
効
果
主
義
の
国
際
法
上
の
根
拠
と
限
界

渡
　
　
邊
　
　
剛

央

（137）効果主義の国際法上の根拠と限界

問
題
の
所
在

　
本
稿
の
目
的
は
、
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
が
い
か

な
る
国
際
法
上
の
根
拠
に
基
づ
く
も
の
な
の
・
か
、
お
よ
び
、
効
果

主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
が
ど
こ
ま
で
可
能
な
の
か
に
つ
い

て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
管
轄
権
の
行
使
に
関
し
て
は
、
従
来
か
ら
い
わ
ゆ
る
領
域
主
義

が
第
一
の
原
則
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
国
家
は
領
域
主
権
を
有

し
、
こ
の
領
域
主
権
に
基
づ
い
て
そ
の
領
域
内
の
あ
ら
ゆ
る
人
、

物
に
対
し
て
支
配
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
領
域
主
権
に

関
す
る
重
要
な
先
例
で
あ
る
パ
ル
マ
ス
島
事
件
判
決
に
お
い
て
も
、

国
家
は
他
の
い
か
な
る
国
家
を
も
排
除
し
て
そ
の
領
域
内
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
国
家
の
諸
機
能
を
行
使
す
る
権
限
を
有
す
る
と
し
て
い
る
。
こ

こ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
領
域
主
義
が
導
か
れ
る
の
で
あ
り
、
国
家
は

あ
る
行
為
が
自
国
領
域
内
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
そ
の
管

轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
異
論
な
く
認
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
交
通
・
通
信
手
段
の
発
達
に
よ
り
、
あ
る
行

為
が
複
数
の
国
家
を
横
断
し
て
な
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
域
外
に

お
け
る
行
為
が
域
内
に
何
ら
か
の
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
事

態
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

　
こ
の
た
め
一
定
の
域
外
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
管
轄
権
を
行
使

し
て
規
制
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
、
各
国
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
一
番
の
方
法
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
の
が
領
域
主
義
の
拡
張

で
あ
り
、
行
為
者
の
領
域
内
の
存
在
を
根
拠
と
す
る
主
体
的
領
域

主
義
、
行
為
の
一
部
が
領
域
内
で
発
生
し
た
こ
と
を
根
拠
と
す
る
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（
3
）

客
体
的
領
域
主
義
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
行
為
の
効
果
が
領
域
内
で
発
生
し
た
こ
と
を
根
拠
と

す
る
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
が
あ
る
。

　
効
果
主
義
に
基
づ
い
て
管
轄
権
が
行
使
さ
れ
た
最
初
の
も
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
〕

有
名
な
ア
ル
コ
ア
事
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
未
使
用
ア
ル
、
、
、
ニ
ウ

ム
・
イ
ン
ゴ
ッ
ト
の
製
造
・
販
売
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
の
対
外
通

商
の
独
占
を
図
っ
た
こ
と
が
シ
ャ
ー
マ
ン
法
一
条
に
反
す
る
と
さ

れ
た
事
件
で
あ
る
が
、
こ
の
独
占
を
図
る
た
め
の
協
定
に
カ
ナ
ダ

法
人
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
リ
ミ
テ
ッ
ド
が
参
加
し
て
お
り
、
こ
の

カ
ナ
ダ
法
人
に
よ
る
価
格
固
定
の
よ
う
な
反
競
争
的
行
為
に
対
し

て
、
ア
メ
リ
カ
の
競
争
法
を
適
用
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
第
九
巡
回
控
訴
裁
判
所
の
ハ
ン
ド

判
事
は
、
い
わ
ゆ
る
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
を
認
め

た
の
で
あ
る
。

　
判
事
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
域
内
に
い
か
な
る

効
果
も
生
じ
さ
せ
な
い
行
為
を
罰
す
る
こ
と
を
議
会
は
意
図
し
て

い
な
い
が
、
逆
に
、
い
か
な
る
国
家
も
そ
れ
が
非
難
す
る
効
果
を

域
内
で
生
じ
さ
せ
る
域
外
の
行
為
に
つ
い
て
、
外
国
人
に
対
し
て

で
あ
づ
て
も
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

確
立
し
た
法
で
あ
る
、
と
。
そ
し
て
、
あ
る
行
為
が
域
内
に
効
果

を
及
ぼ
す
こ
と
を
意
図
し
、
か
つ
、
現
実
に
域
内
に
効
果
を
生
じ

さ
せ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
と
判
断

　
　
　
　
（
6
〕

し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
領
域
主
義
の
拡
張
は
、
前
述
の
よ
う
な
交
通
．
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

信
手
段
の
発
達
し
た
現
代
社
会
に
お
い
て
は
不
可
欠
と
い
え
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

際
多
く
の
国
家
に
お
い
て
こ
う
し
た
拡
張
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
領
域
主
義
の
拡
張
は
、
管
轄
権
行
使
に

対
す
る
国
際
法
の
制
約
を
免
れ
さ
せ
、
無
限
の
管
轄
権
行
使
を
認

め
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
特
に
、
効
果
主
義
に
よ
り
わ
ず

か
な
影
響
に
よ
り
管
轄
権
の
行
使
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
事
実
上
国
家
の
領
域
的
管
轄
権
に
対
し
て
は
い
か
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

制
限
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
領
域
主
義
の
拡
張
に
よ
る
管
轄
権
の
行
使
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
〕

は
、
そ
の
国
際
法
上
の
限
界
付
け
が
重
要
に
な
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
領
域
主
義
の
拡
張
の
中
で
も
特
に
問
題

と
な
る
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
行
使
の
国
際
法
上
の
合
法
性

に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
効
果
主
義
と
類
似
す
る
保
護
主
義
と
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
効
果
主
義
の
特
色
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
国
際
法
上
の
根
拠
お
よ
び
限
界
に
つ
い
て
の
議
論
を
明
確
に
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（139）効果主義の国際法上の根拠と限：界

す
る
。

　
次
に
、
効
果
主
義
の
国
際
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
行
使
の
合
法
性
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、

領
域
主
義
の
拡
張
と
し
て
国
際
法
上
許
容
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考

え
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
、
い
わ
ゆ
る
主
権
の
自
曲
推
定
原
則
や

真
正
連
関
理
論
な
ど
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、

そ
れ
ら
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
最
後
に
、
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
行
使
の
限
界
に
つ
い
て

検
討
す
る
。
た
と
え
、
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
が
一

般
的
に
は
合
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
個
々
の
場
合
に
お
け
る
管
轄

権
の
行
使
が
常
に
合
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
当
然
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。

　
な
お
、
国
家
管
轄
権
と
い
っ
て
も
、
そ
の
性
質
や
作
用
は
様
々

で
あ
る
の
で
、
国
家
管
轄
権
の
行
使
に
つ
い
て
国
際
法
上
の
規
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

が
及
ぷ
程
度
は
そ
れ
に
応
じ
て
異
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、

国
家
管
轄
権
行
使
の
国
際
法
上
の
根
拠
お
よ
び
限
界
に
つ
い
て
検

討
す
る
た
め
に
は
、
国
家
管
轄
権
の
分
類
が
不
可
欠
で
あ
り
、
本

来
な
ら
ば
そ
の
類
型
、
こ
と
に
国
際
法
上
の
根
拠
お
よ
び
限
界
を
検

　
　
　
　
　
　
（
m
）

討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
効
果
主
義
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
基
づ
く
国
内
法
の
適

用
の
可
否
が
最
大
の
問
題
と
な
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
の
で
、

で
は
い
わ
ゆ
る
立
法
管
轄
権
の
み
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。

二
　
効
果
主
義
と
保
護
主
義
と
の
関
係

本
稿

　
効
果
主
義
の
国
際
法
上
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
前
に
、
効

果
主
義
と
保
護
主
義
と
の
違
い
に
つ
い
て
明
ら
加
に
し
て
お
き
た

い
。
両
者
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と
で
、
効
果
主
義
の

特
色
が
明
確
と
な
り
、
そ
の
国
際
法
上
の
根
拠
お
よ
び
限
界
に
関

す
る
議
論
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
国
家
は
そ
の
安
全
、
領
土
保
全
、
政
治
的
独
立
を
侵
害
す
る
行

為
に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
が
、

国
際
法
上
一
般
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
多
く
の
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肥
）

実
行
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

　
国
家
が
保
護
主
義
に
基
づ
い
て
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

国
家
の
有
す
る
主
権
そ
の
も
の
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
。
友
好
関
係

原
則
宣
言
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
の
領
土
保
全
お
よ
び
政

治
的
独
立
は
不
可
侵
で
あ
り
、
す
べ
て
の
国
は
、
そ
の
政
治
的
、

社
会
的
、
経
済
的
お
よ
ぴ
文
化
的
体
制
を
自
由
に
選
択
し
、
発
展

す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
、

国
家
が
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
国
際
法
上
当
然
に
認
め
ら
れ
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る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
効
果
主
義
は
、
前
述
の
よ
う
に
効
果
が
自
国
領

域
内
で
生
じ
た
こ
と
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
領
域
主
義
を

拡
張
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
保
護
主
義
は
前
述
の
よ
う
に
国
家
の
重
大
な
利
益
の
侵
害
を
根

拠
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
の
一
部
ま
た
は
行
為
の
効
果
の
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
〕

生
す
ら
条
件
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
効
果
主

義
は
最
低
限
何
ら
か
の
効
果
が
域
内
で
発
生
す
る
こ
と
を
条
件
と

す
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
間
に
は
管
轄
権
の
行
使
対
象
と
領
域
と

の
連
関
を
必
要
と
す
る
か
し
な
い
か
で
、
決
定
的
に
異
な
る
の
で

あ
る
。
効
果
主
義
は
、
あ
く
ま
で
領
域
と
の
連
関
の
存
在
を
条
件

と
す
る
の
で
あ
る
。

　
反
面
、
効
果
主
義
で
は
、
効
果
の
内
容
は
保
護
主
義
の
よ
う
に

国
家
の
重
要
な
利
益
の
侵
害
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
効
果
の
内
容

よ
り
も
、
あ
く
ま
で
効
果
が
領
域
内
で
発
生
し
た
こ
と
が
重
要
な

の
で
あ
る
。三

　
効
果
主
義
の
国
際
法
上
の
根
拠

　
前
述
の
よ
う
な
効
果
主
義
の
特
色
を
踏
ま
え
て
、

上
の
根
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

そ
の
国
際
法

　
1
　
主
権
の
自
由
推
定
原
則
と
の
関
係

　
ま
ず
、
主
権
の
自
由
推
定
原
則
に
基
づ
い
て
、
効
果
主
義
に
基

づ
く
管
轄
権
行
使
を
合
法
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な

る
。
た
と
え
ば
、
山
本
博
士
は
、
国
家
は
そ
の
領
域
外
の
人
、
財

産
、
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
管
轄
権
の
行
使
の
対
象
と
な
し
う
る

広
範
な
自
由
を
有
し
て
お
り
、
こ
の
自
由
は
、
国
際
法
上
特
段
の

禁
止
法
規
の
あ
る
場
合
に
隈
り
制
限
さ
れ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

し
て
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。

　
主
権
の
自
由
推
定
原
則
の
根
拠
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
、

有
名
な
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
裁
判
所
は

管
轄
権
の
行
使
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
「
国
家
に
対
し
て
国
際
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
第
一
の
制
隈
は
、

反
対
す
る
許
容
規
則
が
存
在
し
な
い
場
合
、
他
国
の
領
域
内
に
お

い
て
い
か
な
る
形
に
お
い
て
も
そ
の
権
力
を
行
使
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
管
轄
権
は
確
か
に
領
域
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
国
際
慣
習
あ
る
い
は
条
約
に
幽
来
す
る
許
容
規
則
に
よ
る

場
合
を
除
い
て
、
域
外
に
お
い
て
国
家
に
よ
づ
て
行
使
さ
れ
得
な

い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
法
は
国
家
に
そ
の
自
国
の
領
域
内
に
お

い
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
、
外
国
で
行
わ
れ
た
行
為
に
関
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（141）効果主義の国際法上の根拠と限界

わ
り
、
か
つ
そ
れ
が
国
際
法
の
何
ら
か
の
許
容
規
則
に
基
づ
き
得

な
い
あ
ら
ゆ
る
事
件
に
関
し
て
も
禁
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
当

然
に
は
意
味
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
国
際
法
は
国
家
に

対
し
て
そ
の
領
域
外
の
人
、
財
産
お
よ
び
行
為
に
対
し
て
、
そ
の

法
の
適
用
お
よ
び
そ
の
裁
判
所
の
管
轄
権
を
拡
張
す
る
こ
と
に
対

す
る
一
般
的
な
禁
止
を
合
ん
で
お
り
、
か
つ
、
こ
の
一
般
的
な
禁

止
に
対
す
る
例
外
と
し
て
、
国
家
に
あ
る
特
別
な
場
合
に
お
い
て

そ
う
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
と
い
う
場
合
に
の
み
、
維
持
さ
れ

得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状
で
は
国
際
法
の
下
で
事
実
は
そ

う
な
っ
て
い
な
い
。
国
家
は
そ
の
領
域
外
の
人
、
財
産
お
よ
び
行

為
に
対
し
て
そ
の
法
の
適
用
お
よ
び
そ
の
裁
判
所
の
管
轄
権
を
拡

張
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
の
一
般
的
な
禁
止
規
則
を
規
定
す
る
ど

こ
ろ
か
、
こ
の
点
に
お
い
て
禁
止
規
則
に
よ
っ
て
一
定
の
場
合
に

の
み
制
限
さ
れ
る
と
い
う
広
範
な
裁
量
の
手
段
を
残
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
場
合
に
関
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
最
善
で
最
も
適
切

と
み
な
す
諸
原
則
を
自
由
に
採
用
で
き
る
ま
ま
で
あ
る
。
－

　
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
国
家
に
要
求
さ
れ
得
る
す
べ
て
の

こ
と
は
、
国
際
法
が
そ
の
管
轄
権
に
対
し
て
置
い
て
い
る
制
隈
を

踏
み
越
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
制
限
内
で
、
管
轄
権
を
行
使

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

す
る
権
原
は
そ
の
主
権
の
中
に
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
。
L

　
こ
の
判
決
を
い
か
に
理
解
す
る
か
で
あ
る
が
、
確
か
に
判
決
は

域
外
の
行
為
に
つ
い
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
一
般
に
は
禁

止
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
、

国
家
に
よ
る
管
轄
権
の
行
使
が
無
制
隈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で

も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ス
テ
ル
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

こ
の
判
決
は
、
あ
る
域
外
的
な
管
轄
権
の
行
使
の
一
般
的
な
禁
止

が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
単
に
表
明
し
た
だ
け
で
、
い
か
な

る
域
外
的
な
管
轄
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
一
般
的
な
許
可
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

す
る
と
い
う
こ
と
を
表
明
し
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件
自
体
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

域
外
の
行
為
が
領
域
内
に
何
ら
か
の
影
響
を
生
じ
さ
せ
た
よ
う
な

場
合
に
、
そ
の
影
響
を
生
じ
さ
せ
た
行
為
が
域
外
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
影
響
の
生
じ
た
国
が
、
そ
の
影
響
に
対
処
す

る
た
め
に
、
そ
の
領
域
内
に
お
い
て
国
内
法
を
適
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
、
つ
こ
と
を
判
決
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
上
に
、
白
国
と
は
ま
っ
た
く
関
係
の
な
い
域
外
の
行
為
に
対
し

て
も
、
国
家
は
当
該
行
為
に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
ま
で
、
こ
の
判
決
が
意
味
し
て
い
る
と
、
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
も
し
、
自
国
と
無
関
係
な
域
外
行
為
に
対
し
て
も
管
轄
権
を
無
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条
件
に
行
使
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
判
決
が
意
図
し
て
い
た
な
ら

ば
、
衝
突
事
故
の
結
果
が
ト
ル
コ
船
内
で
生
じ
て
い
る
の
で
、
当

該
事
故
は
ト
ル
コ
領
域
内
で
発
生
し
た
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
〕

う
な
判
断
は
必
要
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
、
桑
原
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
船
舶
領
土

説
を
前
提
と
し
て
、
ト
ル
コ
の
訴
追
を
領
域
主
義
の
観
点
か
ら
正

当
化
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ゆ
え
に
、
被
害
者
が
白
国
民
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
し
て
領
域
外
に
お
け
る
外
国
人
の
犯
罪
に
対
し

国
家
が
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と
を
国
際
法
が
承
認
し
て
い
る
。
か
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
〕

う
か
の
問
題
に
つ
い
て
の
先
例
と
は
い
え
な
い
・
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件
の
判
決
は
、
山
本
博
士
が
言

及
す
る
よ
う
な
国
家
に
よ
る
域
外
へ
の
管
轄
権
行
使
の
白
由
を
肯

定
す
る
た
め
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
マ
ン
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
判
決
の
意
図
は
「
国
家
管
轄
権
に
対
す
る
制
限
の

存
在
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
犯
罪
管
轄
権
の
厳
格
な
領
域

性
の
テ
ス
ト
を
拒
絶
す
る
こ
と
」
に
あ
っ
た
と
理
解
す
べ
き
と
考

　
（
別
）

え
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
が
主
権
の
白

由
推
定
原
則
の
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
原
則
に

基
づ
い
て
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
を
正
当
化
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ラ
リ
ー
は
、
国
家
は
国
際

秩
序
に
お
い
て
そ
の
権
力
を
主
張
す
る
た
め
に
は
国
際
法
秩
序
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
管
轄
権
の
権
原
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
考

え
方
は
、
古
い
絶
対
主
権
理
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

こ
れ
は
国
家
の
複
数
存
在
と
い
う
も
の
を
軽
視
し
て
い
る
と
指
摘

（
”
〕

す
る
。

　
ま
た
ス
テ
ル
ン
も
、
国
家
に
よ
る
管
轄
権
の
行
使
は
、
国
家
主

権
の
並
存
を
構
成
要
素
と
す
る
国
際
社
会
の
特
有
の
構
造
と
い
う

文
脈
の
中
で
分
析
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
、
国
家
が
そ
の
法
秩
序
を
通
し
て
達
し
よ
う
と
す
る
域
外
の
事

態
は
、
そ
の
国
家
と
何
ら
か
の
連
関
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
（
鴉
）

な
い
と
指
摘
す
る
。

　
確
か
に
国
際
社
会
に
は
複
数
の
国
家
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か

ら
、
あ
る
国
家
の
無
制
約
の
行
為
は
他
の
国
家
に
対
す
る
脅
威
と

な
る
場
合
が
あ
ろ
う
。

　
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
各
国
は
同
程
度
の
主
権
を
有
し
て

い
み
の
で
、
管
轄
権
は
他
国
の
相
当
す
る
権
利
の
尊
重
を
伴
う
の

で
あ
っ
て
、
国
家
は
そ
の
主
権
の
隈
界
内
で
管
轄
権
を
行
使
す
る

権
利
を
有
す
る
が
、
他
国
の
主
権
を
侵
害
す
る
権
利
は
与
え
ら
れ
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（
刎
）

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
口
ー
デ
ル
裁
判
官
が
そ
の
反
対
意
見
で
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
主
権
あ
る
い
は
独
立
の
結
果
と
し
て
、
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛎
）

国
家
の
法
は
そ
の
域
外
に
お
い
て
効
力
は
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
、

域
外
の
行
為
の
効
果
が
自
国
の
領
域
内
で
生
じ
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
効
果
を
排
除
す
る
た
め
に
、
当
該
域
外
行
為
に
対
し
て
管
轄

権
を
行
使
す
る
こ
と
が
国
際
法
上
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。
マ
ン

も
指
摘
す
る
よ
シ
に
管
轄
権
の
拡
張
の
評
価
の
出
発
点
は
領
域
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
邪
〕

で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
、

オ
ラ
ン
ダ
人
の
水
夫
が
オ
ラ
ン
ダ
を
旗
国
と
す
る
船
舶
に
乗
船
中

に
ハ
バ
ナ
の
港
で
怪
我
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

に
基
づ
い
て
賠
償
請
求
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に
お

い
て
、
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
国
家
は

そ
の
立
法
を
、
そ
の
主
権
の
力
が
作
用
す
る
領
域
の
外
に
お
い
て

外
国
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
そ
の
行
為
に
関
し
て
、
そ
の
外
国
人
に

対
し
て
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
主
権
の
力
は
そ
の

域
外
の
他
の
す
ぺ
て
の
主
権
の
力
に
合
ま
れ
る
国
民
お
よ
び
権
利

を
尊
重
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
法
に
基
づ
く
規
則
で

（
鵬
）

あ
る
」
。

　
ま
た
、
民
事
法
に
関
し
て
は
立
法
管
轄
権
を
制
隈
す
る
国
際
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

は
存
在
し
な
い
と
す
る
主
張
が
存
在
す
る
。
理
由
と
し
て
は
、
域

外
立
法
が
常
に
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件
判

決
で
も
否
定
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
外
国
法
を
強
制
す
る
こ
と

の
拒
絶
は
必
ず
し
も
そ
う
し
た
法
が
国
際
法
に
抵
触
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

こ
と
を
示
さ
な
い
と
い
う
。

　
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ロ
チ
ュ
ス
号
事
件
判
決
は
域
外

立
法
が
一
般
的
に
合
法
で
あ
る
こ
と
を
示
す
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
確
か
に
国
際
私
法
に
お
い
て
は
、
内
国
私
法
も
外
国
私

法
も
、
国
家
と
は
直
接
関
係
の
な
い
社
会
の
法
と
し
て
、
平
等
の

資
格
に
お
い
て
併
存
す
る
も
の
と
し
、
国
際
私
法
が
あ
る
法
律
関

係
を
規
律
す
る
の
に
最
も
適
し
た
私
法
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
（
釧
〕

が
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
私
法
に
関
し
て
は
あ
ら
ゆ
る
国
家

に
お
い
て
国
内
法
と
外
国
法
と
が
併
存
し
、
法
と
し
て
適
用
さ
れ

て
い
く
の
で
あ
る
か
ら
、
私
法
は
事
実
上
普
遍
的
な
性
格
を
有
す

る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
ス
テ
ル
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
国
際
私
法
に
お
い

て
存
在
す
る
現
実
の
適
用
可
能
性
か
ら
、
国
家
の
無
制
限
な
域
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

管
轄
権
の
存
在
を
結
論
づ
け
る
の
は
お
か
し
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る

国
家
の
法
が
外
国
で
適
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
い
う
て
、

国
家
が
い
か
な
る
内
容
の
法
を
制
定
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
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こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
マ
ン
が
そ
の
例

と
し
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
教
会
で
挙
式
さ
れ
て
い
な
い
婚
姻

を
無
効
と
す
る
よ
う
な
法
律
を
外
国
人
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鍋
〕

は
国
際
法
上
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
立
法
例
が
ほ

と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
そ
う
し
た
規
則
が
存
在
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
）

を
証
明
す
る
国
家
実
行
と
な
る
と
も
指
摘
す
る
。

　
さ
ら
に
、
国
家
は
そ
の
領
域
主
権
に
基
づ
い
て
自
由
に
国
内
法

を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
域
外
の
行
為
を
も
そ
の

規
律
対
象
と
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
国
際
法
上
も

そ
の
よ
う
な
国
内
法
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

ノ
ッ
テ
ボ
ー
ム
事
件
の
判
決
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
国
内
管
轄
権
の
行
使
は
当
然
か
つ
自
動
的
に
国
際
的
な
効
果

を
有
し
、
他
の
国
家
を
拘
束
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
そ
の
有
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

性
は
あ
く
ま
で
国
際
法
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
主
権
の
自
由
推
定
原
則
に
基
づ
い
て
、
効

果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
は
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
も
の
と
考
え
る
。

　
2
　
真
正
連
関
理
論
と
の
関
係

　
国
家
管
轄
権
の
行
使
が
国
際
法
上
合
法
と
な
る
た
め
に
は
、
法

律
と
事
実
と
の
問
に
真
正
な
連
関
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
と
事
実
と
の
間
の
法
的
に

関
連
す
る
接
点
が
管
轄
権
の
存
在
を
決
定
し
、
そ
の
関
連
性
が
緊

密
、
実
質
的
、
直
接
的
、
お
よ
び
重
要
で
、
か
つ
、
法
律
が
国
際

法
と
調
和
す
る
場
合
に
、
国
家
は
立
法
管
轄
権
を
有
す
る
と
い
う

　
　
　
（
脆
）

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
ン
は
、
こ
の
接
触
点
の
確
認
こ
そ
が
第

一
の
課
題
で
あ
っ
て
、
国
際
法
学
者
は
、
領
域
的
管
轄
権
の
性
質

が
あ
る
事
実
を
あ
る
国
家
の
法
に
従
わ
せ
る
こ
と
を
許
す
か
ど
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

か
と
い
う
問
題
は
放
棄
す
ぺ
き
で
あ
る
と
も
主
張
す
る
。

　
こ
の
真
正
な
連
関
の
存
在
を
管
轄
権
行
使
の
国
際
法
上
の
根
拠

と
す
る
こ
と
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
確
か
に
前
述
の
よ
う
に
法
律
と
事
実
と
の
問
に
真
正
な

一
連
関
が
存
在
し
な
い
場
合
、
管
轄
権
の
行
使
は
違
法
と
主
張
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
真
正
な
連
関
が
存
在
す
れ
ぱ
、
管
轄

権
の
行
使
は
合
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
真
正
な
連
関
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
あ

た
う
て
は
、
結
局
行
為
地
や
行
為
者
の
国
籍
な
ど
が
問
題
と
な
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
間
題
と
さ
れ
て
き
た
領
域
主
義
と
の
関

係
を
全
く
無
視
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
第
三
に
、

真
正
な
連
関
が
存
在
す
れ
ば
国
家
は
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
領
域
主
義
お
よ
び

μ1
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そ
の
拡
張
原
則
よ
り
も
、
管
轄
権
の
行
使
が
広
範
に
認
め
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
真
正
連
関
理
論
は
、
国
家
管
轄
権
の
行
使

を
限
界
づ
け
る
も
の
と
は
な
り
え
て
も
、
国
家
管
轄
権
の
行
使
を

根
拠
づ
け
る
も
の
に
は
な
り
え
な
い
と
考
え
る
。

　
3
　
領
域
主
義
の
拡
張
と
の
関
係

　
そ
れ
で
は
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
を
領
域
主
義
の

拡
張
に
よ
り
根
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
領
域
主
義
の
拡
張

と
し
て
、
行
為
が
白
国
領
域
で
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
根
拠
に
管
轄

権
の
行
使
を
認
め
る
客
体
的
領
域
主
義
と
、
行
為
の
一
部
が
自
国

領
域
で
生
じ
た
こ
と
を
根
拠
に
管
轄
権
の
行
使
を
認
め
る
客
体
的

領
域
主
義
が
あ
る
。
効
果
主
義
に
関
し
て
問
題
と
な
る
の
は
後
者

で
あ
る
。
行
為
の
効
果
が
自
国
領
域
内
で
生
じ
た
こ
と
を
根
拠
に
、

国
家
は
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
客
体
的
領
域
主
義
は
、
多
く
の
国
の
刑
法
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
鎚
）

よ
つ
て
採
用
さ
れ
て
お
り
、
今
日
で
は
国
際
慣
習
法
上
管
轄
権
行

使
の
根
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

効
果
主
義
も
、
同
様
に
国
際
憤
習
法
上
の
管
轄
権
行
使
の
根
拠
と

し
て
確
立
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
・
か
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
3
M
社
の
不
買
同
盟
に
対
す
る

ア
メ
リ
カ
反
不
買
同
盟
法
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
の
、

ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ
ス
の
両
者
の
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
ゑ

　
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
イ
ギ
リ
ス
3
M
社
へ
の
反
不
買
同
明
皿
法
の
適

用
に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
一
九
八
一
年
三
月
三
十
一
目
に

ア
メ
リ
カ
政
府
に
次
の
よ
う
な
内
容
の
書
簡
を
送
っ
て
反
論
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
3
M
社
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
設
立
さ
れ
活
動
し
て
い
る
企

業
で
あ
り
、
法
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
企
業
で
あ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ

の
領
域
外
の
活
動
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
の
管
轄
権
に
従
属
す
る
こ

と
は
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
イ
ギ
リ
ス
3
M
社
が
ア
メ
リ
カ

の
領
域
外
で
の
活
動
に
よ
り
ア
メ
リ
カ
当
局
に
よ
り
訴
追
さ
れ
る

一
一
と
を
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。
反
対
す
る
特
別
の
規
則
が
存
在
し

な
い
限
り
は
、
ア
メ
リ
カ
の
管
轄
権
が
、
他
国
に
お
い
て
も
適
用

し
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
際
法
上
根
拠
は
な
い
し
、
イ
ギ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

政
府
は
完
全
に
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
域
外
適
用

を
否
定
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
抗
議
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政

府
は
一
九
八
一
年
六
月
三
十
日
に
次
の
よ
う
な
内
容
の
書
簡
を
イ

ギ
リ
ス
政
府
に
送
っ
て
反
論
し
た
。

　
国
際
商
取
引
は
必
然
的
に
複
数
の
国
の
利
益
に
関
わ
り
、
ま
た
　
妬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
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複
数
の
国
と
重
要
な
接
点
を
有
す
る
企
業
に
よ
り
な
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
当
該
取
引
と
関
連
す
る

特
定
の
行
為
が
な
さ
れ
た
領
域
あ
る
い
は
行
為
者
の
国
籍
に
基
づ

く
排
他
的
な
管
轄
権
の
主
張
は
、
複
数
の
国
に
対
す
る
国
際
商
取

引
の
潜
在
的
効
果
と
、
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
域
外
の
行
為
に

影
響
を
及
ぼ
す
規
則
を
制
定
す
る
と
い
う
関
連
す
る
国
家
の
必
要

と
を
適
切
に
考
慮
し
て
い
な
い
。
国
家
の
主
権
は
、
域
外
の
行
為

に
よ
り
効
果
が
生
じ
る
国
家
が
当
該
行
為
に
対
す
る
管
轄
権
の
行

使
を
求
め
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
に
よ
つ
て
害
さ
れ
な
い
。

実
際
、
イ
ギ
リ
ス
の
法
慣
行
は
行
為
地
に
厳
格
に
基
づ
く
管
轄
権

と
い
う
ア
ブ
ロ
ー
チ
の
不
適
切
さ
を
認
識
し
て
い
る
。

　
競
合
す
る
管
轄
権
の
存
在
あ
る
い
は
可
能
性
は
各
国
が
他
の
関

係
国
の
主
権
お
よ
び
利
益
を
適
切
に
考
慮
し
て
そ
の
法
を
強
制
す

　
　
　
　
　
　
　
（
仙
〕

る
こ
と
を
要
求
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
政
府
は
国
際
商
取
引
は
必
然
的
に
複
数

の
国
と
接
点
を
も
つ
こ
と
に
な
る
こ
と
を
根
拠
に
、
効
果
主
義
に

基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
を
肯
定
し
て
い
る
。
反
面
、
域
外
の
行
為

に
対
す
る
管
轄
権
の
行
使
に
際
し
て
は
、
他
の
関
係
国
の
主
権
お

よ
び
利
益
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
政
府
の
主
張
に
対
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政

府
は
一
九
八
一
年
九
月
四
目
に
、
次
の
よ
う
な
内
容
の
書
簡
を
ア

メ
リ
カ
政
府
に
送
う
て
再
び
反
論
し
た
。

　
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、
確
か
に
そ
の
域
外
で
な
さ
れ
た
行
為

に
対
し
て
管
轄
権
を
行
使
し
た
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

例
は
、
殺
人
の
よ
う
な
重
大
犯
罪
に
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ

り
正
当
化
さ
れ
る
被
告
人
の
国
籍
に
基
づ
く
場
合
か
、
起
訴
さ
れ

た
犯
罪
が
海
賊
や
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
の
よ
う
な
国
際
犯
罪
と
み
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
正
生
化
さ
れ
る
域
外
管
轄
権
の
行
使
の

場
合
と
い
う
例
外
的
な
場
合
で
あ
る
。
反
不
買
同
盟
法
の
域
外
適

用
は
、
他
国
の
通
商
を
制
限
す
る
効
果
を
有
し
、
こ
れ
は
ア
メ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

カ
に
よ
る
他
国
へ
の
経
済
的
な
干
渉
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
は
、
自
国
が
管
轄
権
の
域
外
の
行
為
に

対
す
る
行
使
を
認
め
る
場
合
は
、
重
大
犯
罪
の
行
為
者
が
自
国
民

の
場
合
と
、
犯
罪
が
国
際
犯
罪
で
あ
る
場
合
と
い
う
例
外
的
な
場

合
だ
け
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
主
張
に
は
根
拠
が
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
経
済
法
の
域
外
適
用
は
、
他
国
へ
の

経
済
的
千
渉
に
な
る
と
し
て
、
国
際
法
上
違
法
で
あ
る
と
非
難
し

て
い
る
。

　
両
者
の
主
張
の
ど
ち
ら
が
妥
当
か
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に

客
体
的
領
域
主
義
が
国
際
慣
習
法
と
し
て
確
立
し
て
い
る
以
上
、

641
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効
果
主
義
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、

国
家
は
領
域
主
権
に
基
づ
き
、
そ
の
領
域
に
対
し
て
包
括
的
か
つ

排
他
的
な
支
配
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
争
い
が
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
効
果
と
い
え
ど
も
領
域
内
で

生
じ
て
い
る
事
実
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
に
つ
い
て
管
轄
権
を
行
使

す
る
こ
と
は
当
然
に
で
き
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
際
重
要
な
の
は
、
効
果
が
領
域
内
で
発
生
し
て
い
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
主
張
に
あ
る
よ
う
な
犯
罪

の
重
大
性
な
ど
の
、
領
域
内
で
生
じ
た
効
果
の
重
大
さ
な
ど
は
、

管
轄
権
を
行
使
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
問
題
と
は
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。

　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
回
答
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

今
日
の
国
際
的
な
経
済
活
動
の
活
発
さ
と
い
う
こ
と
も
軽
視
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
カ
ロ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
の
世
界
経

済
の
地
球
規
模
化
と
技
術
の
進
歩
は
、
あ
る
行
為
を
領
域
と
結
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

付
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に

お
い
て
、
厳
格
な
領
域
主
義
の
適
用
は
、
複
数
国
に
ま
た
が
る
国

際
的
な
経
済
活
動
か
ら
国
家
の
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
必
要
性

か
ら
す
れ
ぱ
、
適
切
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
国
際

社
会
の
状
況
に
お
い
て
は
、
効
果
主
義
に
基
づ
く
域
外
の
行
為
に

対
す
る
管
轄
権
の
行
使
は
、
国
際
法
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
と

　
（
蝸
〕

考
え
る
。
　
、

　
国
家
実
行
を
み
て
も
、
近
年
は
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の

行
使
を
否
定
す
る
よ
り
は
、
そ
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
諸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

国
が
協
力
す
る
と
い
う
条
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事

実
か
ら
し
て
も
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
承
認
す
る
諸
国
の
実
行
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
領
域
主
権
の
行
使
が
無
制
限
で
は
な
い
よ
う
に
、
効

果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
も
無
制
限
で
は
な
い
。
そ
の
い

か
な
る
制
限
を
受
け
る
か
で
、
確
か
に
効
果
の
程
度
は
問
題
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
前
述
の
よ
う
に
効
果
主
義
に
基

づ
く
管
轄
権
行
使
の
限
界
の
問
題
で
あ
っ
て
、
管
轄
権
を
行
使
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蛎
〕

る
根
拠
の
存
在
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
効
果
主
義
の
限
界

　
こ
の
よ
う
に
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
は
、
領
域
主

義
の
拡
張
を
根
拠
に
一
般
に
合
法
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
。
し
か

し
、
効
果
の
程
度
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
管
轄
権
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
限
の
管
轄
権
行
使
を

認
め
る
こ
と
と
な
り
、
ま
た
、
当
該
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
が
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（
蝸
）

な
さ
れ
た
国
家
の
重
大
な
利
益
を
侵
害
す
る
危
険
も
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
い
か
な
る
制
限
を
受
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
効
果
主
義
が
領
域
主
義
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の

制
限
は
領
域
主
権
と
同
じ
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
権
利
濫
用
の
禁
止
と
主
権
侵
害
の
禁
止
と
い
う
制
約
を
受

＾
〃
）

け
る
。

　
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ぱ
、
ド
イ
ツ
の
会
社
ω
ミ
胃
の
カ
ナ
ダ

の
子
会
社
■
ξ
胃
勺
o
『
9
o
q
自
巨
亮
g
昌
①
目
一
が
有
す
る
フ
ラ
ン

ス
の
会
社
｝
ξ
雪
～
彗
8
に
よ
る
、
ア
メ
リ
カ
の
会
社
ヨ
『
①
－

g
o
弓
の
フ
ラ
ン
ス
の
子
会
社
ヨ
冨
黒
昌
①
写
竃
8
の
合
成
ゴ

ム
・
ラ
テ
ッ
ク
ス
部
門
の
取
得
が
、
バ
イ
エ
ル
社
の
ド
イ
ツ
市
場

に
お
け
る
支
配
的
地
位
を
強
化
す
る
と
し
て
、
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁

が
禁
止
し
た
こ
と
の
合
法
性
が
争
わ
れ
た
事
件
に
お
け
る
ベ
ル
リ

ン
高
等
裁
判
所
の
判
決
の
中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
判
決

の
中
で
、
域
外
行
為
に
対
し
て
競
争
法
を
適
用
す
る
場
合
の
国
際

法
上
の
制
隈
に
は
、
合
理
的
接
触
の
原
則
と
不
干
渉
原
則
と
が
あ

　
　
　
　
（
蝸
〕

る
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
法
律
と
事
実
と
の
連
関
が
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畑
〕

そ
の
よ
う
な
管
轄
権
の
行
使
は
権
利
の
濫
用
と
し
て
違
法
と
な
る
。

　
旦
ハ
体
的
な
基
準
と
し
て
は
、
前
述
し
た
マ
ン
の
指
摘
の
よ
う
に
、

法
律
の
事
実
の
関
連
性
が
、
緊
密
で
実
質
的
で
直
接
的
で
重
要
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎝
）

に
よ
り
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
、
バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
よ
る
ホ
ン

デ
ュ
ラ
ス
に
お
け
る
テ
ィ
ン
バ
ー
レ
ン
社
の
材
木
輸
出
の
妨
害
に

対
し
て
シ
ャ
ー
マ
ン
法
が
適
用
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事

（
5
1
）

件
の
、
連
邦
第
九
巡
回
控
訴
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
の
中
で
も
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
競
争
法
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、

現
実
か
つ
意
図
さ
れ
た
効
果
が
域
内
で
発
生
し
、
か
つ
そ
の
効
果

が
十
分
に
大
き
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
外
国
の
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
〕

益
を
衡
量
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
版
の

四
〇
二
条
に
お
い
て
も
、
域
内
に
実
質
的
な
効
果
を
有
す
る
、
あ

る
い
は
有
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
域
外
の
行
為
に
つ
い
て
管
轄
権

　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

を
有
す
る
と
し
て
い
る
。

　
も
づ
と
も
、
実
質
的
な
連
関
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
い
か
に

判
断
す
る
か
が
、
別
途
問
題
と
な
る
。
明
確
な
基
準
が
存
在
し
な

い
と
、
惑
意
的
に
判
断
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
塞
準
と
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ

ン
ト
第
三
版
の
四
〇
三
条
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
諸
要
素
が
有
効
で

　
　
（
5
4
）

あ
ろ
う
。
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次
に
、
他
国
の
国
内
問
題
に
干
渉
す
る
よ
う
な
管
轄
権
の
行
使

も
禁
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
マ
ン
の
指
摘
の
よ
う
に
、

国
家
は
他
国
の
主
権
を
侵
害
す
る
権
利
は
有
し
て
い
な
い
か
ら
で

（
5
5
）

あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
行
為
地
の
法
に
反
す
る
よ
う
な
行
為
を
命
じ
る

　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

こ
と
は
で
き
な
い
。

五
　
結
び

　
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
の
行
使
は
、
客
体
的
領
域
主
義
が

一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
も
は
や
現
在
の
国
際
法
に
お

い
て
は
否
定
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
今
日
の

よ
う
に
情
報
伝
達
手
段
が
発
達
し
、
地
球
規
模
で
の
経
済
活
動
が

な
さ
れ
て
い
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、
効
果
主
義
は
領
域
主
義
の

拡
張
と
し
て
、
国
際
法
上
管
轄
権
行
使
の
根
拠
と
し
て
確
立
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
－
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
効
果
の

内
容
に
よ
っ
て
は
、
管
轄
権
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
、

効
果
の
内
容
が
、
本
質
的
で
あ
り
、
か
つ
管
轄
権
の
行
使
が
他
国

の
主
権
を
侵
害
し
な
い
場
合
に
限
づ
て
、
効
果
主
義
に
基
づ
い
て

管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
。
（
了
）

（
1
）
巨
昌
0
9
墨
量
ω
O
塞
こ
・
島
彗
彗
；
『
書
ユ
；
葺

　
岩
轟
完
s
ミ
冴
呉
ぎ
膏
§
ミ
｝
§
昌
ト
』
『
ミ
§
－
』
s
s
ミ
少
き
－
．
ド
o
1

　
o
o
ω
o
o
．

（
2
）
甲
く
」
o
昌
ぎ
撃
．
．
穿
↑
尋
彗
ま
ま
こ
膏
巨
茎
昌
彗
α

　
；
Φ
c
目
岸
①
o
ω
冨
↓
鶉
＞
巨
津
『
一
」
ω
↓
－
凹
老
ω
1
．
．
一
§
軸
b
ざ
註
吻
ぎ
さ
s
下

　
ぎ
黒
呉
ぎ
膏
§
ミ
ぎ
§
－
卜
邑
§
く
o
－
．
ω
ω
（
お
竃
）
一
ラ
量
o
o
．
『
＞
．

　
ζ
印
目
p
、
↓
サ
①
U
o
o
弍
三
Φ
o
｛
旨
ユ
閉
巳
o
饒
o
冒
－
目
巨
痔
；
凹
ゴ
o
目
巴

　
■
o
ξ
．
．
一
完
“
§
雨
ミ
き
眈
〔
§
長
8
ヨ
巴
＝
（
轟
賓
－
5
も
」
｛
．
竃
．
≦
『
■

　
竺
き
令
彗
o
轟
∋
印
旨
亭
o
－
一
ぎ
8
；
き
o
冨
；
昌
訂
目
o
o
冨
5
》
一

き
§
ミ
§
二
§
p
8
塞
一
。
。
ω
（
嚢
甲
＜
）
一
〇
1
箪
室
。
・
幕
一
Φ

　
ω
8
；
一
《
o
毒
5
；
ω
o
σ
器
『
く
g
一
〇
冨
昌
二
窒
『
爵
一
g
ヨ
叶
彗
畠
■

　
巨
o
冒
巴
露
冨
5
饒
く
窃
ψ
一
．
凹
o
o
＝
8
ば
o
コ
o
算
冨
訂
『
『
一
8
ユ
巴
庄
一
』

　
腎
o
；
一
』
ミ
§
ぎ
ミ
ぎ
茗
s
冴
軋
雨
軋
δ
ミ
ぎ
鳶
§
ミ
ざ
§
卜
竃

　
（
冨
o
o
①
）
一
〇
1
轟
．

（
3
）
　
犯
罪
に
関
す
る
管
轄
権
に
つ
い
て
の
ハ
ー
バ
ー
ド
条
約
草
案
の

　
三
条
に
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
　
第
三
条
　
領
域
的
管
轄
権

　
　
国
家
は
そ
の
領
域
内
で
全
部
あ
る
い
は
一
部
が
な
さ
れ
た
い
か
な

　
る
犯
罪
に
関
し
て
も
管
轄
権
を
有
す
る
。

　
ド
ぎ
』
§
⑲
ユ
o
§
さ
ミ
§
ミ
呉
§
膏
§
富
ぎ
§
』
卜
o
§
く
〇
一
．
墨
彗
o
■

旦
o
昌
雪
け
（
δ
器
）
も
．
お
o
．
な
お
、
一
般
に
、
昌
g
8
巨
く
g
宰
葦
9

『
邑
肩
一
昌
甘
一
〇
お
よ
ぴ
o
g
8
巨
き
訂
昌
津
o
『
邑
o
ユ
昌
号
斥
は
主

観
的
属
地
主
義
お
よ
ぴ
客
観
的
属
地
主
義
と
訳
さ
れ
る
（
た
と
え
ぱ
、

山
本
草
二
『
国
際
法
【
新
版
】
』
、
（
有
斐
閣
一
九
九
四
年
）
。
し
か
し
、

通
常
主
観
お
よ
ぴ
客
観
と
い
う
用
語
は
も
の
の
見
方
の
違
い
を
表
す
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た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
か
行
為
の
一
部
・
か
と
い

　
う
い
ず
れ
も
客
観
的
な
事
実
を
区
別
す
る
に
用
い
る
の
が
妥
当
と
は

　
思
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
竃
互
8
口
毒
お
よ
び
o
亨

一
8
或
き
を
主
体
的
お
よ
ぴ
客
体
的
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

（
4
）
　
d
邑
8
口
ω
一
印
8
腕
く
－
＞
三
∋
す
｝
一
』
昌
O
o
－
o
｝
＞
昌
o
ユ
o
印
9
巴
・
一

　
－
卜
O
O
｝
一
N
P
ト
一
9

（
5
）
§
§
も
．
宣
ω
．

（
6
）
§
ミ
一
署
」
お
ム
宣
1

（
7
）
声
く
」
彗
ま
轟
仰
吻
§
§
コ
o
言
ド
o
」
畠

（
8
）
　
犯
罪
に
関
す
る
管
轄
権
に
つ
い
て
の
ハ
ー
バ
ー
ド
条
約
草
案
の

　
三
条
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
領
域
主
義
の
拡
張
に
関
す

　
る
多
く
の
国
家
実
行
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
ぎ
㌧
§
呈
o
§
旨
ミ
ー

　
§
－
ミ
§
§
§
ミ
ざ
§
－
卜
β
§
く
〇
一
－
墨
窒
暑
一
①
冒
彗
一
（
冨
曽
）
一

　
〇
p
杜
o
o
ト
ー
お
ト
ー

（
9
）
甲
く
」
昌
己
轟
眈
L
§
§
目
o
訂
ド
o
－
冨
㊤
．

（
1
0
）
　
§
ミ
’
o
．
冨
o
〇
一

（
1
1
）
　
山
本
草
二
「
国
家
管
轄
権
の
機
能
と
そ
の
隈
界
」
、
『
法
学
教

　
室
』
z
o
、
ω
㎝
（
一
九
八
三
年
）
、
一
九
貢
。

（
1
2
）
　
小
寺
教
授
に
よ
れ
ば
、
分
類
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
学
老
に
よ

　
り
分
類
し
な
い
、
二
分
類
、
三
分
類
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
小
寺
彰

　
「
国
家
管
轄
権
の
域
外
適
用
の
概
念
分
類
」
、
『
国
家
管
轄
権
－
国
際

　
法
と
国
内
法
　
山
本
草
二
先
生
古
希
記
念
』
、
（
勤
草
書
房
一
九
九

　
八
年
）
、
三
四
五
頁
）
。

　
　
分
類
が
必
要
な
い
と
す
る
立
場
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ

　
う
に
国
家
管
轄
権
は
そ
の
作
用
に
よ
り
国
際
法
の
規
制
内
容
が
異
な

る
以
上
、
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
。

　
二
分
類
し
て
い
る
学
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
バ
ウ
エ
ツ
ト
が
い
る
。

バ
ウ
エ
ッ
ト
は
、
国
家
管
轄
権
を
立
法
に
よ
り
行
為
を
不
法
と
特
徴

づ
け
る
権
限
で
あ
る
規
律
管
轄
権
（
盲
ま
昌
ま
畠
8
肩
鶉
R
一
げ
①
）

と
、
こ
の
規
律
管
轄
権
を
行
政
的
行
為
あ
る
い
は
司
法
的
行
為
に
よ

り
強
制
す
る
権
限
で
あ
る
強
制
管
轄
権
（
盲
身
2
g
昌
↓
o
彗
．

δ
H
8
）
と
に
分
類
す
る
（
U
．
毫
』
o
峯
9
戸
．
．
旨
ま
ま
き
O
『
O
訂
．

轟
一
長
霊
幕
∋
ω
o
『
＞
巨
ぎ
『
ξ
o
毒
『
＞
g
く
ま
轟
彗
o
宛
①
．

ω
o
…
8
ω
．
．
一
§
“
b
ミ
｛
隻
さ
ミ
ざ
寒
呉
ぎ
膏
§
富
ぎ
§
－
卜
邑
§

く
o
ピ
留
（
お
o
．
M
）
一
p
－
蜆
。
）
。
こ
の
分
類
は
法
律
の
具
体
的
な
実
現
過

程
を
強
制
と
い
う
一
つ
の
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
徴

が
あ
る
。
し
か
し
、
法
律
の
呉
体
的
な
実
現
過
程
を
こ
の
よ
う
に
一

つ
の
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法

律
の
具
体
的
な
実
現
過
程
に
は
、
法
律
が
具
体
的
な
事
件
に
適
用
さ

れ
、
こ
れ
に
よ
り
具
体
的
な
個
人
の
権
利
義
務
関
係
が
確
定
さ
れ
る

段
階
と
、
こ
の
確
定
さ
れ
た
権
利
義
務
関
係
を
現
実
に
実
現
す
る
た

め
に
物
理
的
な
強
制
力
が
行
使
さ
れ
る
段
階
と
が
あ
る
。
両
者
の
問

に
は
、
物
理
的
な
強
制
力
を
伴
う
か
否
か
と
い
う
点
で
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
一
つ
の
作
用
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
る
。
現
実
の
法
現
象
で
も
。
国
家
管
轄
権
の
行
使
に
対
す
る

国
際
法
の
規
制
は
、
こ
の
二
つ
の
段
階
を
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
別
に
な

さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
主
権
免
除
に
お
い
て
、
多
く
の
国
は
裁

判
権
免
除
が
及
ば
な
く
て
も
、
強
制
執
行
の
免
除
は
及
ぶ
と
し
て
い

る
（
猪
俣
弘
司
「
特
権
免
除
・
国
家
免
除
と
日
本
の
国
家
実
行
」
、

『
国
家
管
轄
権
－
国
際
法
と
国
内
法
　
山
本
草
二
先
生
古
希
記
念
』
、
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（
勤
草
書
房
一
九
九
八
年
）
、
二
九
八
頁
）
。
ま
た
、
外
交
関
係
に
関

す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
お
い
て
も
、
外
交
官
に
対
す
る
裁
判
権
免
除

の
放
棄
は
、
判
決
の
執
行
に
つ
い
て
の
免
除
の
放
棄
を
意
味
す
る
も

の
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
（
＝
＝
一
条
四
項
）
、
両
者
を
区
別

し
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
法
偉
の
具
体
的
な
実
現
過
程
を
一

つ
と
し
て
捉
え
て
し
ま
う
二
分
論
方
式
は
適
切
で
な
い
と
考
え
る
。

二
分
論
は
単
純
に
過
ぎ
る
と
い
う
指
摘
は
、
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法

リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
版
の
注
釈
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る

（
↓
訂
＞
目
①
ま
彗
「
匝
ξ
－
富
葦
自
け
①
ら
s
§
雨
§
§
－
呉
き
雨
5
§

§
｛
鼻
§
雨
き
ミ
耐
ミ
完
雨
ざ
ぎ
婁
卜
s
ミ
♀
き
雨
§
｛
叶
＆
婁
ミ
夢

く
〇
一
」
一
（
－
竃
①
）
ら
．
轟
o
）
。

　
よ
っ
て
、
国
家
管
轄
権
の
分
類
と
し
て
は
、
法
律
の
具
体
的
な
実

現
過
程
を
、
法
律
が
具
体
的
な
事
件
に
適
用
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
具

体
的
な
個
人
の
権
利
義
務
関
係
が
確
定
さ
れ
る
段
階
と
、
こ
の
確
定

さ
れ
た
権
利
義
務
関
係
を
現
実
に
実
現
す
る
た
め
に
物
理
的
な
強
制

力
が
行
使
さ
れ
る
段
階
と
に
分
け
る
、
三
分
類
方
式
の
方
が
妥
当
で

あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
の
三
分
類
方
式
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
対

外
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
版
が
あ
る
。
こ
の
四
〇
一
条
に

お
い
て
、
国
家
管
轄
権
は
、
法
を
適
用
可
能
に
す
る
権
隈
で
あ
る
規

律
管
轄
権
（
旨
ま
2
o
ユ
昌
8
寓
窮
o
『
一
冨
）
、
裁
判
所
あ
る
い
は
行

政
裁
判
所
の
手
続
に
服
さ
せ
る
権
限
で
あ
る
裁
判
管
轄
権
（
旨
身
・

昌
暮
昌
ε
邑
言
2
s
箒
）
、
国
内
法
令
に
服
従
す
る
こ
と
を
強
制

し
た
り
、
あ
る
い
は
従
わ
な
い
も
の
を
罰
す
る
権
限
で
あ
る
強
制
管

轄
権
（
旨
ま
2
g
昌
8
彗
8
昌
o
）
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ

　
の
分
類
は
そ
の
コ
メ
ン
ト
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
立
法
、
行

　
政
、
司
法
と
い
う
伝
統
的
な
権
力
の
区
分
と
一
致
す
る
も
の
で
は
な

　
い
（
§
ミ
一
p
畠
ω
）
。
小
寺
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
を
定

　
立
・
適
用
す
る
こ
と
、
裁
判
に
服
さ
せ
る
こ
と
、
法
の
適
用
ま
た
は

　
実
現
の
た
め
に
執
行
す
る
こ
と
を
区
別
し
た
も
の
で
あ
る
（
小
寺
彰
、

　
前
掲
論
文
、
三
四
七
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
分
類
は
、
法
律
の
定

　
立
、
法
律
の
適
用
、
法
律
の
執
行
と
い
う
法
律
の
社
会
に
お
け
る
実

　
現
段
階
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
な
現
実
の
法
現
象

　
に
も
合
致
す
る
妥
当
な
分
類
方
式
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
　
た
だ
、
法
律
の
具
体
的
適
用
は
必
ず
し
も
裁
判
に
よ
っ
て
の
み
な

　
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
行
政
処
分
と
い
う
形
式
に
お
い

　
て
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
行
政
国
家
現
象
の
進
む
現
代
社
会
で
は
、

　
こ
の
行
政
処
分
の
方
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
法
律
の
適

　
用
と
い
う
現
象
を
捉
え
る
場
合
、
裁
判
手
続
だ
け
を
視
野
に
入
れ
る

　
こ
と
は
十
分
い
え
な
い
。
よ
っ
て
、
法
律
を
具
体
的
事
件
に
適
用
す

　
る
国
家
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
よ
り
広
く
捉
え
る
適
用
管
轄
権
（
早

　
芸
2
o
ご
昌
↓
o
国
o
亘
｝
）
と
い
う
用
語
を
用
い
た
方
が
よ
い
と
考
え

　
る
。

　
　
結
局
、
国
家
管
轄
権
の
分
類
と
し
て
は
、
法
規
範
の
制
定
に
よ
り

　
抽
象
的
に
権
利
義
務
関
係
を
確
定
す
る
作
用
で
あ
る
立
法
管
轄
権
、

　
法
規
範
を
適
用
す
る
こ
と
で
具
体
的
に
権
利
義
務
関
係
を
確
定
す
る

　
作
用
で
あ
る
適
用
管
轄
権
、
確
定
し
た
権
利
義
務
関
係
を
実
カ
に
よ

　
り
実
現
す
る
作
用
で
あ
る
執
行
管
轄
権
に
分
類
す
べ
き
と
考
え
る
。

（
1
3
）
　
た
と
え
ぱ
、
犯
罪
に
関
す
る
管
轄
権
に
つ
い
て
の
ハ
ー
バ
ー
ド

　
条
約
草
案
七
条
。
吻
§
§
目
o
言
ω
一
p
違
o
．
ま
た
、
そ
の
コ
メ
ン
ト
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に
お
い
て
、
実
際
に
も
多
く
の
国
の
刑
法
に
保
護
主
義
に
基
づ
く
管

　
轄
権
の
行
使
を
認
め
る
条
文
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

　
い
る
。
き
ミ
一
一
〇
P
㎝
杜
①
1
㎝
望
一

（
1
4
）
　
申
ω
訂
；
一
窒
せ
§
目
o
苛
N
o
－
N
9

（
1
5
）
外
国
で
一
枚
の
通
貨
を
偽
造
し
た
だ
け
で
も
、
十
分
に
管
轄
権

　
行
使
の
条
件
を
充
た
す
。

（
1
6
）
　
山
本
草
二
、
「
国
家
管
轄
権
の
機
能
と
そ
の
隈
界
」
、
『
法
学
教

　
室
』
z
o
．
雷
（
一
九
八
三
年
）
、
二
三
頁
。
同
様
の
主
張
は
広
部
教

　
授
も
行
っ
て
い
る
。
広
部
和
也
、
「
国
家
管
轄
権
の
競
合
と
配
分
」
、

　
村
瀬
信
也
、
奥
脇
直
也
編
『
国
家
管
轄
権
－
国
際
法
と
国
内
法
－
山

　
本
草
二
先
生
古
希
記
念
』
（
勤
草
讐
房
　
　
一
九
九
八
年
）
、
一
四
七
頁
。

（
π
）
　
↓
ゴ
①
O
唖
眈
①
O
↓
↓
プ
o
ω
．
ω
．
．
、
－
O
↓
自
ω
．
．
一
－
』
μ
①
q
o
コ
一
①
コ
↓
O
↓
ω
耐
〇
一
①
ヨ
ー

　
σ
害
⇒
7
屋
ミ
一
、
§
§
ミ
｛
o
姜
g
§
雨
害
§
ざ
§
ミ
o
§
ミ
g
§
－

　
膏
§
茎
§
邑
さ
隻
§
ω
宵
一
鶉
＞
三
9
；
（
冨
ミ
）
一
暑
．
轟
－
一
〇
．

（
㎎
）
　
甲
ω
8
昌
L
§
§
昌
8
M
ら
■
－
o
、
ま
た
、
も
し
無
制
限
な
管

　
轄
権
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
国
家
の
法
秩
序
の
限
界
を
消
滅

　
さ
せ
、
ひ
い
て
は
国
家
主
権
の
消
滅
を
導
く
と
も
指
摘
す
る
。

　
§
ミ
ー
一
〇
」
o

（
1
9
）
　
ω
§
§
目
o
ざ
；
o
－
轟
．

（
2
0
）
　
桑
原
輝
路
、
「
国
家
の
領
域
外
管
轄
権
」
、
『
一
橋
論
叢
』
九
二

　
巻
五
号
（
一
九
七
三
年
）
、
六
七
九
頁

（
2
1
）
　
『
＞
．
竃
彗
P
蜆
§
§
コ
o
冨
心
。
一
口
．
曽
．

（
2
2
）
　
奉
＜
マ
昌
｝
L
§
§
目
o
註
N
ら
P
o
－
－
竃
1

（
2
3
）
　
甲
ω
冨
『
P
餉
§
§
コ
o
8
M
も
．
N
o
．

（
別
）
　
句
．
＞
．
ζ
o
目
p
、
↓
幕
o
o
o
巨
篶
o
｛
－
葦
實
畠
饒
o
冨
一
』
巨
ユ
閉
－

皇
o
巨
o
目
河
o
く
尉
岸
①
α
o
津
①
『
↓
ξ
o
目
ξ

o
§
鼻
8
ヨ
①
冨
①
（
竃
o
。
†
昌
）
一
p
睾

く
o
凹
轟
　
　
完
雨
蔓
Φ
ミ

軸
富

（
2
5
）
　
ω
§
§
目
o
志
；
P
畠
1

（
2
6
）
　
勺
．
＞
1
ζ
彗
P
吻
§
§
；
冨
買
o
1
M
o
．

（
2
7
）
　
「
豊
ま
N
昌
く
‘
「
彗
ω
昌
一
窪
蜆
⊂
1
ω
－
睾
－
－

（
2
8
）
　
さ
§
も
1
蜆
畠
1

（
2
9
）
　
≦
＞
忍
す
膏
ω
戸
．
．
』
胃
涼
豊
呈
昌
巨
－
津
雲
畠
↓
δ
冨
一
；
名
．
、
一

　
§
㊦
b
き
｛
峯
　
さ
ミ
ぎ
寒
ミ
ぎ
§
§
富
ぎ
§
－
卜
8
§
く
〇
一
．
§

　
（
轟
s
－
－
彗
ω
）
ら
」
o
o
■

35　34　33　32　31　30

§
註
’
o
」
o
0
h
0
．

山
田
鐘
一
『
国
際
私
法
』
（
有
斐
閣
　
一
九
九
二
年
）
、
二
一
頁

軍
ω
8
昌
L
§
；
目
o
8
N
ら
ー
－
o
．

『
＞
．
ζ
與
目
p
眈
§
§
コ
o
8
違
一
〇
1
曽
．

§
迂
．
一
〇
1
昌
．

Z
O
言
①
一
U
O
サ
目
一
〇
凶
ω
P
』
＝
口
o
q
o
目
一
①
目
↓
O
↓
＞
O
『
＝
①
↓
ヌ
ー
o
蜆
9
ト

Ω
ト
完
S
o
募
9
旨
爵
雨
§
§
員
㌧
き
ぎ
Q
O
甘
ミ
§
ω
§
乱
O
、

　
き
葛
（
屋
蟹
）
一
p
昌
．

（
3
6
）
　
司
．
＞
．
ζ
竃
コ
L
§
§
＝
o
8
M
ら
．
宣
一
お

（
3
7
）
　
さ
ミ
ら
ー
宝
－
ξ
．

（
珊
）
　
U
『
凹
寒
O
｛
O
O
目
く
o
コ
巨
O
目
O
目
』
一
』
ユ
蜆
α
ざ
ユ
o
目
ミ
饒
巨
宛
o
O
Φ
o
け

　
一
〇
〇
ユ
目
嵩
一
＞
『
ま
o
－
①
μ
O
O
目
一
昌
①
冒
戸
㌧
§
⑮
ユ
o
昌
き
旨
冒
§
8
－
呉
ぎ
膏
下

　
§
ぎ
§
－
卜
s
§
ω
E
署
一
①
昌
o
目
戸
墨
（
ε
緕
）
ら
p
お
㌣
お
牡
1

（
3
9
）
　
ド
ぎ
b
ミ
｛
寒
さ
ミ
ぎ
寒
9
§
§
§
ミ
｛
§
ミ
ト
β
§
S

　
（
冨
o
o
－
）
ら
p
宣
N
－
宣
ω
1

（
4
0
）
　
§
ミ
ら
．
宣
ω
．
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（
4
1
）
　
§
ミ
ニ
〕
．
宝
ト
ー

（
犯
）
　
U
O
目
二
目
－
O
冒
o
O
與
『
『
①
凹
P
b
，
d
ミ
｛
S
膏
§
8
ぎ
o
ミ
S
ト
蜆
田
①
P
　
（
、
〇
一

　
〇
〇
目
o
お
竃
）
一
〇
．
ω
蟹
．

（
4
3
）
　
同
様
の
こ
と
は
、
ス
テ
ル
ン
も
述
ぺ
て
い
る
。
ω
、
望
①
昌
一
合
苧

　
旨
g
零
幸
o
『
邑
ま
『
婁
一
ω
ま
ω
y
』
§
§
｛
ミ
き
ミ
ミ
吻
軋
“
巨
δ
ミ
ぎ
．

　
膏
§
ミ
ざ
§
ト
ω
O
O
（
冨
竃
）
一
〇
〇
．
M
呂
1
0
0
S
－

（
似
）
』
o
〇
一
冒
く
己
o
≦
、
寄
畠
g
U
雲
9
8
目
彗
ニ
コ
穿
弓
g
彗
亭

　
↓
o
『
邑
＞
o
o
＝
8
ご
昌
o
『
⊂
‘
ω
．
＞
目
幕
；
g
■
凶
冬
．
．
一
き
『
ミ
o
o
§
．

　
忘
ミ
§
一
く
O
－
．
曽
（
お
彗
）
一
〇
P
＝
1
－
N
1

（
蛎
）
　
た
と
え
ば
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
は
、
犯
罪
の
効
果
が
域
内
で
生
じ
た

　
場
合
に
は
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
こ
れ
は
領

　
域
管
轄
権
で
あ
る
の
で
、
無
限
に
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
可
能
性
が

　
出
て
く
る
の
で
、
こ
れ
を
制
限
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
の
場
合
の
効

　
果
は
構
成
要
件
を
な
す
効
果
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
。
刃
．

　
く
こ
①
…
一
轟
9
㎞
§
§
昌
8
～
一
君
、
－
雪
－
5
0
．
つ
ま
り
、
領
域
主

　
義
に
基
づ
い
て
効
果
主
義
に
基
づ
く
管
轄
権
行
使
自
体
は
認
め
る
も

　
の
の
、
そ
の
行
使
は
効
果
の
内
容
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
4
6
）
　
同
様
の
指
摘
は
、
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
や
ア
ク
ハ
ー
ス
ト
も
行
っ
て

　
い
る
。
た
と
え
ぱ
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
は
、
単
な
る
影
響
の
よ
う
な
効
果

　
に
ま
で
管
轄
権
行
使
を
認
め
る
こ
と
は
、
隈
度
を
超
え
た
不
条
理
な

　
こ
と
で
あ
り
、
究
極
の
制
限
で
あ
る
主
権
侵
害
と
な
る
と
す
る
。
宛
・

　
く
」
①
コ
三
自
①
q
ω
一
窒
せ
§
目
O
后
N
一
〇
」
富
。
ま
た
、
ア
ク
ハ
ー
ス
ト
は
、

　
効
果
主
義
の
採
用
は
普
遍
的
管
轄
権
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

　
≦
＞
ぎ
＝
…
鼻
吻
§
§
昌
8
M
O
も
O
」
旨
－
冨
①
．

（
4
7
）
　
『
＞
’
ζ
昌
戸
吻
§
§
コ
9
①
N
ら
P
ム
①
－
ミ
．

（
蝸
）
｝
馨
…
音
霧
竃
き
ヨ
墨
Z
；
彗
σ
①
二
§
一
ω
着
薫
一

　
二
ω
o
ゴ
①
『
宍
與
E
訂
o
す
巨
斥
＝
］
一
〇
－
O
M
仁
M
0
一
§
ミ
吻
o
ぎ
冬
ミ
s
軋
§
ミ
ー

　
ざ
s
ミ
㌻
①
（
ε
o
。
－
）
一
ω
．
害
ト
ー

（
4
9
）
　
同
様
の
指
摘
は
、
甲
ω
訂
昌
ら
§
§
昌
8
負
P
曽
ω
、

（
5
0
）
　
『
＞
．
く
彗
貝
｝
§
§
冒
誌
ド
P
ム
o
、
同
様
の
指
摘
は
、
－
．

　
宰
o
毛
コ
＝
①
一
妻
§
膏
－
轟
♀
妻
ミ
｛
o
ぎ
膏
§
s
ぎ
§
－
卜
s
§
蜆
；

　
①
P
（
O
呉
｛
o
『
o
δ
岨
o
o
）
一
〇
1
ω
－
ω
一
－
≦
－
く
…
凹
気
一
吻
§
§
コ
o
8
N
o
P

　
o
①
．
〇
一
軍
ω
言
「
P
吻
§
§
コ
o
8
卜
ω
一
P
M
2
．
O
ω
o
凹
『
ω
o
巨
o
o
ユ
訂
『
一

　
ぎ
膏
§
§
§
ミ
ト
s
§
ぎ
§
s
ミ
昌
ミ
ぎ
§
§
（
z
言
o
津

　
冨
畠
）
一
P
N
墨
ま
た
、
た
と
え
ぱ
ア
ク
ハ
ー
ス
ト
も
、
管
轄
権
を

　
行
使
す
る
条
件
と
し
て
、
他
国
で
生
じ
た
効
果
よ
り
直
接
的
で
、
他

　
国
で
生
じ
た
効
果
よ
り
実
質
的
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て

　
い
る
（
≦
美
2
≡
ω
ζ
§
§
昌
訂
N
㊤
ら
曇
）
。

（
5
1
）
　
↓
－
コ
一
一
〕
①
『
5
目
①
「
一
』
目
一
σ
①
『
O
o
ー
く
．
巾
與
コ
斥
o
｝
＞
昌
o
ユ
o
戸
Z
I
↓
．

　
俸
ω
．
＞
二
蟹
o
勺
』
ユ
㎝
竃
（
－
彗
①
）
．

（
5
2
）
　
§
ミ
も
．
2
ω
－
雪
』
．

（
5
3
）
宇
①
＞
昌
①
ユ
o
彗
5
冬
－
冨
暮
二
員
明
§
§
昌
8
鼻
P
心
筆

（
5
4
）
　
ア
メ
リ
カ
対
外
関
係
法
リ
ス
テ
イ
ト
メ
ン
ト
第
三
版
の
四
〇
二

　
条
で
は
、
次
の
よ
う
な
評
価
す
ぺ
き
要
素
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
も

　
の
が
、
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
§
鼻
O
O
，
N
宣
－
農
9

　
　
・
行
為
と
規
制
国
の
領
域
と
の
連
関

　
　
．
規
制
国
と
規
制
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
主
要
な
責
任
を
負
う
者

　
　
と
の
間
の
、
国
籍
や
住
所
、
経
済
活
動
な
ど
の
関
係
の
存
在

　
　
．
規
制
国
に
と
っ
て
規
制
す
る
こ
と
の
重
要
性
、
外
国
に
よ
る
規

　
　
制
の
程
度
、
そ
の
よ
う
な
規
制
の
望
ま
し
さ
が
受
け
容
れ
ら
れ

351



橋論叢 第124巻第1号 平成12年（2000年）7月号　（154）

て
い
る
程
度

・
規
制
に
よ
り
保
護
あ
る
い
は
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
正
当
な
期
待

　
の
存
在

・
国
際
的
な
政
治
的
、
法
律
的
あ
る
い
は
経
済
的
制
度
に
と
っ
て

の
規
制
の
重
要
性

・
規
制
が
国
際
法
の
伝
統
と
調
和
す
る
程
度

5655

・
他
国
の
規
制
と
抵
触
す
る
可
能
性

｝
．
＞
．
ζ
匝
目
p
蓬
b
§
コ
o
冨
M
令
o
．
8
．

刃
．
く
ー
宕
＝
三
コ
o
o
ω
L
§
§
コ
o
8
M
一
〇
」
2
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
〇
九
〇
九
〇
九
猷
朋
＃
議
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
挙
院
博
士
課
程
）

451




