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〔

資
料
紹
介
〕

条
約
の

無
効

､

終
了
等
の

根
拠
を

援
用

す
る

権
利
の

喪
失
に

つ

い

て

(

二
)

-
条
約
法
最
終
草
案
第
四
二

条
の

検
討

1

鷲

見

一

夫

五

一

九
六

三

年
暫
定

草
案
の

第
四

七

条
は

､

起
草
委
貝
会
修
正

案
第
四

条

と
ほ

ぼ

同
内
容
の

規
定
で

あ

る
が

､

通
用
の

範
囲
に

つ

い

て

は

若
干
の

変

更
が

加
え

ら

れ
､

代
表
に

対

す
る

強
制
の

場
合
に

も

当
該

規
則
の

適
用
を

認
め

た

反
面

､

条
約

締
結
権
限
に

対

す
る

憲
法
的
制
約
の

場
合
が

､

そ
の

適
用
か

ら

除
外
さ

れ

た
｡

即
ち

､

同
暫
定
草
案
の

第
四

七

条

は
､

｢

条

約

の

無
効
或
い

は

条

約
を

終
了
さ

せ

又
は

そ

れ

か

ら

脱
退
す
る

た

め
の

根
拠

を

主
張
す
る

権
利
の

喪
失
+

と

題
し
て

､

次
の

如
く
に

規
定
し
た

｡

｢

条
約
の

無
効
或
い

ほ
そ

れ

を

終
了
さ

せ

又

は

そ

れ

か

ら

脱
退
す
る

た

め

の

根
拠
を

主
張
す
る

権
利
ほ

､

第
三
二

条
か

ら
第
三

五

条
ま

で

及
び

第
四

二

条
と

第
四

四

条
に

該
当
す
る

場
合
に

は
､

関
係
国
が

､

か

か

る

権
利
を

生

ず
る

事
実
を

知
っ

た

後
に

､

次
の

こ

と

を

行
っ

た
と

き

に

ほ
､

も
は

や

行
使
さ

れ

得
な
い

も
の

と

す
る

｡

榊
権
利
を

放
棄
し
た

と

き
､

又
は

肘
自
ら

行
為
し
た

が

た

め

に
､

関
係
国
が

､

第
三

二

条
か

ら

第
三

五

条
ま

で

の

場
合
に

は
､

自
ら

を

条
約
に

よ
っ

て

拘
束
さ

れ

る

と

看
倣

す
か

､

或
い

は

第
四

二

条
と

第
四

四

条
の

場
合
に

ほ
､

重

大
な

違
反

に

よ
っ

て

又
は

発
生

し

た

事
情
の

根

本
的
な

変
化
に

よ
っ

て
､

条
約

が

影

響
を

受
け

な
い

と

看
倣
す
方
を

選
ん

だ
こ

と

を

否
認
す
る
こ

と

(

1
)

を

禁
じ

ら
れ

る

と
き
+

こ

の

暫
定
草
案
ほ

､

各
国
政
府
の

検
討
に

付
さ

れ
､

第
四

七

条
に

対
し

て

ほ
､

イ
ス

ラ

エ

ル

､

オ

ラ

ン

ダ
､

ポ
ル

ト

ガ

ル
､

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

､

ア

メ

リ

カ

の

各
国
政
府
よ

り
コ

メ

ン

ト

が

寄
せ

ら

れ
た

｡

ア

メ

リ

カ

合
衆
国

政

府
は

､

本
条
が

､

権
利
の

濫
用
を

防
止

す
る

上
で

欠
く
べ

か

ら
ざ

る

も

(

2
)

の

で

あ
る

旨
を

強
調
し

た
｡

ス

ウ
ェ

ー

デ
ン

政
府
も

､

本
条
は

､

草
案
の

残
余
の

規
定
に

対

す
る

不

可
欠
の

補
足
手
段
(

F
已
名
e

n

旨
已
e

8
m
旦
e
･

m
e

n
t
)

で

あ

る

と

述
べ

る

と

共
に

､

本
条
が

､

第
三

一

条
(

条

約
締
結

権
限
に

関
す
る

国
内
法
規
定
)

の

場
合
に

も

適
用
さ

れ

る
べ

き
こ

と

を

提

(

3
)

(

1
)

案
し
た

｡

オ

ラ
ン

ダ

政
府
も

ま

た
､

同
様
な

提
案
を

行
っ

た
｡

ポ
ル

.
ト

ガ

ル

政
府
も

､

こ

の

点
を

指
摘
す
る

と

共
に

､

さ

ら
に

代
表
に

対

す
る

強
制

に

関
す
る

第
三

五

条
は

､

絶
対

的
無
効
の

場
合
で

あ

る

が

故
に

､

本
条
の

(

5
)

適
用
か

ら

除
外
さ

れ

る

ぺ

き
こ

と

を

主
張
し
た

｡

し
か

し
､

そ

の

後
の

委

員
会
の

起
草
過
程
に

最
も

大
き
な

影
響
を

及
ぼ

し
た

の

は
､

イ
ス

ラ
エ

ル

政
府
の

コ

メ

ン

ト

で

あ
っ

た
｡

同
政
府
は

､

一

般

原
則
と

黙
示

的
同
意

(
t

琶
芹

0

0

日
S

2

ロ
t

)

の

特
殊
な

概
念
と

の

間
に

注

意

深
く

区

別
を

設
け

る
ぺ

き
こ

と
､

条
約
の

適
用
の

停
止
を

主
張
す
る

権

利

の

行
使
に

対

す
る

一

般
原
則
の

効
果
に

つ

い

て

言
及
す
べ

き
こ

と
､

及

び
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) 資 料 紹 介｢
本
条
の

適
用
範
囲
を

第
三

一

条
の

易
合
に

も

拡
大
す
る
こ

と

を

提
案
し

た
｡

そ

し

て
､

本
条
は

､

も

し

も
そ

れ

が

よ

り

積
極
的
に
(

ヨ
○

記
セ
リ
S

≡
く
e
-

ユ

表
現
さ

れ

る

な

ら

ば
､

簡
略
化
さ

れ

得
る

と

し

て
､

次
の

如
き

代
案
を

提

出
し

た
｡

｢

国
家
が

､

第
三

一

条
か

ら

第
三

五

条
ま

で

及
び

第
四
二

条
と

第
四
四

条
の

通
用
を

生

ず
る

事
実
を

知
っ

た

後
に

､

行
為
又

は

そ
の

他
の

方
法

に

よ

り
､

自
ら

を

拘
束
さ

れ

る

と

看
倣
す
方

を

選
ん

だ

場
合
に

は
､

当

該
国

家
は

､

か

か

る

条
項
に

依
拠
す
る
こ

と

が

で

き

な
い

｡

…
･

⊥

こ

の

代

案
に

つ

い

て
､

同
政
府
は

､

複
成
性
の

要
因
で

あ

る

｢

権
利
放

棄
+

に

対

す
る

特

別
の

言

及

を

余

分

な

ら

し

め
､

か

つ

へ

へ

n

訂

訂
r

l
e

P

f

3
m

d
e

n

ミ
ロ

g

｡

な
る

語
句
の

ぎ

こ

ち
な

さ

を

避
け

る

も
の

で

あ

る

と

説
明
し

た
｡

さ

ら
に

､

コ

メ

ン

タ

リ

ー

中
で

は
､

か

か

る

選
択

は
､

｢

相

当
の

期
間
の

経
過
の

後
に
+

(

勿
論

､

か

か

る

期
間
は

､

一

切

の

状

況

次

(

6
)

第
で

あ

る
)

推
定
さ

れ
る

で

あ

ろ

う
旨
を

明
ら

か

に

す
べ

き

で

あ

る

と

し

た
｡

六

こ

の

よ

う
な

諸
政

府
の

コ

メ

ン

ト

を

考
慮
に

入

れ

て
､

ウ
ォ

ル

ド
ッ

ク

は
､

一

九
六

六

年
の

第
一

七

会
期
の

後
半
期
の

第
八

三

六

読
会
に

､

第
四

七

条
の

修
正

案
を

委
員
会
に

振
出
し
た

｡

こ

の

ウ
ォ

ル

ド
ッ

ク

修
正

案
で

は
､

本
条
の

適

用
範
囲
は

､

第
三

一

条
と

第
四

三

条
の

場
合
に

も

拡
大
さ

れ
､

条
約
の

適

用
の

停
止
の

場
合
に

つ

い

て

も

明

記
さ

れ

る

と

共
に

､

同

意
の

観
念
に

基
づ

い

て

本
条
の

定
式
化
が

試
み

ら

れ

た
｡

即
ち

､

権
利
の

喪
失
が

生

ず
る
の

ほ
､

条
約
の

有
効
性
又
は

効
力
の

存
続
に

つ

い

て

当
事

国
が

同
意
し

た

場
合
と

当
事
国
の

作
為
又
は

権
利
行
使
の

不

当
な

遅
延
の

た

め

に
､

条
約
の

有
効
性
又

は

効
力
の

存
続
に

つ

い

て

同
意
が

あ
っ

た

も

の

と

看
徹
さ

れ

る

場
合
で

あ

る

と
さ

れ

た
｡

修
正

案
は

､

｢

無
効

､

終
了

､

脱
退
又
は

停
止

の

根
拠
を

援
用
す
る

権
利
の

放
棄
+

と

題
し

て
､

次
の

如

く
に

規
定
し

た
｡

｢

国
家
は

､

第
三

一

条
か

ら

第
三

五

条
ま
で

の

規
定
に

基
づ

い

て

又

は

第
四
二

条
か

ら

第
四

四

条
ま

で

の

規
定
に

基
づ

い

て
､

条
約
を

無
効
に

し
､

終
了
さ

せ
､

そ

れ

か

ら

脱
退
し

又
は

そ
の

適
用
を

停
止

す
る

た

め

の

い

ず
れ

か

の

根
拠
を

､

か

か

る

根
拠
を

生

ず
る

事
実
を

知
っ

た

後
に

､

次
の

こ

と

を

行
っ

た

場
合
に

は
､

援
用
す
る
こ

と
が

で

き

な
い

｡

㈲
条
約
が

有
効
で

あ

る

と

看
倣
す
こ

と
に

､

或
い

は
､

各
々

の

場

合
に

つ

き
､

効
力
を

存
続
す
る

と

看
倣
す
こ

と

に

同
意
し

た

場
合

､

又

は糾
そ
の

作
為
の

故
に

又

は

か

か

る

根

拠
を

援
用
す
る

こ

と
の

不

当

な

遅
延
の

故
に

､

条
約
が

有
効
で

あ

る

と

看
倣
す
こ

と

に
､

或
い

は
､

各
々

の

場
合
に

つ

き
､

効
力
を

存

続
す
る

と

看
倣
す
こ

と

に

同
意
し

(

7
)

た

と

看
倣
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

場
合
+

こ

の

修
正

案
を

説
明
し

て
､

ウ
ォ

ル

ド
ァ

ク

は
､

諸
政
府
に

よ
っ

て

な

さ

れ

た
コ

メ

ン

ト

を

考
慮
に

入

れ

て
､

当
該

規

則

は
､

よ

り

積

極

的
な

(

ヨ
○

→
e

p

琵
→

ヨ
P
t
-

く
e

)

文
言
で

述
べ

ら

れ

て

い

る

と

し

た
｡

そ

し

て
､

恥
項
に

於
い

て

は
､

黙
示

的
合

意
(
-

冒

官
訂
P

品
1

e

2

日
2

n
t

)

の

概
念
を

導
入

し

た
の

で

あ

る

が
､

も
し

も
こ

れ

に

対

し
て

異
議
が

提
起
さ

れ

る

な

ら

ば
､

仙
項
中
の

観
念
を

､

消
極
的
な

(

ロ
e

管
t

才
e
)

形
式
で

表
現
す
る

イ

⊥

こ

と

は

困
難
で

は

な
い

で

あ

ろ

う
と

述
べ

た
｡

さ

ら

に
､

t

r
ロ
2

た
2
芹

の

7 7
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設
定
に

関
す
る

提
案
に

つ

い

て

ほ
､

状
況
は

､

極
め
て

多
様
で

あ

る

が

故

に
､

実
際
的
で

あ

る

と

は

思
わ

れ

な
い

と

し

た
｡

ま

た
､

表
題
中
の

｡

-

?

設
｡

な

る

語
は

､

不

適
当
で

あ
る

の

で
､

｡

1

e
-

F
β

已
∽

F

ヨ
e

n
t

｡

な

る

語

(

8
)

を

使
用
し

た

と

述
べ

た
｡

こ

の

修
正

案
に

対

し

て

は
､

プ

リ
ッ

グ

ス

が

批
判
を

加
え

､

そ
こ

で

は
､

p
→
e

O
】

宏
-

○

ロ

の

原
則
か

ら

黙
示

的
同
意
に

対
し

て

重

点
の

大
き

な

移
行

が

存
す
る

と

し
､

こ

れ

は
､

イ
ス

ラ
エ

ル

政
府
の

指
摘
に

も

拘
ら

ず
､

両

(

9
)

者
を

一

九
六
三

年
の

テ

キ

ス

ト

以

上
に

混
同
す
る

も
の

で

あ

る

と

し

た
｡

そ

し
て

､

修
正

案
の

へ

へ

叶

F
e

S
t

P
t

e

､

､

な
る

語
句
迄
は

維
持
し

､

㈲
項
と

肘
項
と

を

結
合
す
る

次
の

如
き

代
案
を

振
出
し
た

｡

｢

…

…

〔

国
家
〕

が
､

そ
の

作
為
又

は

不

作
為
(

不

当
な

遅
延
を

含
め

て
)

に

よ

り
､

条
約
が

無
効
に

な
っ

た

旨
或
い

は

そ
れ

に

対
し

て

拘
束

的
で

あ
る

こ

と

を

終
止
し

た

旨
主

張
す
る
こ

と

を

禁
じ

ら
れ

た

場
合
+

プ

リ
ッ

グ

ス

は
､

こ

の

代
案
は

､

勺

岩
已

宏
-

○
ロ

の

原
則
を

保
持
す
る

も

の

で

あ

り
､

権
利
放
棄
の

観
念
は

､

そ

れ
の

中
に

黙
示

さ

れ
て

い

る

と

説

明
し

た
｡

ま
た

､

表
題
に

つ

い

て

は
､

へ

へ

諾
-

F
β

已
s

F

ヨ
e

n
t

､

-

な

る

語

を

削
除
し

､

｡

-

○

訟
｡

な

る

語
を

回

復

す

る

こ

と

を

主

張

し

た
｡

さ

ら

に
､

｢

不

当
な

遅
延
は

､

行
為
し

な

か
っ

た
こ

と
に

伴
う
唯

一

の

要

因
で

は

な

く
､

む

し

ろ

重

要
な
の

は
､

行
為
が

必

要
な

と

き
に

､

行
為
し

な

か

(

10
)

っ

た
こ

と

で

あ
る
+

と

述
べ

た
｡

か

か

る

プ

リ

ッ

グ
ス

の

見
解
に

は
､

フ

(

11
)

エ

ア

ド
ロ

ス
､

デ
･

ル

ナ
､

ル

ダ

が

賛
成
し
た

｡

こ

れ

に

対
し

て
､

ロ

ゼ

ー

ン

は
､

｢

第
四

七

条
の

た

め

の

特
別
報
告
者
の

新
草

案
に

於

け

る

重
点

の

移
行
は

､

本
質
的
に

は

法
理

論
の

問
題
で

あ

る
｡

そ

れ
の

実
際
的
効
果

は
､

一

九
六

三

年
の

テ

キ
ス

ト

の

そ

れ

と

同
一

で

あ

ろ

う
か

ら
､

そ
れ

は
､

(

1 2
)

適
切

な

も
の

で

あ
る
+

と
し

た
｡

ア

ゴ

ー

も
､

本
条
の

実
体
に

関
し
て

は
､

m

(

1 3
)

特
別
報
告
者
の

提
案
を

支
持
す
る

と

述
べ

た
｡

ま

た
､

カ

ス

ト

レ

ン

は
､

本
条
の

実
体
に

つ

い

て

は
､

特
別
報
告
者
に

賛
成

す

る

の

で

あ

る

が
､

m

F

巳
t
-

ロ
g

の

観
点
か

ら

は
､

㈲
項
と

恥
項
と

を

結
合
す
る

こ

と

が

で

き

る

と

し

て
､

次
の

如
き

代
案
を

提
出
し
た

｡

｢

…

…

同
意
し

た

場
合

､

若
し

く
は

そ

の

作
為
の

故
に

又

は
か

か

る

根

拠
を

援
用
す
る
こ

と
の

不

当
な

遅
延
の

故
に

､

条
約
が

有
効
で

あ
る

と

看
倣
す
こ

と
に

､

或
い

は
､

各
々

の

場
合
に

つ

き
､

効
力
を

存
続
す
る

(

1 4
)

と

看
倣
す
こ

と
に

同
意
し

た
と

看
倣
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

場
合
+

な

お
､

本
条
の

挿
入

箇
所
に

つ

い

て

は
､

プ

リ

ッ

グ
ス

､

ロ

ゼ

ー

ン

は
､

第
Ⅱ

部
の

一

般
規
則
中
に

こ

れ

を

移
す
と

い

う
特
別

報
告
者
の

提
案
に

賛

(

1 5
)

成
す
る

と

述
べ

､

大
多
数
の

委
員
も

､

か

か

る

見
解
を

支
持
し

た
｡

七

第
四

七

条
の

審
議
は

､

第
八
三

七

及
び

八
三

八

読
会
に

於
い

て

も

続
行

さ

れ

た
｡

ア

レ

チ

ャ

ガ

は
､

特
別
報
告
者
の

修
正

案
は

､

一

九

六

三

年
の

テ

キ

ス

ト

の

客

観
的
な

定

式
を

主
観
的
な

定
式
に

よ
っ

て

置
換
え

る

も
の

で

あ
り

､

そ

の

規
定
の

下
で

は
､

国
家
の

行
為
を

確
か

め

る

だ

け

で

ほ

十

分
で

は

な

く
､

条
約
の

有
効
性
又

は

効
力
の

持
続
に

つ

い

て

同
意
し

た

と

(

1 6
)

い

う
こ

と

の

立

証
が

必

要
と

な

ろ

う
と

批
判
し

た
｡

こ

れ

に

対

し

て
､

ヤ

シ

ー

ン

は
､

修
正

案
は

､

一

九

六
三

年
の

テ

キ

ス

ト

を

改
善
す
る

も
の

で
､

そ
れ

は
､

黙
示
的
同
意
の

観
念
に

基
づ

く
の

で

は

な

く
､

黙
示

的
確

認

(

17
)

(
t

P
O

芹

0

0
日

賢
ヨ
p
t

-

○

β
)

の

観
念
に

基
づ

く
も
の

で

あ

る

と

し
た

｡

ト

タ

ン

キ

ン

も

ま

た
､

特
別
報
告
者
の

新
テ
キ

ス

ト

の

方
が

よ

い

と

し
､

｢

私

見
で

は
､

一

九
六

三

年
の

テ

キ
ス

ト

は
､

解
釈
上

一

層
困
難
に

さ

え

な

り



( 10 1) 資 料 細 介

得
る

｡

と

り

わ

け
､

:

m

0

0

0

n
d

宍
t

e

か

ー

t
s

2
-

れ

p
∽

t

O

訂

計
す
P

∃
e

中

耳
O

m
n

訂
ロ

y

訂
的

t

訂
t

-

{

F

監
=

巴
e
O

t
e

チ
…

･

｡

な

る

語
句
に

よ
っ

て

何

が

意
味
さ

れ

る

の

か

を

決
定
す
る

た

め
の

何
ら
の

基
準
も

定
め

ら

れ

て

い

な
い

が

た

め
で

あ

る
+

と

述
べ

､

こ

れ
に

対

し
て

､

新
テ

キ

ス

ト

は
､

少

な

く
と

も

㈲
項
中
に

あ

る

種
の

基
準
を

含
ん

で

い

る

と

し
､

｢

そ

の

文

言

の

下

で

は
､

条
約
が

有
効
で

あ

る

と

す
る

か

又

は

効
力
を

存
続
す
る

と

す

る

黙
示

的
同
意
の

如
き

行
為
の

み

が
､

考

慮
さ

れ
る

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

故
､

(

18
)

本
規
則
の

適
用
に

対
し

て

ほ
､

何
ら

か
の

制
限
が

課
せ

ら
れ

る
+

と

述
べ

た
｡

フ
ェ

ア

ド
ロ

ス

も
､

｢

私
ほ

､

本
条
が

､

e
∽
t

O

勺

勺
e
-

又
は

｡

盲

邑
守

乳
Q

芦
､
､

の

理

論
に

基
づ

く
の

で

は

な

く
､

よ

り
一

般
的
な

規
則
に

基
づ

く

べ

き

で

あ

る

と
い

う
特
別
報
告
者
の

考
え

を

支
持
す
る
+

と

述
べ

､

国
際

法
に

於
い

て

ほ
､

問
題
は

､

あ
る

権
利
が

も
は

や

援
用
さ

れ

得
な
い

か

ど

う
か

で

ほ

な

く
､

も

し

も

黙
示

的
承
認
又
ほ

黙
示
的
合
意
が

あ

る

な

ら

ば
､

当
該
権
利
は

､

存
在
し

な

く
な

る
の

で

あ
る

が

故
に

､

問
題
全
体
は

､

黙

示
的
承
認
又
は

黙
示

的
確
認
或
い

ほ

他

蟹
般
的
な

原
則
に

言
及
す
る
｡

と
に

よ

り
､

解
決
さ

れ

る

こ

と

が

で

き
る

と

し
た

｡

こ

の

点
､

ア

ゴ

ー

は
､

修
正

案
の

肘
項
に

つ

い

て

は

若
干
の

疑
問
が

あ

る

と

し
､

委
員
会
は

､

一

九
六

三

年
に

採

用
し
た

一

層
広
い

概
念
を

削
り

取
っ

て

い

る

と

し
て

､

｢

も
し

も

『

黙
認
』

(

p
c

q

已
e

琶
e

ロ
O

e

)

な
る

語
が

使

用
さ

れ
る

な

ら

ば
､

そ
の

範
囲
ほ

､

た

と

え

委

員
会
が

一

(

軌
六
三

年
に

意
図
し

た

程
で

は

な
い

に

し
て

も
､

一

層
広
い

も
の

と

な

ろ

う
+

と

提
言

し

た
｡

こ

れ

に

は
､

ア

レ

チ

ャ

ガ

も
､

賛
意
を

表
し
､

｢

特
別
報
告
者
に

よ

っ

て

目
下

提
案
さ

れ
て

い

る

線
に

沿
っ

た

規
定
ほ

､

国
際
先
例
と

一

致
し

な
い

で

あ

ろ

う
｡

し

か

し

な
が

ら
､

私
は

､

黙
認
の

基
準
に

基
づ

く
規
定

を

受
け

入
れ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

そ
れ

は
､

禁
反
言
の

理

論
と

合
致
す
る

(

21
)

で

あ

ろ

う
し

､

国
際
司
法
裁
判
所
の

判
決
と

一

致
す
る

で

あ

ろ

う
+

と

述

べ

た
｡

べ

ジ

ャ

ウ

イ
､

ア

マ

ド
､

ブ

リ
ッ

グ
ス

等
の

委

員

も
､

｢

黙
認
+

(

22
)

の

概
念
で

本
条
を

定
式
化
す
る
こ

と

に

賛
成
し

た
｡

こ

の

た

め
､

ウ
ォ

ル

ド
ッ

ク

は
､

如
何
な

る

表
現
が

選
ば

れ

よ

う
と

も
､

同
意
の

推
定
の

要
素

を

全
く

に

省
い

て

し

ま

う
こ

と

は

不

可
能
で

あ

り
､

問
題
は

､

恐
ら

く
､

｢

黙
認
+

な

る

用
語
を

使
用
す
る

こ

と

に

よ

り

解

決
さ
れ

る

で

あ

ろ

う
が

､

(

23
)

こ

の

点
は

､

起
草
委
貝
会
に

於
い

て

検
討
す
る
こ

と

が
で

き

る

と
し

た
｡

な

お
､

こ

の

間
題
と
の

関
連
で

提
起
さ

れ

た
の

は
､

｢

不

作

為
+

の

場

合
の

取
扱
い

に

つ

い

て

で

あ
っ

た
｡

デ
･

ル

ナ

は
､

特
別
報
告
者
の

修
正

案
に

つ

い

て
､

｢

私
は

､

も

し

も

本
規
定
が

二

国
間
の

合
意
に

対

す
る

言

及
を

意
味
す
る

も
の

と

解
釈
さ

れ

得
る

な

ら
ば

､

同
意
又

は

合
意
に

言
及

す
る

規
定
の

導
入

を

受
け

入

れ

る
こ

と
が

で

き

な

い
｡

国

際
法
上

は
､

一

方
的
行
為
の

典
型
的
な

最
少
限
の

効
果
は

､

禁
反
言
を

設
定
す
る

こ

と
で

あ

る
｡

即
ち

､

こ

の

こ

と

は
､

作
為
に

つ

い

て

真
実
で

あ

る

の

み

な

ら

ず
､

不

作
為
に

つ

い

て

も

真
実
で

あ

る
+

と

し

て
､

抗
議
し

な

か
っ

た
こ

と
の

(

24
)

結
果
で

あ

る

承
認
(

1

究
○

的
ロ

≡
呂
)

の

場
合
を

も

ま
た

網
羅
す
べ

き
こ

と

を

主
張
し

た
｡

こ

の

た

め
､

ロ

イ

タ

ー

は
､

｢

d

岩

琵
n

g

の

観
点
か

ら

は
､

も

し

も

仙
項
中
の

｡

P

注
四

､

､

な
る

語
の

使
用
が

疑
問
と

さ

れ

得
る

な

ら

ば
､

私
は

､

:

8
n

み

喜
て

､

又

は
へ

へ

8
m
p
O

ユ

m
e

n
什

｡

の

如
き

一

層
広
義

の

用
語
に

さ

え

賛
成
す
る
で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は
､

不

当

な

遅

延
が

､

○

?

(

2 5
)

ヨ
勺
○

→
t

m
e

n
t

の

特
殊
な

例
に

す
ぎ

な
い

こ

と

を

意
味
す
る

で

あ

ろ

う
+

と

述
べ

た
｡

3

通
用
の

範
囲
の

問
題
に

つ

い

て

は
､

ア

レ

チ

ャ

ガ

は
､

｢

私
は

､

第
四

7 7
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七

条
の

適
用
を

第
三

一

条
に

拡
大
す
る

と
い

う
特
別

報
告
者
の

提
案
を

受

(

2 6
)

け

入

れ
る

こ

と
が

で

き

る
+

と

述
べ

た
｡

大

多
数
の

委
員
も

､

か

か

る

見

解
を

支
持
し
た

｡

論
議
の

対

象
と

さ

れ

た
の

は
､

第
三

五

条
の

代
表
に

対

す
る

強
制
の

場
合
で

あ

る
｡

ヤ

シ

ー

ン

､

ト
ゥ

ン

キ

ン

は
､

第
三

五

条
は

､

(

27
)

第
四

七

条
の

適
用
か

ら

除
外
さ

れ

る

べ

き
こ

と

を

主
張
し
た

｡

し

か

し
､

ロ

イ

タ
ー

は
､

一

定
の

事
態
が

不

正

規
な

手
段
に

よ
っ

て

も
た

ら
さ

れ

た

に

も

拘
ら

ず
､

か

か

る

事
態
の

法
的
安
定
化
が

平
和
の

維
持
に

と
っ

て

価

値
を

有
す
る

こ

と
の

あ

る

こ

と

を

指
摘
し

､

委
員
会
が

､

か

か

る

場
合
に

(

28
)

つ

い

て

考
慮
を

払
う
こ

と
の

必

要
性
を

強
調
し

た
｡

こ

れ
に

は
､

べ

ジ
ャ

ウ

イ

が

反
論
し

､

ロ

イ

タ

ー

の

言
及
し

た

事
態
は

､

過
去
の

痕
跡
で

あ

り
､

か

か

る

事
態
を

そ
の

ま

ま
に

維
持
す
る
こ

と
こ

そ
､

他
国
の

代
表
に

強
制

を

加
え

た

国
家
の

ね

ら
い

と

す
る

と
こ

ろ
の

も
の

で

あ

り
､

国
際
関
係
の

倫
理

的
内
容
が

高
め

ら
れ

る
べ

き

で

あ

る

が

故
に

､

第
四

七

条
は

､

第
三

(

2 9
)

五

条
に

適
用
さ

れ

る
ぺ

き
で

は

な

い

と

し

た
｡

ア
マ

ド

も
､

｢

本

条
が

ロ

イ
タ

ー

氏
に

よ
っ

て

言
及
さ

れ

た

よ

う
な

歴
史
的
事
態
に

つ

い

て

有
し

得

る

効
果
は

､

不

可
避
的
で

あ
る

｡

法
の

現
実
は

､

生

命
あ

る

現
実
で

あ

り
､

生
命
の

創
造

的
な

推
進
力
は

､

論
理
に

よ
っ

て

中
断
さ

れ

得
る

も
の

で

は

な
い

｡

そ

の

上
､

完
全
に

正

確
か

つ

完
全
に

明

確
な

テ

キ
ス

ト

を

起
草
す

(

30
)

る

こ

と

ほ
､

不

可
能
で

あ

る
+

と

述
べ

た
｡

バ

ル

ト
シ

も

ま

た
､

強
制
に

よ
っ

て

創
設
さ

れ

た

事
態
が

何
ら
か

の

法
的
な

工

夫
に

よ
っ

て

治
癒
さ

れ

(

31
)

得
る

と
い

う
命
題
を

認
め

る
こ

と
が

で

き

な

い

と

し

た
｡

そ
の

た

め
､

ウ

ォ

ル

ド
γ

ク

も
､

｢

も

し

も

委
員
会
が

､

国
家
の

代
表
に

対

す

る

個

人

的

強
制
の

場
合
に

は
､

条
約
は

､

何
ら
の

法
的
効
果
を

も

有
し

な
い

で

あ

ろ

う
旨
最
終
的
に

決
定
す
る

な

ら

ば
､

第
四

七

条
は

､

第
三

五

条
に

ほ

も

ほ

(

32
)

や

適
用
さ

れ

な
い

で

あ

ろ

う
+

と

述
べ

た
｡

結
局
の

と
こ

ろ
､

問
題
は

､

指-7

起
草
委
貝
会
に

付

託
さ

れ
る

こ

と
に

な
っ

た
｡

八

起
草
委
員
会
は

､

委
員
会
で

の

論
議
を

考
慮
し

て
､

佃
項
を

｢

黙
認
+

の

概
念
に

よ
っ

て

定
式
化
し

､

か

つ

第
三

五

条
の

場
合
を

本
条
の

適
用

範

囲
か

ら

除
外
す
る
こ

と
に

決
定
し

た
｡

即
ち

､

第
四

七

条
の

起
草
委
鼻
会

改
正

案
は

､

｢

条
約
を

無
効
に

し
､

終
了
さ

せ
､

そ

れ
か

ら

脱

退
し

又

は

そ

の

適
用
を

停
止

す
る

た

め
の

根
拠
を

援
用
す
る

権
利
の

喪
失
+

と

題
し

て
､

次
の

如
く

に

規
定
し

た
｡

｢

国
家
は

､

第
三

一

条
か

ら

第
三

四

条
ま

で
の

規
定
に

基
づ

い

て

又
ほ

第
四
二

条
か

ら

第
四

四

条
ま
で

の

規
定
に

基
づ

い

て
､

条
約
を

無
効
に

し
､

終
了
さ

せ
､

そ

れ
か

ら

脱
退
し

又
は

そ
の

適
用
を

停
止

す
る

た

め

の

故
拠
を

､

事
実
を

知
っ

た

後
に

､

次
の

こ

と

を

行
っ

た

場
合
に

は
､

も
は

や

援
用
す
る

こ

と
が

で

き

な
い

｡

叫
条
約
が

有
効
で

あ
る

こ

と

又
は

効
力
を

存
続
し

て
い

る

こ

と

或

い

は

適
用
を

継

続
す
る

こ

と

を
､

各
々

の

場
合
に

つ

き
､

明

示

的
に

同
意
し

た

場
合

､

又
は

附
そ

の

行
為
の

故
に

､

条
約
の

有
効
性
若
し

く
は

そ
の

効
力
又
は

適
用
の

持
続
を

､

各
々

の

場
合
に

つ

き
､

黙
認
し

た

と

看
倣
さ

れ

な

〔

33
)

け
れ

ば

な

ら
な
い

場
合
+

こ

の

改
正

案
に

つ

い

て
､

デ
･

ル

ナ

は
､

｢

㈲

項
と

肘

項

中
の

ミ

や
∽

(

3 4
)

t

F
①

臣
∽

e

m
P

呵

ケ
0

､

､

な
る

語
句
は

､

不

必

要
で

あ

る
+

と
の

意
見
を

述

べ

た
｡

し
か

し
､

ア

ゴ

ー

は
､

｢

こ

れ

ら
の

語
句
ほ

､

叫
項
と

肘
項
と
が

一

｢



｢
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連
の

異
な

る

事
態
に

適
用
さ

れ
る

と
い

う
こ

と

を

明

ら

か
に

す
る

た

め
に

､

(

35
)

欠
く
こ

と
の

で

き

な
い

も
の

で

あ
る
+

と

述
べ

､

ヤ

シ

ー

ン

も
､

こ

れ

に

賛
成
し
た

｡

そ

の

た

め
､

デ
.

ル

ナ

は
､

そ

の

提
案
に

固
執
し

虹
㈹

旨
答

(

3 6
)

え

た
｡

そ

し
て

､

第
四

七

条
の

改
正

案
は

､

委
員
会
の

表
決
に

付
さ

れ

た

(

詭
)

結
果

､

一

五

対

○
で

採
択
さ

れ

た
｡

こ

れ

が
､

最
終
草
案
第
四

二

条
の

原

型
と

な
っ

た
｡

こ

の

改
正

案
と

最
終
草
案
と
の

間
の

一

つ

の

差
異
は

､

最

終
草
案
で

は
､

当
該
規
則
が

適
用
さ

れ

る

無

効

原

因
の

中
に

､

さ

ら

に

｢

国
家
の

代

表
の

腐
敗
行
為
+

(

最
終
草
案
第
四

七

条
)

の

場

合

が

付

加

さ
れ

て

い

る
こ

と

で

あ

る
｡

(

1
)

河
e

七
〇

ユ

O
f

t

F
e

H

ロ
t

e

⊇
巳
6

.

n
p
-

P
P

弓

C
O

ヨ
ヨ

ー

s

s
-

O
n

}

-

漂
い

}

や

N

ヰ
.

第
三

二

条
は

､

国
家

を

拘
束
す
る

権
限
の

欠

如
､

第

三

三

条
は

､

詐
欺

､

第
三

四

条

は
､

錯
誤

､

第
三

五

条
は

､

代

表

に

対

す
る

強

制
､

第
四

二

条
は

､

条
約
違
反

､

第

四

四

条
は

､

事
情
の

根
本

的

変
化
に

関

す
る

規
定
で

あ

る
｡

(

2
)

河
e

唱
→
t

m

O
f

t

F
e

H
･

r

C
J

-

ま
か

〉

や

一

声

な

お
､

ア

メ

リ

カ

政

府
は

､

賢
已
江
戸
粥

の

観
点

か

ら

:
へ

P

き
i

O
-

e
の

い

N

t

ど
+

○

長
打

い

℃
､

及
び

｡

笥

旨
-

e
s

志
t

F

3
日
g

F

主
｡

な

る

表
現
に

改

め

る

こ

と
を

捷
案
し

た
｡

か

か

る

表

現
を

用
い

る

場
合
に

は
､

第
四
三

条

(

後

発
的

履
行

不

能
)

の

場
合
が

通
用
の

対

象
と
な

る
｡

(

3
)

-

豆
P

､

や

ー

設
･

(

4
)

-

E

チ

や

一

会
･

オ

ラ

ン

ダ

政

府

は
､

そ
の

理

由
と

し

て
､

無

効
の

申
立
の

制
限
は

､

国

際
法
の

優
位
の

必

然
的

な

帰
結
で

あ

る

と

し

た
｡

(

5
)

i

E
P

､

勺
ワ

ー

訟
-
-

父
r

(

6
)

旨
-
〔

r

匂
勺
.

-

N

山

1
-

N

♪

七

匝

芦
N

P

な
お

､

ジ

ャ

マ

イ
カ

政

府

は
､

詐
欺
に

関

す
る

第

三

三

条
の

コ

メ

ン

ト

に

於
い

て
､

欺
岡

さ

れ

た

当

事
国

は
､

｢

詐

欺
の

発
見

後
一

定

の

期

間

内
に
+

､

問
題
の

条

約
を

無

効
に

す
る

た

め

の

措

置
を

講

ず

ぺ

き
こ

と
､

及
び

そ

う
し

な
い

場
合
に

は
､

当

該
期

間
の

満
了

後
は

､

詐
欺

を

黙
認

し
た

と

看
倣
さ

れ

る

ぺ

き
こ

と

を

主

張

し

た

(
-

b

声
)

p
.

-

N

ご
｡

ア

メ

リ

カ

合

衆
国
政

府

も

ま

た
､

第
三

三

条

と

第

三

四

′
条
(

錯
誤
)

に

関

す
る

コ

メ

ン

ト

に

於
い

て
､

こ

れ

ら
の

無
効
原

因

を

援
用

す
る

た

め

の

特

定
の

t
-

ロ
?
-

-

m

旨

の

設

定

を

提

案

し

た

(

旨
-

(

r

や

ー

ヨ
･

)
｡

(

7
)

+

訂
寛
ケ

胃
吋

O
f

t

訂
H

n
t

2

ヨ
p

已
b
n

巴

r
p

弓

C
O

m

邑
邑
○

ロ
)

-

心

示
小

.

く
○
-

t

H
-

吋
P

ユ

ー
､

p
.

心

ふ
}

づ
p
→

p
･

N

-
･

(

8
)

旨

芦
〉

勺

や

£
-
窒
-

層
旨
∽
･

N

N

-
N

令
･

な

お
､

ウ

ォ

ル

ド
ッ

ク

は
､

一

九

六

六

年
の

第
五

報
告

書
に

於
い

て
､

本

条
を

｢

一

般

規

則
+

中
に

挿
入

す

る

こ

と

を

提

案
し
た

｡

そ

し

て
､

そ

の

理

由
を

､

本

条
は

､

無
効
又

は

終
了
の

根
拠
を

援
用

す
る

権
利
を

認

め

る

す
べ

て

の

条

項
の

通
用
に

影

響
を

及
ぼ

す

と

考
え

ら
れ

る

か

ら

で

あ

る

と

し

た

(

ぺ
の

p

旨
0

0
打

○
巾

t

F
e

H
◆

｢

C
･

〉

-

芸
か

】

<
○
-

･

Ⅰ
Ⅰ

}

や

ぃ
-

召

芦
-

○

呂
み

ゃ

か
〉

勺
P

声

こ
｡

ま
た

､

本

条
を

簡

略
化

す

る

た

め
の

イ
ス

ラ

エ

ル

政

府
の

提
案
に

つ

い

て

は
､

疑
義
が

存
す
る

と

し

て
､

｢

も

し

も
こ

の

提
案
が

採
用
さ

れ

る

な

ら

ば
､

当

該

規

則
が

機
能

す
る

に

先

だ
っ

て
､

問
題
の

国

家
が

『

行

為
又

は

そ

の

他
の

方

法
に

ょ

り
､

条

約
に

よ
っ

て

自
ら

を

拘
束
さ

れ

る

と

看
倣

す

方

を

選

∂

ん

だ
』

こ

と

を

積
極

的

に

立

証

す
る

こ

と
が

必

要
で

あ

ろ

う
+

と

途

方
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ぺ

､

国

家
が

､

そ

の

行

為
に

よ

り
､

実

際
に

何

事
か

を

受
諾
す

る

方

を

選
ん

だ

と

い

う
こ

と

を

積
極
的
に

証

明

す
る

こ

と

が

必

要
な

場
合

と

国
家

が
､

そ
の

行

為
に

よ

り
､

受
諾
す
る

方

を

選

ん

だ
こ

と

を

否

認

す
る

こ

と

を

禁
じ

ら
れ

る

と
い

う
こ

と

を

証

明

す

る

こ

と
が

必

要

な

場
合

と

は
､

同
一

で

は

な
い

と
し

た

(
-

g

チ

や

か
一

句
P

ヨ
r

h

こ
｡

さ

ら

に
､

｢

権
利

放
棄
+

に

対

す
る

言
及

は
､

複
遊

佐
の

要

因
で

あ

る

と
い

う

同

政

府
の

指
摘
に

つ

い

て

は
､

そ

う

と

は

思

わ

れ
な

い

の

で

あ

る

が
､

よ
り

一

般
的
な

(

m
O
→

e

ヨ
2
乙
P

ロ
e
)

表
現

を

使
用
す

る

方

が

よ
い

で

あ

ろ

う
と

述
べ

た

(
-

b

芦
)

p
.

か
〉

召
声

h

こ
｡

(

9
)

+

訂
寛
♂

8
打

｡

:
訂
H

･

｢

C
･

こ
課
♪

く
○
-

+
､

勺
a
→
什

H
-

ワ

窒
-

]

盲
→

P
仏
･

N

h

-
N

ド

ニ

の

点
に

つ

い

て
､

プ

リ

ッ

グ

ス

は
､

条

約

を

受

諾

す
る

た

め

の

黙
示

的

同

意

(
i

m

苫
e

P

O

O
ロ

旨
n
t

)

は
､

実

際
に

は
､

以

前
に

受

諾
さ

れ

た

条
約
に

対

す
る

二

番

目
の

同

意
(

望
Y

0

0

ロ

n

8
日

芸

已
)

で

あ

る

の

に

対

し
､

国

家
が

無
効
又

は

終
了
の

根

拠
を

援
用
し

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と

は
､

拘
束
さ

れ

続

け

る

と

す
る

新
た

な

同

意
又

ほ

黙
示

的

合

意
で

あ

る

と

い

う
よ

り

も
､

後
に

そ
の

根
拠
を

援
用

す

る

こ

と
の

可

能

性
に

対

す
る

障
碍
と

な

る

も
の

で

あ

る

と

し
て

､

草
案
は

､

諸

国
に

よ

る

矛

盾
し

た

行

為
が

禁

じ

ら
れ

る

旨
を

強
調

す
べ

き

で

あ

る

と

し
た

｡

(

1 0
)

旨
-

P
J

p
一

芸
､

唱
r

→

p
∽
.

N

∞

～
い

｢

(

1 1
)

i

b

芦
)

や

ぎ

官
芦

志
(

く
e

邑
3
宏
)

”

9

漂
-

官
話
P

畠

-
会
(

計
F
亡

n
P
)

…

ワ

岸

層
声

怠
(

声
+

邑
P
)
.

フ

ェ

ア

ド
ロ

ス

は
､

特

別

報

告

者
の

新

事

実
に

於
い

て

は
､

明

示

的

放

棄
(

e

出

七
記
∽

∽

弓

巳

孟
ユ

と

黙

示

朗

放
棄
(
t

P
O
-

t

弓
已
く
e

ユ

と
の

聞
の

区

別

は
､

一

九

六
三

年
の

テ
キ

ス

ト

鍵
に

は

明

確
で

は

な
い

と

し

た
｡

デ
･

ル

乃▲7

ナ

も
､

黙
一

不

的

合

意
(
t

P
O

ぎ

品
→
e

e

m
e

n
け

)

の

観

念
を

表

わ

す

た

め
に

､

積
極
的

な

(

頂
Y

血

き
ー

く
e

)

定

式
が

用
い

ら
れ

る

べ

き

で

あ

る

と

は

思
わ

な
い

と

し

て
､

ブ

リ

ッ

グ
ス

の

提
案
を

支

持
し
た

｡

(

1 2
)

i

ケ

E
一

-

や

漂
〉

勺
p

コ
r

£
.

(

1 3
)

i

b

E
･

-

甲

骨
r

p
p

ゴ

P

h

声

な

お
､

㈲
項

と

仙
項

と

を

持

合

す

る

と

い

う
プ

リ

ッ

グ

ス

の

提

案
に

つ

い

て

は
､

結
果
と

し
て

､

も

し

も

本

条
が

よ

り

不

体
裁
で

な

く
な

る

な

ら

ば
､

異
議
を

唱

え

な
い

で

あ

ろ

う
と

述
べ

た

(
i

♂
i

d
･

､

ワ

窒
〉

p
p

言
.

合
.

)

｡

(

1 4
)

i

E
n

J

ワ

窒
-

p

弓
P

㌍

窒
-
宏
一

(

1 5
)

-

b
-

チ

9

窒
-

]

召

声

ピ

(

好
1

i

内

的
∽
)

”

マ

ネ

召
声

£

(

押
○
払
e

ゴ

ロ
①

)
.

(

1 6
)

i

b
i

む
J

p
.

-

O

h
.

■
匂
P

旨
∽
.

∞

ヰ

巴
l

中

∞
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