年
ま
で
の
時
期
は
第
二
次
大
戦
後
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
設
置
さ
れ
活
動
を

開
始
し
て
以
来
お
よ
そ
二
○
年
間
に
あ
た
る
が
、
こ
の
時
期
は
東
西
冷
戦
構
造
に
と
も
な
う
国
際
関
係
の
厳
し
い
政
治
状
況
下
に
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
い
わ
ば
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
遺
産
を
承
継
す
る
形
で
ス
タ
ー
ト
し
、
冷
戦
下
の
東
西
対
立
や
国
際
緊
張
の
も
と
で
活
動
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
こ
の
時
期
に
裁
判
所
の
構
成
面
に
お
い
て
欧
米
偏
重
か
ら
東
欧
そ
の
他
を
含
む
も
の
へ
と
少
し
ず
つ
変
化
し
た
。
だ
が
、
争
訟
管
轄
権

の
活
用
は
十
分
に
な
さ
れ
ず
、
強
制
管
轄
権
の
受
諾
宣
言
も
相
対
的
に
漸
減
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
六
六
年
の
南
西
ア
フ

リ
カ
事
件
判
決
後
に
さ
ら
に
加
速
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
凋
落
化
が
よ
り
顕
在
化
し
た
。
こ
の
時
期
に
裁
判
所
の
構
成
上
の
再
編
が
裁
判
官
席
の
地
理

的
配
分
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
こ
れ
は
国
際
社
会
の
構
造
変
化
を
反
映
し
、
そ
れ
に
と
も
な
う
ひ
と
つ
の
改
革
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
反
面
、

｢

外
交
的
了
解｣

に
も
と
づ
き
、
と
く
に
安
保
理
の
常
任
理
事
国

(

五
大
国)

が
裁
判
官
席
を
恒
常
的
に
占
め
る
こ
と
を
許
容
す
る
体
制
が

整
え
ら
れ
た
こ
と
の
問
題
性
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
さ
ら
に
、
八
四
年
の
ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
判
決
、
八
六
年
の
メ
イ
ン
湾
事
件
判
決
は
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
歴
史
に
お
け
る
転
換
点
あ
る
い
は
新
た
な
展
望
を
切
り
開
く
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
、
と
論
じ
た
。
な
お
、
ロ
ゼ
ー
ン
は
、
Ｉ

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
一
九



Ｃ
Ｊ
に
関
す
る
総
括
的
な
評
価
と
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
動
が
現
実
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
関
連
し
て
、
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
現
代

世
界
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
諸
国
の
態
度
が
留
保
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
今
日
の
世
界
に
は
、
現
代
国
際
法
に
つ
い
て
の
疑
念
と
Ｉ

Ｃ
Ｊ
役
割
に
つ
い
て
の
再
検
討
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
、
国
際
法
の
法
典
化
や
漸
進
的
発
達
が
必
要
で
、
国
際
法
を
現
代
の
要
件

に
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
以
降
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
決
定
の
い
く
つ
か
は
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
決
定
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、

厳
格
な
保
守
主
義
を
支
持
す
る
こ
と
な
く
、
国
際
法
に
新
た
な
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
た
ら
す
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
論
じ
る
。

M
.O
.H
udson,������������������������������������1944,pp.3-14.

S.R
osenne,������������������������������

������
1989,pp.233-242.

こ
の
ほ
か
、
フ
ォ
ー
ク

(R
.Falk)

は
、
一
九
八
四
年
の
時
点
で
、
国
際
社
会
の
権
力
構
造
や
変
容
状
況
と
の
関
連
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
問

題
状
況
に
つ
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
彼
は
、
ま
ず
、
国
際
関
係
に
お
け
る
法
の
役
割
、
と

く
に
司
法
活
動
に
対
す
る
諸
国
の
態
度
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
は
過
去
五
○
年
間
に
大
い
に
変
化
し
た
と
と
ら
え
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
一
九

三
○
年
ま
で
の
時
期
に
お
け
る
楽
観
主
義
か
ら
、
そ
の
後
の
悲
観
主
義
へ
の
転
換
に
目
を
向
け
る
。
国
家
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
、

修
辞
的
レ
ベ
ル
で
の
法
的
変
化
に
つ
い
て
の
法
外
な
要
求
と
主
権
的
権
利
に
つ
い
て
の
静
態
的
主
張
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
り
、
静
態
的
コ
ン

セ
ン
サ
ス
は
国
際
法
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
現
代
的
チ
ャ
レ
ン
ジ
の
最
も
切
迫
し
た
い
く
つ
か
の
問
題
を
回
避
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
批
判
す

る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
対
応
で
は
世
界
秩
序
に
か
か
わ
る
問
題
解
決
に
役
立
つ
創
造
的
な
革
新
は
生
ぜ
ず
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
国
際

関
係
に
お
け
る
全
体
的
な
法
的
問
題
性
に
つ
い
て
基
本
的
な
法
理
学
的
考
察
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
世
界
法
廷

に
対
す
る
諸
国
の
態
度
、
当
初
の
楽
観
主
義
か
ら
そ
の
後
の
悲
観
主
義
へ
の
転
換
を
も
た
ら
し
た
歴
史
的
変
化
や
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
論
じ
る
。
ま
ず
、
一
八
七
二
年
の
ア
ラ
バ
マ
号
事
件
仲
裁
裁
判
判
決
か
ら
一
九
三
○
年
ま
で
の
間
に

｢

強
制
管
轄
権
受
諾
に
た
い
す
る

長
期
的
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
一
九
三
○
年
以
降
、
実
際
に
は
そ
れ
以
上
の
発
展
は
な
か
っ
た｣

と
い
う
ジ
ェ
ン
ク
ス

(Jenks)

の
指
摘
に
注
目
し
て
、
こ
れ
に
か
か
わ
っ
て
、
法
的
楽
観
主
義
の
ム
ー
ド
を
創
出
し
た
の
は
一
八
七
○
年
か
ら
一
九
三
○
年
ま
で

の
六
○
年
間
の

｢

法
重
視
行
動｣

(law
-oriented

behavior)

の
発
展
で
あ
り
、
こ
の
楽
観
主
義
的
な
展
望
の
も
と
で
、
次
の
五
○
年
ま
た

は
六
○
年
に
よ
り
大
な
る

｢

法
重
視
の
世
界
秩
序
シ
ス
テ
ム｣

(law
-oriented

w
orld

order
system

)

の
樹
立
が
当
然
に
考
え
ら
れ
、
一

九
二
○
年
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
設
置
は
こ
れ
を
積
極
的
に
解
釈
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
が
、
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
変
革
の
た

め
の
政
治
的
環
境
は
そ
の
後
に
同
程
度
の
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
分
析
す
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
○
年
に
は
じ
ま
っ

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
二
〇



た
裁
判
手
続
へ
の
依
存
の
凋
落
は
な
ぜ
現
在
ま
で
続
い
て
き
た
か
、
国
際
関
係
に
何
が
生
じ
た
の
か
と
問
う
。
こ
の
疑
問
に
対
し
て
、
一
九

三
○
年
以
降
の
半
世
紀
に
、
将
来
の
分
裂
と
崩
壊
を
完
結
さ
せ
る
前
兆
と
な
る
、
そ
れ
ま
で
と
は
逆
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
今

で
は
、
裁
判
に
関
す
る
積
極
的
で
真
剣
な
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
は
、
そ
れ
が
あ
る
に
し
て
も
、
機
能
的
相
互
依
存
や
国
際
協
力
の
舞
台
に
お
い
て

主
張
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
法
的
な
見
通
し
や
裁
判
方
法
の
確
信
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
戦
争
回
避
の
大
な
る
映
像

(the
big
picture

of
w
ar-avoidance

in
international

relations)

と
は
ほ
と
ん
ど
無
関
係
で
あ
る
、
と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
第
二
次
大
戦
後
、
国
連
が
創
設

さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
た
い
す
る
期
待
も
大
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
国
連
憲
章
の
制
定
以
降
、
核
時
代
に
お
け
る
抗
争
危
機
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

国
際
政
治
に
お
け
る
司
法
的
解
決
の
役
割
は
減
少
し
、
ま
た
、
国
際
連
盟
に
対
比
し
て
国
連
の
法
的
対
応
の
局
面
に
お
け
る
相
対
的
な
凋
落

が
み
ら
れ
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
と
の
間
に
も
国
際
裁
判
の
地
位
と
機
能
の
面
で
の
凋
落
が
あ
っ
た
、
と
指
摘
す
る
。R

.Falk,�The
R
ole

of
the
International

C
ourt

of
Justice,������������������������������,

V
ol.37,N

o.2,1984,pp.253-254.
(

７)

国
際
法
の
新
展
開
を
あ
れ
こ
れ
の
多
様
な
視
点
か
ら
み
る
と
き
に
、
ひ
と
つ
の
視
点
と
し
て
、
ソ
ビ
エ
ト
国
際
法
の
視
点
か
ら
み
た
場
合

に
、
平
和
共
存
原
則
と
の
関
連
か
ら
み
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、｢

新
し
い
現
代
国
際
法
は
平
和
共
存
の
法
で
あ
る
。

平
和
共
存
は
、
す
べ
て
の
国
の
あ
い
だ
の
経
済
的
、
政
治
的
お
よ
び
文
化
的
協
力
が
可
能
で
あ
り
ま
た
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に

し
て
い
る｣

と
い
う
。
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

(

安
井
郁
監
修)

『

国
際
法

上
巻』

日
本
評
論
社
、
一
九
六
二

(

昭
和
三
七)

年
、
一
一

頁
。
ま
た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、｢

国
際
平
和
や
異
な
る
社
会
制
度
を
も
つ
諸
国
の
平
和
協
力
の
確
保
を
目
的
と
す
る｣

平
和
共
存
原
則
を
、

一
般
国
際
法
と
の
関
係
、
植
民
地
体
制
の
崩
壊
の
影
響
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
、｢

平
和
共
存
を
特
徴
と
す
る
平
和
の
た
め
の
国
際
協
力

の
発
展
は
、
達
成
さ
れ
た
国
際
協
力
を
明
文
化
す
る
新
し
い
国
際
法
規
範
や
平
和
共
存
の
い
っ
そ
う
の
発
展
強
化
を
目
的
と
す
る
規
範
の
定

立
を
促
進
し
て
い
る｣

と
い
っ
た
論
述
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
ト
ウ
ン
キ
ン

(

安
井
郁
監
修
、
岩
淵
節
雄
訳)

『

国
際
法
理
論』

法
政

大
学
出
版
局
、
一
九
七
三
年
、
一
四
―
四
七
頁
。

一
九
六
○
年
半
ば
、
戦
後
世
界
に
お
け
る
厳
し
い
冷
戦
体
制

(
冷
戦
秩
序)

下
に
あ
っ
て
、
国
際
法
の
新
展
開
へ
の
萌
芽
や
動
向
が
徐
々

に
進
展
し
つ
つ
あ
っ
た
さ
な
か
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
当
時
の
気
鋭
の
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
現
代
国
際
法
の
生
成
深
化
に

か
か
わ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
に
着
目
し
、
い
く
つ
か
の
国
際
法
上
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
研
究
成
果
が
公

表
さ
れ
た
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
小
林
直
樹
編

『

現
代
法
の
展
開』

岩
波
講
座
・
現
代
法
Ⅰ
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
所
収
、｢

国
際
社
会
に
お
け
る
法
変
動｣

一
、
現
代
国
際
法
の
特
性

(

高
野
雄
一)

、
二
七
九
―
三
二
二
頁
、
二
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
二
一



国
際
法
の
新
展
開

(

太
寿
堂
鼎)

、
三
二
三
―
三
五
七
頁
。
お
よ
び
、
高
野
雄
一
編

『

現
代
法
と
国
際
社
会』

岩
波
講
座
・
現
代
法
一
二
、

岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、
所
収
、
Ⅰ

｢

主
権
と
現
代
国
際
法｣

(

高
野
雄
一)

、
Ⅱ

｢

人
権
と
現
代
国
際
法｣

(

宮
崎
繁
樹)

、
Ⅲ

｢

戦
争
と

現
代
国
際
法｣

(

石
本
泰
雄)

、
Ⅳ

｢

植
民
地
独
立
と
現
代
国
際
法｣

(

山
手
治
之)

、
Ⅴ

｢

国
際
経
済
秩
序
の
展
開｣

(

川
田
侃)

、
Ⅵ

｢

国
際

海
洋
法
の
新
た
な
展
開｣

(

小
田
滋)

、
Ⅶ

｢

平
和
共
存
と
現
代
国
際
法｣
(

内
田
久
司)

、
Ⅷ

｢

戦
後
日
本
の
国
際
法
的
課
題｣

(

寺
沢
一
、

杉
山
茂
雄)
、
Ⅸ

｢

国
際
社
会
と
日
本｣

(

香
西
茂)

、
一
―
三
八
一
頁
参
照
。

(

８)

国
際
緊
張
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
冷
戦
後
の
新
た
な
国
際
関
係
や
国
際
秩
序
の
樹
立
に
向
け
て
模
索
さ
れ
て
い
た
一
九

九
○
年
代
半
ば
以
降
の
時
期
に
、
こ
れ
ま
で
も
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
の
所
見
な
ど
に
お
い
て
た
び
た
び
言
及
さ
れ
、
そ
れ
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
司
法
活
動
や

司
法
機
能
の
展
開
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
要
因
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
一
九
九
五
年
の
第
五

○
回
国
連
総
会
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
ベ
ジ
ャ
ウ
イ

(M
.B
edjaoui)

は
、
大
要
、
次
の
よ
う
な
所
見
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
一
般
的

に
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
緊
張
緩
和
は
法
的
紛
争
解
決
が
支
持
さ
れ
、
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
要
因
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
逆
の
こ

と
は
、
冷
戦
期
の
過
度
な
国
際
緊
張
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
十
分
に
機
能
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
で
あ

る
。
二
極
化
さ
れ
た
国
際
秩
序
の
消
滅
は

｢

平
和
な
世
界
の
創
造｣

(creation
of
a
peaceful

w
orld)

に
帰
結
せ
ず
、
そ
の
理
由
は
そ
の

消
滅
を
成
功
さ
せ
た
自
由
な
世
界
が
よ
り
不
安
定
で
不
確
実
な
状
況
に
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
近
い
将
来
に
直
面
す
る
で
あ
ろ

う
新
た
な
チ
ャ
レ
ン
ジ
に
対
処
し
う
る
新
た
な
手
段
を
必
要
と
す
る
。
一
つ
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
レ
プ
リ
カ
で
あ
り
そ
れ
を
承
継

し
た
ま
ま
で
あ
り
、
二
つ
に
は
、
一
九
四
五
年
以
降
、
国
連
お
よ
び
そ
の
他
の
多
く
の
国
際
組
織
に
新
た
な
機
能
や
権
限
が
付
与
さ
れ
た
が
、

国
連
は
一
九
二
○
年
代
の
国
際
連
盟
と
同
様
な
役
割
を
は
た
し
、
同
様
な
使
命
を
託
さ
れ
、
同
様
な
法
的
地
位
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
新

た
な
事
態
は
新
た
な
ニ
ー
ズ
を
創
造
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
将
来
は
単
に
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
地
位
の
レ
プ
リ
カ
と
は
異
な
る
地
位
を
確
保
し
う
る
こ
と
に

よ
っ
て
判
定
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
、
と
論
じ
た
。��������������������,pp.267-268.
ま
た
、
一
九
九
八
年
の
第
五
三
回
国
連
総
会

に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
シ
ュ
ウ
エ
ー
ベ
ル

(S.M
.Schw

ebel)
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
高
度
な
緊
張
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
諸
国
は

紛
争
を
司
法
的
手
続
に
訴
え
て
解
決
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
緊
張
が
低
度
で
あ
る
時
に
は
、
紛
争
を
司
法
的
に
解
決
す
る
傾
向
に
あ
る
。
Ｉ

Ｃ
Ｊ
へ
の
提
訴
の
増
大
は
、
国
際
関
係
に
お
け
る
緊
張
緩
和
に
依
存
し
、
こ
れ
が
持
続
す
れ
ば
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
提
訴
も
持
続
す
る
と
考
え
ら
れ

る
、
と
述
べ
た
。
彼
は
ま
た
、
九
九
年
の
第
五
四
回
国
連
総
会
に
お
い
て
も
、
冷
戦
終
結
以
前
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄
権
は
長
年
に
わ
た
り
第
六
委

員
会
に
お
け
る
東
西
間
の
論
争
の
的
と
さ
れ
て
き
た
が
、
国
際
関
係
の
変
革
に
と
も
な
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄
権
が
争
点
と
な
る
理
由
は
存
在

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
二
二



せ
ず
、
そ
う
し
た
論
争
は
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
、
と
指
摘
し
た
。��������������������,p.321.��������������������,p.285.

こ
の
ほ
か
、
二
○
○
○
年
の
第
五
五
回
国
連
総
会
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
ギ
ョ
ー
ム

(G
.G
uillaum

e)

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
国

際
舞
台
が
穏
や
か
に
な
れ
ば
、
司
法
的
解
決
は
よ
り
容
易
に
受
諾
さ
れ
、
そ
の
要
求
も
よ
り
大
き
く
な
る
こ
と
を
示
す
。
逆
に
、
緊
張
が
高

ま
れ
ば
、
諸
国
は
裁
判
に
訴
え
る
こ
と
を
敬
遠
し
が
ち
で
あ
る
。
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
は
一
九
二
○
年
代
に
多
く
の
事
件
を
審
理
し
た
が
、
三
○
年
代

に
は
法
廷
は
閑
古
鳥
が
鳴
く
あ
り
さ
ま
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
ま
た
、
一
九
七
○
年
代
に
は
活
動
が
限
定
的
で
あ
っ
た
が
、
今
日
で
は
こ
れ

ま
で
に
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
程
に
頻
繁
か
つ
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
い
る
、
と
論
じ
た
。��������������������,pp.321-322.

(

９)

そ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
危
機
的
状
況
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
多
々
論
ん
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
こ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
指

摘
を
例
示
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
こ
の
時
期
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
現
状
に
つ
い
て
、
そ
れ
は

｢

国
際
裁
判
の
凋
落｣

で
あ
り
、｢

国
際
司
法
裁
判
所

の
設
定
し
た
全
体
系
が
そ
の
存
在
意
義
を
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る｣

と
い
う
根
源
的
な
問
題
状
況
が
指
摘
さ
れ
、
そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
し
て
克
服
す
る
か
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
こ
と
の
緊
要
性
が
提
示
さ
れ
、
強
く
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
た
。

太
寿
堂
鼎

｢

国
際
裁
判
の
凋
落
と
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国｣

法
学
論
叢
第
八
九
巻
六
号
、
一
―
二
頁
。
こ
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
指
摘
も

提
示
さ
れ
た
。｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

『

潜
在
的
な
世
界
の
最
高
裁
判
所』

と
広
く
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
は
低
調
で
、
そ
の
活
用
は
無
視

さ
れ
不
十
分
な
状
況
に
あ
る｣
I.L.C

laude,�States
and

the
W
orld

C
ourt:

The
Politics

of
N
eglect,������������������

�����������������
V
ol.11,N

o.3,1971,p.344.
｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
際
的
威
信
の
最
低
の
状
況
に
陥
っ
た｣

R
.A
.Falk,�R

ealistic
H
orizons

for
International

A
djudication,�

ibid.,p.315.
な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
裁
判
官
で
あ
っ
た
小
田
滋
は
、
七
六
年
二
月
就
任
当
時
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
係
争
中

の
事
件
は
一
件
も
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
活
動
し
え
な
い
状
況

(inactivity
of
the
C
ourt)

に
あ
っ
た
、
と
述
懐
し
た
。Shigeru

O
da,�The

International
C
ourt

of
Justice

V
iew
ed
From

the
B
ench

(1976-1993)�,������������������
V
ol.244,1993-Ⅶ

,p.27.
(

10)

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
皆
川
洸

｢

国
際
司
法
裁
判
所
の
役
割
の
再
検
討
―
国
連
事
務
総
長
の
一
九
七
一
年
報
告
書
に
つ
い
て｣

一
橋
論
叢

第
六
七
巻
四
号
、
四
二
五
―
四
四
一
頁
、
牧
田
幸
人

｢

国
際
司
法
裁
判
所
の
制
度
上
の
若
干
の
問
題
点
―
国
連
に
お
け
る
再
検
討
論
議
を
中

心
に
し
て
―｣

鹿
大
法
学
論
集
第
一
一
巻
二
号
、
四
三
―
八
三
頁
、
牧
田
、
前
掲
書
、
二
一
―
四
八
頁
、
牧
田
幸
人

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
と
司

法
政
策

(

一)｣

島
大
法
学
第
四
四
巻
一
号
、
一
○
七
―
一
二
八
頁
な
ど
参
照
。

(

11)

国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造

(

多
元
的
権
力
シ
ス
テ
ム)

と
国
際
裁
判
制
度
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
国
際
裁
判
に
お
け
る

｢

同
意

原
則｣

と
の
関
連
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の

｢

同
意
原
則｣

と
国
際
社
会
の
基
本
性
格
に
関
連
し
て
、
小
田
裁
判

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
二
三



官
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
す
な
わ
ち
、｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
予
期
さ
れ
た
役
割
を
適
切
に
は
た
し
え
な
い
理
由
は
、
国
際
社
会
の
基
本
的
性
格
、

す
な
わ
ち
国
家
が
主
権
を
有
す
る
こ
と
と
関
係
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
管
轄
権
の
付
与
は
主
権
国
家
に
留
保
さ
れ
た
自
由
な
決
定
に
委
ね
ら
れ
て

い
る
。
第
三
者
の
権
威
に
よ
る
司
法
的
解
決
に
紛
争
を
付
託
す
る
こ
と
に
対
す
る
主
権
国
家
に
よ
る
決
定
の
選
択
的
性
質
が
変
更
さ
れ
る
べ

き
か
ど
う
か
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
自
体
に
か
か
わ
る
問
題
で
は
な
く
、
国
際
社
会
の
基
本
的
な
観
念
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
特
性
に
か
か
わ
る
問
題

で
あ
る｣
と
論
じ
た
。S.O

da,op.cit.,pp.31-32.

四

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
と
活
性
化
の
実
相

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
克
服
さ
れ
た
か

一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
九
○
年
代
に
か
け
て
、
さ
ら
に
二
一
世
紀
初
頭
の
今
日
ま
で
の
二
○
年
ほ
ど
の
間
に
、
国
際
社
会
の
厳
し
い

政
治
状
況
も
徐
々
に
変
化
し
て
き
た
。
と
く
に
八
○
年
代
末
か
ら
九
○
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
の
第
二
次
大
戦
後
の
戦
後
史
に
お
け
る
画

期
的
な
歴
史
的
契
機
と
も
い
え
る
冷
戦
体
制
の
終
焉
に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
、
将
来
へ
の
夢
や
望
み
を
託
し
た
、
冷
戦
後
の
新
た
な

国
際
秩
序
の
樹
立
に
向
け
て
、
そ
の
た
め
の
第
一
歩
を
踏
み
出
す
こ
と
が
国
際
社
会
全
体
の
レ
ベ
ル
で
開
始
さ
れ
た
。
そ
の
文
脈
の
も
と

で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
凋
落
化
か
ら
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
性
化
へ
の
転
換
、
そ
れ
に
向
け
た
歩
み
も
着
実
に
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
動
向
と
そ
の
後

の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
性
化
状
況
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
深
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
凋
落
化
か
ら
Ｉ
Ｃ

Ｊ
活
性
化
へ
の
新
た
な
展
開
は
、
国
際
社
会
の
構
造
変
化
や
冷
戦
体
制
に
と
も
な
う
、
戦
後
世
界
に
お
け
る
多
く
の
国
々
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ

不
信
が
解
消
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
の
脱
却
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
ま
た
、
そ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
背
景
要
因

が
払
拭
な
い
し
克
服
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。

島
大
法
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九
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
再
生
な
い
し
活
性
化
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢

不
死
鳥
の
如
く
再
生
し
た｣

と
い
わ
れ
る

(

１)

。
こ

れ
ま
で
も
、
そ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
性
化
や
再
生
あ
る
い
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
況
に
つ
い
て
は
、
多
々
積
極
的
に
評
価
さ
れ
歓
迎
す
べ
き
こ
と

と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た

(

２)

。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
司
法
活
動
を
め
ぐ
る
今
日
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
本
年

(

二
○
○
五
年)

秋
の
国
連
総
会
に

提
出
さ
れ
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
動

(

二
○
○
四
年
八
月
か
ら
二
○
○
五
年
七
月
ま
で
の
一
年
間
の
活
動)

に
関
す
る
年
次
報
告
書
の
な
か
で
、

次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
ま
で
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
は
多
く
の
事
件
が
係
属
中
で
あ
っ
た
。
一
九
七
○
年
代
に
は
総
件
名
簿
に
は
係
属
中
の

事
件
と
し
て
一
件
か
二
件
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
九
○
年
か
ら
九
七
年
に
か
け
て
は
そ
の
数
は
九
件
な
い
し
一
三
件
で
あ
り
、

そ
の
後
は
二
○
件
以
上
が
常
時
係
属
中
で
あ
っ
た
。
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
付
託
さ
れ
た
争
訟
事
件
に
つ
い
て
、
こ
の
一
年
間
に
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
総
件
名
簿
二
一
件
の
う
ち
一
○
件
を
処
理
し
、
現
在
な
お
一
一
件
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
係
属
中

(

二
○
○
五
年
九
月
末
時
点
で
は
一
二
件
。

こ
れ
ま
で
は
か
な
り
多
く
の
事
件
が
係
属
し
、
仕
事
量
も
過
重
で
あ
っ
た
が
、
国
際
裁
判
所
の
活
動
に
と
っ
て
は
こ
れ
ぐ
ら
い
の
事
件
数
が
合
理
的

で
あ
る
と
い
う)

で
あ
る

(

８)

、
と
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
史
久�(Shi

Jiuyong)

は
、
次
の
よ
う
な
所
見
を
述
べ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
連

の
主
要
な
司
法
機
関
た
る
地
位
に
あ
っ
て
、
ま
た
一
般
的
な
管
轄
権
を
有
す
る
唯
一
の
国
際
司
法
機
関

(the
only

international
judi-

cial
body

to
possess

general
jurisdiction)

と
し
て
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
や
国
際
法
の
推
進
・
適
用
に
お
い
て
も
き
わ
め
て

重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
国
際
社
会
に
寄
与
し
て
い
る
。
近
年
、
国
連
事
務
総
長
も
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢

国
家
間
紛
争
に
つ
い

て
裁
判
す
る
国
際
シ
ス
テ
ム
の
中
心｣

に
あ
り
、
本
年
の
世
界
サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
も

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
家
間
紛
争
に
つ
い
て
の
裁
判
や
そ

の
価
値
あ
る
活
動
の
展
開
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
有
す
る｣

こ
と
が
各
国
首
脳
達
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
来

年
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
創
設
六
○
周
年
に
向
け
て
、
六
○
年
前
に
国
連
憲
章
の
起
草
者
達
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
た
希
望
を
立
証
し
、
託
さ
れ
た
使
命

を
完
遂
す
べ
く
努
力
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
た

(

４)

。

こ
の
よ
う
に
、
近
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
況
状
況
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
再
生
あ
る
い
は
活
性
化
と
い
っ
た
言
葉
で
表
現
さ
れ
受
け
と
め

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(
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ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
司
法
活
動
の
量
的
側
面
に
お
い
て
は
確
実
な
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
れ
は
質
的
側

面
に
お
い
て
も
、
国
家
間
紛
争
や
国
際
法
問
題
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
や
勧
告
的
意
見
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
例
の
実
質

的
意
義
や
国
際
法
発
展
へ
の
影
響
と
い
っ
た
観
点
か
ら
積
極
的
に
評
価
さ
れ
う
る
価
値
を
有
す
る
こ
と
も
否
定
さ
れ
え
な
い
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
ら
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
動
の
量
的
・
質
的
側
面
に
お
け
る
拡
大
展
開
は
、
一
面
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
オ
ー
バ
ー
・
ワ
ー
ク
に
か
か
わ
る
問
題
な
ど

を
内
在
す
る
が
、
全
体
的
に
は
、
一
応
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
諸
国
に
よ
る
信
頼
の
回
復
・
増
大

(

５)

と
と
も
に
、
積
極
的
に
評
価
し
歓
迎
す
べ

き
こ
と
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
反
面
、
こ
れ
に
関
連
し
て
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
の
背
景
要
因
と
の
関
連
が
、
ど
う
し
て

も
頭
か
ら
離
れ
な
い
こ
と
も
、
確
か
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
設
立
以
来
、
こ
れ
ま
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
動
状
況
を
全
般
的
に
概
観
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
平
坦
で
順
風
満
帆
と
は
い

か
ず
、
多
く
の
障
害
に
直
面
し
、
紆
余
曲
折
を
経
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
一
般
的
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
体
系
に
か
か
わ
る
あ
れ

こ
れ
の
内
在
的
・
外
在
的
な
要
因
が
介
在
し
た
。
そ
れ
は
ま
た
、
根
底
の
問
題
と
し
て
、
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
、
国
際
法
の
分

権
的
性
格
、
国
際
社
会
の
構
造
変
化
、
冷
戦
体
制
な
ど
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
法
の
発
展
過
程
に
お
け
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
基
本
的
関
連

要
因
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
一
般
的
な
関
連
要
因
は
、
さ
ら
に

｢

法
の
支
配｣

と
の
関
連
で
は
、
国
際
裁
判
の

｢

同
意
原
則｣

や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
シ
ス
テ
ム
全
体
に
お
け
る
基
本
的
な
組
織
枠
組
み
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
、
あ
る
い
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
諸

国
の
対
応
な
ど
、
個
別
具
体
的
な
問
題
と
も
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
凋
落
化
か
ら
活
性
化
へ

の
転
換
に
か
か
わ
る
文
脈
の
も
と
で
、
か
つ
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
す
で
に
克
服
さ
れ
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
Ｉ
Ｃ

Ｊ
の
役
割
や
機
能
展
開
に
か
か
わ
る
基
本
的
な
組
織
枠
組
上
の
い
く
つ
か
の
問
題
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
論
及
し
て
み

た
い
と
思
う
。
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Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
設
立
当
初
、
国
連
の
主
要
な
司
法
機
関
と
し
て
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
に
お
け
る
国
連
の
活
動
や
役
割
に
か
か
わ
っ
て
、

中
心
的
な
地
位
を
占
め
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
機
能
を
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
連
全
体
の
平
和
的
な
紛
争
解
決
の
活
動
面
に
お

け
る
き
わ
め
て
重
要
な
任
務
を
担
い
、
そ
の
役
割
を
積
極
的
に
は
た
す
こ
と
が
予
期
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
そ
の
設
立
に
あ

た
っ
て
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
に
関
す
る

｢

国
連
の
プ
ラ
ン
に
お
け
る
中
心
的
な
位
置｣

を
占
め
て
機
能
し
、
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢

戦
争
の
惨
害
を
経
験
し
た
世
界
に
お
け
る
正
義
と
法
の
指
標
と
し
て
、
戦
争
や
野
蛮
な
力
の
支
配
に
と
っ
て
か
わ
る
機
能｣

を
有
す
る
、

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
的
な
理
念
や
精
神
に
関
し
て
は
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ハ
ー
グ
の
平
和
宮
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
開
所
式

(

一
九
四
六
年
四
月
一
八
日)
に
お
い
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
国
連
機
関
の
な
か
で
も
格
別
な
重
要
性
を
も
つ
機
関
で
あ
り
、
世
界
の
恒
久
平

和
の
達
成
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
設
立
の
主
眼
は
国
際
裁
判
に
よ
る
平
和
の
確
保
と
、
そ
の
た
め
の
新
た
な
国

際
秩
序
の
樹
立
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
第
二
回
国
連
総
会
に
お
い
て
も
、
国
連
諸
機
関
お
よ
び
国
連
加
盟
国
に
よ
る
Ｉ

Ｃ
Ｊ
の
積
極
的
な
活
用
を
促
す
決
議

(

一
七
一

(

Ⅱ)

、
一
九
四
七
年
一
一
月)

が
採
択
さ
れ
た

(

６)

。
こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
設
立
当
初
の

理
念
や
期
待
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
け
る
一
般
国
際
平
和
機
構
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
連
体
制
の
も
と
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
国

連
の
主
要
な
司
法
機
関
と
し
て
の
地
位
と
機
能
に
も
と
づ
き
、
国
際
法
の
発
展
、
国
際
紛
争
と
く
に
法
律
的
紛
争
の
解
決
、
国
連
諸
機
関

の
活
動
に
か
か
わ
る
法
律
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
機
能
を
継
承
し
て
、
よ
り
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
積
極
的
に
機
能
展
開
す

る
こ
と
を
予
期
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
の
積
極
的
か
つ
具
体
的
な
展
開
の
た
め
に
は
、
国
連
が
、
そ
し
て
ま
た

加
盟
国
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
地
位
と
任
務
を
積
極
的
に
受
諾
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄
権
に
積
極
的
に
対
応
し
、
そ
れ
を
大
い
に
活
用
す
る
こ
と
が
基

本
前
提
と
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
強
調
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
当
初
の
理
念
や
期
待
は
、
そ
の
後
、
国
連
活
動
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
動
に
お
い
て
、

ま
た
諸
国
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
対
応
の
な
か
で
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

一
九
四
○
年
代
後
半
か
ら
五
○
年
代
、
六
○
年
代
に
か
け
て
、
さ
ら
に
七
○
年
代
は
じ
め
の
国
連
創
設
四
半
世
紀
ま
で
の
時
期
に
か
け

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(
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て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
い
か
に
活
用
さ
れ
た
か
。
こ
の
時
期
を
全
体
的
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
は
紛
争
当
事
国
に
よ
っ
て
多
様
な

紛
争
が
付
託
さ
れ
、
国
連
諸
機
関
に
よ
る
法
律
問
題
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
要
請
も
か
な
り
順
調
に
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
六
○
年
代
に

な
る
と
、
そ
の
傾
向
は
徐
々
に
凋
落
化
し
、
諸
国
や
国
連
諸
機
関
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
積
極
的
な
対
応
は
影
を
薄
め
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
活
用
が

一
般
的
な
状
況
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
懸
念
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
凋
落｣

あ
る
い
は

｢

瀕
死
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ｣

と
し
て

観
念
さ
れ
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
体
系
そ
の
も
の
が
根
源
的
に
問
わ
れ
る
危
機
的
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
七
○
年
代
当
初
、
国
連
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
現
状
を
吟
味
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
性
化
に
向
け
た
打
開
策
を
い
か
に
講
じ

る
べ
き
か
を
テ
ー
マ
に
し
た
取
り
組
み
が
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
再
検
討｣

と
題
す
る
討
議
事
項
で
あ
り
、
七
○
年
の

第
二
五
回
国
連
総
会
か
ら
七
四
年
の
第
二
九
回
国
連
総
会
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
主
に
第
六
委
員
会
で
活
発
な
討
議
が
展
開
さ
れ
た
。
ま

た
、
国
連
事
務
総
長
の
質
問
書
に
も
三
八
カ
国
か
ら
回
答
が
寄
せ
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
関
連
し
て
も
、
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
体
系
に
お
け

る
司
法
的
解
決
の
地
位
、
と
り
わ
け
国
連
機
構
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
地
位
や
機
能
、
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
な
ど
に
つ
い
て
、

多
々
論
議
さ
れ
た

(

７)

。
こ
こ
で
は
、
以
下
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
役
割
再
検
討
論
議
の
場
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
種
々
の
見
解
な
ど
に
留
意
し
て
、
Ｉ
Ｃ

Ｊ
象
徴
化
の
克
服
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
性
化
に
向
け
た
い
く
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
方
策
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
検
討
し
、
主
題
に
関
す
る
全
体

的
な
検
討
作
業
の
一
助
と
し
た
い
。

ま
ず
、
国
連
憲
章
に
確
定
さ
れ
た
枠
組
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
地
位
と
機
能
に
つ
い
て
、
大
多
数
の
諸
国
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し

た
。
そ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
連
の
主
要
な
司
法
機
関
で
あ
り
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
分
野
に
お
い
て
重
要
な
機
能
を
有
す
る
こ
と
を

基
本
的
に
認
識
し
、
そ
の
う
え
で
、
現
代
国
際
社
会
の
諸
状
況
の
も
と
で
国
際
紛
争
を
平
和
的
に
解
決
し
て
法
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に

も
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
を
い
っ
そ
う
促
進
し
、
実
効
的
な
も
の
と
す
る
た
め
の
方
策
を
追
及
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
、
こ
と
を
強
調
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
は
国
際
関
係
に
お
け
る
法
の
支
配
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
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と
と
ら
え
、
紛
争
解
決
手
段
の
な
か
で
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決(

司
法
的
解
決)

を
重
要
視
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、

と
く
に
社
会
主
義
諸
国
の
見
解
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
司
法
的
解
決
に
優
位
性
を
与
え
る
こ
と
な
く
、
諸
国
の
主
権
行
使
に
よ
る
紛
争
解

決
手
段
の
自
由
選
択
を
強
調
す
る
見
解
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
は

｢

友
好
関
係
宣
言｣

の
原
則
確
認
に
従
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ

り
に
お
い
て
、
憲
章
第
三
三
条
一
項
の
法
解
釈
と
し
て
も
妥
当
で
あ
る
。

次
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
状
況
や
現
状
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
戦
後
世
界
の
複
雑
か
つ
厳
し
い
政
治
状
況
の
も
と

で
、
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
分
野
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
は
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
決
定

(

判
決
・
勧
告
的
意
見)

は
国
際
法
の
法
典
化
や
漸
進
的
発
達
の
局
面
に
お
い
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
重
要
な
役
割
を
は
た

し
て
き
た
こ
と
な
ど
、
積
極
的
に
評
価
す
る
見
解
が
表
明
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
役
割
が
実
際
に
は
ど
の
程
度
に
実
効
的
で
あ
っ

た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
が
多
々
な
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
、
と
く
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢

平
和

的
手
段
に
よ
る
国
際
紛
争
解
決
の
た
め
の
国
連
の
プ
ラ
ン
に
お
け
る
中
心
的
な
地
位｣

に
も
と
づ
く
機
能
を
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
は
た

し
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
ま
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
判
決
や
勧
告
的
意
見
の
数
は
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
そ
れ
ら
と
比
べ
れ
ば
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
に
か
ん

が
み
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
は
期
待
さ
れ
た
ほ
ど
に
は
十
分
に
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
っ
た
指
摘
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
評
価
や
指
摘
は
、
一
般
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に
ひ
と
つ
の
事
実
の
看
破
で
あ
り
、
実
態
に
即
し
た
観
測
に
も
と
づ
く
も
の
で

あ
る
。
だ
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
戦
後
世
界
の
国
連
体
制
下
で
の
国
際
紛
争
平
和
的
処
理
体
系
全
般
の
な

か
で
、
国
連
機
構
全
体
に
よ
る
紛
争
処
理
の
態
様
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
一
環
と
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
動
は
ど
の
よ
う
に
評

価
さ
れ
う
る
か
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
も
肝
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
や
勧
告
的
意
見
の
数
が
Ｐ
Ｃ
Ｉ

Ｊ
の
場
合
と
比
べ
て
相
対
的
に
少
な
い
こ
と
も
、
こ
れ
ま
た
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
こ
れ
ま
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の

役
割
が
過
小
評
価
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
実
質
的
意
義
を
持
た
な
い
も
の
と
し
て
否
定
的
に
解
さ
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
二
九



こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
動
状
況
や
機
能
展
開
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
い
わ
ば
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
機
能
不

全
や
凋
落
化
の
傾
向
が
、
多
く
の
国
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
強
調
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
う
し
た
状
況

の
実
相
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
理
由
な
り
要
因
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討

し
、
そ
れ
ら
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
地
位
や
機
能
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
役
割
再
検
討
論
議
の
場
に
お
い
て
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
多
く
の
国
々
に
よ
っ
て
、
一

般
的
な
い
し
総
論
的
な
観
点
か
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
国
連
の
主
要
な
司
法
機
関
と
し
て
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
の
分
野
に
お
け
る
重
要
な
任

務
を
担
い
、
重
要
な
役
割
を
有
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
高
く
評
価
す
べ
き
実
績
を
踏
ま
え

て
、
そ
れ
を
発
展
的
に
継
承
し
、
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

を
樹
立
す
る
う
え
で
、
よ
り
積
極
的
か
つ
活
力
あ
る
司
法
活
動
を

展
開
す
べ
き
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
そ
れ
を
支
持
す
る
見
解
が
多
々
表
明
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
積
極
的
で
肯
定
的
な
支
持
論
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の

地
位
や
機
能
に
つ
い
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
を
実
質
的
に
は

｢

世
界
法
廷｣

あ
る
い
は
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

最
高
の
裁
判
所｣

と
位
置
づ
け
、

そ
れ
に
も
と
づ
く
積
極
的
な
捉
え
方
を
基
礎
と
す
る
部
分
が
大
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
位
置
づ
け
や
捉
え
方
は
、
か

な
ら
ず
し
も
、
す
べ
て
の
国
々
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
根
源
的
で
困
難
な
問
題
性
な
い
し
そ
れ
に
か
か
わ

る
困
難
な
要
因
が
存
在
す
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
信
、
国
際
法
不
信
が
存
在
し
た
。

こ
う
し
た
点
に
か
か
わ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
役
割
再
検
討
論
議
の
場
で
、
国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
や
発
展
段
階
の
も
と
で
、
法
を
基
礎

と
し
た
紛
争
処
理
シ
ス
テ
ム
は
ど
の
程
度
に
確
立
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
、
と
い
っ
た
点
と

の
関
連
で
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
示
さ
れ
た
。(

１)

諸
国
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
提
訴
に
躊
躇
す
る
の
は
、
国
際
社
会
に
は
国
内
社
会
と
同
程

度
の
同
質
性
が
未
だ
達
成
さ
れ
て
お
ら
ず
、
価
値
と
か
政
治
的
目
的
、
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
手
段
の
体
系
に
つ
い
て
国
々
が
異
な
る
観

念
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
、(

２)
｢

法
の
支
配
の
受
諾｣

面
に
お
い
て
、
そ
の
た
め
に
は
国
内
レ
ベ
ル
で
も
数
世
紀
に
わ
た
る
努
力
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が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
国
際
的
に
は
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
今
な
お
不
完
全
で
、
国
際
社
会
に
は

｢

統
一
的
な
国
際
正
義
の
観
念｣

が
未
だ
存

在
し
な
い
、(

３)

現
在
の
事
態
は
、
主
に
政
治
体
制
の
異
質
性
や
種
々
の
法
系
の
基
礎
に
あ
る
法
的
観
念
が
多
様
で
あ
る
こ
と
な
ど
に

と
も
な
っ
て
、
そ
の
結
果
、
諸
国
が
法
を
基
礎
と
し
た
紛
争
解
決
に
躊
躇
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
、
な
ど
の
見
解
が
表
明
さ
れ
た
。
こ
れ

ら
の
見
解
は
、
国
際
紛
争
の
司
法
的
解
決
シ
ス
テ
ム
が
よ
っ
て
た
つ
国
際
社
会
そ
の
も
の
の
基
盤
が
、
国
際
社
会
の
組
織
化
が
徐
々
に
進

展
し
て
い
る
と
は
い
え
、
国
内
社
会
と
比
べ
れ
ば
、
共
同
体
観
念
か
ら
み
て
も
な
お
不
完
全
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
国
際
法
の
能
動
的
主

体
な
い
し
実
践
主
体
で
あ
る
主
権
国
家
か
ら
な
る
多
元
的
権
力
シ
ス
テ
ム
を
核
と
し
た
社
会
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り

に
し
て
、
表
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
国
際
社
会
の
特
性
に
よ
っ
て
、
法
的
手
続
な
い
し
裁
判
に
よ
る
国
際
紛
争
の
解
決
は
一

定
の
限
界
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
も
示
し
て
い
る

(

８)

。
こ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
動
や
役
割
が
不
十
分
で
あ
り
、
あ
る
い
は
諸
国

が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
訴
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
こ
と
の
一
般
的
な
要
因
と
し
て
示
さ
れ
た
諸
点
は
、
現
行
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
体
系
の
枠
外
に
あ
る
外
在

的
な
要
因
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
を
規
律
す
る
現
行
制
度
の
一
定
の
基
礎
的
な
組
織
・
手
続
き
上
の
枠
組
み
の
な
か

で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
構
成
、
裁
判
基
準
、
管
轄
権
、
裁
判
運
営
手
続
な
ど
の
面
に
内
在
す
る
問
題
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ

れ
ら
と
有
機
的
な
相
互
関
連
性
を
も
つ
て
作
用
す
る
要
因
で
あ
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
て
お
こ

う
。第

一
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
構
成
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
の
核
心
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
上
の
不
平
等
、
不
公
正
、
不
適
正
を
理
由
と
す
る
批
判

論
に
あ
り
、
そ
れ
は
直
截
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
信
へ
と
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
国
際
社
会
の
特
殊
性
と
の
関
連
で
み
れ
ば
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ

の
独
立
性
に
た
い
す
る
疑
念
や
危
惧
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
組
織
枠
組
み
の
な
か
で
も
、
と
く
に
、
第
三

世
界
諸
国
あ
る
い
は
発
展
途
上
諸
国
の
多
く
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
否
定
的
・
消
極
的
な
対
応
の
理
由
づ
け
と
し
て
顕
在
化
し
強
調
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
に
不
満
を
表
明
し
批
判
的
な
対
応
を
示
し
た
諸
国
は
、
国
際
社
会
の
発
展
状
況
や
構
造
変
化
の
進
展
に

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)
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対
応
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
を
も
改
革
す
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、
ま
た

｢

新
た
な
文
明
形
態
や
法
系｣

、｢

世
界
の
法
文
化｣

、｢

あ
ら
ゆ
る
現
代

法
思
想
の
潮
流｣

な
ど
に
留
意
し
、
こ
れ
ら
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
に
適
正
に
反
映
す
る
よ
う
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
ら
は
と

く
に
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
の
新
興
諸
国
の
多
く
に
よ
る
強
い
主
張
で
あ
り
、
社
会
主
義
諸
国
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
多
く
も
こ
れ

を
支
持
す
る
立
場
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
国
際
関
係
に
お
け
る
適
正
か
つ
平
等
な
代
表
性
を
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
投
影
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
政
治
的
主
張
で
も
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
主
張
の
当
否
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
困
難
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
に

か
か
わ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
留
意
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
現
行
制
度
の
も
と
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程

第
二
条
お
よ
び
第
九
条
に
定
め
る
基
準
や
留
意
事
項
に
も
と
づ
き
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
構
成
も
し
く
は
裁
判
官
選
任
手
続
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
裁
判
官
席
の
配
分
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
○
年
代
半
ば
以
降
、
明
文
規
定
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
紳

士
協
定
に
も
と
づ
く
政
治
的
・
地
理
的
配
分
を
重
視
す
る
観
点
か
ら
、
西
欧
そ
の
他
五
、
東
欧
二
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
二
、
ア
ジ
ア
三
、

ア
フ
リ
カ
三
と
設
定
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
定
さ
れ
た
配
分
枠
内
に
お
い
て
裁
判
官
の
選
出
が
行
な
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
配
分
方
法
は
国

連
の
政
治
的
機
関
で
あ
る
安
全
保
障
理
事
会
に
お
け
る
理
事
国
一
五
の
配
分
方
法
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は
、
司
法
機
関
の
構
成
に

か
か
わ
る
法
的
基
準
と
し
て
は
た
し
て
妥
当
か
ど
う
か
、
そ
の
妥
当
性
や
適
切
性
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
余
地
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実

際
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
配
分
方
式
が
採
用
さ
れ
る
以
前
の
状
況
に
比
べ
れ
ば
、
改
善
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
あ
る
程
度｢

適
性
か
つ
平
等｣

な
配
分
が
実
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

第
二
は
、
裁
判
基
準
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
裁
判
基
準
に
た
い
す
る
不
信
感
な
い
し
批
判
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
積
極
的
な

活
用
を
敬
遠
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
提
訴
を
躊
躇
さ
せ
る
要
因
で
あ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
に
関
連
し
た
改
革
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
た
。
こ
れ

に
関
連
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
第
三
八
条
に
定
め
る
裁
判
基
準
、
す
な
わ
ち
、
条
約
、
慣
習
国
際
法
、
法
の
一
般
原
則
を
裁
判
基
準
と
し
て
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適
用
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
格
別
な
異
論
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
他
方
、
国
連
総
会
や
安
全
保
障
理
事
会
の
決
議
と

か
宣
言
を
新
た
な
裁
判
基
準
と
し
て
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
法
の
一
般
原
則
に
つ
い
て
、｢

文
明
国
が

認
め
た
法
の
一
般
原
則｣

と
い
う
表
現
は
旧
植
民
地
主
義
の
用
語
上
の
遺
物
で
あ
る
か
ら
修
正
な
い
し
削
除
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
提

案
な
り
主
張
が
新
興
諸
国
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
法
の
一
般
原
則
の
実
質
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
批
判
な
り
修
正
と
い
う

よ
り
も
、
修
飾
語
の

｢
文
明
国｣

を

｢

国
際
社
会｣

に
変
更
す
る
な
ど
の
用
語
修
正
の
み
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

裁
判
基
準
に
関
す
る
問
題
の
核
心
は
、
本
質
的
に
は
、
裁
判
の
準
則
な
い
し
基
準
と
し
て
の
国
際
法
の
規
範
性
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ

り
、
国
際
法
規
範
の
実
質
内
容
の
妥
当
性
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
批
判
的
見
解
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
伝
統
的
な

国
際
法
体
系
に
対
す
る
修
正
な
い
し
そ
の
大
幅
な
変
革
を
求
め
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
か
ん
が
み
て
も
、
新
た
な
国
際
法
の
形

成
発
展
を
よ
り
促
進
し
、
裁
判
基
準
と
し
て
の
国
際
法
規
範
の
現
代
化
を
い
っ
そ
う
推
進
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。
そ
れ
は
、
国
際
法

の
全
分
野
に
お
け
る
法
典
化
と
漸
進
的
発
達
を
い
っ
そ
う
推
進
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。

第
三
は
、
管
轄
権
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
管
轄
権
の
拡
大
・
強
化
が
事
項
管
轄
お
よ
び
人
的
管
轄
の
両
面
に

つ
い
て
強
調
さ
れ
た
。
ま
ず
、
争
訟
機
能
に
関
す
る
事
項
管
轄
面
で
の
主
要
な
論
点
は
、
選
択
条
項

(

Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
第
三
六
条
二
項)

シ

ス
テ
ム
の
も
と
で
の
強
制
管
轄
権
に
つ
い
て
で
あ
る
。
一
つ
は
、
強
制
管
轄
権
を
受
諾
し
て
い
る
諸
国
の
数
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
当
事
国
の
三

分
の
一
程
度
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
状
況
に
か
ん
が
み
て
、
受
諾
国
の
数
を
い
か
に
し
て
増
大
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
二
つ
に

は
、
い
か
に
し
て
真
の
意
味
で
の
強
制
管
轄
権
の
確
立
を
は
か
る
か
、
つ
ま
り
受
諾
宣
言
に
付
さ
れ
て
い
る
留
保
、
と
く
に
自
動
的
留
保

な
ど
の
逃
避
条
項
を
含
む
多
様
な
留
保
等
を
い
か
に
し
て
削
減
な
い
し
撤
廃
さ
せ
る
か
、
と
い
っ
た
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
留
保
は
、

そ
の
性
質
や
内
容
に
か
ん
が
み
て
も
、
強
制
管
轄
権
制
度
の
理
念
や
実
質
を
あ
き
ら
か
に
空
洞
化
し
形
骸
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
い

て
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
積
極
的
な
機
能
展
開
や
活
性
化
に
た
い
す
る
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
も
な
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
多
く

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？
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の
諸
国
も
そ
の
問
題
性
を
批
判
的
に
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
対
応
策
と
し
て
、
例
え
ば
、
国
連
総
会
決
議
あ
る
い
は
事
務
総
長
勧
告

の
形
で
、
強
制
管
轄
権
を
未
だ
受
諾
し
て
い
な
い
国
々
に
対
し
て
、
で
き
る
だ
け
留
保
を
付
さ
な
い
で
受
諾
す
る
よ
う
促
す
と
と
も
に
、

す
で
に
受
諾
宣
言
を
し
て
い
る
諸
国
に
対
し
て
も
、
受
諾
宣
言
に
強
制
管
轄
権
を
否
定
す
る
よ
う
な
留
保
や
条
件
な
ど
を
付
し
て
い
る
諸

国
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ら
を
修
正
な
い
し
撤
廃
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
強
制
管
轄
権
を
受
諾
す
る
意
思
を

も
つ
諸
国
間
で
、
そ
の
受
諾
の
事
項
内
容
に
つ
い
て
、
共
同
の
調
整
さ
れ
た
宣
言
と
か
協
定
に
よ
り
、
意
思
統
一
を
は
か
る
こ
と
も
提
示

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
現
行
制
度
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
枠
内
で
国
家
意
思
の
表
明
に
よ
っ
て
実
行
で
き
る
方
法
で
あ
り
、

そ
の
実
際
上
の
可
能
性
や
効
果
の
点
で
疑
問
が
残
る
と
し
て
も
、
取
り
組
む
べ
き
価
値
は
充
分
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

人
的
管
轄
面
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
諸
国
に
よ
っ
て
そ
の
拡
大
が
強
調
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
当
事
者
資
格
を
国
家
だ
け
で
な
く

国
際
組
織
や
個
人
に
も
認
め
、
ま
た
勧
告
的
意
見
要
請
権
を
現
在
そ
の
権
限
を
有
す
る
機
関
以
外
の
国
際
組
織
や
国
家
に
も
認
め
る
べ
き

こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
人
的
管
轄
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
を
い
っ
そ
う
活
性
化
し
促
進
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て

提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
提
案
な
り
提
示
は
、
一
概
に
否
定
さ
れ
え
な
い
メ
リ
ッ
ト
を
も
包
含
し
て
お
り
、
検
討
に
値
す
る
。
確
か
に
、

国
際
社
会
の
組
織
化
の
進
展
あ
る
い
は
国
際
法
主
体
の
観
念
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
、
国
際
組
織
や
個
人
が
国
際
関
係
に
お
い
て
占
め
る

地
位
や
役
割
が
し
だ
い
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
現
状
に
か
ん
が
み
て
も
、
争
訟
管
轄
権
に
お
い
て
国
際
組
織
や
個
人
に
訴
訟
当
事
者
資
格
を

認
め
る
こ
と
は
、
理
念
的
に
、
国
際
社
会
に
お
け
る
法
の
支
配
の
基
礎
を
確
立
し
強
化
す
る
う
え
で
も
重
要
な
意
味
を
も
つ

(

９)

。
だ
が
、
い

ず
れ
の
提
案
も
そ
れ
を
具
体
化
す
る
に
際
し
て
は
、
従
来
の
国
際
裁
判
の
基
本
的
な
観
念
を
修
正
し
、
現
行
制
度
の
根
本
的
な
変
革
を
も

必
要
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
提
案
に
対
し
て
、
か
な
り
多
く
の
諸
国
が
消
極
的
な
い
し
否
定
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
、
実
際
に
は
具
体
的
な
制
度
改
革
を
実
行
に
移
す
こ
と
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
な
お
相
当
の
論
議
や

検
討
を
積
み
重
ね
、
諸
国
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
も
と
づ
い
て
制
度
化
を
は
か
る
方
向
で
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
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第
四
は
、
裁
判
運
営
手
続
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
審
理
手
続
き
の
迅
速
化
や
簡
素
化
を
は
か
る
必
要
性
が
強

調
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
の
方
策
と
し
て
、
特
別
裁
判
部
や
簡
易
手
続
部
で
の
審
理
を
で
き
る
だ
け
活
用
す
る
こ
と
、
ま
た
先
決
的
抗
弁
や

管
轄
権
に
関
す
る
問
題
を
迅
速
に
決
定
す
る
こ
と
、
陳
述
段
階
の
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
提
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
提

案
の
意
図
は
、
迅
速
な
裁
判
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
効
果
と
し
て
、
諸
国
に
よ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
用
を
増
大
さ
せ
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
を
促
進
す

る
こ
と
へ
の
期
待
に
あ
る
。
ま
た
、
訴
訟
経
費
に
つ
い
て
、
そ
の
経
費
が
か
な
り
高
額
で
あ
る
こ
と
は
、
と
く
に
発
展
途
上
国
に
よ
る
Ｉ

Ｃ
Ｊ
へ
の
提
訴
に
束
縛
的
な
影
響
を
与
え
が
ち
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
か
ぎ
り
訴
訟
経
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ

る
、
と
指
摘
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
、
訴
訟
経
費
を
自
国
の
財
源
か
ら
全
面
的
に
負
担
し
え
な
い
諸
国
に
た
い
し
て
は
、

国
連
総
会
の
決
定
に
も
と
づ
き
国
連
の
通
常
経
費
か
ら
援
助
し
、
あ
る
い
は
国
連
で
特
別
基
金
を
設
け
て
適
当
な
場
合
に
そ
れ
か
ら
訴
訟

経
費
を
充
当
す
る
な
ど
の
方
法
に
つ
い
て
提
案
さ
れ
た
。
な
お
、
裁
判
運
営
上
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
七
二
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
則
の
一
部

改
正
に
よ
っ
て
、
裁
判
運
営
手
続
き
上
の
問
題
を
解
決
す
る
措
置
が
と
ら
れ
た
。
そ
の
規
則
改
正
で
は
、
と
く
に
特
別
裁
判
部
や
簡
易
手

続
部
の
活
用
、
先
決
的
抗
弁
に
関
す
る
迅
速
な
決
定
、
口
頭
・
書
面
に
よ
る
陳
述
手
続
の
簡
素
化
な
ど
の
点
に
つ
い
て
改
正
さ
れ
た
。
多

く
の
諸
国
も
こ
の
規
則
改
正
を
歓
迎
し
、
改
正
さ
れ
た
諸
点
が
今
後
の
裁
判
運
営
面
に
お
い
て
実
際
に
改
善
策
と
し
て
生
か
さ
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
旨
の
見
解
を
表
明
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
七
○
年
代
当
初

(

七
○
年
か
ら
七
四
年
ま
で)
、
国
連
総
会
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
役
割
再
検
討
論
議
の
場
で
、
い
か
に
し

て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
凋
落
化
か
ら
脱
却
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
性
化
を
は
か
る
べ
き
か
、
と
い
う
課
題
に
つ
い
て
多
く
の
国
々
に
よ
る
積
極
的
な
論
議

が
展
開
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
戦
後
世
界
の
変
動
的
で
厳
し
い
時
代
状
況
を
背
景
に
し
て
次
第
に
深
刻
な
状
況
と
な
り
顕
在

化
し
て
き
た

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
象
徴
化｣

を
い
か
に
し
て
克
服
す
る
か
、
と
い
う
重
要
か
つ
困
難
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
取
り
組
み

で
も
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？
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Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
性
化
、
つ
ま
り
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
を
促
進
し
強
化
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
提
示
さ
れ
た
提
案
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
う

ち
の
い
く
つ
か
は
そ
の
後
に
具
体
化
さ
れ
た
が

(�)
、
多
く
の
提
案
は
そ
れ
ら
を
直
ち
に
実
行
し
具
体
化
す
る
に
は
困
難
を
と
も
な
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
全
体
的
に
、
実
践
し
具
体
化
す
る
う
え
で
、
現
行
制
度
の
範
囲
内
で
そ
の
可
能
性
を
探
求
し
つ
つ
実
践
可
能
な
も

の
と
、
そ
れ
を
直
ち
に
行
な
う
こ
と
は
困
難
で
、
現
行
制
度
の
部
分
的
あ
る
い
は
大
幅
な
変
革
に
よ
っ
て
意
図
す
る
改
革
が
行
な
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
を
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
問
題
に
関
連
し
て
は
、
裁
判
官
の
増
員

(

現
在
の
一
五
名
か

ら
一
九
名
あ
る
い
は
二
一
名
な
ど)

に
よ
っ
て
裁
判
官
席
の
よ
り
適
正
で
平
等
な
配
分
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
提
案
は
、
司
法

機
関
と
し
て
の
適
正
規
模
の
問
題
に
も
か
か
わ
っ
て
、
そ
れ
を
実
際
に
具
体
化
す
る
に
は
か
な
り
困
難
を
と
も
な
う
要
因
を
内
在
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
訴
訟
当
事
者
資
格
を
国
家
だ
け
で
な
く
国
際
組
織
や
個
人
に
も
認
め
、
ま
た
、
勧
告
的
意
見
要
請
権
限
を
現

在
そ
の
権
限
を
有
し
て
い
る
国
際
機
関
以
外
の
国
際
組
織
や
国
家
な
ど
に
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
、
人
的
管
轄
面
で
の
拡
大
提

案
は
、
従
来
の
国
際
裁
判
の
基
本
枠
組
み
と
く
に
こ
れ
ま
で
の
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
シ
ス
テ
ム
の
基
本
枠
組
み
を
根
本
的
に
変
革
せ
ざ
る

を
え
な
い
内
容
の
も
の
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
提
案
の
意
図
は
理
念
的
に
は
肯
定
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
実
際
の
制
度
改

革
は
け
っ
し
て
容
易
で
な
く
、
多
く
の
慎
重
に
検
討
す
べ
き
課
題
を
内
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
の
促
進
強
化
策
等
を
め
ぐ
る
論
議
を
顧
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
す
る
諸
国
の
対
応
や
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
同
一
歩
調
を
と
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
諸
国
の
対
応
や
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
欧
米
諸
国
、
中
東
欧
諸
国
、

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的
な
見
解
な
り
対
応
に
つ
い
て
概
観
す
れ
ば
、
次
の

よ
う
に
示
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
欧
米
諸
国
の
多
く
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
の
促
進
に
か
な
り
熱
心
で
、
そ
の
た
め
の
方
策
を
具
体
化

す
る
う
え
で
、
現
行
制
度
の
改
革
、
つ
ま
り
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
や
国
連
憲
章
の
関
連
規
定
の
改
正
を
要
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
を
積
極
的
に
推

進
す
る
方
向
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
中
東
欧
諸
国
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
の
促
進
に
否
定
的
で
な
い
が
、
そ
の
具
体
的
方
策
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の
探
求
に
あ
た
っ
て
は
、
む
し
ろ
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活
動
を
国
際
の
平
和
や
安
全
の
維
持
と
い
っ
た
国
連
の
基
本
的
な
任
務
や
目
的
に
い
か
に
適
合

さ
せ
る
か
、
と
い
っ
た
点
を
重
要
視
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
諸
国
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
よ
り
高
度
な
実
効
性
を
確
保
す
る
方
法
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｊ
活
動
を
国
連
憲
章
や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
に
厳
格
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
憲
章
や
規
程
の
も
と
で
の
潜
在
的
な
可
能
性
を
探

求
し
活
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
た
ず
ら
に
憲
章
や
規
程
の
改
正
を
企
図
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
新

興
諸
国
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
多
く
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
機
能
の
促
進
問
題
に
つ
い
て
、
現
行
制
度
の
再
検
討
に
も
と
づ
く
改
革
な
い
し
改

善
の
方
向
で
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
と
く
に
、
こ
れ
ら
の
国
々
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
社
会
に
お
け
る
歴
史
的
な
立
場
と
の
関
連

で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
構
成
や
裁
判
基
準
な
ど
の
面
で
の
伝
統
的
な
枠
組
み
に
対
す
る
変
革
を
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た

(�)

。

さ
て
、
以
上
に
お
い
て
、
七
○
年
代
当
初
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
役
割
再
検
討
論
議
を
素
材
に
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
凋
落
化
の
克
服
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
活

性
化
へ
の
探
求
の
プ
ロ
セ
ス
の
一
端
を
ご
く
簡
単
に
概
観
し
て
み
た
。
こ
の
あ
と
、
八
○
年
代
、
九
○
年
代
、
そ
し
て
二
一
世
紀
初
頭
の

今
日
に
か
け
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
次
第
に
機
能
回
復
し
活
性
化
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
九
○
年
代
以
降
の
冷
戦
後
世
界
の
新
た
な
状
況
下
で
の

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
動
状
況
は
、
そ
の
時
々
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
の
所
見
に
も
示
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
新
た
な
Ｉ
Ｃ
Ｊ
司
法
政
策
の
設
定
に
向
け
た

積
極
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
招
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た

(�)
。
そ
し
て
、
冷
戦
後
、
今
日
ま
で
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
況
や
活
性
化
は
、
ま
さ
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ

の
再
生
を
意
味
し
、
そ
れ
を
体
現
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
象
徴
化｣

と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ

の
存
在
理
由
な
り
存
在
意
義
が
根
源
的
に
問
わ
れ
た
事
態
な
り
状
況
は
、
現
在
の
よ
う
な
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
性
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
な
お

完
全
に
は
超
克
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
な
り
要
因
が
伏
在
し
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
と
く

に
国
際
社
会
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

あ
る
い
は
そ
の
具
体
的
な
表
象
と
も
い
え
る
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
に
対
す
る
国
々
の
態
度
な
り

対
応
に
、
そ
の
現
実
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
り
わ
け
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄
権
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
実
態
に
そ
れ
を
み
る
こ
と
が

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)
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で
き
る
と
い
え
よ
う
。

こ
れ
ま
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄
権
を
め
ぐ
る
論
議
の
な
か
で
、
最
も
重
視
さ
れ
、
最
も
激
し
く
論
議
さ
れ
て
き
た
論
点
は
、
強
制
管
轄
権
も

し
く
は
義
務
的
管
轄
権
の
制
度
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
は
、
か
つ
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
前
身
で
あ
る
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
の
創
設
期
に

お
け
る
管
轄
権
問
題
に
関
す
る
論
議
に
お
い
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
管
轄
権
を
任
意
的
な
も
の
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
一
般
的
に
強
制
的

(

義
務

的)

な
も
の
と
す
る
か
、
つ
ま
り
、
紛
争
の
一
方
の
当
事
国
に
よ
る
裁
判
所
へ
の
一
方
的
提
訴
に
対
し
て
他
方
の
当
事
国
は
応
訴
義
務
を

有
す
る
と
す
べ
き
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
論
議
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
妥
協
の
産
物
と
し
て
、
選
択
条
項
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
選
択
条
項
制
度
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
制
度
化
さ
れ
た
。
こ
の
選
択
条
項
制
度
に
も
と
づ
く
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄

権
の
本
質
的
な
側
面
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
裁
判
所
の
管
轄
権
を
強
制
的
あ
る
い
は
義
務
的
な
も
の
と
し
て
事
前

に
応
諾
す
る
こ
と
を
、
国
家
が
自
由
意
志
に
も
と
づ
い
て
任
意
に
表
明
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
基
礎
を
お
い
て
設
定
さ
れ
た
シ

ス
テ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
要
す
る
に
、
国
際
裁
判
の
本
質
的
な
要
件
で
あ
る

｢

同
意
原
則｣

を
基
調
と
し
、
そ
れ
を
体
現
す
る
も
の
で

あ
る

(�)
。

国
際
社
会
の
特
殊
な
権
力
構
造
の
も
と
で
、
国
際
裁
判
史
に
お
け
る
発
展
的
な
表
象
の
ひ
と
つ
は
任
意
的
裁
判
か
ら
義
務
的
裁
判
へ
の

発
展
で
あ
る
。
こ
れ
を
い
か
に
し
て
実
質
化
す
る
か
に
つ
い
て
、
そ
の
時
々
の
歴
史
状
況
や
時
代
状
況
を
背
景
に
し
て
、
理
想
と
現
実
の

は
ざ
ま
の
な
か
で
常
に
模
索
さ
れ
て
き
た
。
国
際
裁
判
の
義
務
化
、
そ
れ
を
い
か
に
推
進
し
具
現
す
る
か
は
、
国
際
社
会
に
と
っ
て
も
、

国
際
法
秩
序
に
と
っ
て
も
、
重
要
な
課
題
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
国
際
平
和
や
こ
れ
を
基
調
と
す
る
国
際
秩
序
の
樹

立
、
あ
る
い
は
国
際
関
係
に
お
け
る
法
の
支
配
の
確
立
に
お
い
て
も
、
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
き
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄
権
の
義
務
化
は
、
実
際
に
は
、
紛
争
当
事
国
間
の
任
意
的
な
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
特
別
付
託
合
意(

コ
ン
プ
ロ
ミ
ー)

に
も
と
づ
く
紛
争
付
託
を
別
と
し
て
、
選
択
条
項
制
度
に
も
と
づ
く
強
制
管
轄
権
の
受
諾
、
裁
判
条
約
や
諸
条
約
中
の
付
託
条
項
に
も
と
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づ
く
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
紛
争
付
託
な
ど
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
。
最
近
の
状
況

(

二
○
○
五
年
七
月
末
現
在)

は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
程
当
事
国
一
九

一
カ
国
の
う
ち
、
選
択
条
項
受
諾
宣
言
国
数
六
五
カ
国
で
あ
り
、
こ
の
ほ
か
約
三
○
○
の
条
約
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
紛
争
付
託
条
項
が
挿
入
さ

れ
て
い
る

(�)
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
管
轄
権
の
義
務
化
に
か
か
わ
っ
て
留
意
す
べ
き
点
の
ひ
と
つ
は
、
強
制
管
轄
権
受
諾
の
量
的
拡
大
に
あ
る
が
、
よ
り

重
要
な
こ
と
は
義
務
化
を
実
質
的
な
も
の
と
す
る
う
え
で
い
か
に
し
て
質
的
展
開
を
推
進
す
る
か
に
あ
る
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
新
た
な
司

法
政
策
の
設
定
に
向
け
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
模
索
に
お
い
て
も
留
意
す
べ
き
基
本
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
具
体
化
に
向
け
て
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｊ
の
内
在
的
・
外
在
的
要
因
に
か
か
わ
る
問
題
状
況
の
克
服
や
改
革
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
成
否
に
影
響
さ
れ
る
度
合
い
が
大
で
あ

る
が
、
そ
の
基
礎
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
諸
国
の
積
極
的
な
政
治
的
意
思
決
定
に
依
拠
し
影
響
さ
れ
る
部
分
も
か
な
り
大
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
新
た
な
司
法
政
策
設
定
の
試
み
と
模
索
の
文
脈
の
も
と
で
は
、
国
家
以
外
の
法
主
体
に
た
い
す
る
人
的
管
轄

(

裁
判
当
事
者

資
格
、
出
訴
権)

の
拡
大
や
、
裁
判
の
義
務
化
を
よ
り
促
進
す
る
観
点
か
ら
選
択
条
項
に
も
と
づ
く
強
制
管
轄
権
の
受
諾
の
量
的
・
質
的

拡
大

(

受
諾
国
数
の
増
大
、
受
諾
宣
言
内
容
を
否
定
し
形
骸
化
さ
せ
る
よ
う
な
留
保
な
ど
い
わ
ゆ
る
逃
避
条
項
の
撤
廃
な
ど)

が
強
調
さ

れ
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
争
訟
機
能

(

裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
機
能)

と
の
関
連
で
は
、
判
決
に
よ
る
最
終
的
な
紛
争
解
決
へ
の
寄
与
の

ほ
か
、
宣
言
的

(

確
認)

判
決
の
付
与
と
か
、
裁
判
当
事
国

(

紛
争
当
事
国)

間
の
交
渉
を
促
進
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
る
紛
争
解
決
を
達
成

さ
せ
る
う
え
で
有
用
な
判
決
や
命
令
に
よ
る
積
極
的
な
司
法
活
動
の
展
開
に
よ
る
寄
与
な
ど
が
強
調
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
国
連
の
基
本
枠

組
み
に
設
定
さ
れ
た
国
際
平
和
維
持
シ
ス
テ
ム
に
か
か
わ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
そ
れ
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
司

法
活
動
を
よ
り
積
極
的
に
展
開
す
べ
き
こ
と
な
ど
も
強
調
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
国
連
シ
ス
テ
ム
と
Ｉ
Ｃ
Ｊ
シ
ス
テ
ム
と
の
関

連
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
国
際
法
体
系
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
地
位
と
役
割
に
つ
い
て
慎
重
に
検
討
す
べ
き
論
点
も
多
々
内
包
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
も
肝
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
基
本
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
構
成

(�)
や
裁
判
基
準
に
つ
い
て
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
新
た
な
機
能
展
開
に
か
か

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)
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わ
っ
て
検
討
す
べ
き
課
題
が
存
在
す
る
が
、
こ
こ
で
は
、
裁
判
基
準
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
際
裁

判
は
法
の
適
用
に
よ
る
紛
争
解
決
方
法
で
あ
り
、
そ
の
法
と
は
国
際
法
体
系
そ
の
も
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
適
用
す
る
主
要
な
裁
判
基
準

は
実
定
国
際
法
で
あ
り
、
条
約
と
国
際
慣
習
法
が
具
体
的
な
裁
判
上
の

(

勧
告
的
意
見
の
付
与
に
あ
た
っ
て
も)

準
則
と
し
て
適
用
さ
れ

る
。
こ
れ
ま
で
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
裁
判
基
準
を
め
ぐ
る
論
点
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
と
く
に
批
判
的
に
論
議
さ
れ
て
き
た
点
は
、
主
に
実
定
国

際
法
と
し
て
の
条
約
と
国
際
慣
習
法
の
内
実

(

妥
当
性
な
い
し
規
範
性)

に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
と
く
に
、
第
二
次

大
戦
後
の
国
際
社
会
の
構
造
変
化
に
と
も
な
う
国
際
法
の
新
展
開

(

近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
形
成
進
化
・
発
展
過
程)

に
関

連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
裁
判
基
準
に
対
す
る
諸
国
の
批
判
的
対
応
は
と
く
に
社
会
主
義
国
や
第
三
世
界
諸
国
の
対
応
と
し
て

顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
。
そ
う
し
た
文
脈
に
お
け
る
国
際
法
批
判
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
批
判
な
い
し
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
信
へ
と
直
結
し
連
動
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
否
定
的
・
消
極
的
な
対
応
の
主
な
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
裁
判
基
準
に
対
す
る
批
判
や
不
信

感
は
、
国
際
法
の
変
革
を
追
求
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
改
革

(

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
活
性
化
・
再
生)

へ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
招
来
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
諸
国
に
よ
る
そ
う
し
た
否
定
的
・
批
判
的
な
対
応
は
、
そ
の
後
、
八
○
年
代
以
降
、
と
く
に
冷
戦
後
の
新
た
な
国
際
環
境
の
も
と

で
徐
々
に
緩
和
さ
れ
、
む
し
ろ
国
際
法
の
適
用
に
よ
る
紛
争
解
決
を
積
極
的
に
受
諾
す
る
対
応
へ
と
変
化
し
転
換
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
ら
諸
国
の
そ
う
し
た
対
応
変
化
は
、
新
た
な
国
際
法
秩
序
の
樹
立
や
国
際
法
関
係
に
お
け
る
法
の
支
配
の
確
立
に
向
け
て
も
重
要

な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
新
た
な
司
法
政
策
の
策
定
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
と
く
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
よ
り
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
機
能
展
開

を
描
き
展
望
す
る
う
え
で
考
慮
す
べ
き
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
多
く
の
諸
国
の
積
極
的
な
対
応
変

化
は
、
か
つ
て

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
象
徴
化｣

あ
る
い
は

｢

象
徴
化
し
つ
つ
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ｣

と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
過
去
の
で
き
ご

と
を
超
克
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
再
生
や
活
性
化
を
実
質
的
か
つ
現
実
の
も
の
と
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
こ
と

は
さ
ら
に
、
国
際
社
会
な
い
し
国
際
関
係
に
お
け
る

｢

法
の
支
配｣

を
確
固
た
る
も
の
と
し
て
樹
立
し
、
あ
る
い
は
、
国
際
法
体
系
と
Ｉ
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Ｃ
Ｊ
体
系
と
の
相
互
連
関
の
文
脈
の
も
と
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
究
極
的
な
使
命
で
あ
る
と
思
惟
す
べ
き｢

国
際
法
の
優
位｣

と｢

平
和
の
理
念｣

と
を
連
結
さ
せ
、
そ
の
具
現
に
向
け
て
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
う
え
で
も
重
要
な
基
本
要
素
で
あ
る
と
い
え
よ
う

(�)

。

(

１)

Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
ベ
ジ
ャ
ウ
イ

(M
oham

m
ed
B
edjaoui)

は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
五
○
周
年
記
念
祝
賀
の
式
典
の
場
で
の
演
説
で
、
国
際
の
平
和
と
正

義
の
重
要
性
、
そ
の
価
値
を
強
調
し
、
一
八
九
九
年
の
第
一
回
ハ
ー
グ
平
和
会
議
以
降
の
歴
史
的
展
開
の
な
か
で
、
と
く
に
Ｐ
Ｃ
Ｉ
Ｊ
、
Ｉ

Ｃ
Ｊ
に
つ
い
て
言
及
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
惨
事
の
あ
と
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
不
死
鳥
の
如
く
再
生
し
、
今
日
、
全
盛
期
に
あ
る
こ
と
を
過
去
・

現
在
・
将
来
の
時
の
流
れ
の
な
か
で
と
ら
え
、
い
く
つ
か
の
課
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い
る
。��������������������,pp.248-

255.
(

２)

例
え
ば
、
小
田
滋

｢

国
際
司
法
裁
判
所
の
現
況｣

国
際
法
外
交
雑
誌
第
八
六
巻
六
号
、
一
八
―
一
九
頁
。
同

｢

新
時
代
を
迎
え
た
国
際
司

法
裁
判
所｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
第
九
五
二
号(

一
九
九
○
・
三
・
一
五)

、
一
三
二
―
一
四
三
頁
参
照
。
な
お
、
小
田
裁
判
官
は
、
九
五
年
の
時
点

で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
六
○
年
代
、
七
○
年
代
に
は

｢

為
す
と
こ
ろ
が
な
い
、
む
し
ろ
為
す
す
べ
が
な
い｣

と
い
う
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
著
し
い
変
化
を
遂
げ
、
第
三
世
界
と
く
に
ア
フ
リ
カ
新
興
国
の
不
信
を
か
っ
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
八
○
年
代
に
な
る
と
ア
フ
リ
カ
の
国

か
ら
積
極
的
に
利
用
さ
れ
、
現
在
で
は
一
○
件
以
上
の
事
件
が
係
属
し
て
お
り
、
国
連
の
主
要
な
司
法
機
関
で
あ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
と
っ
て
は
ま

さ
に
瞠
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て

｢
こ
れ
ま
で
国
際
司
法
裁
判
所
の
利
用
の
不
活
発
さ
、
無
視
さ
れ
た
裁
判
所
と
い
う
こ
と
を
遺

憾
と
し
て
、
裁
判
所
の
有
効
な
利
用
を
訴
え
て
き
た
国
連
あ
る
い
は
国
際
社
会
に
と
っ
て
、
現
在
裁
判
所
が
十
件
余
り
を
か
か
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
重
大
で
あ
る｣

と
論
じ
た
。
小
田
滋

｢

国
際
司
法
裁
判
所
―
回
顧
と
展
望
―

(

前
編)｣

日
本
学
士
院
紀
要
第

五
○
巻
二
号
、
六
六
―
六
八
頁
。

(

３)�������������������������������������������������������������p.2.para.9.
(

４)�Speech
by
H
.E.Judge

Shi
Jiuyong,President

of
the
international

court
of
justice,to

the
G
eneral

A
ssem

bly
of
the
U
nited

N
ations

27
O
ctober

2005�
http://w

w
w
.icj-cij.org/icjw

w
w
/ipresscom

/.../ispeech_shi_general_assem
bly_20051027.ht,

pp.7-8.
(

５)���������������������������������������
op.cit.,

p.12.
para.39.

(

６)

牧
田
幸
人

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
と
司
法
政
策

(

一)｣

島
大
法
学
第
四
四
巻
一
号
、
一
○
八
―
一
一
○
頁
参
照
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
四
一



(
７)

諸
国
の
回
答
内
容
や
論
議
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
皆
川
洸

｢

国
際
司
法
裁
判
所
の
役
割
の
再
検
討
―
国
連
事
務
総
長
の
一
九
七
一
年
報
告

書
に
つ
い
て
―｣

一
橋
論
叢
第
六
七
巻
四
号
、
四
二
五
―
四
四
一
頁
、
牧
田
幸
人

｢『

国
際
司
法
裁
判
所
の
役
割
の
再
検
討』

問
題
に
関
す

る
一
考
察
―
国
連
事
務
総
長
質
問
書
に
た
い
す
る
諸
国
の
回
答
を
主
な
素
材
と
し
て
―

(

一)
(

二
・
完)｣

日
本
法
学
第
三
八
巻
二
号
、
一

○
四
―
一
五
○
頁
、
日
本
法
学
第
三
九
巻
一
号
、
五
二
―
九
七
頁
、
牧
田

｢

国
際
司
法
裁
判
所
の
制
度
上
の
若
干
の
問
題
点
―
国
連
に
お
け

る
再
検
討
論
議
を
中
心
に
―｣

鹿
児
島
大
学
・
法
学
論
集
、
第
一
一
巻
二
号
、
四
三
―
八
三
頁
、
牧
田
、
前
掲
書
、
二
四
―
四
八
頁
な
ど
参

照
。

(

８)

こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
連
し
て
、
例
え
ば
、
高
野
教
授
の
次
の
よ
う
な
叙
述
に
注
目
し
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
裁
判
組
織
の
位
置
づ
け

や
体
系
化
に
か
か
わ
る
論
点
に
つ
い
て
思
慮
す
る
こ
と
も
有
益
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
高
野
教
授
は
、｢

国
際
組
織
は
国
際
法
社
会
の
所

産
で
あ
り
、
主
権
国
家
の
合
意
に
基
づ
く
国
家
間
の
機
能
的
な
組
織
で
あ
る｣

と
し
た
う
え
で
、
裁
判
組
織
を
あ
え
て
国
際
組
織
法
に
関
す

る
研
究
対
象
の
本
筋
か
ら
は
ず
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。｢

国
際
司
法
裁
判
所
そ
の
他
の
国
際
裁
判
に
関
す
る
組
織
と

そ
の
機
能
は
、
国
内
の
場
合
と
原
則
的
に
等
し
く
、
国
際
的
に
も
裁
判
組
織
と
し
て
、
き
わ
め
て
特
殊
な
原
理
に
支
配
さ
れ
独
特
の
性
質
を

も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
国
際
裁
判
所
が
、
ま
っ
た
く
独
立
の
国
際
組
織
と
し
て
あ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
形
式
的
に
は
国
際
連
合
と
か
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
共
同
体
な
ど
の
国
際
組
織
内
の
一
機
関
と
し
て
存
在
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
原
則
的
に
同
じ
で
あ
る
。
…
も
と
よ
り
、
国
際
社
会

は
、
一
般
的
に
統
一
性
の
あ
る
社
会
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
立
法
、
司
法
、
行
政
の
よ
う
な
機
能
別
の
組
織
が
明
確
に
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
司
法
的
裁
判
組
織
だ
け
は
他
の
国
際
組
織
に
く
ら
べ
て
明
確
に
特
殊
の
存
在
と
機
能
を
も
っ
て
い
る｣

と
述
べ
た
。
高
野
雄
一

『

国
際
組
織
法

[

新
版]』
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
、
五
頁
。

(

９)

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
い
か
に
考
察
す
る
か
、
そ
の
考
察
の
視
点
に
か
か
わ
る
次
の
よ
う
な
関
野
教
授
の
論
述

に
注
目
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、｢

二
○
世
紀
国
際
社
会
の
発
展
現
象
で
あ
る
司
法
裁
判
に
限
定
し
て
考
察
し
よ
う
と
す

る
場
合
、
こ
の
司
法
裁
判
制
度
は
、
ま
さ
に
国
際
社
会
の
組
織
化
そ
の
も
の
の
所
産
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
一

般
国
際
平
和
機
構
と
一
体
と
し
て
、
換
言
す
れ
ば
一
般
国
際
平
和
機
構
そ
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
研
究
対
象
と
し
て
扱
う
方
が
、
問
題
の
本

質
に
迫
り
う
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
司
法
裁
判
と
い
う
法
現
象
は
、
最
も
象
徴
的
な
社
会
組
織
現
象
で
あ
り
権
力
現
象
で
あ
る
。
…
平
和
を
目

標
と
す
る
求
心
的
な
国
際
社
会
の
組
織
化
は
、
必
然
的
に
そ
の
組
織
化
の
発
展
段
階
に
相
応
し
た
司
法
裁
判
組
織
を
設
け
る
よ
う
に
な
る
。

す
な
わ
ち
社
会
の
組
織
化
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
お
い
て
司
法
裁
判
制
度
も
組
織
化
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
事
実
は
、
一
般
国
際
組
織
と
国

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
四
二



際
司
法
裁
判
組
織
を
一
体
と
し
て
と
ら
え
考
察
す
る
必
要
を
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う｣

と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
機
能
と
将
来
に
か

か
わ
る
問
題
に
関
連
し
て
、｢

い
わ
ゆ
る
世
界
裁
判
所
は
、
未
だ
存
在
す
る
に
至
っ
て
い
な
い｣

と
述
べ
、
し
か
し
実
際
に
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
訴

訟
資
格
の
な
い
団
体
や
私
人
か
ら
多
く
の
事
件
が
付
託
さ
れ
て
い
る
事
例
に
言
及
し
た
う
え
で
、｢

主
権
国
家
を
構
成
単
位
と
す
る
基
本
構

造
の
上
に
組
織
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
国
際
社
会
と
は
別
に
、
そ
れ
と
重
な
り
合
う
形
で
広
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
味
で
一
般
国
際
社
会
の
実

質
的
社
会
形
成
が
進
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る｣

と
論
じ
た
。
関
野
昭
一

｢

国
際
社
会
の
組
織
化
と
国
際
司
法
制

度｣

寺
沢
・
山
本
・
波
多
野
・
筒
井
・
大
沼
編

『

国
際
法
学
の
再
構
築

上』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
七
年
、
二
一
五
―
二
一
六
頁
、

二
二
七
―
二
二
八
頁
。
こ
う
し
た
視
点
や
論
述
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
現
状
で
は
直
ち
に
そ
れ
を
認
め
が
た
い
側
面
を
も
つ
が
、
将
来
の
Ｉ

Ｃ
Ｊ
の
機
能
展
開
に
つ
い
て
考
察
す
る
う
え
で
、
留
意
す
べ
き
示
唆
を
提
示
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

(

10)

例
え
ば
、
発
展
途
上
国
な
ど
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
訴
訟
経
費
を
充
分
に
準
備
で
き
な
い
国
々
に
よ
る
提
訴
を
促
し
援
助
す
る
た
め
に
、
一

九
八
九
年
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
訴
訟
事
務
総
長
基
金(

信
託
基
金)

が
創
設
さ
れ
た
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
規
則
改
正
は
、
一
九
七
二
年
に
ひ
き
つ
づ
い
て
、

一
九
七
八
年
に
も
行
な
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
内
部
の
司
法
慣
行
や
審
理
手
続
き
上
の
簡
素
化
・
合
理
化
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｃ

Ｊ
内
に
お
い
て
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
な
お
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
内
に
お
け

る
作
業
の
状
況
、
と
く
に
三
段
階

(
局
面)

の
書
面
、
口
頭
、
審
理
手
続
、｢

迅
速
な
裁
判｣

の
た
め
の
手
続
措
置
の
改
善
、
財
政
問
題
な

ど
に
関
す
る
近
年
の
取
り
組
み
状
況
や
課
題
に
つ
い
て
、
史
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
は
、｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
お
け
る
作
業
実
行｣

(The
internal

w
orking

practice
of
the
International

C
ourt

of
Justice)

と
題
し
て
、
今
年
も

(

二
○
○
五
年
一
○
月
二
八
日)

、
国
連
総
会
第
六
委
員
会
の
場

で
ス
ピ
ー
チ
し
た
。�Speech

by
H
.E.
Judge

Shi
Jiuyong,President

of
the
International

C
ourt

of
Justice,

to
the
Sixth

C
om
m
ittee

of
the
G
eneral

A
ssem
bly
of
the
U
nited

N
ations�,

http://w
w
w
.icj-cij.org/icjw

w
w
/ip.../ispeechpresident_Shi_Sixth_C

om
m
ittee_

20051028.ht
(

11)

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
牧
田
、
前
掲
書
、
四
○
―
四
三
頁
参
照
。

(

12)

牧
田

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
と
司
法
政
策

(

一)(

二)(

三
・
完)｣

島
大
法
学
第
四
四
巻
一
号
、
八
一
―
一
二
八
頁
、
第
四
五
巻
一
号
、
一
九

九
―
二
五
七
頁
、
第
四
五
巻
四
号
、
三
三
七
―
三
六
九
頁
参
照
。

(

13)

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
牧
田

｢

選
択
条
項
の
法
理｣

島
大
法
学
第
四
八
巻
三
号
、
一
○
九
―
一
六
五
頁
参
照
。

(

14)���������������������������������������,op.cit.,p.2.para.7.

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(

牧
田)

三
四
三



(
15)

Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
に
つ
い
て
、
小
田
裁
判
官
は
、
一
九
九
七
年
の
時
点
で
、
過
去
二
○
年
間
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
構
成
の
変
化
に
注
目
し
て
、
そ
の
特
徴

的
な
変
化
の
状
況
を

｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
構
造
の
変
化｣

と
表
現
し
て
と
ら
え
た
。
小
田
滋

｢

裁
判
官
ベ
ン
チ
か
ら
み
た
国
際
司
法
裁
判
所
の
二
十

年｣

小
田
滋
先
生
古
稀
記
念

『

紛
争
解
決
の
国
際
法』

三
省
堂
、
一
九
九
七
年
、
五
三
一
―
五
三
二
頁
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
確
か
に
数

量
的
な
変
化
の
指
標
と
し
て
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
質
的
側
面
に
お
い
て
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
検
討
課
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
。

(

16)

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
牧
田
、
前
掲
論
文

(｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
と
司
法
政
策

(

三
・
完)｣)

、
三
三
八
―
三
六
九
頁
参
照
。
史
Ｉ
Ｃ
Ｊ

所
長
は
、
プ
ー
チ
ン

(H
.E.
M
R
.
V
ladim

ir
Putin)

ロ
シ
ア
大
統
領
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
訪
問
を
歓
迎
し
て
述
べ
た
演
説
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢

平
和
の
促
進
の
た
め
の
フ
ォ
ー
ラ
ム｣

(a
forum

for
the
prom

otion
of
peace)

で
あ
り
、
近
年
、
世
界
の
す
べ
て
の
大
陸
か
ら
多
く

の
国
々
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
付
託
さ
れ
た
事
件
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
普
遍
性
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、｢

国
際
法
の
優
位｣

(the
prim
acy
of

international
law
)

を
確
保
す
る
た
め
の
努
力
は
、｢

平
和
の
理
念｣

(the
ideal

of
peace)

を
実
現
す
る
た
め
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。

�A
ddress

by
H
.E.
Judge

Shi,
President

of
the
International

C
ourt

of
Justice,

on
the
occasion

of
the
visit

by
the
President

of
the
R
ussian

Federation,
H
.E.
M
r.
V
ladim

ir
Putin�,

http://w
w
w
.icj-cij.og/icjw

w
w
/Ipre.../Ispeechpresident_Shi_President_

Putin_20051102.ht

五

結
び
に
か
え
て

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
連
の
主
要
な
司
法
機
関
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
次
大
戦
後
の
一
般
国
際
平
和
機
構
と
し
て
設
立
さ
れ
た
国
連
機
構

の
枠
組
内
で
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
機
能
は
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
際
、
そ
の
よ
う
に
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
こ
れ
ま
で
の
司
法
活
動
は
さ
ま
ざ
ま
に
展

開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
裁
判
に
よ
る
紛
争
解
決
の
分
野
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
争
訟
機
能
と
し
て
、
ま
た
国
際
社
会
に
お
け
る
一
般
的

な
国
際
法
問
題
や
国
連
諸
機
関
の
活
動
に
か
か
わ
る
法
律
問
題
な
ど
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
司
法
判
断
と
し
て
の
勧
告
的
意
見
機
能
と
し
て
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展
開
さ
れ
て
き
た
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
存
在
と
役
割
は

｢

国
連
の
機
関｣

と
し
て
、
ま
た

｢

国
際
法
の
機
関｣

と
し
て
の
役
割
の
遂
行
で
も
あ
っ

た
。
さ
ら
に
ま
た
、
国
際
法
の
世
界
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は

｢

世
界
法
廷｣

と
し
て
、
あ
る
い
は
国
際
社
会
に
お
け
る
権
威
あ
る

｢

最
高

の
裁
判
所｣
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
実
際
、
そ
れ
に
恥
じ
な
い
役
割
を
は
た
し
て
き
た
、
と
い
え
よ
う
。

国
際
社
会
に
お
い
て
、
国
際
法
の
世
界
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
は
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
そ
れ
は
国
際
社
会
の

法
規
範
た
る
国
際
法
の
生
成
発
展
に
と
っ
て
、
ま
た
法
を
基
調
と
し
た
国
際
秩
序
の
樹
立
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
そ
う
し
た

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
は
、
現
実
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
国
際
社
会
を
構
成
す
る
多
く
の
国
々
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
に
認
識
さ
れ
重
要

視
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
国
際
法
の
史
的
展
開
、
と
り
わ
け
近
代
国
際
法
か
ら
現
代
国
際
法
へ
の
発
展
過
程
の
も
と
で
生
成
発
展
し
て
き
た
、
ひ
と

つ
の

｢

生
命
体｣

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
際
社
会
の
歴
史
的
、
社
会
的
発
展
段
階
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
産
物
で
あ
り
、
国
際
関

係
に
お
け
る
力
の
支
配
と
法
の
支
配
と
の
は
ざ
ま
で
、
換
言
す
れ
ば
、
政
治

(

力
の
論
理)

と
法

(

法
の
論
理)

と
の
厳
し
い
せ
め
ぎ
あ

い
の
も
と
で
存
在
す
る
ひ
と
つ
の
実
体
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
国
際
社
会
の
動
態
的
な
変
容
状
況
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
諸

国
間
の
現
実
の
利
害
対
立
や
権
力
闘
争
な
ど
に
起
因
す
る
緊
張
状
況
に
敏
感
に
反
応
し
、
大
き
な
影
響
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
と
く
に
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
展
開
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
諸
国
の
態
度
や
対
応
の
い
か
ん
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
一
面
を
も
つ
。
か
く
し
て
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
社
会
に
お
け
る
国
際
社
会
の
構
造
変
化
や
冷
戦
体
制
下
の
緊
張

状
況
に
起
因
し
、
そ
の
関
連
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
対
す
る
諸
国
の
否
定
的
・
消
極
的
な
対
応
に
、
そ
の
多
く
の
要
因
を
も
つ
も
の
で
あ
っ

た
。
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
み
れ
ば
、
法
を
基
調
と
し
た
国
際
秩
序
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
や
機
能
に
と
っ
て
、
ま
た

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
再
生
や
活
性
化
を
実
質
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
は
、
国
際
紛
争
の
平
和
的
処
理
原
則
の
確
認
に
も
と
づ
く
、
裁
判
に
よ
る
紛

争
解
決
に
対
す
る
諸
国
の
積
極
的
な
政
治
的
意
思
の
表
明
が
重
要
な
要
素
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
不
信
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
因

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？
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を
除
去
し
解
消
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
国
際
法
の
新
展
開
過
程
に
お
け
る
国
際
法
の
現
代
化
を
よ
り
推
進
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。今

年
、
二
○
○
五
年
は

｢

戦
後
六
○
年｣

の
節
目
の
年
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
あ
た
っ
て
、
理
想
と
現
実
の
は
ざ
ま
の
な
か
で
、
冷
厳

な
現
実
を
前
に
し
て
、
理
想
の
追
求
を

｢

夢
ま
ぼ
ろ
し
の
如
く｣

諦
観
し
、
現
実
に
敗
北
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
Ｉ

Ｃ
Ｊ
に｢

夢｣

を
託
す
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
将
来
を
展
望
す
る
な
か
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
世
界
法
的
性
格

(

１)

に
も
留
意
し
、

国
際
法
を
共
通
の
言
語
と
し
て
機
能
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ

(

２)

を
現
実
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

(

１)

Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
世
界
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
裁
判
官
で
も
あ
っ
た
田
中
耕
太
郎
博
士
は
、｢

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
そ
の
前
身
の
時
代

か
ら
、
国
際
連
盟
と
、
そ
の
実
質
的
後
継
者
と
し
て
出
現
し
た
国
際
連
合
の
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
国
際
的
な
法
の
支
配
に
よ
る
世
界
平
和

の
目
的
に
奉
仕
し
て
き
た｣

と
述
べ
、
さ
ら
に
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
体
系
と
役
割
に
つ
い
て
、｢

こ
の
制
度
が
種
々
の
面
に
お
い
て
、『

国
際
的』

『

国

家
間
的』

で
は
な
く
、
世
界
的(global,transnational)

な
性
格
を
も
っ
て
い
る｣

、｢

国
際
司
法
裁
判
所
が
通
俗
的
に
はthe

W
orld

C
ou-

rt

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
こ
の
裁
判
所
の
本
質
に
一
層
適
切
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
は
そ
の
形
式
的
方
面
に
お
い
て
は

international

で
あ
る
が
、
そ
の
実
質
的
方
面
に
お
い
て
は
正
に

the
W
orld

C
ourt

で
あ
る｣

と
論
じ
る
。
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、

｢

国
際
司
法
裁
判
所
の
組
織
と
活
動
の
両
方
面
に
お
け
る
世
界
法
的
要
素
は
、
今
日
の
状
態
に
お
い
て
は
は
な
は
だ
希
薄
で
あ
り
、
微
弱
で

あ
る
。
し
か
し
、
将
来
こ
の
裁
判
所
が
法
の
支
配
を
通
じ
て
、
国
連
憲
章
の
目
的
と
す
る
世
界
恒
久
平
和
と
正
義
の
理
想
を
実
現
す
る
た
め

の
基
礎
で
あ
り
出
発
点
で
あ
り
得
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る｣
と
論
じ
た
。
田
中
耕
太
郎

『

続
世
界
法
の
理
論

(

上)』

有
斐
閣
、
一
九
七
二

年
、
三
六
四
、
三
八
○
―
三
八
一
、
四
○
○
頁
、K

otaro
Tanaka,�The

C
haracter

of
W
orld

Law
in
the
International

C
ourt

of
Justice�,��������������������������������

,vol.15,1971,p.11.
(

２)

こ
れ
に
関
連
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
所
長
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス(Sir

R
obert

Jennings)

は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
存
在
意
義
や
基
本
的
な
あ
り
方
に
か
か
わ
っ

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。｢

Ｉ
Ｃ
Ｊ
裁
判
官
は
、
異
な
る
文
明
形
態
、
文
化
、
法
体
系
な
ど
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
国
々
、
地
域
の
出
身
で

あ
る
が
、
裁
判
官
は
ひ
と
つ
の
共
通
の
法
的
言
語
で
あ
る
国
際
法
に
よ
っ
て
議
論
し
審
議
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
際
、
異
な
る
言
語
、
文

島
大
法
学
第
四
九
巻
第
四
号

三
四
六



化
、
人
種
、
宗
教
を
超
え
た
共
通
の
法
的
言
語
、
普
遍
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
、
多
様
な
要
素
か
ら
な
る
Ｉ
Ｃ

Ｊ
の
規
模
や
構
成
に
か
か
わ
ら
ず
、
必
要
な
職
務
を
遅
滞
な
く
迅
速
に
遂
行
し
う
る
。
共
通
の
言
語
、
普
遍
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
国
際
法

の
特
性
は
き
わ
め
て
意
義
あ
る
重
要
な
事
実
で
あ
っ
て
、
共
通
の
法
的
言
語
た
る
そ
の
大
な
る
実
質
は
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
共
通
財
産
で

あ
る｣
こ
と
を
強
調
し
た
。���������������������p.253.

付
記

一
九
六
○
年
代
後
半
、｢

大
学
紛
争｣

前
後
の
時
期
に
、
私
は
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
田
畑
茂
二
郎
先
生
の
指
導
の
も

と
で
研
究
者
へ
の
第
一
歩
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
一
九
七
○
年
四
月
、
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
に
国
際
法
担
当
の
専
任
教
官
と
し

て
赴
任
し
、
以
後
八
二
年
三
月
ま
で
の
一
二
年
間
、
そ
の
職
に
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
、
八
二
年
四
月
か
ら
島
根
大
学
法
文
学
部
に
移
り
、
以

後
二
三
年
余
、
現
在
に
至
る
。

こ
れ
ま
で
、
鹿
児
島
大
学
お
よ
び
島
根
大
学
に
お
い
て
、
大
学
の
主
役
で
あ
る
多
く
の
学
生
諸
君
は
じ
め
、
先
輩
、
後
輩
、
事
務
の
方
々

な
ど
多
く
の
人
達
と
接
し
、
多
く
を
学
び
、
多
々
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
か
り
て
、
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
本
稿
は
、
そ
う
し
た
も

ろ
も
ろ
の
想
い
と
感
謝
や
お
礼
の
意
を
こ
め
て
、｢

最
終
講
義｣

に
か
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
○
○
五
年
一
二
月
三
○
日

松
江
・
宍
道
湖
の
近
く
の
丘
の
う
え
に
た
つ
大
学
宿
舎
に
て

牧
田

幸
人

Ｉ
Ｃ
Ｊ
象
徴
化
は
超
克
さ
れ
た
か
？

(
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