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国
際
法
の
歴
史
は
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
国
際
法
の
歴
史
で
あ
る
、
と
い
う

「
常
識
」
が
あ
る
。
こ
の
「
常
識
」
は
、
近
代
国
際
法
の
母
体
は
近
世

の
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
国
際
法
、
い
わ
ゆ
る
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
公
法
（
旨
ω
君
σ
・

＝
O
昌
自
O
自
昌
O
與
①
冒
■
0
8
津
O
O
巨
斥
O
O
－
．
巨
『
O
O
①
）
」
で
あ
り
、
そ

の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
公
法
」
自
身
は
「
近
代
国
際
法
の
父
」
フ
i
ゴ
ー
・

グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
と
彼
の
思
想
の
影
響
を
強
く
受
け
た
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ

リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
歴
史
認
識
の
う
え
に
立

脚
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
常
識
」
的
な
歴
史
認
識
は
、
現
在
、
新
し
い
国

際
法
史
の
論
老
た
ち
に
よ
っ
て
様
々
な
形
で
疑
問
を
呈
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

グ
レ
ー
ヴ
ェ
教
授
に
よ
れ
ぱ
、
と
く
に
っ
ぎ
の
三
点
が
重
要
で
あ
る
。

　
①
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
を
「
近
代
国
際
法
の
父
」
と
み
な
し
、
ウ
｝
ス

　
　
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
を
近
代
国
際
法
の
出
発
点
と
み
な
す
の
は
問

　
　
違
っ
て
い
る
。

②
国
際
法
の
起
源
は
よ
り
古
く
、
し
か
も
地
域
的
に
よ
り
広
い
範

　
　
囲
に
及
ぷ
。

③
「
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
公
法
」
が
即
国
際
法
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
も

　
　
な
い
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
は
、
と
く
に
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ

　
　
世
界
と
緊
密
な
国
際
的
関
係
を
つ
く
り
上
げ
て
い
た
。

　
こ
の
三
点
は
、
い
ず
れ
も
近
・
現
代
国
際
法
の
歴
史
的
性
格
を
理

解
す
る
う
え
で
決
定
的
に
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
社
会

と
そ
の
法
が
一
面
で
す
ぐ
れ
て
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
的
で
あ
り
な
が
ら
、
他

面
で
多
元
的
な
も
の
へ
の
志
向
を
示
し
て
い
る
現
在
、
こ
の
論
点
が

ま
す
ま
す
重
要
性
を
帯
ぴ
つ
つ
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
論
点
の
②
と
③
の
問
題
は
と
り
わ
け
興
味

深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
国
際
法
史
研
究
が
そ
の
視
界

を
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
う
ち
に
と
ど
め
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
そ

れ
は
よ
り
広
い
視
野
か
ら
ま
さ
に
多
様
な
文
明
や
文
化
と
の
関
わ
り

の
う
ち
に
国
際
法
の
歴
史
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ

る
。　

②
の
分
析
視
角
は
す
で
に
ド
ィ
ツ
の
プ
ラ
ィ
ザ
ー
教
授
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
追
、

先
鞭
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
カ
　
日
本
で
も
鈴
木
董
教
授
や
古
賀
幸
久

教
授
が
先
駆
的
な
研
究
成
果
を
あ
げ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、

鈴
木
教
授
に
よ
れ
ぱ
、
世
界
規
模
で
の
近
代
国
際
体
系
の
成
立
以
前

に
お
い
て
は
、
複
数
の
文
化
世
界
が
併
存
し
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
独

自
の
「
自
己
完
結
的
な
国
際
体
系
」
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
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近
代
西
欧
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
国
際
体
系
へ
の
拡
大
過
程
は
、
「
西

欧
内
在
的
な
視
点
か
ら
の
み
で
な
く
、
当
時
地
球
上
に
併
存
し
て
い

た
諸
国
際
体
系
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ム
国
際
体
系
と
の
関
係
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〕

て
捉
え
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
」
。
さ
ら
に
、
古
賀
教
授
も
ま
た
、
「
一

六
世
紀
に
萌
蓑
み
ら
れ
た
西
欧
国
際
法
も
イ
ス
ラ
ム
国
際
法
童

強
い
影
響
を
う
け
て
い
た
」
と
い
う
輿
味
深
い
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
立
場
は
ま
た
、
③
の
論
点
と
結
ぴ
つ
く
。
③
の
見
解

は
、
複
数
の
文
化
世
界
は
互
い
に
無
関
係
で
は
あ
り
え
ず
、
し
ぱ
し

ば
緊
張
・
対
立
関
係
に
立
っ
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
ま
た
相
互

に
交
流
し
密
接
な
関
係
、
時
に
は
国
際
法
的
諸
関
係
を
お
り
な
し
た
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
論
老
で
あ
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ヴ
ィ
ッ
ツ
教
授
は
、
近
世
に
お
け
る
ア
ジ
ア
諸
国
と
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ

と
の
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
様
々
な
取
引
や
慣
行
、
条
約
の
締
結
を

明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
は
相
互
的
な
権
利
・
義
務
関
係
が
あ
っ
た
こ

と
、
一
法
的
な
萎
状
態
の
う
ち
に
差
ま
り
差
い
商
議
．
政

治
的
諸
関
係
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
L
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
国

際
司
法
裁
判
所
も
ま
た
、
一
九
六
〇
年
、
O
ま
量
と
Z
繕
彗
・
＞
き
＝

と
い
う
孤
立
領
土
の
間
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
通
行
権
を
め
ぐ
る
イ
ン
ド

と
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
係
争
に
際
し
て
こ
の
事
実
を
認
め
、
マ
ラ
ー
タ

と
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
の
間
に
締
結
さ
れ
た
プ
ー
ナ
条
約
（
一
七
七
九

年
一
を
語
の
完
全
姦
謹
の
国
際
法
上
の
条
約
と
み
な
し
、
そ
の

法
的
拘
東
力
を
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
モ
ー
ザ
ー
、
ユ
ス
テ
ィ
、

マ
ル
テ
ン
ス
な
ど
一
八
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
老
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ

れ
基
本
的
立
場
は
異
に
し
つ
つ
も
、
等
し
く
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
と
ア
ジ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

諸
国
と
の
条
約
や
法
的
な
関
係
を
尊
重
す
る
認
識
を
示
し
て
い
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
紛
れ
も
な
く
国
際
法
的
関
係
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
い
っ
さ
い
無
視
し
て
、
た
だ
ヨ
ー
ロ

ッ
バ
に
お
い
て
の
み
国
際
法
の
発
展
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
明
ら
か

に
不
当
で
あ
ろ
う
。

ニ
　
ョ
ー

ヅ
バ

・
地
中
海
国
際
共
同
体

　
国
際
法
と
そ
の
観
念
の
歴
史
を
ヨ
i
ロ
ヅ
バ
以
外
の
地
域
に
も
認

め
る
立
場
は
、
こ
れ
を
多
元
主
義
と
呼
ぷ
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
多
元
主
義
は
、
従
来
の
昌
ー
ロ
ッ
バ
中
心
（
二
兀
）
主
義
を
批

判
す
る
点
で
有
益
で
あ
る
と
は
い
え
、
た
だ
単
に
そ
の
立
場
に
終
始

す
る
な
ら
ぱ
不
十
分
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

重
要
な
こ
と
は
、
偉
大
な
諸
文
化
の
併
存
と
そ
の
世
界
内
で
の
国
際

法
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
関
係

を
も
ち
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
を
中
心
と
す
る
国
際
法
の
発
展
に
大
き
く
寄

与
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
・
近
世
の
「
地
中
海
世
界
と
そ
の
周
辺
」

は
、
国
際
法
の
発
展
に
と
っ
て
も
か
な
り
重
要
な
歴
史
・
地
理
的
空

間
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
と
ビ

ザ
ン
ツ
と
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
三
つ
の
犬
文
化
圏
が
互
い
に
直
に
接
触

す
る
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
文
化
世
界
は
こ
の
地
中
海
を
対
立
と

交
流
の
い
わ
ぱ
結
晶
核
と
し
て
向
か
い
合
い
統
け
た
か
ら
で
あ
る
。
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周
知
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
と
イ
ス
ラ
ム
は
し
ぱ
し
ぱ
地
中
海

を
舞
台
に
抗
争
を
続
け
た
。
両
老
は
互
い
に
戦
い
、
殺
し
、
奪
い
あ

っ
た
。
戦
土
や
住
民
は
し
ぱ
し
ぱ
捕
虜
と
な
り
、
奴
隷
と
さ
れ
た
。

一
見
す
る
と
、
そ
こ
に
は
な
ん
の
ル
ー
レ
も
な
、
、
異
民
族
・
異
教

徒
集
団
相
互
の
暴
力
毫
い
わ
ば
「
糺
減
鞍
一
力
ー
ル
．
シ
一

ミ
ヅ
ト
）
だ
け
が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
レ
バ
ン
ト
沖

の
海
戦
の
帰
路
、
イ
ス
ラ
ム
に
捕
ら
え
ら
れ
た
文
豪
セ
ル
バ
ン
テ
ス

が
買
い
戻
し
に
よ
っ
て
帰
国
で
き
た
と
い
う
事
実
が
示
し
て
い
る
よ

う
に
、
両
老
の
間
に
は
そ
れ
な
り
の
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
た
。
少

な
く
ま
、
捕
虜
の
買
い
戻
し
と
い
う
鋸
は
か
言
一
般
的
に
、

そ
し
て
し
ぱ
し
ば
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。

　
イ
タ
リ
ア
の
国
際
法
学
老
ア
ゴ
ー
教
授
に
よ
れ
ぱ
、
そ
の
よ
う
な

慣
行
は
捕
虜
の
買
い
戻
し
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
戦
争
の
人
道
化
や
紛

争
の
平
和
的
解
決
（
第
三
老
に
よ
る
調
停
や
仲
裁
裁
判
）
、
停
戦
や
休

戦
条
約
の
締
結
、
使
節
の
不
可
侵
権
の
尊
重
、
商
業
条
約
の
締
結

（
商
人
の
居
住
権
、
交
易
の
た
め
に
滞
在
す
る
外
国
人
商
人
の
安
全

保
証
、
船
舶
の
安
全
、
関
税
の
賦
課
等
）
が
広
範
に
み
ら
れ
た
と
い

う
。
こ
れ
は
、
八
世
紀
か
ら
近
世
に
い
た
る
ま
で
、
地
中
海
を
舞
台

に
行
わ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
と
非
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
と
の
緊
密
な
国
際
法
的

関
係
で
あ
り
、
「
ヨ
ー
目
ツ
パ
・
地
中
海
地
域
の
実
践
」
の
な
か
で
定

着
し
て
い
っ
た
法
的
慣
行
・
規
則
で
あ
る
。
ア
ゴ
ー
教
授
の
言
葉
を

使
え
ぱ
、
こ
の
歴
史
的
空
間
こ
そ
、
「
問
墨
的
蕎
准
1
し
て
の

「
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
・
地
中
海
国
際
共
同
体
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

三
　
ヨ

ロ
ヅ
ノく

・
地
中
海
国
際
共
同
体
論
の
意
義

　
中
・
近
世
の
時
代
に
「
地
中
海
と
そ
の
周
辺
」
が
か
な
り
緊
密
な

結
ぴ
つ
き
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
む
ろ
ん
、

こ
の
「
国
際
共
同
体
」
は
競
争
と
抗
争
を
繰
り
返
し
た
異
質
な
文
化

圏
の
錯
綜
す
る
空
間
で
あ
る
か
ら
、
同
質
的
な
共
同
体
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
む
し
ろ
多
元
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ゴ
ー
は
そ
こ
に

「
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
・
地
中
海
世
界
の
様
々
な
国
家
を
す
べ
て
包
括
す
る

国
際
共
同
体
」
の
特
質
を
認
め
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
一
つ
の

多
元
的
な
共
同
体
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
際
共
同
体
は
、
多
様
な
政
治
的
共
同
体
の
個
別
的

な
利
益
追
求
、
そ
し
て
む
し
ろ
そ
れ
ゆ
え
に
し
ぱ
し
ば
杜
会
・
経

済
・
政
治
的
差
異
や
宗
教
的
・
精
神
的
差
異
を
越
え
た
「
共
存
」
の

現
実
的
必
要
性
に
そ
の
基
礎
を
有
し
て
い
る
と
い
う
。

　
た
し
か
に
ア
ゴ
i
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
法
は
同
一
の
宗
教
、
同

一
の
道
徳
・
法
観
念
を
有
す
る
同
一
の
文
化
圏
の
内
部
に
お
い
て
し

か
通
用
し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
同
一
の
文
化
圏
内
に

お
い
て
よ
り
緊
密
な
（
国
際
）
法
体
系
を
構
築
し
う
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
が
、
他
文
化
圏
と
の
よ
り
緩
や
か
で
よ
り
多

元
的
な
法
体
系
を
形
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ

バ
・
地
中
海
国
際
共
同
体
論
の
最
犬
の
意
義
は
、
そ
の
よ
う
な
法
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
め
ぐ
ら
し
た
国
際
共
同
体
が
地
中
海
を
仲
立
ち
と

し
て
中
・
近
世
に
成
立
、
発
展
し
た
と
の
認
識
を
示
し
、
国
際
法
と
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そ
の
観
念
の
歴
史
に
お
い
て
目
ー
ロ
ッ
バ
主
義
と
も
反
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

主
義
と
も
一
線
を
画
し
た
観
点
の
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
主
張
の
正
否
そ
れ
自
体
は
別
で
あ
る
。

ア
ゴ
ー
の
問
題
提
起
は
今
後
の
歴
史
的
研
究
の
な
か
で
よ
り
精
密
に

考
察
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
事
．
ρ
9
睾
9
＜
o
昌
2
8
o
讐
8
ざ
目
N
冒
－
昌
一
き
『
．

　
器
＝
昌
＜
堅
ぎ
昌
8
津
一
N
凹
α
丙
＜
§
－
ω
（
－
竃
N
）
一
ω
1
宣
岨
－
島
H

　
声（

2
）
宍
睾
①
ぎ
『
一
目
①
く
α
寿
①
目
9
幸
ω
潟
8
巨
o
巨
P
芽
①

＞
＝
厨
き
o
昌
三
～
①
；
①
亭
o
量
峯
一
窃
σ
邑
o
p
岩
睾

（
3
）
　
鈴
木
董
「
イ
ス
ラ
ム
国
際
体
系
」
、
有
賀
貞
他
篇
『
国
際

　
政
治
の
理
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
所
収
、
九
五
頁
。

（
4
）
　
古
賀
幸
久
『
イ
ス
ラ
ム
国
家
の
国
際
法
規
範
』
（
動
草
書

房
）
、
九
頁
。
参
照
、
真
田
芳
憲
『
イ
ス
ラ
ム
法
の
精
神
』
（
中

央
大
学
出
版
部
）
、
一
九
九
頁
以
下
。

（
5
）
ρ
甲
≧
實
彗
串
o
皇
員
O
o
o
巨
量
一
＞
ω
潟
募
艮

　
艘
①
c
邑
く
g
窒
…
く
o
｛
亭
①
－
凹
冬
o
h
之
｝
巨
昌
9
｝
く
p
讐

　
（
岩
竃
）
一
p
串
ω
一

（
6
）
o
轟
①
8
篶
o
邑
鍔
雲
o
q
葦
o
弓
蕩
ω
鍔
①
ミ
①
二
目
2
彗

　
↓
①
目
岸
o
q
し
．
O
」
．
宛
8
o
ユ
ω
一
旨
＞
召
昌
畠
8
一
〇
．
寄
声

　
〔
－
O
．
自
．
＞
－
①
X
o
目
O
『
o
ミ
庁
“
o
P
o
岸
二
〇
－
蜆
－
N
．

（
7
）
　
〇
一
匡
．
＞
－
o
x
～
冒
o
8
奏
ざ
N
一
〇
〇
－
q
F
戸
9
①
声

（
8
）
　
力
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
新
田
邦
夫
訳
）
『
犬
地
の
ノ
モ

　
ス
　
上
・
下
』
（
未
来
社
）
、
各
所
。

（
9
）
拙
薯
『
掠
奪
の
法
観
念
史
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
、
一

　
〇
一
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
丙
1
＞
藺
q
9
冒
①
旦
＝
§
＝
ω
9
ω
o
＝
8
＞
目
§
長
o
宗
ユ
鼻
R
－

　
目
団
巨
o
目
巴
o
目
Ω
①
∋
⑦
ぎ
ω
o
チ
凹
｛
F
　
巨
一
＞
旨
8
o
　
く
g
包
『
o
窃

　
（
■
易
炉
）
一
＜
α
寿
①
冒
8
巨
c
目
o
肉
g
享
ω
昌
－
－
o
ω
o
昌
ぎ
｝
雪
・

　
＝
貝
岩
o
o
9
ω
．
署
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

研究ノート1163〕

671




