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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

(

一

)

(

1
)

-
条
約
法
最
終
草

案
第
四
二

条
の

検
討
-
-
-

鷲

見

一

夫

一

国
際
法
委
員
会
に

よ
っ

て
一

九

六

六

年
に

採
択
さ

れ

た

｢

条
約
法
に

関

す
る

規
定
草
案
+

(

最
終
草
案
)

は
､

第
五

部
の

｢

条
約
の

無

効
､

終

了

及
び

通
用
の

停
止
+

の

箇
所
で

､

第
一

節
の

｢

一

般
的
規
定
+

の

中
に

､

条
約
の

無
効

､

終
了

､

脱
退

､

適
用
の

停
止
の

た

め

の

根
拠
を

援
用
す
る

権
利
の

喪
失
に

関
す

る
一

条
を

挿
入

し
た

｡

こ

の

条
文
の

挿
入
の

理

由
づ

け

は
､

当
事
者
は

､

自
ら
の

矛
盾
し

た

行
態
か

ら

利
益
を

得
る

こ

と

を

許

(

2
)

さ

れ
な
い

と
い

う
法
の

一

般
原
則
に

あ
る

｡

条
約
の

無
効

､

終
了

等
の

分

野
へ

の

本
原
則
の

適
用
を

明

示

す
る

こ

と
は

､

条
約
法
上

特
に

重

要
な

意

義
を

持
つ

も

の

で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

国
家
が

条
約
の

無
効

､

終
了

等
の

叔

拠
を

濱
用
す

る

権
利
を

生

ぜ
し

め
る

事
実
の

存
在
を

知
悉
し
て

い

る

に

も

拘
ら

ず
､

条
約
の

下
で

の

利
益
を

享
受
し

て

お

き

な

が

ら
､

後
に

な
っ

館
β

U

て

義
務
の

履
行
が

不

都
合
と

な
っ

た

と

き

に
､

か

か

る

根
拠
を

援
用
す
る

こ

と

は
､

条
約
関
係
の

安
全
を

著
し

く

害
す
る

も

の

で

あ
る

か

ら
で

あ
る

｡

し

か

し

な

が

ら
､

条
約
法
の

こ

の

分
野

へ

の

本
原

則
の

適
用
に

つ

い

て

は
､

国
家
が

如
何
な

る

行
為
を

行
っ

た

場
合
に

権
利
が

喪
失
す
る

と

さ

れ
る

の

か
､

ま

た
こ

の

原
則
は

､

す
べ

て

の

無
効

･

終
了
原

因
に

対

し
て

適
用
さ

れ

る

の

か

と
い

う
こ

と
が

問
題
と

な

る
｡

そ

の

た

め
､

こ

こ

で

は
､

最
終

草
案
第
四
二

条
に

つ

い

て

資
料
的
な

検
討
を

試
み

る

こ

と
に

よ

り
､

か

か

る

問
題
の

究
明
の

一

助
に

し

た
い

と

思
う
も

の

で

あ

る
｡

二

最
終

章
案
第
四
二

条
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
す
る

｡

｢

国
家
は

､

第
四
三

条
か

ら

第
四

七

条
ま
で

の

規
定
に

基
づ

い

て

又
は

第
五

七

条
か

ら

第
五

九
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

根
拠
を

､

事
実
々

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

｡

㈲
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

仙
そ

の

行
為
の

故
に

､

条
約
の

有
効
性
若
し

く
は

そ
の

効
力
又

は

通
用
の

持
続
を

､

各
々

の

場
合
に

つ

き
､

黙
認
し

た

と

看

倣
さ

れ

な
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(

3
)

け
れ

ば

な

ら

な
い

場
合
+

権
利
の

喪
失
の

問
題
に

対

す
る

委
員
会
の

ア

プ
ロ

ー

チ

の

仕
方
は

､

第

四
二

条
の

コ

メ

ン

タ

リ

ー

で
､

次
の

よ

う
に

説
明
さ

れ

て

い

る
｡

即
ち

､

｢

あ

る

当
事
者
が

そ

れ

白
ら

の

矛

盾
し

た

行
為
か

ら

利
益
を

得
る

こ

と

を

許
さ

れ

な
い

と
い

う
原
則
の

基
礎
は

､

本
質
的
に

､

誠
実
(

g
0
0

竺
m

P

ぎ
ど
)

と

公
正

取
引
(

{

巴
→

d
e

巴

F
巴

で

あ

る

(

邑
遥

§
わ

Q

O

邑
言
→

訂

営
芦

(

4

)

P

邑
計

邑
ミ

邑
)

+

と

す
る

｡

そ

し

て
､

条
約
の

無
効

､

終
了

､

通
用
の

停
止
の

た

め

の

根

拠
は

､

あ

る

種
の

濫
用
の

危
険
を

伴
う
の

で

あ

る

が
､

｢

も

う
一

つ

の

危
険
は

､

国
家
が

､

条
約
締
結
の

際
の

本
質
的
錯
誤

､

そ

の

代
表
に

よ
っ

て

な

さ

れ

た

権
限
の

職
越

､

他
の

当
事
国
に

よ

る

違
反

等

を

知
っ

た

後
に

､

あ

た

か

も

何
事
も

発
生

し

な
か

っ

た

如
く
に

､

条
約
を

継
続
し
､

ず
っ

と

後
に

な
っ

て
､

全
く
別
の

理

由
の

た

め
に

､

条
約
の

下

で

の

義
務
を

終
止
さ
せ

ん
と

欲
す
る

と

き

に
､

始
め
て

問
題
を

提
起
す
る

こ

と

が

あ

る

と
い

う
こ

と
で

あ
る

｡

目
下

考
慮
中
の

原

則
は

､

か

か

る

申

立
が

､

合
法
性
の

何
ら

か
の

外
観
を

も
っ

て

主
張
さ

れ

る

こ

と

が

可
能
で

あ
る

場
合
に

対

し

て
一

つ

の

限
界
を

設
定
す
る

も

の

で

あ

る
+

と

す

る
｡

従
っ

て
､

委
員
会
は

､

本
原
則
の

一

般
的
性
格
を

認
め

た

の

で

あ

る

が
､

｢

条

約
の

無
効
及
び

終
了
の

分

野
に

於
け

る

そ
の

重

要
性
が

､

条
約
法
の

(

5
)

第
五

部
の

中
に

特
に

言
及
さ
れ

る

必

要
が

あ

る
+

と

考
え
た

旨
述
べ

る
｡

第
四
二

条
は

､

二

つ

の

場
合
に

､

権
利
の

喪
失
が

生

ず
る

と

す
る

｡

第

一

は
､

㈲
項
に

規
定
さ

れ

る

場
合
で

､

当
事
国
の

明
示
的
な

同
意
に

よ

る

権
利
放
棄
の

場
合
で

あ

る
｡

第
二

は
､

肘
項
に

規
定
さ

れ

る

場
合
で

､

黙

認
(

p

β
已
e

琶
e

n
C

e
)

に

よ
る

権
利
放
棄
の

場
合
で

あ

る
｡

こ

の

㈲
項
が

､

主

要
規

則
で

あ
る

｡

こ

の

場
合

､

国
家
の

如
何
な
る

行
為
が

､

e

s
t

O

p

p
e
-

と

し
て

の

黙
認
に

該
当
す

る

の

か

が

問
題
と

な
る

｡

し
か

し

な
が

ら
､

第
四
二

条
は

､

す
べ

て

の

無
効

､

終
了
等
の

根
拠
に

つ

い

て
､

当
該
規
則
の

適
用
を

認
め

て

い

る

の

で

は

な
い

｡

そ

の

通
用
の

範
囲
は

､

第
四
三

条
(

条
約
締
結
権
限
に

関
す
る

国
内

法

規

定
)
､

第

四

四

条
(

国
家
の

同
意
を

表
示

す
る

権
限
に

対

す
る

特
別
の

制

約
)
､

第
四

五

条
(

錯
誤
)

､

第
四

六

条
(

詐
欺
)

､

第
四

七

条
(

国
家
の

代
表
の

腐
敗

行
為
)

､

第
五

七

条
(

条
約
違
反
)

､

第
五

八

条
(

後
発
的

履

行
不

能
)

､

第
五

九
条
(

事
情
の

根
本
的
変
化
)

の

場
合
に

限
定
さ
れ

て

い

る
｡

代
表

に

対

す
る

強
制
(

第
四

八

条
)

と

国
家
に

対

す
る

強
制
(

第
四

九
条
)

の

場
合
に

は
､

当
該
規
則
は

､

通
用
さ

れ

な
い

｡

コ

メ

ン

タ

リ
ー

で

は
､

そ

の

理

由
を

､

も

し

も

問
題
の

国
家
が

､

条
約
の

無
効
を

援
用
す
る
た

め
の

権
利
を

自
由
に

行
使
す
る

立
場
に

な
か

っ

た

な

ら

ば
､

当

該
原
則
は

､

機

能
し

得
な
い

か

ら

で

あ
る

と

し
､

｢

強
制
の

場
合
に

本
条
の

適

用
を

認

め

る
こ

と

は
､

第
四
八

条
と

第
四

九
条
に

よ
っ

て

強
制
の

被
害
国
に

対

し

て

与
え

ら

れ
た

保
護

晶
め

る

で

あ

恕
ル

+

と

説
明
す
る

｡

即
ち

､

こ

れ

は
､

委
員
会
が

､

両
者
の

場
合
を

絶
対

的
無
効
(

p

訂
｡
-

已
¢

呂
-

-

首
)

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

に

含
め
た

こ

と

に

呼
応
す
る

も

の

で

あ

る
｡

さ

ら
に

､

音

≡
?

驚

喜
(

強
行
規
範
)

と

の

抵
触
(

第
五

〇

条
)

と

新
強

行

規

範
の

出

現

(

第
六

一

条
)

の

場
合
に

も
､

当
該
原
則
の

適
用
を

認
め

る

の

は
､

不

適

当
で

あ
る

と

さ

れ

て

い

る
｡

ま

た
､

条
約
に

よ
っ

て

付
与
さ

れ

た

権
利
に

基
づ

く

終
了
若
し

く
は

合
意
に

よ

る

終
了
に

対
し

て

も
､

当
該
規
則
は

通

用
さ

れ

得
な
い

と
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

本
条
で

は
､

特
定
の

無

効
･

終
了
原
因
が

､

そ

の

適
用
の

範
囲
か

ら

除
外
さ

れ
て

い

る
の

で

あ
る

3

が
､

か

か

る

立
法
政
策
が

､

そ

う
し

た

も

の

と

し

て

婁
当
な

も
の

で

あ
っ

郎
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た

か

が

検
討
さ

れ

な

け

れ
ば

な
ら

な
い
｡

三

こ

の

最
終
草
案
第
四
二

条
の

基
礎
と

な
っ

た
の

は
､

ウ
ォ

ル

ド

ッ

ク

が

一

九
六
三

年
に

委
員
会
に

提
出
し

た

｢

条
約
の

本
質
的
有
効
性

､

存
続
及

び

終
了
+

に

関
す
る

報
告
書
中
の

第
四

条
で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

そ

れ

迄

に

委
員
会
に

提
出
さ

れ

た

ラ

ウ

タ

ー
パ

ク

ト
､

フ

ィ

ツ

モ

ー

リ

ス

の

報

告

書
中
に

於
い

て

も
､

条
約
法
の

こ

の

分
野
に

対
し

て

e

賢
じ

勺

旦
の

原
則

が

適
用
さ

れ

る

と
い

う
観
念
自
体
は

､

既
に

認
め

ら

れ

て

い

た

と
こ

ろ
で

(

7
)

あ
っ

た
｡

ウ
ォ

ル

ド
ッ

ク

実
の

特
徴
は

､

最
終
草
案
と

は

異
な

り
､

当
該

原
則
の

通
用
の

範
囲
を

限
定
せ

ず
､

無
効

･

終
了
の

す
ぺ

て

の

根
拠
に

通

用
さ

れ

る

と

し

た
こ

と
､

及
び

権
利
の

喪
失
は

､

三
つ

の

場
合

､

即
ち

権

利
放
棄
の

場
合

､

条
約
下
の

利
益
を

享
受
し

た

か

又

は

義
務
を

強

要
し

た

場
合

､

自
ら
の

作
為
又
は

不

作
為
の

た

め
に

無
効
等
の

主
張
を

禁
じ

ら
れ

る

場
合
に

生

ず
る

と

し
た

こ

と

で

あ

る
｡

同
案
の

第
四

条
は

､

｢

放

棄

又

は

禁
反
言
に

よ
る

､

条
約
を

無
効
に

す
る

か

又

は

廃

棄
す
る
た

め
の

権
利

の

喪
失
+

と

屈
し

て
､

次
の

如
く
に

規
定
し

て

い

た
｡

｢

条
約
を

無
効
に

す
る

か

又
は

廃

棄
す
る

た

め
の

権
利
に

し

て

第
Ⅱ

部

の

第
Ⅱ

節
及
び

第
Ⅲ

節
の

規
定
の

い

ず
れ
か

に

基
づ

い

て

生

ず
る

権
利

ほ
､

関
係
国
が

､

か

か

る

権
利
を

創
設
す
る

事
実
を

知
っ

た

後
に

､

次

の

こ

と

を

行
っ

た

場
合
に

は
､

行

使
さ

れ

得
な
い

も

の

と

す
る

｡

㈲
権
利
を

放
棄
し

た

場
合

肘
条
約
の

下
で

の

利
益
を

享
受
し
た

か

或
い

は

義
務
を

強
要
し

た

場
合

､

又
は

付
そ

の

他
､

そ

れ

自
ら

の

作
為
又
は

不

作
為
に

よ

り
､

他
の

い

ず

朗

れ
か

の

当
事
国
に

対

し

て
､

条
約
が

本
質
的
有
効
性
を

欠
く

旨
､

或

6

い

は
､

各
々

の

場
合
に

つ

き
､

そ

れ
が

今
や

効
力
を

有
し

な
い

旨
主

(

8
)

張
す
る

こ

と

を

禁
じ

ら

れ

た

場
合
+

こ

の

条
文
で

は
､

2

∽

す

苫
e
-

(

笥
賢
莞
訂

且

の
一

般
原

則
は

､

M
項

中
に

規
定
さ

れ

て

い

る
｡

的
項
で

は
､

当
該
原
則
は

､

関
係
国
の

作
為
及

び

不

作
為
の

両

者
に

つ

い

て

適
用
さ
れ

る

と

し

て

い

る
｡

そ

し

て
､

ウ
ォ

ル

ド
γ

ク

は
､

｢

条
約
法
に

於
け
る

最
も

明

白
か

つ

通
常
の

事

例
は

､

国

家
が

無
効
又

は

終
了
の

根
拠
を

知
悉
し

て

い

る
に

も

拘
ら

ず
､

権
利
を

主

張
す

る

目
的
で

又

は

義
務
を

強
要
す
る

目

的
で

条
約
を

援
用
す
る

易
合
の

そ

れ

で

あ

ろ

う
+

こ

と

か

ら
し

て
､

こ

の

旨
が

､

肘

項
中
に

特
に

言
及
さ

(

9
)

れ

る

と

し
た

｡

さ

ら
に

､

叫
項
は

､

権

利
放

棄
の

場
合
に

つ

い

て

規
定
し

て

い

る
｡

ウ
ォ

ル

ド

ッ

ク

ほ
､

笥
監
∈
許
さ

の

原
則
と

権
利
放
棄
と

の

関

連
に

つ

い

て
､

次
の

如
く

に

説

明
し

た
｡

即
ち

､

｢

『

放
棄
』

は
､

禁
反
言

と

同
一

で

は

な
い

の

で

あ

る

が
､

そ

れ
は

､

禁
反
言
と

密
接
に

関
連
し

て

い

る

が

た

め

に
､

本
条
中
に

挿
入

さ

れ
て

い

る
｡

実
際
の

と
こ

ろ
､

禁
反

言
の

多
数
の

場
合
は

､

ま

た
､

黙
示

的
放
棄

(
-

日
p

-

岩
.

P

司
已

諾
ユ

の

場
合
と

し

て

眺
め

ら

れ

得
る

｡

そ

れ

故
､

㈲
項
は

､

本
質
的
有
効
性
の

欠

如
の

た

め

に

条
約
を

無
効
に

す
る

か
､

又
は

違
反
等
の

た

め

に

廃

棄
に

よ

っ

て

条
約
を

終
了
さ

せ
る

権
利
の

明
示

的
放
棄
(

e

舛
勺

諾
諾

弓
p

才
e

り
)

の

(

10
)

場
合
を

カ
バ

ー

す
る
+

と
｡

こ

の

ウ
ォ

ル

ド
ァ

ク

の

原
案
は

､

一

九
六

三

年
の

第
一

五

会
期
に

於
い

て
､

委
員
会
に

よ
っ

て

審
議
さ

れ

た
｡

委
員
会
で

の

意
見
の

大
勢
は

､

第

四

条
の

基
本
的
な

観
念
に

賛
成
す
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

し
か

し
､

こ

の

観
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念
を

条
文
上

如
何
に

冒
m

已
P
-

e

す
る

か
､

如
何
な

る

場
合
に

権
利
が

喪
央
す
る

と

す
る

か
､

ま

た

本

条
の

適
用
範
囲
を

如
何
な

る

も

の

と

す
る

か

と
い

う
点
を

め

ぐ
っ

て
､

委
員
の

見
解
は

､

か

な

り

別
れ
た

｡

条
文
の

ど
ヨ

已

邑
O

n

と

の

関
連
で

は
､

用
語
の

問
題
が

論
議
さ

れ

た
｡

ユ

リ

ア

ス

は
､

邑
b
せ

】

旦
な
る

用
語
を

テ
キ
ス

ト

自
体
の

中
に

使
用

(

1 1
)

す
る

こ

と
を

主
張
し

た
｡

し
か

し
､

大
部
分
の

委
員
ほ

､

e
∽
t

O

宅
e
-

も

亭

○
-

宏
-

呂

又
は

f
O

邑
邑
O

n

な

る

用
語
の

使
用
に

対
し

て

批
判
的
な

立

場
を

採
っ

た
｡

ト
ゥ

ン

キ

ン

は
､

｢

用
語
に

つ

い

て

は
､

コ

メ

ン

タ
リ

ー

中
に

於
い

て

さ

え
､

ア

ン

グ
ロ

･

サ
タ

ソ

ン

の

国
内
法
に

特

有

な

邑
｡
･

p

旦
の

原
則
に

言
及
す
る
の

は

望
ま

し

く
な

い

で

あ

ろ

う
｡

国
内

法

に

属
す
る

概
念
を

､

異
な

る

方

法
で

か

つ

異
な
る

目
的
の

た

め

に

形
成
さ

れ

(

1 2
)

て

い

る

国
際
法
に

適
用
す
る

こ

と

は

不

適
切
で

あ

る
+

と

批
判
し

た
｡

鶴

岡
委
員
も

､

唱

邑
邑
｡
ロ

と

e

賢
p

旦
な

る

用
語
の

使
用
に

反
対
し

､

第
四

条
中
に

表
示
さ

れ

た

観
念
は

､

国
際
法
上

一

般
に

認
め

ら

れ
て

い

る

の

で

あ
る

が
､

特
定
の

国
内
法
体

系
に

依
拠
す
る

こ

と

は
､

誤
り

の

原
因

(

13
)

で

あ

る
が

故
に

､

当
該
観
念
を

明
確
に

述
べ

る

方
が

よ

い

で

あ

ろ

う
と

し

た
｡

ア

ゴ

ー

も

ま
た

､

e

s
t

O

p
七

巴

又

は

f

｡

邑
邑
○

ロ

の

如
き

用
語
の

使

用
を

避
け

る

た

め
に

､

｢

条
約
が

本
質
的
有
効
性
を

欠
く

旨
､

或
い

は
､

各
々

の

場
合
に

つ

き
､

そ

れ

が

今
や

効
力
を

有
し

な
い

旨
主
張
す
る

こ

と

を

禁
じ

ら
れ

る

方
法
で

､

行
為
し
た

か

又
ほ

行
為
す
る

こ

と

を

差
控
え

た

場

合
+

と
い

う
表
現
を

提
案
し

た
｡

そ

し
て

､

｢

か

か

る

表

現
は

､

す
べ

て

の

起
り

得
る

場
合
に

適
合
し

､

疑
わ

し
い

意
味
の

用
語
の

使
用
を

避
け

､

本
質
的
要
素
が

､

正

に
､

国
家
自
身
の

行
為
が

条
約

蒜
劾
の

申
立
と

矛

盾
す
る

と
い

う
事
実
で

あ

る

こ

と

を

強
調
す
る

で

あ

ろ

う
+

と

述
べ

た
｡

こ

の

よ

う
な

批
判
に

答
え
て

､

ウ
ォ

ル

ド
ッ

ク

は
､

｢

私

は
､

州
境
の

テ

キ

ス

ト

中
に

｡

唱
e
O
-

已
e

P

｡

な

る

語
を

使
用
す
る

に

当
っ

て

は
､

寺
院

事
件
に

於
け
る

国
際
司

法
裁

判
所
の

言

葉
に

従
っ

た

の

で

あ

り
､

そ

れ

が

異
議
の

な
い

程
十
分
に

一

般
的
で

あ

る

も
の

と

考
え
た

｡

し
か

し

な

が

ら
､

第
四

条
は

､

国
内
法
の

特
殊
な

体
系
に

於
い

て

特
別
の

意
味
を

有
す
る

語

を

用
い

る
こ

と

な

く
､

ア

ゴ

ー

氏
に

よ
っ

て

意
図
さ

れ

る

線
に

沿
っ

た
一

層
一

般
的
な

文
言
で

起
草
さ

れ

る

こ

と
が

で

き

る
+

と

し
､

問
題
は

､

主

と

し
て

守
P

琵
n

g

上
の

も

の

で

あ

る

こ

と
か

ら
､

当
該
原
則
を

表
示
す

る

た

め
の

他
の

何
ら
か

の

定
式
が

案
出
さ

れ

得
L

叩
と

述
べ

た
｡

榊
項
に

つ

い

て

論
議
の

対

象
と

な
っ

た

の

は
､

｢

作
為
又

ほ

不

作
為
+

(

邑
…

H

｡

邑
邑
｡

且
な

る

表
現
に

関
し
て

で

あ
る

｡

バ

レ

デ
ス

は
､

吋
項
は

､

そ

の

曖
昧
さ
の

故
に

､

あ

ら

ゆ
る

種

顆
の

紛
議
と

最
も

気
紛
な

解

釈
に

途
を

開
い

て

お

り
､

無
効
等
の

主

張
に

反
駁
す

る

た

め
に

､

主
張

者
を

非
難
す
る

た

め
の

作
為
又
は

不

作
為
を

見
つ

け

出
す
こ

と

は

常
に

可

能
で

あ

ろ

う
こ

と

か

ら
､

正

当
な

権
利
を

消
滅
さ
J

鮎
に

十
分
な

作
為
又

は

不

作
為
ほ

､

一

層
明
確
に

定
め

ら

れ
る

ぺ

き
で

あ

る

と

し

た
｡

こ

れ

に

対

し
て

､

ウ
ォ

ル

ド

γ

ク

は
､

｢

桝
項
に

関
し
て

は
､

私
は

､

禁
反

言
に

関
す

る

染
を

一

層
正

確
に

定
め
ん

と

試
み

る

こ

と
が

賢
明
で

あ

ろ

う
と
は

思
わ

な
い

｡

な

ぜ

な

ら
､

そ

れ
は

､

多
分
に

､

各
々

の

場
合
の

特
殊
な

事

情
に

よ
っ

て

決
定
さ

れ
る
ぺ

き

問
題
で

あ

ろ

う
か

ら

で

あ

る
｡

第
四

条
中

(

17
)

で

は
､

一

般
的
な

文
言
で

､

権
利
を

保
護
す
る

方
が

よ
い

で

あ

ろ

う
+

と

(

18
)

述
べ

た
｡

ブ

リ

γ

グ
ス

､

カ

デ
ィ

ウ

も
､

同
様
な

見
解
を

採
っ

た
｡

こ

の

点
で

疑
義
が

提
起
さ

れ

た

の

は
､

不

作
為
と

沈
黙
(
∽

旨
n
O

e
)

と
の

関
連

5

に

つ

い

て

で

あ
っ

た
｡

デ
･

ル

ナ

ほ
､

長
期
間
権
利
を

行

使
し

な
か

っ

た

即

ト
r
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こ

と
の

国
際
法
上

の

効
果
と

沈
黙
の

効
果
と

は
､

混
同
さ

れ

て

は

な

ら

な

い

と
し

た
｡

即
ち

､

沈
黙
は

､

無
関
心
(

ど
已

碧
→

e

n

且
､

不

承
認
(

d
i
･

∽

｡

葛
r

O

召
-

)

又

は

承
認

(

P

顎
3

召
-

)

を

意
味
し

得
る

の

で

あ

る

が
､

沈
黙
の

真
の

意
味
は

､

特
定
の

事
情
か

ら

推
定
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

で

あ

り
､

条
約
の

有
効
性
の

承
認
又

は

権
利
放

棄
の

法
的
効
果
を

有
す

る

沈
黙
は

､

国
際
法
の

客
観
的
規
則
が

か

か
る

効
果
を

帰
せ

し

め

る

限
定

的
な

沈
黙
(

宅
邑
P
e

払

邑
e

n
｡
e

)

で

な

け
れ

ば

な

ら
な
い

と

し

た
｡

そ

し

て
､

こ

の

点

で
､

国
際
法
の

基
本
原
則
で

あ

る

誠

実
(

g
0

0

P

E
t

F
)

の

原
則
が

介
入

し

て

く

る

の

で

あ

り
､

こ

の

た

め

に
､

三
つ

の

条
件
の

充

足
､

即
ち

そ
の

事
件
を

知
っ

て

い

な
が

ら

沈
黙
が

守
ら

れ

る

こ

と
､

当
該

事
件
に

於
け

る

法
的
利
害
関
係
及
び

相
当
の

期
間
の

満
了
が

充
た

さ

れ

る

こ

と

を

必

要
と

す
る

と

し
､

叫
項
は

､

こ

の

点
で

よ

り

明
確
に

さ

れ

な

け

(

19
)

れ

ば

な

ら

な
い

と
し

た
｡

こ

の

よ

う
な

本

条
の

適
用
対

象
と

な

り

得
る

沈

黙
は

限
定
さ

れ

る

必

要
が

あ

る

と
い

う
デ

･

ル

ナ
の

見
解
に

は
､

ト
ゥ

ン

(

2 0
)

キ

ン
､

ラ
ク

ス

が

賛
成
し

た
｡

鶴
岡
委
員
は

ま

た
､

｢

デ
･

ル

ナ

氏
に

よ

っ

て

提
起
さ

れ

た

問
題
に

関
し
て

は
､

私
は

､

条
約
が
一

〇
年
間
両

当
事

国
に

よ
っ

て

適

用
さ

れ

た

後
に

発
見
さ

れ

た

錯
誤
の

場
合
を

例
と
し

て

挙

げ

る
｡

そ
の

場
合
に

､

も

し
も

当
事
国
の

一

方
が

錯
誤
を

理

由
と
し

て

条

約
の

無
効
を

求
め
る

な

ら
ば

､

不

必

要
な

紛
糾
が

起
る

で

あ

ろ

う
｡

勿
論

､

そ

れ

は
､

極
端
な

場
合
で

あ

る

が
､

審
議
中
の

如
き

条
項
を

起
草
す

る

に

際
し
て

は
､

考
慮
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

場
合
で

あ

る
+

と

述
べ

､

本

条
は

､

権
利
は

､

一

定
の

期
間
の

満
了
後
に

は

消
滅
さ

せ

ら

れ

る
こ

と
､

或
い

は
､

そ

れ

と

代
替
的
に

､

相
当
の

期
間
が

経

過
し

た

後
は

､

当
事
国

は
､

か

か

る

権
利
を

行
使
す
る

こ

と

を

主
張
し

得
な
い

と
い

う
こ

と

を

述

べ

る

も

う
一

つ

の

項
に

よ
っ

て

補
足
さ
れ
･
る

べ

き

で

あ

る

と

し

た
｡

そ

し

甜

て
､

も

し

も

新
た

な

項
を

付
加
す
る

こ

と

が

困

難
で

あ

る

な

ら

ば
､

か

か

β

る

権
利
を

創
設
す
る

事
実
は

､

余
り
の

遅
延
な

く

し

て
､

通
常

知
ら
れ

る

(

21
)

も

の

で

あ

る

旨
コ

メ

ン

タ

リ

ー

中
で

説
明

す

る

こ

と
が

で

き
る

と
し

た
｡

恥
項
の

｢

条
約
の

下
で

の

利
益
を

享
受
し

た
か

或
い

は

義
務
を

強
要
し

た

易
合
+

と

い

う
規
定
に

つ

い

て

は
､

こ

れ

を

維
持
す
べ

き

か

香
か

が

論

議
さ

れ

た
｡

ウ
ォ

ル

ド
ブ

タ

は
､

仙
項
は

､

あ

る

種
の

場
合
に

は

機

能
し

得
な
い

が

た

め
に

､

そ
の

挿
入
に

は
■蹄

躇
を

覚
え

た

と

し
､

も

し

も

仙
項

の

削
除
が

決
定
さ

れ
る

な

ら
ば

､

糾
項
は

一

般
的
な

文
言
で

表
現
さ
れ

て

い

る

が

故
に

､

糾
項
は

ま

た
､

肘
項
中
で

取
扱
わ

れ
て

い

る

場
合
を

も

カ

(

2 2
)

バ

ー

す
る

で

あ
ろ

う
と

し

た
｡

プ

リ
ッ

グ
ス

も
､

こ

れ

に

賛
意
を

表
し

た

の

で

あ

る

が
､

同
じ

理

由
の

た

め
で

は

な

く
､

当
該
規
定
は

､

当
事
国
が

条
約
の

下

で

の

利
益
を

享
受
し

た
か

又
ほ

義
務
を

強
要
し

た

場
合
に

の

み

適
用
さ

れ

る

が

故
に

､

余
り
に

も

制
限
的
で

あ

る

か

ら

で

あ
る

と

し
た

｡

そ

し

て
､

｢

仙
項
の

削
除
は

､

桝
項
中
の

｡

｡
t

訂
⊇

1

訂
､

､

な
る

語
の

削

(

23
)

順

絹
…
郎

㍑
雛
㍍

㌍
細
か
批

難
詣
れ

∴
”

ス

は
､

仙
項
の

場
A

粥
叫

項
中
に

述
べ

ら
れ

た

表
原
則
の

特
別
の

場

合
で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

と

し
た

｡

ラ

ク

ス

も
､

こ

れ

に

賛
成
し
て

､

仙
項

ほ
､

諸
国
の

条
約
関
係
を

明
ら
か

に

す
る

最
も

典
型
的
な

方
法
を

述
べ

て

い

る

が

故
に

､

そ

れ
が

付
項
と

結
合
さ

れ

よ

う
と

さ

れ

ま
い

が
､

そ
の

内

(

2 6
)

容
は

､

保
持
さ

れ
る

べ

き

で

あ

る

と

し

た
｡

ト
ゥ

ン

キ

ン

は
､

仙
項
の

維

持
は

､

権
利
が

行
便
さ

れ

得
な
い

場
合
の

有
用
な

例
示
と

し

て

の

利
点
を

有
す
る

の

で

あ

る

が
､

｢

国
家
が

､

条
約
を

無
効
に

す

る

か

又

は

廃

棄

す



( 8 9 ) 資 料 紹 介

る

権
利
の

存
在
を

知
っ

て

い

る

の

で

あ
る

が
､

あ
る

種
の

特
別
な

事
情
の

た

め
に

､

か

か

る

権
利
を

利
用
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

と
い

う
こ

と

は

考

(

2 7
)

え

ら

れ

得
る

と
こ

ろ

で

あ

る
+

と

述
べ

た
｡

バ

ル

ト

シ

も
､

こ

れ

に

賛
意

を

表
し
て

､

｢

ト

ゥ

ン

キ

ン

氏
が

指
摘
し
た

よ

う
に

､

状
況
の

連

続
が

､

当
事
国
を

し
て

､

そ

れ

が

条
約
の

無
効
の

た

め
の

理

由
を

知
っ

た

場
合
に

､

直
ち
に

無
効
の

条
約
の

履
行
を

停
止

す
る

こ

と

を

困

難
に

す
る

こ

と

が

あ

り

得
る
｡

従
っ

て
､

条
約
の

下
で

の

義
務
の

実
施
が

､

常
に

､

禁
反
言
の

規
則
を

働
か

し

め

る

と
は

云

わ

れ

得
な
い

｡

同
様
な

問
題
は

､

事
情
変
更

の

規
則
と

の

関
連
で

も

生

ず
る

｡

例
え

ば
､

あ

る

国
家
は

､

条
約
に

よ
っ

て

創
設
さ

れ

た

約
定
関
係
を

維
持
す
る

手
段
を

見
出
さ

ん

と

し

て

い

る

が

た

め

に
､

事
情
の

変
化
に

も

拘
ら

ず
､

条
約
の

履
行
を

継

続
す
る
こ

と
が

あ

り

得
る
｡

そ

の

場
合
に

ほ
､

当
該
国
濠
は

､

事
情
変
更
の

原
則
の

申
立

を

基
づ

か

せ

得
た

事
情
の

変
化
を

知
っ

て

か

ら

直
ち
に

条
約
を

廃
棄
し

な

(

28
)

か
っ

た

こ

と

の

た

め
に

呑
め

ら

れ

る
ぺ

き
で

あ

ろ

う
か
+

と

の

疑
問
を

表

明
し

た
｡

こ

の

点
で

､

ア

レ

チ

ャ

ガ

は
､

肘
項
が

生

じ

た

困

難
は

､

｢

権

利
を

主

張
す
る

か

又
は

義
務
を

強
要
す
る

目

的
で

条
約
を

援
用
す
る
+

な

(

29
)

る

語
句
を

使
用
す
る
こ

と
に

よ
っ

て

克
服
さ

れ

得
る

と

し

た
｡

し
か

し
､

ウ
ォ

ル

ド
ブ

タ

は
､

こ

の

提
案
が

､

一

切
の

困

難
を

除
去
し

得
る

か

は

疑

わ

し
い

と

し

て
､

｢

現
在
の

表
現
の

ま

ま
で

は
､

仙
項
は

､

必

ず
し

も

実

情
を

充
た

し

得
な
い

で

あ

ろ

う
｡

例
え
ば

､

あ

る

種
の

規
定
の

分

離
の

問

題
が

存
す
る

場
合
で

あ

る
｡

私
は

､

ま
た

､

条
約
の

違
反
が

あ
っ

た

と

き

に
､

生

じ

得
る

事
態
に

よ
っ

て

困

惑
し
た

｡

そ

の

場
合
に

は
､

国
家
が

他

の

当
事
国
を
し

て

条
約
の

下
で

の

義
務
の

履
行
に

至
ら
し

め
よ

う
と

し

た

こ

と

を

理

由
に

､

当
該
国
家
か

ら

廃
棄
権
を

奪
う
こ

と
は

､

明
ら
か

に

不

合
理
で

あ
ろ

う
｡

か

く
し

て
､

㈲

項
中
に

使
用
さ

れ

て

い

る

表
現
に

つ

い

て

は
､

何
ら
か

の

限
定
が

必

要
で

あ

る

よ

う
に

思
わ

れ
る

｡

恐
ら

く
ほ

､

肘
項
と

州

項
と

を

結
合
す
る

こ

と

に

よ

り
､

何
ら
か

の

よ

り
一

般
的
な

定

(

3 0
)

式
が

､

起
草

委
貝
会
に

よ
っ

て

案
出
さ

れ

得
よ

う
+

と

し
た

｡

大
多
数
の

(

31
)

委
員
も

､

か

か

る

見
解
に

賛
成
し

た
｡

㈲
項
の

権
利
放
棄
の

場
合
に

つ

い

て

は
､

こ

れ

を

明
示
的

放
棄
の

場
合

に

限
定
す
べ

き

か

香
か

が

論
ぜ

ら

れ
た

｡

バ

レ

デ
ス

は
､

当

該
規
定
が

黙

示
的
放
棄
を

含
む

一

切
の

放

棄
に

関
す
る

も

の

と

解
釈
さ

れ

る

恐
れ

が

あ

る

と
し

て
､

｢

明
示
的
に
+

(

e

対

句

3

邑
ユ

な

る

語
が

条
文
中

に

必

要
で

あ
る

と
し

た
｡

そ

し

て
､

㈲
項
を

､

｢

㈲
権
利
を

発
生
し

た

事

情
の

変

化

の

後
に

､

権
利
を

明
示

的
に

放
棄
し

た

場
合
+

と

修
正

す
る

こ

と

を

提
案

L

響
こ

れ
に

は
､

プ

リ
ッ

グ

ス

が

反
対

し
て

､

｢

審
議
中
の

タ

イ

プ

の

権
加

鍔
放

棄
す

る

意
思
は

､

関
係
当
事
国
の

行

態
に

よ

り

十
分
に

推

誉

れ

得
る
+

と

し

た
｡

ま

た
､

ア

ゴ

ー

も
､

｢

㈲
項
に

関
し

て

は
､

私

は
､

明
示
的
放
棄
に

つ

い

て

言
及
し

な
い

方
が

よ
い

と

考
え

る

委
員
に

賛
成
で

あ
る

｡

な

ぜ

な

ら
､

放
棄
は

､

国
家
の

行
為
か

ら

推
定
さ

れ

得
る

か

ら
で

あ
る

｡

し

か

し
､

恐
ら

く

は
､

放
棄
は

､

有
効
で

あ
り

か

つ

自
由
に

与
え

ら

れ
る

も

の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

と
い

う
こ

と
が

明
記
さ
れ

る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

例
え
ば

､

も

し

も

あ

る

国
が

強
力
に

よ
っ

て

条
約
を

締
結
す
る

に

至
ら

し

め

ら

れ
た

と

す
る

な

ら
ば

､

強
力
の

行
使
を

理

由
と

す
る

塀
症

あ

る

同

意
を

申
し

立
て

る

権
利
の

当
該
国
の

放
棄
が

､

ま

た
､

強

迫
に

よ

っ

て

得
ら

れ

る
こ

と
が

起
り

得
る

｡

か

か

る

場
合
に

は
､

放
棄
自
体
が

取

っ

け
ら

れ

て

い

る

の

で

錦
､

条
約
が

無
効
で

あ

る

旨
主
張
す

る

権
利
の

7

喪
失
を

伴
う
も

の

で

ほ

な
い
+

と

述
べ

た
｡

そ

の

他
の

委

員
も

ま

た
､

朗
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㈲
項
を

支
持
L

響
こ

の

よ

う
な

委
員
会
の

意
見
の

趨
勢
に

鑑
み

て
､

ウ

ォ

ル

ド
ッ

ク

は
､

｢

大
部
分
の

委
員
は

､

㈲
項
が

明
示

的
放
棄
に

限

定

さ

れ

る

ぺ

き

で

あ

る

と
の

提

案
を

､

明
ら
か

に

黙
示

的
な

放
棄
の

可
能
性
の

故
に

､

そ

れ

が

不

当
に

制
限
的
で

あ

ろ

う
と

の

理

由
で

､

斥
け

た

よ

う
に

息
わ

れ

る
｡

他
方
に

於
い

て
､

私
は

､

ア

ゴ

ー

氏
が

提
案
し

た

よ

う
に

､

放
棄
は

､

自
由
に

行
わ

れ
た

も

の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

旨
規
定
す
る

の

(

3 6
)

が

適
当
で

あ

ろ

う
と

考
え
る
+

と

述
べ

た
｡

委
員
会
で

は
､

ま
た

､

本
条
の

適
用
の

範
囲
の

問
題
が

提
起
さ

れ
た

｡

バ

レ

デ
ス

は
､

当
該
規
則
ほ

､

締
結
時
に

は

有
効
で

あ
っ

た

が
､

後
発
的

な

根
拠
に

基
づ

い

て

無
効
に

さ

れ

る

か

又

は

廃
棄
さ

れ

る

条
約
に

町

み

適

用
さ

れ

る
の

で

あ
る

が
､

最
初
か

ら

無
効
(

く
O

E

P
ひ

訂

芝
Q

)

で

あ
る

た

め
に

存
在
し

な
ー

鍔
た

条
約
に

は

適
用
さ

れ

な
い

と
い

う
｡

と
が

明

確

に

さ

れ

る
ぺ

き
で

あ
る

と

し

た
｡

こ

れ
に

は
､

ウ
ォ

ル

ド
ァ

タ

が

賛
意
を

表
し

､

｢

バ

レ

デ
ス

氏
の

評
言
は

､

強
行

規
範
と

強
制
の

問
題
に

つ

い

て

委
員
会
に

よ
っ

て

採
択
さ

れ

た

規
定
を

考

慮
す

る

必

要
性
を

私
に

想
起
さ

せ

た
｡

即
ち

､

第
四

条
の

規
定
ほ

､

こ

れ

ら
の

特
殊
な

無
効
原
因
に

は

通

(

謁
)

用
さ

れ

な
い

+

と

述
べ

た
｡

大

部
分
の

委

員
も

､

本
条
の

通
用
範
囲
を

限

定
す
る

方
が

よ
い

と

の

立

場
を

採
っ

(

苧
鶴
岡
委
員
ほ

､

本
条
の

適
用
の

対

象
と

な
る

条
項
の

リ

ス

ト

を

掲
げ

､

音
竺
Q

毒
3
b

と
の

抵
触

､

国
家
に

対

す
る

強
制
等
の

場
合
を

そ

れ

か

ら

除
外

L

苧
ヤ

シ

ー

ン
､

プ

リ
ッ

グ

ス

も
､

官
軍
Q

遥
3
払

と
の

抵
触
の

場
合
に

は
､

適
用
さ

れ

な
い

と
し

､

ユ

リ

ア

ス
､

ト

サ

ン

キ
ン

も
､

式
)

｡

竜
喜

と

の

抵
触
と

国
家
に

対

す
る

強

制
の

場
合
に

は
､

適
用
さ

れ

な
い

と

し
た

｡

問
題
と

な
る

の

は
､

こ

れ

以

外
の

無
効
又
は

終
了
原
因
に

つ

い

て

で

あ

る
｡

ヤ

シ

ー

ン

ほ
､

代
表
に

対

(

4 2
)

す
る

強
制
の

璧
｡

に

も
､

本
条
は

適
用
さ

れ

得
な
い

と

し

た
｡

さ

ら
に

､

脚

ヤ

シ

ー

ン

ほ
､

事
情
変
更
の

原
則
に

関
し

て
､

｢

私

見
で

ほ
､

た

と

え

国

家
が

､

種
々

の

理

由
の

た

め

に
､

も

ほ

や

国
際
生

活
の

現

実
と

調
和
し
な

い

条
約
か

ら

免
れ
る

た

め
に

､

事
情
変
更
の

原

則
を

､

若
干
の

期
間

､

援

用
し

な

か
っ

た
に

し
て

も
､

当
該
国
は

､

そ
の

た

め
に

､

後
に

当
該
原
則

(

43
)

を

援
用
す

る

権
利
を

奪
わ

れ
る
ぺ

き

で

は

な
い
+

と

述
べ

た
｡

ユ

リ
ア

ス

は
､

こ

れ

ら
の

外
に

も
､

｢

恐
ら

く
ほ

､

同
様
な

他
の

場
合
が

あ

る

で

あ

(

44
)

ろ

う
+

と

し
た

｡

そ

の

た

め
､

カ

ス

ト
レ

ン

は
､

本
条
が

適
用
さ

れ

る

条

項
を

特
定
す
る

方
が

よ
い

で

あ

ろ

う
が

､

若
干
の

点
に

つ

い

て

は

意
見
が

別
れ

て

い

る

た

め
､

リ

ス

ト

は
､

注

意
深
く

検

討
さ
れ

な

け
れ

ば

な

ら
な

(

45
)

い

旨
指
摘
し

た
｡

結
局
の

と
こ

ろ
､

問
題
は

､

起
草
委
貝
会
の

検
討
に

委

ね

ら

れ
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

四

起
草
委
貞
会
は

､

委
員
会
で

の

論

議
を

考
慮
し
て

､

ウ
ォ

ル

ド

ッ

ク

案

の

㈲
項
は

そ

の

ま

ま

に

維
持
し

､

仙

項
と

桝
項
と

を

結
合
す
る

新
た

な

定

式
を

案
出
し
､

か

つ

当
該
規

則
の

適
用
範
囲
を

限
定
し

､

代
表
に

対

す

る

強
制

､

国
家
に

対

す
る

強
制

､

甘

害
毒
3
h

と
の

抵
触
等
の

場
合
を

そ
の

適
用
か

ら

除
外
す
る

こ

と
に

決
定
し
た

｡

即
ち

､

第
四

条
の

起

草
委
具
合

修
正

案
は

､

｢

条
約
を

無
効
に

し
､

終
了
さ

せ

又
は

そ

れ

か

ら

脱
退

す
る

権
利
の

喪
失
+

と

屈
し
て

､

次
の

如
く
に

規
定
し

た
｡

｢

条
約
の

無
効
を

援
用
す
る

権
利

､

或
い

は

条
約
を

終
了
さ
せ

る
か

又

は

そ

れ

か

ら

脱
退
す
る

権
利
は

､

第
五

条
か

ら

第
八

条
ま
で

及
び

第
二

〇
条
と

第
二

二

条
に

該
当
す
る

場
合
に

は
､

関
係
国
が

､

か

か

る

権
利
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を

生

ず
る

事
実
を

知
っ

た

後
に

､

次
の

こ

と

を

行
っ

た

と

き
に

は
､

も

は

や

行
使
さ

れ

得
な
い

も
の

と

す
る

｡

㈲
権
利
を

放
棄
し

た

と

き

肘
自
ら

行
為
し

た

が

た

め
に

､

関
係
国
が

､

第
五

条
か

ら

第
八

条

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
二

〇
条
と

第
二

二

条
の

場
合
に

は
､

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

香
認
す
る

こ

と

を

禁
じ

(

胡
)

ら

れ

る
と

き
+

こ

の

条
文
を

説
明

し
て

､

ウ
ォ

ル

ド

ッ

ク

は
､

｢

委
員
会
の

希
望
に

従

っ

て
､

ミ

e

賢
○

廿

官
-

｡

と
へ

､

唱
e
O
-

岳
6

.

ロ
､

､

な

る

用
語
は

使
用
さ

れ
て

い

な
い

の

で

あ

る

が
､

当
事
国
が

そ

う
す
る

権
利
を

生

ず
る

事

実
を

完
全
に

知
っ

た

後
に

､

無
効
を

援
用
す
る

か

又
は

条
約
を

終
了
さ

せ

る

旨
の

主
張

を

行
わ

な

か
っ

た

と
い

う
こ

と

は
､

当
該
権
利
を

終
止
せ

し

め

る

で

あ

ろ

(

47
)

う
と
い

う
一

般
的
命
題
は

､

維
持
さ

れ
て

い

る
+

と

述
べ

た
｡

ま

た
､

先

の

審
議
過
程
で

提
起
さ

れ

た

問
題

､

即
ち

も

し

も

国
家
が

行
為
す
る

自
由

を

有
し

な
か

っ

た

な

ら
ば

､

そ

の

立
場
は

如
何
な

る

も
の

で

あ

ろ

う
か

と

い

う
問
題
に

つ

い

て

は
､

仙
項
は

､

国
家
が

､

そ
の

主
張
に

関
し
て

措
置

を

講
ず
る

立
場
に

あ

ら

ね

ば
な

ら
な

か
っ

た

こ

と

を

明
示
し
て

い

る

が

故

に
､

そ

れ

を

特
別
に

取

扱
う
必

要
は

な

く
､

コ

メ

ン

タ

リ

ー

の

中
で

言
及

(

48
)

さ
れ

得
る

と

し

た
｡

こ

の

起
草
委
員
会
実
に

関
し
て

は
､

主
と

し
て

争
乱
t

-

芦
叩

の

観
点
か

ら

意
見
が

述
べ

ら
れ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

こ

で

は

特
に

規
定
の

挿
入

箇
所

が

論
ぜ

ら
れ

た
｡

ア

レ

チ

ャ

ガ

ほ
､

本
条
は

､

手
続
規
則
に

関
す
る

第
Ⅳ

(

伯
)

節
中
に

挿
入
さ

れ
る
ぺ

き

で

あ

る

と

し
た

｡

ラ
ク

ス

も

ま

た
､

本
条
の

挿

(

朗
)

入

箇
所
に

つ

い

て

再
検
討
す
る

必

要
性
を

強
調
し

た
｡

こ

れ

に

対
し

て
､

ウ
ォ

ル

ド
ッ

ク

は
､

挿
入

箇
所
に

つ

い

て

再

検
討
を

加
え
る

こ

と
の

必
要

を

認
め

た
の

で

あ
る

が
､

｢

本
条
は

､

実
体
の

問
題
を

取

扱
っ

て

い

る

こ

と

か

ら

し
て

､

手
続
に

関
す
る

第
Ⅳ

節
中
に

は

殆
ど

挿
入

さ

れ

得
な
い

と

こ

ろ

で

あ

る
+

と

述
べ

､

こ

の

問
題
ほ

､

起
草
委
員
会
に

付
託
さ

れ

る
こ

(

51
)

と
が

で

き

る

と

し

た
｡

そ

し
て

､

第
四

条
の

修
正

案
た

る

こ

の

起

草
委
員

会
実
は

､

若
干
の

賢
h

き
ー

ロ

粥

上
の

変
更
を

加
え

ら
れ

た

後
､

委
員
会
の

蓋
鍔
付
さ

れ

た

結
果

､

賛
成

完
票

､

反
対
｡
票

､

棄
権

一

票
で

採
択

さ

れ
た

｡

こ

れ

が
､

一

九
六
三

年
の

暫
定
草
案
第
四

七

条
の

原
型
と

な
っ

た
｡(

1
)

本

号
と

次

号

で

は
､

条
約
法

最
終
草

案
第

四
二

条
の

内

容

及
び

起
草
過

程
に

つ

い

て

検
討
を

試
み

る

こ

と

に

限
定

し
､

こ

の

間
題
に

つ

い

て

の

理

論
的

考

察
は

､

七

月

号

に

於
い

て

行

う
こ

と

に

す

る
｡

(

2
)

当

事
者
は

､

自
ら
の

矛

盾
し

た

行

儀
か

ら

利
益

を

得
る

こ

と

を

許
さ

れ

な
い

と
い

う

原

則
は

､

多
く
の

国

内

法

体

系
に

於
い

て
､

認

め

ら

れ

て

い

る
｡

英
米
法

上

は
､

こ

の

原

則

ほ
､

禁

反

言
(

e
ロ
t

?

p

官
-

､

り

諾
○
-

宏
-

○

ロ
)

の

原

則

と

し
て

知
ら

れ

る

も

の

で
､

当

事
者

は
､

他
の

当

事

者
が

､

彼
の

行
っ

た

表

示

又

は

行

為
に

依

拠
し
て

､

彼
に

対
し

て

義
務
を

引

受
け

る

か

又

は

彼
に

権
利

を

帰
せ

し

め

る

に

至
っ

た

易
合
に

は
､

自
ら

の

以

前
の

表

示

又

は

行

為
と

矛

盾
す

る

法

的

立

場
を

採
る

こ

と
を

許
さ

れ

な
い

と
い

う

も
の

で

あ

る
｡

大

陸
法

系
の

国
で

は
､

こ

の

原
則
は

､

ロ

ー

マ

法

の

法
蕃

｢

矛
盾
す

る

申
立

を

な

す

者
は

､

聴
許
せ

ら

れ

ず
+

(

邑
遥
S
切

望
邑
⊇
→

訂

宝
さ

墨
･

β6 9
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無
芸

ぎ
叱

邑
)

と

｢

何

人

も
､

自
ら

作

成
せ

る

捺
印

証

書
の

記

載
に

反

す
る

主

張

を
､

な

す

こ

と

を

得
ず
+

(

さ

§
Q

■毒
邑

岩

音
Q
町

史

∋

昌
ま

∋

.
害

邑
記

憶
Q
叶

邑
)

に

由

来

す
る

規

則
の

中
に

見

出
さ

れ

る
｡

例
え

ば
､

フ

ラ

ン

ス

の

法

体

系
で

は
､

訂

邑
宏
訂
n

又

は

唱
か
c
-

宇

巴
○

ロ

の

原

則
と

し
て

､

ス

ペ

イ

ン

の

法

体

系
で

は
､

｢

同
一

行

為
の

理

論
+

(

訂

軋
(

豆
→
軋

き

P

計

訂
わ

莞
叶

空

で
竜
訂
古

と

し

て

知
ら

れ

る
｡

国

際

法
上

の

e
∽
t

O

匂

官
-

の

原

則
は

､

必

ず
し

も

英
米

法

上
の

そ

れ

と

同
一

で

は

な
い

の

で

あ

る

が
､

当

事

者

は
､

自
ら
の

矛

盾
し

た

行

為
か

ら

利
益

を

得
る

こ

と

を

許

さ

れ

な
い

と
い

う

原

則

自
体
の

存

在
は

､

国

際
判

例
上

既
に

確
認
さ

れ

て

き
て

い

る
｡

こ

の

点

に

つ

い

て

は
､

七

月

号
に

於
い

て

詳
論
す
る

が
､

こ

こ

で

は
､

最
近
の

二

っ

の

国

際
判

例

(

ス

ペ

イ
ン

国
王

の

仲

裁

裁

定

事

件
､

プ

ラ

ビ

ハ

ー

ン

寺

院

事

件
)

に

於
い

て
､

こ

の

原

則
が

適

用
さ

れ

た
こ

と

を

指
摘

す

る

に

と

ど

め
る

｡

(

3
)

押
e

胃
ユ
払

○
巾

t

訂

H

邑
e

岩

邑
O
n

已

P
p

弓

C
O

巨
一

己

邑
○

臼
､

-

山

岳
か

､

匂

ワ
【

小

a

n

P

中
00

.

(

4
)

i

E
d

･

,

や

監
)

層
r

P

(

-

)
㌧

(

5
)

]

岳
P

-

勺
p

･

訟

-
$

}

p

宅
P

(

N
)
.

(

6
)

i

E
戸

-

や

$
､

唱
r

声
(

仏

ソ

(

7
)

ラ

ウ

タ

ー

パ

ク

ト

は
､

一

定
の

場
合
に

､

達
意
条

約
の

無
効

を

主

張

す

る

権
利
の

放
棄
が

推

定
さ

れ

る

と

し

た
｡

即
ち

､

一

.
九

五
三

年
の

報

告

書

中
の

｢

条
約
締

結
権

限
に

対

す
る

憲
法

的

制

約
+

に

関

す

る

第
一

一

条
第
二

項
に

於
い

て

は
､

次
の

如

く

に

規

定

さ

れ
て

い

■
た

｡

｢

二
､

締
約
当

事

国
は

､

長

期

間

条

約
の

無
効

を

援
用
し

な
か

っ

乃

た

璧
口
､

或
い

は

条

約
に

依

拠
し
て

行

為

し
た

か

又
は

そ

れ

か

ら

β

利
益
を

得
た

場
合
に

は
､

憲
法

的

制

約

を

無
視
し

て

締
結
さ

れ

た

条
約
の

無

効

を

主

張
す

る

権
利

を

放

棄
し

た

も

の

と
､

各
々

の

場

合
の

事
情
に

従
っ

て
､

看
倣
さ

れ

得
る

｡

+

(

ゴ
ロ

p

旨
0
0

打

O

f

旨
e

I

n
t
e

2

邑
○

ロ

巴

P
p

弓

C
0

2

邑
邑
○

ク

ー

諾
い

､

く
○
-

･

H
H

】

p
七
,

記
a

ロ

d

-

き
)

｡

フ

ィ

ツ

モ

ー

リ

ス

も

ま

た
､

条
約
の

終

了
･

停
止
の

分

野
へ

の

当

該
原

則
の

適
用
を

認
め

て

い

た
｡

即

ち
､

一

九
五

七

年
の

第
二

報

告

書
中
の

第
一

六

条

に

於
い

て

は
､

権
利
は

､

｢

相

当
の

期

間

内

に
+

行

使
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

(

第
三

項
)

と
し

､

終
了
又

は

停
止

の

根
拠
を

生

ぜ

し

め
る

事

情
が

､

｢

そ

れ

を

援
用

す
る

当

事

国

の

作

為
又

は

不

作

為
に

よ
っ

て
+

誘
致
さ

れ

た

場
合
に

は
､

か

か

る

当
事

国
は

､

問
題
の

根
拠
を

援
用

す
る

こ

と

を

禁
じ

ら

れ

る

(

第
四

項
)

と

さ

れ

て

い

た

(

ぺ
e

P

旨
0

0

吋

｡
巾

t

訂
H

.

｢

C
.

､

-

設
叫

〉

く
○
-

+
Ⅰ

-

ワ
N

∞
･

)

｡

ま

た
､

条
約
違
反
に

関

す

る

第
一

九

条

第
三

項
及

び

事
情

変
更
に

関

す
る

第
二

二

条
第
三

項
に

於
い

て

も
､

同

旨
の

規
定
が

挿

入

さ

れ

て

い

た

(
-

b
-

チ
廿

勺
･

山

一

P

β
良

い

山

し
｡

(

8
)

ぺ
か
P

さ
｡

｡

灯

｡
f

t

F
e

H
･

｢

C
･

)

-

貰
ぃ

､

く
○
-

.

H

I
〉

p

や

ぃ

¢

1

A

〇
一

(

9
)

i

ど
(

r

p
.

合
､

]

盲
→

戸

谷
.

(

1 0
)

i

b

打
r

､

や

合
-

p

宅
P

い
.

(

1 1
)

+

訂
P

旨
U

O

吋

○

:
F
e

H
･

｢

C
.

､

-

諾
ぃ

､

く
○
-

.

H
､

や

ー

∞

仇
-

七

P
→

P

い

P

▲
-

.ゴ

.､1

､
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(

1 2
)

(

1 3
)

(

1 4
)

(

1 5
)

(

1 6
)為

+

ー

b

訂
r

､

p
.

-

∞

¶
､

官
→

P

竺
･

-

E
(

r

や
一

望
､

せ
p

岩
･

窒
･

岩
-

(

r

や
ー

00

か
､

匂
P

冒
･

訟
･

-

E

チ

や

ー

00

∞
-

勺
p

ヨ
r

00

仇

P

ロ

P

や
ー

∞
¢

､

七
P

コ
r

山

戸

-

b

訂
r

､

ワ
ー

∞

い
一

句
p

→

戸

00
.

パ

ル

ト

シ

も
､

｢

作
為
+

と

｢

不

作

な

る

用

語
の

意

味
は

､

明

確
に

さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

主

ー

00

♪

勺
p

l

P

∞
.

)

｡

張
し
た

(
-

E
P

､

宅
.

-

∞
叫

-
-

∞

00
)

p
P

声
叫

N

)
｡

(

1 7
)

旨
-

P
-

や

ー

∞

レ
)

p
P

→

P

岩
･

(

1 8
)

-

E
d

.

-

や

ー

恥

♪

層
芦
い

叫

(

官
有
g
∽

)

い

p
･

-

∞

00
}

官
声

∞

い

(

C
p

巴
e

仁

且
.

こ

の

点
､

ロ

ゼ

ー

ン

は
､

｢

一

般

原
則
が

適
用
さ

れ

得

る

か

香
か

､

ま

た

如
何
な

る

程

度
に

ま
で

そ
れ

が

適
用
さ

れ

得
る

か

と
い

う
の

は
､

そ

れ
ぞ

れ

の

個
別
的

な

場
合
に

於

け
る

決

定
の

問
題

で

あ

る
+

と

述
べ

:
h

す

訂
○

弓
n

琶
t

払

○
→

○

邑
s
s
}

0

宏
｡

な

る

語

句

及
び

へ

､

監

品
p

ど
s
t

P

n
y

O
t

F
2
→

p

賀
t

叫

○

→

唱
P

r
t

小

謡
｡

な

る

語

句
の

削
除
を

提
案
し

た

(
-

已
d

･

､

p
･

-

∞

h
-

]

盲

声

£
･

)

｡

(

1 9
)

宗
i

ゃ

ゃ

-

∞

♪

せ

告
監
･

-

¢

-
N
N

･

(

加
)

-

E

ナ

ウ

-

∞

叫
､

官
只
r

巴
(

→
仁

口

巴
ロ
)

い

p
･

-

00

∞
､

p

篤
P

3

(

｢

琶

訂
)
一

(

2 5
)

(

2 6
)

(

2 7
)

(

2 8
)

(

2 9
)

(

3 0
)

(

3 1
)

;
打
r

､

9

-

已
(

r

p
一

小

b
-

(

r

や

旨
岩
.

}

や

ー

b

訂
r

-

宇

旨
-

a
J

や

一

己
P

､

ワ
ー

∞

り
一

句
P
→

P

い

ゃ

-

∞

∞
､

p
P
→

P

詔
.

-

∞

¶
〉

勺
P
→

p
●

巴
･

-

∞

¶
-

七
P
→

P

コ
.

-

∞
∞

-

七
P
→

P

∞

干

-

∞

¢
､

匂

P
→
p
●

苫
●

-

∞

山
-

p
P
→

P

窒
(

C
P
∽
t

a
n
)

”

ワ

ー

∞

山
-

匂
p
→

P

い

い

(

田
ユ
g

g
∽

)

い

ゃ

(

C
P

已
e

仁

且
.

(

3 2
)

蒜
-

チ
p
.

(

3 3
)

-

E

チ

ワ

(

3 4
)

岩
訂
r

〉

9

ー

∞

仇
-

唱
一

声
h

N

(

担
叩
○
)

い

や

}

∞

00
､

勺
p

ヨ
r

∞

-

ー

∞

い
ー

]

盲
冒
∽
.

か

1
リ

ー

∽
山

-

廿
P
→

P

い

ぃ
.

-

00

か
､

や

賀
P

巴
こ

バ

ル

ト

シ

は
､

さ

ら
に

､

｢

条

約

を

廃

棄
す
る

権

利
の

放
棄
が

､

明

確
に

さ

れ

る

必

要
が

あ

る
｡

即

ち
､

ア

ゴ

ー

氏
が

指

摘
し

た

よ

う

に
､

そ

れ

は
､

自

由
に

表

明
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

ず
､

か

つ

私

自
身
は

､

そ

れ

が

意

識
的

な

(
c

O

n

邑
○

岳
)

(

2 1
)

(

2 2
)

(

2 3
)

(

2 4
)

一

定
d

一

､

p
.

旨
訂
r

-

や

ー

b
-

(

r

p
l

-

b
-

d
.

､

p
.

一

望
)

勺

罵
p
∽
･

N

か

1
N

叫
･

-

∞
い

ー

p

P
→

P
-

中
-

-

∞

い
一

句

p
→

P

少
い

●

-

∞
u

〉

勺

琵
P

告
◆

バ

レ

デ
ス

も
､

｢

私

は
､

肘
項
は

､

も
の

で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

こ

と

を

付

け

加

え

た

い

｡

黙
示

的

放

棄
で

さ

え
も

認
め

ら

れ

得
る

か

ら

で

あ

る
+

(
i

茫
チ

や
ー

00
叫

-

層

声
恩
r
)

｡

全

く
に

正

し

い

と

考
え

る
｡

け

だ

し
､

何
人

も
､

他

人

を

害

し
て

利

益

を

得
る

ぺ

き
で

は

な

い

か

ら

で

あ

る
+

と

述
べ

た

(
-

b

芦
-

■9

(

3 5
)

か

N

(

3 6
)

(

3 7
)

(

朗
)

蒜
-

む
J

や
ー

00
斗

-

せ
匝
→

戸

-

叫

(
〈

訂

P
仁

ロ
p
)

い

や

(

→
声
n

E

且
”

p
･

-

∞

∞
}

層

芦

ヨ
(

｢
p
O

訂
)
･

旨
-

d
.

､

p
.

-

∞

¢
､

せ

P
り

P

∞

や

一

己
チ

や
ー

00
い

､

せ
p

→

2

汁

旨
昆
.

-

や
ー

∞

い
)

]

苛
→

p
･

や

け

だ

し
､

と

述
べ

た

ー

∞

ツ

p
P

ゴ
P
●

β7 J



一 橋論叢 第六 十
一 巻 第五 号 ( 9 4 )

(

3 9
)

i

E
チ

や

ー

∞

い
ー

p

焉
P

-

N

呂
み

ワ

ー

ぎ

官

声
-

u

(

ぺ
a

甲

琵
e

且
”

p
･

-

∞

い
ー

]

盲
只
r

山

○

(

C
a
s
t

誌
ゴ
)

”

や

ー

∞

仇
､

官
ヨ
r

会

(

声
○
∽

e

β

n
e
)

”

p
･

-

∞

♪

p
p

声

設
(

E
-

㌻
∽
)
一

(

4 0
)

岩

芦
､

ワ
ー

∞

中
一

p

罵
P

N

汁

(

4 1
)

叶

E

チ

や
ー

∞
阜

)

せ

琶
2

-

山

(

ぺ
P
地

謡
e

n
)

”

p

-

00

♪

官
芦
い

い

(

野
鼠
g
仏

)

い

p

p

+
∞

か

-
-

00

♪

p
P

声

誌
(

望

訂
)

‥

勺

+
00

N
-

官
ヨ
r

巴
(

→
仁

口

村

ど
)
･

も
っ

と

も
､

バ

ル

ト

シ

は
､

音
匂

Q

竜
3
屯

の

場

合

に

つ

い

て
､

｢

強

行

規

範
の

規
則

に

違

反

し
て

諸

国

に

よ
っ

て

な

さ

れ

た

行

為
ほ

､

考
慮
の

外

に

お

か

れ

る
ぺ

き

で

あ

ろ

う
か
+

と
の

疑

問
を

表

明

し
た

(
i

b

芦
-

や

ー

00

叫
-

p
P

昌
一

監
.

)

｡

(

4 2
)

-

b
i

a
J

p
.

-

00

山
､

p
p
り

P

-

N
.

(

4 3
)

-

b
-

P
-

ワ

ー

∞

中
一

せ

p

岩
.

-

P

(

4 4
)

i

E
d

.

､

ワ

ー

∞

♪

屈
一

声

諾
.

(

4 5
)

i

E
d

一

-

ワ

ー

∞

h
､

官
→

P

旨
.

(

4 6
)

-

E

早
世

勺
･

N

箸

-
N
～

デ

p

弓
P

芦
第

五

条

は
､

条
約
締

結
梅

花

限
に

対

す
る

憲
法

的

制

約
､

第

六

条
は

､

代

表
の

権

限
に

対

す
る

特

β

別
の

制
約

､

第

七

条
は

､

詐
欺

､

第
八

条

は
､

相

互

的

錯
誤

､

第
二

〇

条
は

､

条
約
違

反
､

第
二

二

条
は

､

事
情
変

更
の

原

則
に

関

す
る

規
定
で

あ

る
｡

(

4 7
)

-

b
-

d
･

､

ワ

N

00

ー
､

官

声

訟
.

原
文

で

は
､

｡

訂

d
e

ぎ
→

り

e

-

符
○

日

d

昌
ユ
ロ

的
､

〉

な

る

表

現
が

用
い

ら

れ
て

い

た
｡

(

4 8
)

岩
訂
r

､

p
.

N

00

ー
一

層
一

声
h

声

(

4 9
)

-

E

チ

や

N

∞

-
-

匂

罵
P

監
r

(

5 0
)

旨
訂
r

､

ワ

N

00

ー
ー

p

寛
P

$
一

(

5 1
)

i

E
d

.

､

ワ

N

00

ー
､

官
声
¶
r

(

5 2
)

-

E
チ
p
.

N

00
ー

､

勺

賀
P

芦
(

一

橋
大
学

大

学

院

博
士

課

程
)

+




