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国
家
承
認
の

法
理

-
イ

タ

リ

ア

国
際
法
学

説
の

研

究

-

d
叩

ギ

1

国

際
社

会
に

お

い

て

あ

ら

た

に

形
成
さ

れ

出
現

し
た

国
家

的
実
体
が

い

っ

た

い

ど

の

よ

う

に

し
て

国

際
人

格
(

国

際
主

体

性
)

を

取

得
す
る

も

の

で

あ

る

か
､

国

際
慣
行
上

新
国
の

承
認
と

い

う

こ

と
が

行
な
わ

れ

る

が
､

こ

の

行

為
は

ど
の

よ

う
な

意
義
と

効
力

を

も
つ

も
の

で

あ

る

か

と
い

う

と
､

こ

れ

に

は

さ

ま

ざ

ま

な

学
説

の

対

立
が

あ
っ

て
､

び

じ
ょ

う
に

困

難
な

問
題
の

一

つ

に

な
っ

て

い

る
｡

お

そ

ら

く

あ

る

人
が

い

っ

た

よ

う
に

､

《

す
べ

て

の

国

際

法
の

う
ち
で

も
っ

と

も

困
難
な

問
題
で

あ

る
》

と

さ

え
い

え

る

か

(

l
)

も
し

れ

な
い

｡

従

来
の

学
説
に

は
､

大
き

く
わ

け
て

二

つ

の

流
れ

が

あ
っ

た
｡

広
く

支

持
さ

れ

て

き

た

そ

の
一

つ

の

見

方

は
､

既
存
の

国
に

よ

る

《

承

認
》

と
い

う
特

別
の

行
為
を

介
し

て
､

新
国
ほ
は

じ

め

て

国

際
人

希
を

取

得
す
る

､

つ

ま

り

国
際
的

権
利
･

義
務
の

主
体

と

な

皆

ノ

決

る

と
い

う
の

で

あ
っ

た
｡

イ

タ

リ

ア

で

は
､

か

の

A
n
N

亡
○

琵

が

そ

の

主

意
主

義
的
国

際

法
観
念
を

首
尾

一

貫
し
て

お

し

す

す
め
つ

っ
､

新

国
の

承

認
は

既

存
の

国
と

そ

の

新
国
と

の

問
に

お

け

る

原

初
的

合

意
に

あ

ら

わ

れ

る

国
際
人

椿
を

つ

く

り

だ

す
と

こ

ろ
の

規

範
行

為
で

あ

る

と

説
い

た

(

い

わ

ゆ

る

創
設

的

承

認

説
t

e

O

ユ
p

d
-

ユ
0

0
n
O

岩
-

2
2

已
0

0

0

邑
t

已
-

召
)

｡

こ

の

よ

う

な

A
ロ

邑
O
t
t
-

の

構
成
は

､

当

初

評
言
S

巴

に

よ
っ

て

も

採
用

さ

れ

た

が

(

一

九
二

二

年
の

ど
N
-

｡

ロ

マ

か

れ

は
､

後
に

そ

の

立

易
を

根
本
的
に

あ

ら

た

め

る

に

い

た
っ

た
｡

す

な

わ

ち
､

宮
→

臣
払
ぃ

は
､

歴
史
的
に

形
成
さ

れ

た

新
国
に

対

し

直

接
に

む

け

ら

れ

る
一

群
の

国

際
規
範
が

存
在
す
る

こ

と

を

認
め

､

新
国
は

そ

れ

ら
の

規
範
の

直

接
的

受
範
者
と

な

る

こ

と

に

よ
っ

て

国

際
人

蒋

を

取
得
す
る

の

で

あ

り
､

既
存
の

主
体

に

よ

る

承
認
は

､

そ

の

新

お
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国
の

国

際
主

体
と

し

て

の

存
在
を

確
認
す
る

も
の

で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

と

論
じ
た

(

い

わ

ゆ

る

宣

言

的

承

認

説
t

e

O

旨
r

巴

旨
○

｡
○

邑
･

冒
e

ロ
t

O

巴
の

F

㌻
→

邑
i

召
)

｡

近

時
の

イ

タ

リ

ア

国
際
法
学
説
を

通

観
す
る

と
､

多
く
の

学
者

は

み

ぎ
の

創
設

説
を

排
斥
す
る

こ

と

に

お

い

て

ほ

ぼ
一

致
し

て

い

(

2
)

る

よ

う
で

あ

る
｡

す
な
わ

ち
､

か

れ

ら

は
､

国
際
法
が

新
国
に

よ

る

国
際
人

椿
の

取

得
を

《

承

認
》

と

よ

ば

れ

る

特
別
の

行
為
に

か

か

ら

し
め

て

い

る

と

は

み

な
さ

な
い

｡

し

か

し
こ

れ

ら
の

学
者
が

す
べ

て

同
一

の

理

由
と

規
準
に

よ

り
､

同
一

の

結
論
に

達
し
て

い

る

わ

け
で

は

な

く
､

国
家
承

認

と
い

う
行
為
の

性
質

､

構
造

ま
た

効
力

を

ど
の

よ

う
に

捉
え

る

か

に

つ

い

て

は
､

木
目
の

こ

ま
か

い

論
議
の

う
ち
に

い

ぜ

ん

と

し
て

相

違
が

見

い

だ

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

稿
は

､

そ

れ

ら
の

主

な

学
説
を

順
を

お

っ

て

点

検

し
っ

つ
､

こ

の

主

題
に

関
す
る

現

代
イ

タ

リ

ア

学
説
の

動
向
を

明
ら
か

(

3
)

に

し

よ

う
と

す
る

も
の

で

あ

る
｡

(

1
)

呂
○
臼

p

8
､

呂
2
2
巴
e

d
i

巴

旨
t

O

訂
t

e

昌
p

巴
○

ロ

巴
e

勺
ロ

b
･

♂
-

訂
○

､

-

¢

示
○

-

ワ

一

缶
一

(

2
)

反
対

に

わ

が

国
に

お

い

て

は
､

創
設

説
が

む

し

ろ

多
数

説
で

あ

る
｡

大

平

善
槽
教

授
は

少

数

説
(

宣

言

説
)

の

主

張

者

で

あ

ら

れ

る
｡

(

3
)

こ

の

稿
は

私
の

《

イ

タ

リ

ア

国

際

港

学

説
の

研

究
》

の
一

部

を

成

す
も
の

で

あ

る
｡

し
か

し

そ
れ

は

実

行
､

ま

た

比

較

的

基

礎
に

お

諾

い

て

取
り

上

げ
ら

れ

る
ぺ

き

他
の

諸

国
の

学

説
に

ほ

と

ん

ど
ふ

れ

て

お

ら

ず
､

そ

し

て

そ

の

上
で

述
べ

ら
れ

る

ぺ

き

私

自
身
の

見

解

も

提

示

し
て

い

な

い

｡

イ

タ

リ

ア

諸

学

説
に

一

応
の

整
理

を

与

え

た

だ

け

で
､

こ

の

主

題
を

-
-
当

然
政

府

承

認
と

い

わ

れ

る

問
題

領
域
を

も

含
め
て

-
い

っ

そ

う
子

細

か

つ

包

括
的
に

論
じ

る

た

め
の

一

つ

の

準

備

作

業
で

あ

る

に

す
ぎ

な
い

こ

と

を
お

断
わ

り

し

て

お

か

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

｡

2

は

じ

め

に

こ

こ

で

取
り

扱
わ

れ

る

問
題
に

関
連
し
て

､

イ

タ

リ

ア

学
説
が

ほ

と

ん

ど

異
論
な

く

認
め
て

い

る

と

お

も

わ

れ

る
い

く
つ

か

の

予

備
的
論
点
に

言
及
し
て

お

く
の

が

適
当
で

あ

る
｡

㈲
そ

れ

は

ま

ず
第

一

に
､

国
際
人

樽

p
e

l

琶
口

巴

己
r

i

n
t

e

岩
P

巴
○

ロ

巴
e

(

国
際
主
体
性

琶
g

慧

琵
ユ
t

巳
ロ
t

2

言
p
N
}

○

ロ

已
e
)

は
､

あ

く

ま
で

国
際

法
に

依
存
す
る

と
こ

ろ
の

法
的
な

資
棒
で

あ
っ

て
､

国

家
が

単
に

存
在
し

て

い

る

と

い

う
こ

と

だ

け

で

当

然
に

そ

な

え
も
つ

と
こ

ろ
の

い

わ

ば

自

然

的
な

資
樽
で

は

な
い

と

み

て

い

る
こ

と
で

あ
る

｡

反
対
の

､

そ

し
て

か

な

り

古
い

も
の

に

な
っ

て

し

ま
っ

た

解
釈
は

､

国
家
の

出
現
な
い

し

存
在
と

い

う
歴
史
的
事
実
と

国
際
法
上
の

資
椿
で

あ
る

人

蒋
と

を

混
同

す
る

も

の

で

あ

る
｡

ま
こ

と

に
､

そ

の

よ

う
な

解

釈
は

あ

ら

ゆ
る

法
秩
序
に

妥
当
す

る

と

み

な

さ

れ

る
一

般
原
則
に

反
す
る

も
の

で

あ
っ

て
､

そ
の

ゆ

え
に

排

(

1
)

斥
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

と
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

仙
第
二

に
､

イ

タ
リ

ア

学
説
は

ほ

と

ん

ど
一

致
し
て

､

国
際
法
と

国

家

の

法
秩
序
は

そ
の

お
の

お
の

が

本
漁
的

･

独
立
の

法
秩
序
を

皮
し

て

い

る

b

や

t

鳩
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(

2
)

と
い

う
根
本
的
前
揖
に

た
っ

て

い

る

(

い

わ

ゆ

る

二

元

論

d

仁

巴
訂
日
○
)

｡

そ
の

コ

ロ

ラ

リ

ー

と

し

て
､

国
家
の

国
際
人

禰
を
そ

の

国
内
法
上
の

人

格

と

結
び

つ

け

ら
れ

た

も
の

と

み

な

す
命
題
も

ひ

と

し

く

排
斥
さ

れ
る

こ

と

に

な
る

｡

そ

し
て

国
家
の

国

際
人

格
は

､

か

か

る

も

の

と

し

て
､

そ
の

国

家
に

よ

り

国
内
秩
序
に

お
い

て

発
せ

ら
れ

る

規
範
や

行
為
が

外
国
の

国
内

秩
序
に

お
い

て

有
し

う
る

価
値

､

も
っ

ぱ

ら
こ

の

後
の

秩
序
に

依
存
す
る

(

3
)

価
値
に

影
響
す
る

も
の

で

は

な
い

こ

と

が

主

張
さ

れ

る
の

で

あ
る

｡

桝
こ

の

よ

う
に

国
際
人

椅
の

主
体
的
要
件
が

国
際
法
そ
の

も
の

に

依
存

す
る
こ

と

は

確
か

で

あ

り
､

異
議
な

く

認
め

ら

れ
て

い

る

の

で

あ

る

が
､

そ
の

規
定
の

仕
方
に

つ

い

て

は
､

い

っ

そ

う

具
体
的
に

い

う
と

､

国
家
に

対
す
る

国

際
人

椿
の

付
与
が

､

な
に

か

そ

の

た

め
の

特
別
な

規
範
n
O
→

巨
P

邑
ビ

旨

が

あ
っ

て
､

そ
の

よ

う
な

規
範
の

機
能
と
み

な

す
べ

き

も

の

か

ど

う
か

と
い

う
問
題
に

つ

い

て

は

学
説
上

論
議
が

あ
る

｡

多
数
説
は

､

国

際
人

椅
を

付
与
す
る

た

め
の

特
別
な

規
範
の

存

在
を

否

定

す
る

(

A
g

O
､

(

4
)

㌍
g
P

a
i

.

く
e

ま
弓
訂
i

〉

2
t

〇
.

)

｡

反
対

説
は

､

と

く
に

出
巴
】

邑
○
り

e

吋
p
.

-

-

ぎ
リ

i

に

よ
っ

て

活
発
に

損
示
さ

れ

る
｡

か

れ
の

意
見
で

は
､

法
秩
序
の

主
体
と

は

そ
の

秩
序
の

規
範
の

可

能
的
受
範
者

勺
○
払

巴
b

E

計
∽

江
n

P

F
ユ

で

あ

り
､

そ

し
て

法
秩
序
と

し

て

は
､

そ
の

も

ろ
も

ろ

の

規
範
の

受
範
者

と

な

る

た

め
に

必

要
か

つ

十

分
な

条
件
を

一

般
的
な

仕
方
で

定
め
る

こ

と

が

肝

要
で

あ
る

し
､

ま
た

実
際
に

も

そ
の

よ

う
な

規
範
が

お

さ

め

ら
れ

て

(

5
)

い

る
の

で

あ
っ

て
､

国
際
法
秩
序
と
い

え

ど

も
そ
の

例
外
で

は

な
い

｡

し

か

し

他
方
の

側
か

ら
､

そ
の

よ

う
に

法
秩
序
に

お

け

る

特
別
の

役
目

を

も

っ

規
範
の

存
在
が

主
張
さ

れ

る

な

ら
､

そ
れ

は
､

つ

ま

る

と
こ

ろ

受
範
者

な

き
一

ま
た

は

二

以

上
の

規

範
ロ

2
P

O

甘
P

n

O
→

日
¢

匂

ユ
く
e

已

計
邑
･

ロ

巳
寛

-

の

存
在
を

推
定
し

､

主
張
す
る

も
の

で

あ

る

と

い

い

か

え

さ

れ

串

(

6
)

る
｡

こ

の

種
の

論
議
は

し

ば

ら

く
お

い

て
､

晋
e

a
ま
ー

の

つ

ぎ

の

よ

う

な

所
見
は

き

わ

め

て

適
切
で

あ
る

と

お

も

わ

れ

る
｡

か

れ

は

い

っ

て

い

る
｡

国

際
法
秩
序
は

そ
の

固
有
の

規
範
を

も
っ

て

国
家
と
い

う
実
体
に

関

係
し

て

お

り
､

そ
の

ゆ

え
に

国
際
法
の

諾
規
範
は

そ

の

内
容
の

画
一

的
形

相
と

し
て

同
一

の

実
体
を

指
定
し

て

い

る
こ

と
に

な
る

｡

だ

が
､

法
秩
序

の

規
範
が

同
じ
カ

テ
ゴ

リ

ー

の

実
体
に

関
係
し
て

い

る

か

ら

と

い

っ

て
､

こ

れ

ら
の

実
体
が

同
一

か
つ

不

変
の

条
件
に

お

い

て

そ

れ

ら
の

規
範
の

受

範
着
で

あ

る

こ

と

に

は

な

ら
ぬ

｡

ど
の

規
範
も

み

な
､

そ
の

み

た
そ

う
と

す
る

社
会
的
要
求
に

応
じ
て

､

ぞ
れ

自
体
の

適
用
条

件
を

決
定
す
る

も

の

で

あ

り
､

こ

の

よ

う
に

し
て

さ

ま
ざ

ま

な

規
範
の

全
体

的
考
察
か

ら
､

そ

れ

ら
の

受
範
着
た

り

う
る

実
体
の

観
念
を
そ
の

上

に

構
成
し

う
る

と
こ

ろ

の

画
一

的
指
定
要
件
と

そ

れ
か

ら

具
体
的
適
用
の

特
殊
的

･

可
変
的
要
件

を
ひ

き
だ

す
こ

と

が

で

き
る

｡

こ

の

よ

う
な

規
範
内
容
の

画
一

的
形
相
を

明
ら
か

に

す
る
こ

と

は
､

あ
る

《

特
別
規
範
》

P
p

勺
○
什

き
P

ロ

○
→

日
p

を

定

式
化
す
る

の

で

は

な

く

て
､

も

ろ
も

ろ

の

規

範
か

ら
び

き
だ

さ

れ

る

《

原

(

7
)

則
》

勺

コ.

ロ
○

首
訂

を

定
式
化
す
る

も
の

で

あ
る

と
｡

(

1
)

勺
e

→

P
∽

阜

｢
e

N

6
.

ロ
ー

巴

d

E
t
t

O

ど
t

e

り

ロ
P

已
O

n

巴
e

i
-

-

巴
少

や

余
.

(

2
)

く

わ
し

く
は

､

私
の

国

際

法

と

国

内

法
‥

イ

タ

リ

ア

国

際

法

学

説
の

研

究
(

一

)

･

(

二
)

国

際

法

外

交

建

議
六
二

巻
六

号
お

よ

び

六

三

巻
二

号
を

み

ら

れ

た
い

｡

(

3
)

A
n
N
-

-

○
什

江
▼

C
O

諾
○

巴

d

F
-

t
t

O

ど
t

e

H
ロ

罠
6

.

臼

巴
e

､

-

諾
ぃ

〉

勺
.

-

訣
…

冒
○

岩
ご
r

Z
O
N
-

0

2 .

d
-

巴
り

山

き
○

-

ロ
t

e

3
}

p
N
-

○

ロ

巴
♪

-

ま
00

ー

p
.

-

-

00
一

(

4
)

勺
e

→

監
巴

が

国

家
に

対

す

る

国

際

主

体

性
の

付
与

を

基

本

的

国

3 7
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際
規

範
の

自

動
的

適
用
と

同

視

す
る

と

き
､

明

示

的
に

で

は

な
い

が

か

れ

も

同

じ

見

方
に

た
っ

て

い

る

と

み

な

す
こ

と
が

で

き
る

｡

(

5
)

ロ
ー

リ

賢
○

訂
t

e

→

ロ
P
N
-

○

ロ

巴
e

p

戸
♂
ピ
ー

訂
○

､

-

ま
ひ

}

ゃ

ゃ

岩
-

-

-

○

汁

(

6
)

G

F
-

㌻
ロ
○

}

F
p

8
日
さ

已
t

酔

ぃ

邑
e

コ
ー

P

軋
○

ロ

巴
e

O

仁

已

旨
t

O
､

-

況
○

-

匂

p
･

N

怠
-

N

旨
･

(

7
)

Ⅰ
-

ユ
0

0

日
○
の

O
i

日
e

n
t

O

i

邑
e

l

ロ
p
N
i

O

ロ

巴
e

已

望
P
t
-

の

巴
G

?

つ
0

→

ロ
ー

､

-

諾
ぃ

､

p

p
.

-

-

-
-

山
･

3

歴
史
上

形
成
さ

れ

る

国
家
的
実
体
が

国
際
法
秩
序
の

諸
規
範
の

受

範
者
と

な
る

た

め

に

は
､

ど
の

よ

う
な

要
件
を

そ

な

え
て

い

る

こ

と

を

要

す
る
か

｡

い

わ

ゆ

る

《

国
際
法

に

い

う
国

家
》

哲
巴
0

ロ
e
-

等
ロ
∽

○

計
-

d

打

i

t
t

O

訂
t

e

→
ロ

P

已
○

ロ

巴
e

と

は
い

っ

た

い

ど

の

よ

う
な

要
件
を

み

た

し

て
い

る

実
体
を

指
し
て

い

る

か
｡

こ

の

よ

う
な

国
際
人

椿
の

主
体
的
要

件
の

決
定
が

､

国
際
法
そ
の

も

の

に

依

存
し
て

い

る

こ

と

は

確
か

で

あ
る

ー
そ

れ

が

p

P

ビ

g

の

規
定
の

対

象
を

な

し
て

い

る

か
､

そ

れ

と

も
一

般
国
際
法
の

解

釈
か

ら

ひ

き

だ
さ

れ

る

か

に

関
す
る

論
議
は

別
と

し

て
｡

そ
の

要
件
は
と
い

え

ば
､

学
説
上

表
現
に

遠
い

は

あ
っ

て

も
､

根
本
に

お

い

て

は
だ

い

た
い

一

致
し

て

い

る

と
み

ら
れ

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ
は
つ

ぎ
の

三
つ

の

要
素
に

関
係
し
て

た

て

ら

れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

実
効
性

､

自

立

性
そ

し

て

国
際
関
係
能
力
で

あ

る
｡

㈲
実
効
性
2

哲
t
t

-

5 .

t

P

い

ま

国
家
と

は
一

定
地

域
に

建
設
さ

れ
た

人

間
集
団
の

政
治
的
組
織
で

あ

る

と

す
れ

ば
､

国
際
人

椿
の

要
件
と

し
て

､

厳
椅
に

は

む

し

ろ

そ
の

前
提
条
件
と

し

て
､

そ
の

よ

う
な

国
家
的
実
体
が

歴
史
的
に

確
立

さ

れ
､

事
実
上

存
在
し

て

い

る

こ

と
が

要
求
さ

れ

る
の

は

(

1
)

当
然
で

あ

る
｡

と

く

に

抽
象
的
実
体
た

る

国
家
の

存
在
が

そ

の

う
ち

に

具

体
化
す
る

と
こ

ろ
の

《

組
織
》

○

蒜
呂

-

N

旨
N
i

O

n
e

が

実
効
性
の

規
準
に

合

致
す
る
ご

と

く
､

つ

ま

り

事

実
上

確
立
さ

れ

て

い

る

だ

け
で

な

く
､

安
定

的
に

機
能
し

う
る

見
込
を

も
つ

も
の

と

し
て

存
在
し

て

い

な

け

れ
ば

な

ら

(

2
)

な
い

｡

肘
自
立

性
P

已
O
n
O
H

已
p

国
家
が

人

間
集
団
の

政
治
的
組
織
と

し
て

歴

史
的
に

確
立
さ

れ
る

に

あ

た
っ

て

は
､

他
の

同
種
の

実
体
に

対

す
る

関
係

に

お

い

て
､

十
分
に

自
立
的
様
相
を

そ

な

え

た

も
の

と

し

て

存
在
す
る

の

(

3
)

で

な

け
れ

ば

な

ら

ぬ
｡

い

い

か

え

れ

ば
､

そ
の

人
間
集
団
に

地

上

諸
人
民

の

他
の

集
団
か

ら

区

別
さ

れ
る

よ

う
な

社
会
的
個
別
性

･

統
一

性
を

そ
の

う
ち

に

刻
み

こ

む

に

足
る

そ

う
し
た

組
織
の

存
在
を

必

要
と

す
る

｡

桝
国
際
関
係
能
力

等
｡
-

P

已
-
-

t

㌢

《

事
実
上

､

す
な

わ

ち
歴
史
上

国
際

法
秩
序
が

妥
当
し
て

い

る

社
会
の

他
の

諸
国
と

関
係
を

結
び

う
る

状
態
に

(

4
)

あ

る
》

こ

と

を

要
す
る

(

評
言
乳

r

)

｡

こ

こ

に

他
の

要
件
と

密

接
に

相
関

的
な

《

賢
亡
P

軋
O

n
e

d
-

払

邑
p

g
打

豊

と

は
､

国
際

社
会

生

活

能

力

邑
t
i

t

仁

巴
ロ
e

n

訂
-

】

P

5 .

t

p

琶
○
-

巴
e

訂
t

e

→
ロ

罠
-

○

ゴ

已
e

を

意
味
し

､

し
た

(

5
)

が
っ

て

ま
た

国
際
法
を

遵
守
す
る

能
力
を

意
味
す
る

と

解
さ

れ

う
る

｡

こ

れ

は
か

つ

て

の

キ

リ
ス

ト

教
文
明
へ

の

所
属
と
い

う

要
件
が

､

近

代
に

お

け

る

《

普
遍
性
》

声

已
く
e

謡
已

己
r

へ

の

方
向
づ

け

に

よ
っ

て

変
形
さ

れ

た

も

の

と

み

な
さ

れ

る
｡

こ

の

よ

う
な

要
件
を

み

た

し

な

が

ら

存
在
す
る

地

域
的

･

政
治
的
実
体

は
､

国
際
法
の

意
味
に

お

け
る

国
家
に

相
当
す
る

｡

問
題
な
の

は
､

す
で

に

述
べ

た

よ

う
に

､

そ
れ

が

ど

の

よ

う
に

し
て

､

国
際
人
格
を

取
得
す
る

か

で

あ

る
｡

(

1
)

そ
ぁ

た

め
に

は
､

新
意
浩
が

公

布
さ

れ

た

と
い

う
だ

け
で

は

十

3 ∂

冶
V
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分
で

な

く
､

ま

た

あ
る

地

域
の

範
囲

内

に

お

け

る

国

家
の

形
成
に

同

意
し

､

そ

れ

を

予

見

す
る

条

約
が

締

結

さ

れ

た

と
い

う
こ

と

で

も

十

.
分
で

な
い

｡

(

2
)

《

実

効

性
》

の

観

念
に

つ

い

て

は
､

S

p
e

a
ま

i
-

P
e

N
-

0

2 .

巴

已
ユ
t

t

O

-

n
t

e

コ
ー

P

巴
○

ロ

巴
e

}

-

設
♪

や

N

〇
.

そ

も

そ

も

あ
る

事

態
の

実

効

性
と

は
､

か

れ

に

よ
れ

ば
､

そ

の

事
態
の

実

際

的

な

効

力
e

琵
･

昌
○
-

P

=

胃
P
t
-

O

p
､

つ

ま

り

そ

の

観

念
に

つ

い

て

予

想
さ

れ

る

効

力
を

も
っ

て

歴

史
上

確
立
さ

れ
る

こ

と

と
､

そ

れ

だ

け
で

な

く
､

こ

の

よ

ぅ

な

効
力
の

持
続
性
と
い

う
二

つ

の

要

素
の

協

働
の

結
果

と

し
て

生

ず
る

存
在
様

式
を

意
味
す
る

｡

(

3
)

こ

こ

に

自

立

性
は

主

権

琶
5

1

p

2 .

t

㌢

ま

た

独
立

-

n
〔

訂
p
e

ロ

d
e

苧

N

p

と

同

義
で

は

な
い

｡

主

権
･

独
立
の

要
件
は

､

完
全

な

国

際
能

力
の

要
件
で

あ
っ

て
､

国

際
人

椿
の

要
件
で

は

な
い

｡

(

4
)

反

対
､

ロ

巴
-

邑
○

岩

吋

巴
-

岩
.

り

r

ロ
ー

ユ
t
t

O

F
t

e

→

ロ
p

巴
O
n

巴
e

セ

ロ

♂

b
-
i

0

0
-

や

ー

ー

¢
.

(

5
)

S

巳
且
○
-

-

が
つ

ぎ
の

よ

う
な

意
見
を

述
ぺ

て

い

る

の

に

注

意
さ

れ

る
｡

か

れ

は
い

う
｡

も

し

そ
の

態

度
が

国

際
社

会
に

対

す
る

脅

威

を

構
成
し

､

国
際
社

会
の

他
の

組

成

貞
に

対

し

国

際
秩
序
の

根
本

原

則
を

香
認

す
る

新

国

に

直

面

し
て

い

る

と

す
れ

ば
､

そ
の

国

家
の

現

実
的

形

成
と

い

う

具

体

的
で

き
ご

と

が
､

第
三

国
に

承

認

す
る

こ

と

を

正

当

化
し

な
い

こ

と

は

明

白
で

凍
る

と
｡

ど
已
0

2 .

巴

已

き
t

O

ど
t

e

H
ロ
p
N
-

○

日

巴
e

､

-

設
♪

p
.

き
.

4

承
認
合
意
(

鶉
範

行

為
)

勺
【
小

ヨ
○

～

岩
¢
9

r

包
○

(

巳
-

○

琶
【

m
苧

*二

{

冒
○
)

説
‥

A
ヨ

巴
】

○

芸

す
で

に

述
べ

た

の

で

あ
る

が
､

A
ロ

已
】

O
t
t

-

に

よ

る

と
､

新
国
は

既
存
の

各
国
と

の

問
に

お

け

る

承

認
の

合
意

を

介
し
て

の

み

国

際
人

椿
を

取
得
す
る

｡

承
認
は

､

か

れ

の

み

る

と
こ

ろ
で

は
､

新
国
の

国
際
人

格
の

原
初
的

形
成
が

そ

れ

に

か

け

ら

れ

る

規
範
行
為

邑
O

n
O
→

日

邑
召

た

る

本
質
を

も

つ

も

の

で

あ

る
｡

実
は

､

承

認
に

関
す
る

こ

の

A
臼

邑
O
t
t

-

的
観
念
を

支
え

る

二

つ

の

前
提
が

あ
っ

た
こ

と

に

注

意
さ

れ

る
｡

第
一

は
､

国

際
法
が

も
っ

ぱ

ら

国
家
間
の

合
意
に

よ

り

定

立
さ

れ

た

規
範
か

ら

構
成
さ

れ

る

と
い

う
こ

と
､

そ

し

て

第
二

は
､

合
意
が

そ

れ

自
体
の

う

ち

に

法
規

範
を

形
成

す
る

カ
を

内

蔵
し
て

い

る

と
い

う
こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

ら
の

前
提
か

ら

す
れ

ば
､

国

際
法
規
範
に

対

す
る

服
従

を

意
味
す
る

人

格
が

新
国
と

既

存
の

国
と
の

共

同

意
思

､

す
な

わ

ち

合
意
か

ら

派
生

し

う
る

に

す
ぎ

な
い

と

考
え
ら

れ

た

の

は

当

然

(

l
)

で

あ

る
｡

こ

の

合
意
が

ま

さ

し

く

承
認
に

ほ

か

な

ら

な
い

｡

し

か

し

そ

の

後
に

､

国

際
法
生

産
に

関

す
る

上

記
の

前
提
は

､

(

2
)

根
本
的
な

批
判
と

修
正

を

う
け

る

に

い

た
っ

た
｡

合
意
は

､

も

は

や

そ

れ

自
体

と

し

て

法

生

産

力

を

も

つ

法

以

前
の

事
実

f

p
t

t

O

胃
e

g

ど
ユ
已
g

で

は

な

く
て

､

法
律
的
な

行

為

巳
t

O

g
-

弓
-

巴
0

0

で

あ

り
､

同

じ

法
秩
序
の

先

在
す
る

規
範
に

よ

っ

て

規
範
を

定

立

す

3 9



一 橋論 叢 第 五十 四 巻 第 一

号 ( 4 0 )

る

力

を

付

与
さ

れ

る

行
為
で

あ

る

と
さ

れ

た
｡

し

か

し

そ

れ

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

承

認

合
意
説

は

い

ぜ

ん

と

し
て

保

持
さ

れ

た
｡

国

際
法
は

も
っ

ば

ら

合
意
規
範
か

ら

構
成
さ

れ

る

と

い

う
こ

と

か

ら
､

国

際
法
の

主

体
は

最
初
の

合

意

胃
-

日
O

P
0

0

0

a
O

が

生

ず
る

時
点
に

お

い

て

存
在
を

開
始
す
る

も
の

と

解
さ

れ

た
｡

こ

の

承

認

の

合
意
も

他
の

合

意
と

同

様

に

法

生

産
に

関

す
る

一

般

規

範

層
の
t

P

S

声
n
t

S

¢

ヨ
賀
臣

か

ら

価
値
を

ひ

き

だ

す
も
の

で

あ
る

｡

新

国
は

､

承

認
の

合

意
の

結
果

､

そ

の

合

意
に

協
同

し

た

他
の

国

家

と

の

関
係
に

お

い

て
､

直
接
に

ま
た

(

照

会
を

介
し

て
)

間
接
に

合

意
に

お

い

て

定
立

さ

れ

る

国

際
規
範
の

受
範
者

､

つ

ま

り

国

際
法

(

3
)

の

主

体

と

な
る

と
い

う
ふ

う

に

考
え

ら

れ

た

の

で

あ

る
｡

し
か

し

承

認

合

意
説
は

､

周

知
の

よ

う
に

､

さ

ま

ざ

ま

な

根

拠

に

基
づ

く

批

判
の

矢

面
に

た

た

さ

れ

た
｡

㈲
そ

の

一

つ

は
､

承

認
の

効
果
で

あ
る

新
国
の

人

格
が

承

認
国

に

対

す
る

関

係
に

お

い

て

生

ず
る

に

す
ぎ

ず
､

し

た

が

っ

て

新
国

は
一

定
の

歴

史
的

時
点
に

お

い

て

あ

る

国
に

対

し
て

は

国

際
主
体

で

あ
る

の

に
､

他
の

国
に

対

し
て

は

そ

う
で

は

な
い

と
い

う

ま
こ

と
に

奇
妙
な

帰
結
を

導
く
こ

と

に

む

け

ら
れ

た
｡

し
か

し
一

般
に

国

内

法
上
の

人

棉
が

す
べ

て

の

主

体
に

対

す
る

人

格
p
e

→
∽

｡

ロ

巴
-

泣

e

→

管
○

ヨ
n

の
∽

で

あ

る

こ

と

は
､

な

に

も

決
定

的

な

困

難

を

生

ぜ

し

め

る

も
の

で

は

な

く
､

そ

れ

ど
こ

ろ
か

そ

の

よ

う

な

結
果
は

ま

細

さ

し
く

国

際
関
係
の

現

実
に

お

い

て

生

起

す
る

こ

と
､

そ

し
て

ま

た

こ

の

秩
序
の

個
性
に

合
致
す
る

と
こ

ろ

で

あ

る

と

抗

弁
さ

れ

(

4
)

た
｡

肘
外

交
用

語
に

お

い

て

承

認

は
､

既
存
の

固
か

ら

新
国
に

む

け

ら

れ

る

意
思

表
示
を

指
す
の

が

慣
わ

し
で

あ

る

こ

と

も

別

に

障

害

と

は

な

ら
ぬ

と
み

ら
れ

た
｡

な

ぜ

か

と
い

え

ば
､

国

際
社

会
へ

の

加
入

は

新
国
側
と

し
て

は

大
き

な

利
益
で

あ

り
､

そ

れ

を

意
欲

す

る

の

が

普
通
で

あ
る

以
上

､

実
際
問
題

と

し
て

決
定

的
な

の

は

既

存
の

国
の

意
思
い

か

ん

で

あ
っ

て
､

そ

れ

が

言
葉
の

上
で

強
調
さ

(

さ
)

れ

て

い

る

の

だ

と

解

し

う
る

か

ら

で

あ

る
｡

糾
さ

い

ご

に

承

認
が

一

つ

の

合

意
と

し

て
､

合
意
に

法

生

産
力

を

付

着
せ

し

め

る

国
際
法
の

一

般
規
範
に

基
づ

く

と

し

た

ら
､

そ

の

合
意
が

生

ず
る

時
点

に

お

い

て

合
意
の

当

事
者
は

同

じ

規
範
の

主
体
で

な

け
れ

ば

な

ら

な
い

は

ず
で

あ
り

､

し

た

が
っ

て

承
認

を

合
意
と

し
て

構
成

す
る

こ

と

と
､

同

じ

承

認
に

新
国
の

法
人

棉
を

創
設
す

る

機
能

を

付

与

す
る

こ

と

ほ

た

が

い

に

両
立

し

え

ぬ

と

反

ば

く
さ

れ

た
｡

冨
旨
∽

乳

が

い

う

よ

う
に

､

そ

れ

で

は

ま

さ

に

結

果
で

あ

る

こ

と

を

条
件
と

し
て

前
提
す
る

も
の

で

あ

る

か

ら
｡

だ

が

こ

の

よ

う
な

反

ば

く

も
､

は

た

し
て

決
定

的
な

批
判
価

値
を

も

b
り

▲
ワ

.

鳩
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一
叩

計
り

.

抑

つ

か

と
い

う

と
､

い

く

ら
か

の

疑
い

が

残

さ

れ

た
｡

と

い

う

の

は
､

新
国
の

国
際
人

椅
が

承
認
の

結
果
と

し

て

《

現

実
的
か

つ

具

体

的
》

に

な

る

と

し
て

も
､

国

際
人

椿
は

そ

の

前
に

､

合
意
の

形

成
を

介
し

て

新
し
い

規

範
の

定
立

に

協
同

す
る

能
力

､

た

だ

そ

の

能
力
の

み

に

現

わ

れ

る

と
こ

ろ
の

い

わ

ば

潜
在
的
な

入

梅
廿
e

→

宍
T

n

巴
-

t

㌢

p
O
t

e

ロ

軋
巴
e

と

し
て

存
在
し

て

い

る

の

だ

と

い

う
趣
旨
で

再
抗
弁
が

掟
示

さ

れ

う
る

し
､

ま
た

昇
際
に

も

提
示
さ

れ

た

か

ら

(

6
)

.

で

あ
る

｡

榔
承
認
合
意
説
の

欠
陥
は

､

け
っ

き
ょ

く

国

際
人

椿
取

得
の

問

題
の

た

て

方

に

あ

る

と

み

ら
れ

る

で

あ

ろ

う
｡

ひ

と

た

び

ワ
∽
･

班
･

の

規
範
を

含
む

一

般
国

際
法
体

系
が

､

個
々

の

国

家
意
思
か

ら

独

立

し
て

法
的
通

用

性
を

も
つ

こ

と
が

確
か

め

ら

れ

る

な

ら

ば
､

新

国
の

国

際
人

椿
取

得
の

問
題
は

､

こ

の

よ

う
な

型
の

国

際
規
範
の

新
国
に

対

す
る

《

通
用
の

問
題
》

で

あ
っ

て
､

も

は

や

規
範
《

定

立

の

問
題
》

(

既

存

洩
へ

の

照

会
と

い

う
か

た

ち

に

よ

る

も
の

で

も
)

で

ほ

な
い

と

考
え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

(

1
)

→

冒
t

t

p
{
i

g
e

ロ
e

旨
-

i

d
-

d

E
t

t

O

訂
t

e

→
ロ

P
N
-

○

ロ

巴
e

､

○
匂

e

蒜

巴

P

A
日
N

ロ
○
什
t
i

H
I

-

-

巴
00

,

匂

や

N

巴
1

-
N

ご
.

(

2
)

イ

タ

リ

ア

で

は
､

こ

の

点
で

の

も
っ

と

も

顕
著

な

功

績
は

勺

?

り

P

笠
-

に

帰
せ

ら

れ

う

る
｡

→
e

O

ユ
p

(

ど
日
日
邑

-

O

P

九

訂
-

-

p

訂
ロ
t
-

巴
日

0
→

日
e

巴
声
ユ

巴
O

F
e

訂

巴
ユ
t

ど

訂
t

e

l
ロ

p

巴
○

ロ

巴
2

＼
S
O

→

賢
i

g
-

声
1

E
ど
ー

Ⅰ
一

-

ま
♪

p

ワ

N

山

¢

-
旨
斗
.

(

3
)

A
ロ

已
-

O
t
t
-

り
〔
○

謡
○

-

勺

p
.

-

叶
い

ー
一

望
T

.

(

4
)

H

b

岩
.

一

中

一

哲
00

.

(

5
)

い

っ

そ

う

問
題
な

の

は

諸

国
の

憲
法

上
の

慣
行
で

あ

ろ

う
｡

と

い

う

わ

け

は
､

承

認
が

明
示

的

形
式

で

な

さ

れ
る

と

き
､

一

般
に

そ

の

憲

法

規

範

が

国

際

合

意
を

結
ぶ

国

家
意

思

を

形

成

す
る

た

め

に

他

の

機

関
の

協
同

を

必

要
と

し

て

い

る

国

家
に

お

い

て

も
､

政

府
に

よ

り

単

独

に

遂

行

さ

れ

る

の

が

普

通
で

あ
っ

て
､

こ

の

こ

と
は

､

承
認

が

合

意

を

構

成

し

な
い

こ

と

の

一

つ

の

証

拠
と

し
て

援
用
さ

れ

う

る

よ

う

に

お

も

わ

れ
る

か

ら
で

あ

る
｡

C
f

.

勺
e

→

監
阜

F
e

已
○

阜

や

か
ー

.

(

6
)

呂
0

3
-

-

r

宅
O
N
-

0

2 .

巴

巴
ロ.

t
t

O

-

ロ
t

e

コ
}

p

已
O
n

巴
e

-

や
ー

N

-
.

5

一

方
的
裁
量
行
為

】

邑
-

○

已
叩

勺
○

巴
←

才
○

弓

已
-

邑
空
+

已
○

説
-

n

苧

つ
P

g
-

訂
ユ

新
国
の

承

認

は
､

も

は

や

そ

れ

に

対

し
て

む

け

ら

れ

る

国

際
法

規
範
を

創
設
す
る

意
味
を

も
つ

も

の

で

な

い

と

し

て

も
､

既
存
の

国

際
規
範
の

適
用

､

そ

し

て

そ

れ

ら
の

規
範
の

予

想

す
る

法
的
地

位
の

付

与
が

そ

れ

に

か

け

ら

れ

る

条
件
を

な

す
と
い

う
意
味
で

､

な
お

新
国
の

承

認
に

創
設

的

価
値
を

付

着
せ

し

め

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う
に

お

も

わ

れ

る
｡

そ

の

と
き

は
､

承

認
は

既

存
の

主

体

に

よ

る
一

方

的

意
思

表
示
を

構
成

す
る

も
の

で
､

そ

の

お

の

お

の

が

自

己
の

意
思

表
示
に

よ

り
か

つ

自

己
の

た

め

に
､

新

郎
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国
に

対
し

て

国

際
人

椿
を

付

与

す
る

裁
量
的
権
能
を

も
つ

こ

と
に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

よ

う

な

学

説
は

､

イ

タ

リ

ア

で

は

C
p
d
由
･

(

l
)

的
-

岩
.

コ.

に

よ
っ

て

主

張
さ

れ

た
｡

し
か

し
一

方

的

裁
量
行
為
説

も
､

さ

ま

ざ

ま

な

理

由
に

よ
っ

て

争
わ
れ

た
｡

叫
そ

の
一

つ

は
､

前
の

場
合
と

同

じ

よ

う

に
､

《

法
秩
序
の

限

界
外
に

出
る

効
果
と
い

う
も
の

は

あ

り

え

な
い
》

と
い

う
ド

グ

マ

の

う
ち
に

求
め

ら

れ

た
｡

す
な

わ

ち
､

新
国
の

承

認
を

一

定
内

容

を

も
っ

て

特

徴
づ

け

ら
れ

る

国
際
法
が

予

想
す
る

と
こ

ろ
の

一

方

的
法
律
行
為
の

一

種
で

あ
る

と

し

た

ら
､

そ

れ

で

も
､

同
じ

秩
序

の

少
な

く

と

も
二

主

体
に

関
し

て

で

な

け

れ

ば

法
的
効
果
に

つ

い

て

語
る

こ

と
が

で

き

な
い

も
の

で
､

一

方

行

為
は

少

な

く
と

も

そ

の

含
む

意
思

表
示
が

む

け
ら

れ

る

同

じ

秩
序
の

他
の

一

主

体
を

前

提
す
る

も
の

で

あ
る

か

ら
､

新
国
の

国

際
人

椿
を

創
設
す
る

も

の

と

み

な

さ

れ

た

承

認
を

一

方

的

法
律
行
為
と

し
て

構
成
す
る

こ

と

(

2
)

は

で

き

な
い

と

論
じ

ら
れ

た
｡

し

か

し

な

が

ら
､

こ

こ

に

お

い

て

も
､

絶
対

的

要
請
と

し
て

実
は

そ

れ

自
体

普
通
に

生

起
す
る

こ

と

E

宅
O

中

宮
e

言
目

名
e

琶
○
-

巴
t

を

表
示

す
る

観
念
が

述
べ

ら
れ

て
‥

い

る

だ

け

で

あ
っ

て
､

法
論
理

か

ら

す
れ

ば
､

あ
る

実
体
が

法

律

行

為
の

効
果
の

名
宛
人
で

あ

る

た

め

に

必

要
な
の

は
､

そ

の

行
為

を

規
律
す
る

一

ま

た

は

二

以
上
の

規
範
に

よ

り
､

そ

の

実

体
が

同

曲

じ

行
為
の

効
果
に

関

し
て

能
力
を

有
し
て

い

る

こ

と

で

あ

る

の

に
､

承

認
さ

れ

て

い

な
い

国
家
で

あ
っ

て

も
､

す
で

に

承

認
に

よ

っ

て

国

際
主

体

と

な

り

う
る

と
い

う

特
殊
な

能
力
は

こ

れ

を

有
し

(

3
)

て

い

る

の

だ

と
い

う

趣
旨
で

再
抗
弁
が

試
み

ら

れ

た
｡

肘
む

し

ろ
こ

の

説
に

対

す
る

い

っ

そ

う

重

要
な

反
論
は

､

既

存

の

国
が

､

権
威
的
に

新
国
に

対

す
る

国
際
法
の

通
用
に

つ

い

て

決

定
を

下

し
､

新
国
に

対
し

て

法
主

体

た

る

資
格
を

付

与

す
る

裁
量

的

権
能
を

も
つ

と

す
る

こ

と

自
体
が

､

国

際
秩
序
を

歴
史
的
に

鼓

吹
し
て

き

た

平
等
の

原
則

､

そ

の

同

格
的

構
造
と

相

容
れ

な
い

と

(

4
)

す
る

も

の

で

あ
る

｡

平
等
の

原

則
は

､

す
で

に

国
際
主

体
で

あ

る

国

家
に

関
し
て

の

み

援
用
さ

れ

う
る

に

す
ぎ
ぬ

と
い

う
抗
弁
は

､

疑
わ

し
い

と
お

も
わ

れ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

国
際
秩
序
は

､

国
家
が

そ

れ

自

体

歴
史
的
に

呈

示

す
る

資
格
の

根
本
的
平

等
に

よ
っ

て

平

等
の

原
則
に

鼓
吹
さ

れ

て

い

る

の

で

あ

ぺ
こ

の

よ

う
な

原

則
か

ら
の

逸
脱
が

国
家
の

姶
源
的
な

考
慮
に

お

い

て

可

能
で

あ

る

と

し

て

も
､

十

分
な

証

明
な

し

に

は

肯
定

し

え

な
い

も
の

だ

か

ら

で

あ

る
｡

実

際
､

こ

の

逸

脱
が

い

か

に

重

大

な

意

味

を

も

つ

も

の

か

は
､

こ

の

裁
量
的

権
能
が

主
意
主

義
的
国

際
法
観
念
の

下
で

は

承

認
に

お

い

て

双

方

的
･

相
互

的
に

行
使
さ

れ

る

規
範
的
権
能
に

相

.

鴻
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(

与
)

等
し
い

も
の

で

あ

る

こ

と

を

考
慮
す
れ

ば

明
か

で

あ

る
｡

M
あ

る

い

は

新
国
を

承

認

す
る

既
存
の

国
の

こ

の

よ

う

な

権
能

は
､

新
国
の

要
請
に

基
づ

い

て

(

な
い

し

そ

の

受
諾
に

か

か

ら

せ
て
)

行
使
さ

れ

う
る

権
能
で

あ

る

と
い

わ
れ

る

か

も

し

れ

な
い

｡

こ

う

し
て

行
為
の

一

方

性
は

そ

れ

だ

け

あ
い

ま
い

に

な

る

が
､

し
か

し

そ

れ

に

し

て

も
､

新
国
が

既
存
の

主

体
に

よ

り

承

認
さ

れ

て

い

な

い

か

ぎ
り

､

国

際
秩
序
に

よ
っ

て

な
ん

ら

の

実
質
的
保

護
も

受
け

な
い

か

と
い

え

ば
､

そ

の

よ

う
に

断
言
す
る

こ

と

は

と

う
て

い

で

き

な
い

よ

う
に

お

も

わ

れ

る
｡

た

と

え

ば
､

従

来
《

無
主
地
》

t

e

→

旨

口

已
-

-

戻

の

観
念
を

規
定

す
る

に

あ

た

り
､

承
認
さ

れ

て

い

な
い

国
家
が

事
実
上

そ

の

権
能
を

行
使
し
て

い

る

地

域
を

そ

の

う

ち
に

含
ま

せ

る

可

能
性
は
か

つ

て

設
定
さ

れ

た

こ

と

が

な

か

っ

た
｡

し

た

が
っ

て
､

そ

の

こ

と
か

ら
も

､

新
国
は

承
認
が

与

え

ら

れ

る

と

き

そ

の

利
益

を

享
受
す
る

と
い

う
特

殊
な

能

力
(

な
い

し

国

際
的

承

認
の

複
合

的
取

引

に

参
加
す
る

能
力
)

だ

け
で

な

く
､

そ

の

存
在
と

活
動
に

閲
し

､

な

ん

ら
か

の

国
際
的

保

層
を

う
け

る

も
の

と

推
理
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

監
g

-

e
∽

乳
n
か

邑
e

∽

ぎ

守
○
-

-

計
ノ

ー

p

旦
M

､

河
e

O

邑
-

d
e

の

0

0

声
r
ロ

ー
ー

ー

¢
N

¢
-

せ

や

ぃ

怠
-
山

竪
T

.

(

2
)

g
⊇
詮
i

〉

㌣
e
N
-

○

已
-

匂
勺

･

怠
…

仙

芦

わ

(

3
)

S
勺
e

a
ま
㌣

l
-

コ.

〇

〇

n
O
S

O
-

臼
O

n
t

O
､

p

+
ご

出
小

器
O
t
t
i

阜
〔
?

ロ
t

ユ
オ

已
○

巴
-

P

t

O

O

ユ
p

d
①

g
-
-

P
t
t
-

亡

2 .

-

邑
寛
已
-

n
e
-

已
ユ
t
t

◇

i

巳
e

コ
ー

P
N
-

O

n

巴
e

〉

-

設
-

-

や

設
.

(

4
)

吋
e

→

P
S
S
-

-

｢
e

N
-

○

阜
p
.

山

ご

呂
○

蒜

≡
-

宅
O
N
-

○

阜
p

.

【

N

山
.

(

5
)

S

七
色

a
已
i

】

H
-

ユ
0

0

n
O
∽

○
-

m
e

已
○

-

匂

p
.

-

中

一
ー

∽
.

6

補
充
行
為

邑
-

O

F
-

品
せ
p

-

首
○

説
‥

】

巴
罵
○

ま

ぎ
i

み

ぎ

に

述
べ

た

よ

う

な

事
情
の

考
慮
は

､

既
存
の

国
際
主

体
に

よ

る

新
国

の

承
認
の

本

体
は

､

補
充
的

意
思
の

表
示

で

あ

る

と

す
る

見
解
を

導
く

｡

す
な

わ

ち
､

一

定
の

特
徴
を

呈

示

す
る

新
し
い

国
家
的
実

体
は

､

既
存
の

国
に

よ

る

承

認
か

ら

独

立

し
て

､

ご

く

限

ら
れ

た

法
的
地

位
の

享
有
者
と

な
る

が
､

し

か

し

そ

の

完
全

な

国

際
的
地

位
は

､

た

だ

承

認

を

介
し
て

の

み

付
与

さ

れ

る

に

す
ぎ
な
い

と

み

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

説
を

唱
え

る

巨
岩
○

註
已

に

よ

る

と
､

国
際
秩
序
は

､

新

し
い

実
体
が

一

定
の

地

域

的

限

界
内

で

支
配
権
を

現

実
に

行
使
し

て

い

る

こ

と

を

考
慮
す
る

よ

う
に

第
三

国

に

命
じ
て

い

る
｡

そ

の

結
果
と

し
て

､

こ

れ

ら
の

第
三

国
は

､

新
国
の

現

実
的

権
能
が

及

ん

で

い

る

地

域
内
で

は
､

主

権
的
行
為
を

遂
行

す
る

こ

と

が

許
さ

れ

な
い

｡

し
か

し
か

れ

の

解
釈
に

よ

れ

ば
､

国

際
法
の

干
与

は
こ

の

間
際
で

停
止

す
る

の

で

あ
っ

て
､

新
国
の

存

在

と

そ

の

活

動

舶
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は
､

第
三

国
に

よ

る

そ

の

領
土

保
全
の

尊
重

と

い

う
か

た

ち

で

の

正

式

義
務
を

介
し
て

で

は

な

く
､

単
に

み

ぎ
の

よ

う
な

ご

し

限
ら

れ

た

要
請
を

介
し
て

の

み

反
射
的

･

間
接
的
に

保
護
さ

れ

る

に

す

(

1
)

ぎ
な
い

の

で

あ

る
｡

空
s
c

｡
t
{

巨
r

は

新
国
の

法
的
地

位
は
三

つ

の

段
階
を

通

過

す

る

と
い

い
､

第
一

は

そ

の

新
し
い

形
成
が

ま
っ

た

く

胎
児
的
で

､

い

ず
れ

に

せ

よ

そ

れ

が

既
存
の

国
に

よ

り

確
認
さ

れ

て

い

な
い

時
期

(

2
)

で

あ

る

が
､

第
三

の

段
階

､

す
な
わ

ち
､

国
際
的
承

認
が

与

え

ら

れ
､

そ

れ

に

よ
っ

て

完
全

な

法
的

地

位
を

取

得
す
る

こ

と

が

確
か

め

ら

れ

る

そ

の

段
階
に

移
行
す
る

前
､

そ

れ

ほ

新
国
が

い

ま

や

形

成
さ

れ
､

そ

し

て

既
存
の

主

体
が

そ

の

事
実
を

確
認
し

た

け

れ

ど

も
､

ま
だ

承

認
を

与

え

る

時
宜
を

え
て

い

な
い

と

み

な

し

て

い

る

そ

の

よ

う
な

時
期
で

あ
る

が
､

そ

の

時
期
に

新
し
い

実
体
は

す
で

に

国

際
秩
序
の

主

体

な
の

で

あ
っ

て
､

ご

く

わ

ず
か

の

権
利
を

享

有
し

､

ご

く

限

ら

れ

た

行
為
能
力
を

取
得
し

､

そ

し
て

第
三

国
と

し

て

は

そ

の

占
拠
す
る

地

域
に

お

い

て

主

権
的

行
為
を

遂

行
し

え

な
い

と

す
る

の

で

あ

る
｡

そ

れ

が

い

か

な

る

権

利
で

あ

り
､

い

か

な
る

能
力
で

あ

り
､

そ

し
て

か

れ

の

確
認

す
る

回

避
の

義
務
が

い

か

な

る

意
味
と

範
囲
の

効
果
を

も
つ

も
の

で

あ

る

か

は
､

か

な

ら

(

3
)

ず
し

も

判
然
と

述
べ

ら
れ

て

い

な
い

｡

そ

れ

ゆ

え

に

ま

た
､

い

か

な
る

地

位
が

具
体

的

に

補
完
さ

れ

る

必

の

か

と
い

う
と

､

は
っ

き

り

し

た

こ

と

は

す
べ

て

既
存
の

主

体
お

の

お

の

の

意
思
に

か

け

ら

れ

る

こ

と
に

な
る
｡

し

か

し
､

こ

れ

が

い

っ

た

い

薄
明

時
に

お

け

る

国

家
的

実
体
の

地

位
を

正

確
に

記
述

(

4
)

す
る

も
の

で

あ
る

か

と
い

う

疑
い

盲
か

け
る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

の

間
際
ま
で

く
る

な

ら
､

む
し

ろ

晋
e

a

巨

の

よ

う
に

､

国

際

社
会
=

法

律
関
係
の

ま
っ

た

く

受
働
的

な

段
階
に

と
ど

ま

り

な

が

ら
､

な

お

す
で

に
一

般
国

際
法
の

主
体

で

あ

る

と

規
定

す
る

方
が

い

っ

そ

う
は
っ

き

り

し
た

正

確
な

解
釈
で

は

な
い

で

あ

ろ

う
か

と

い

う
疑
い

で

あ

る
｡

(

1
)

巨
岩
O
t
t

ど
ー

}

n
O

邑
ユ
ー

岩
t

O

巴
-

p

t
e

O

ユ
p

-

勺

勺
･

〓
○

-
-

N

戸

(

2
)

こ

の

時
期

に

お

い

て

新

国
は

法

的
に

保

護
を

う

け
ぬ

｡

し
か

し

普
通
の

場

合
､

そ
の

人

民
･

地

域

は
一

ま

た

は
二

以

上
の

既

存
の

国

の
一

部

分
と

み

な

さ

れ

つ

づ

け
る

｡

そ

れ

ゆ

え

に
､

巨
岩
O
t

t
-

已

の

観

察
に

よ

れ

ば
､

こ

の

既

存
の

国
に

帰
属

す
る

国

際

的
保

護

を

う

け

る

こ

と
に

ょ
っ

て
､

新

し
い

実

体

は

間
接
の

利
益

を

う
け

る

の

で

あ

り
､

そ

し
て

こ

の

事
態

は

ま

た

そ
の

実

体
が

歴
史
的

統
合

を

固

め
る

の

に

役
立
つ

｡

(

3
)

望
琶
O
t
t
-

2 .

ほ
､

既

存
の

国
は

新
し
い

実

体

が

存

在
し

な

か

っ

た

な

ら

ば

正

当
で

あ
ろ

う
よ

う
な

態
度
を

と

ら

な
い

よ

う
に

国

際

的

に

拘
束
さ

れ

る

と
い

う
｡

し
か

し

《

そ
の

実
体

と

領
土

･

住

民
の

間

に

存
在
し

て

い

る

事

実

上
の

関

係
を

保

護
し

な
い

》

と
い

う

但

書
が
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再

_
リ

か:

っ

け
ら

れ

る

と

き
､

そ
の

意
味
は

あ
い

ま
小

で

あ

り
､

そ

の

上
こ

れ

が

経

験

的

要
素
に

基

礎
づ

け

ら
れ

う
る

も

の

か

疑
わ

し
い

｡

さ

ら
に

か

れ

は
､

第
三

国

は
､

こ

の

よ

う

な

新
し

い

実

体
の

消

滅
､

そ
の

境

界
､

内

部

秩
序
の

変

更
を

ひ

き

お

こ

す
こ

と

に

む

け

ら

れ

た
い

っ

さ

い

の

活

動
を

展
開

す
る

広

範
な

自
由
を

も
つ

と

も
い

う
｡

し
か

し

国

際
法
に

よ

り

禁
止
さ

れ

て

い

な
い

す
べ

て

こ

の

こ

と

を

な

す

自

由
に

ょ
っ

て
､

国

家
は

他
の

主

体

に

対

し

て

も
こ

の

種
の

活

動
を

む
け

る

こ

と
を

妨
げ
ら

れ

な
い

の

で

あ
る

｡

直

接
的

強

制
が

《

戦

力

行
使
》

5 .

〇
】

e

員
P

訂
-

-

ど
a

の

形

式
に

お

い

て

の

み

遂

行
さ

れ

う
る

こ

と

は

空
∽

0

0

琵
已

も

認

め
る

｡

し
か

し

あ

る

形

式
の

承

認

に

到

達

す
る

こ

と

な

く
､

戦
争
状
態
を

設

定

す
る

こ

と

が

可
能
で

あ
る

か

は

大
い

に

疑
わ

し
い

と

論
ず
る
･ ｡

勺
e

岩

邑

は
､

一

国
の

新

国
に

対

す
る

関

係
の

最

初
の

存
在

様
式
が

《

戦

争
》

で

も

あ

り

う
る

こ

と

を

認
め

て

い

る
｡

実
際

､

も

し

そ

う
で

な
い

と

し

た

ら
､

す
で

に

田

畑
教

授
に

ょ

り

適
切
に

指
摘
さ

れ

た
ご

と

く
､

国

際
法

が
一

定

事
情
の

下
で

叛

徒
の

団

体
に

対
し

て

さ

え

許

容

す
る

地

位
と
の

間
に

ま

こ

と

に

不

合

理

な

均

衡
の

欠

如
を

生

ず
る

こ

と
に

な
る

で

あ
ろ

う
｡

(

4
)

S

巴

ユ
○
-

-

の

読
も

､

承

認
さ

れ

た

国
と

承
認

さ

れ

な
い

国

と
で

は

そ

の

地

位

に

相

違

が

あ

る

こ

と

を

強

調

す
る

か

た

ち

で

述
べ

ら
れ

て

い

る

が
､

そ
の

相

違
は

と

い

う
と

､

か

れ

に

よ
っ

て

つ

ぎ
の

よ

う

に

定

式
化

さ

れ
る

｡

す
な
わ

ち
､

承

認
は

､

新
国

が
一

般
国

際

法
に

基
づ

い

て

す
で

に

そ

の

享

有

着
で

あ
っ

た

国

際
的

権

利
に

つ

い

て

は

宣

言

的

価

値

を

も
つ

｡

新
･

旧

両

国

間
の

､

も
っ

ぱ

ら

承

認
の

行
為

に

基
礎

を
み

い

だ

す

他
の

権

利
に

つ

い

て

は

創
設

的

で

あ

る
｡

ど
l

N

舌
2.
巴

d

苫
t
t

O

首
t

馬
n

邑
｡

ロ

巴
e

+
漂
ひ

も
.

寧

7

創
設
的
確
認
行
為

已
-

○

已

p

宍
巧
←

P

ヨ
空
一

{

○

富
山

蓋
-

ま
T
O

繋
ぎ

-

藁
-

-

ど
旨
召
g
'
-

新
国
の

承

認
が

そ

の

意
思
行
為
た

る

内

容
に

お

い

て

ど
の

よ

う
な

決
定
を

含
む

も
の

で

あ

る

と

し

て

も
､

心

理

上
･

そ

し

て

論
理

上

そ

の

実

際
的
決
定
に

は
､

新
国
が

す
で

に

国
際
人

蒋
の

主

体

的
要

件
を

有
し

て

い

る

と

い

う
判
断
が

先

行
す
る

こ

と

に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

承

認
と
い

う

歴
史
的

過

程
に

お

い

て

協
働
す
る

こ

の

《

判
断
》

と
い

う

要
素

ユ
｡

｡

笥
訂
訂
ロ
e

を

重

視
し

､

そ

れ

に

国
際
人

蒋
創
設
の

効
果
を

付

着
せ

し
め

る

学
説

が

有
力

な

国
際
法
学
者
に

よ
っ

て

提

示

さ

れ

た

ー
そ

の

一

は

(

1
)

内
e
-

∽

e

P

に

よ

っ

て
､

そ

の

二

は

｢

賀
t

e

召
p
｡

F
t

に

よ

っ

て
｡

軸

内
e
-

∽

e

ロ

に

よ

る

と
､

法
的
意
味
で

の

承

認
は

承

認
国

が
､

承
認
さ

れ

る

団
体

は

国

際
法
に

い

う
国

家
で

あ

る

こ

と

を

確
認
す

(

2
)

る

｡

発
芽
F

行

為
で

あ

る
｡

一

般
国

際
法
は

､

い

か

な

る

条

件

の

下
で

あ

る

団
体
が

国

家
と

み

な

さ

れ

る

べ

き

か

を

定

め

て

い

る
｡

ゆ

え
に

新
国
の

形

成
は

国

際
法

上

関

連
性
を

も
つ

事
実
で

あ

る

が
､

そ

の

存
否
の

確
認
は

､

特
別
の

国
際
機
関
が

な
い

以

上

関

係
国
に

よ

っ

て

な

さ

れ

る

ほ

か

は

な
い

｡

こ

の

行

為
が

承

認
で

あ

る
｡

そ

れ

は

か

れ

の

考

え
で

は

創
設

的

効

果
を

も

つ

行

為
で

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

い

か

な
る

事
実
も

そ

れ

の

み

で

法
的

効
果
を

も

舶
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つ

も
の

で

は

な

く
､

そ

の

事
実
の

存
在
が

確
認
さ

れ

る

こ

と

に

よ

っ

て

の

み

法
的
効
果

を
も

つ

も
の

だ

か

ら
で

あ
る

｡

こ

の

見

解
に

対

す
る

イ

タ

リ

ア

学
説
の

反

応
は

､

ま

ず
呂
○

邑
-

-

(

3
)

の

つ

ぎ
の

よ

う
な

批
判
に

あ

ら
わ

れ

る
｡

こ

の

理

論
の

誤
謬
は

､

そ

の

出
発
す
る

前
提

､

す
な

わ

ち
､

あ
る

事
実
は

法
秩
序
に

よ

り

必

要
な

場
合
予

想
さ

れ

る

手

続
を

介
し
て

確
認
さ

れ

た

か

ぎ

り
に

お

い

て

法
的

効
果
を

う
み

だ

す
も
の

で

あ
る

と
い

う
原
則
に

あ

る

と
｡

法
が

そ

れ

自
体
と

し

て

考
慮
さ

れ

た
､

す
な
わ

ち
､

そ

の

確

認
か

ら

独

立

し
て

所
与
の

事
実
に

法
的
効
果

を

結
び

つ

け

る

こ

と

を

妨
げ

る

論
理

的
理

由
は

な

に

も

な

く
､

′

む

し

ろ

法
秩
序
が

一

般

に

と

る

の

は
こ

の

態
度
で

あ
る

こ

と

が

確
か

め

ら

れ

る
｡

実
際

､

確
認
の

行

為
に

は
､

法
的

効
果
を

う
み

だ

す

能
力
で

は

な

く
て

､

反
対
に

事
実
が

そ

れ

自
体
と

し
て

う
み

だ

し

う
る

法
的

効
果
に

関

す
る

争
を

防
止

し
､

ま

た

解
決
す
る

機
能
が

重
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

国
内

法
に

お

い

て

も
､

た

だ
一

定
の

仕
方
で

確
認
さ

れ

た

か

ぎ

り

に

お

い

て

の

み

所
与
の

事
実
に

法
的
効
果
を

結
び

つ

け

る

規

範
は

ま
っ

た

く

例
外

的
で

あ

る
｡

創
設

的
承
認
が

､

既
存
の

主
体
の

自

由
に

ま
か

さ

れ

て

い

る

行

(

4
)

為
で

あ

る

こ

と

に

対

し
て

も

批
判
が

む

け

ら

れ

る
｡

す
な
わ

ち
､

こ

の

承

認
し

､

ま

た

承
認

し

な
い

自
由
は

､

国
際
人

椅
の

要
件
を

確
認

す
る

行

為
を

行
な
い

､

ま

た

行
な

わ

な
い

こ

と

に

よ
っ

て
､

舶

国
際
人

椿
の

取

得
を

び

き
お

こ

し
ま

た

妨
害
す
る

自
由
と

し

て
､

実
際
上

新
国
を

国
際
法
社

会
の
一

員
と

し

て

く

わ

え

る

こ

と

を

意

欲
し

ま
た

意
欲
し

な
い

自

由
に

相

等
し
い

も
の

で

あ

り
､

そ

う
で

あ

る

か

ら
に

は
､

こ

の

説
は

び
っ

き
ょ

う
《

裁
量
行

為
説
の

無
視

で

き

る

変
形
》

と
い

っ

た

も
の

に

な

る

と

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

肘

｢
p

已
e

8
p

旨
{

に

よ
っ

て

も
､

政

治

団
体
を

国
家
と

し
て

承

認
す
る

こ

と

は
､

そ

れ.

が

国
際
法
に

よ

り

要
求
さ

れ

る

よ

う
な

国

家
条
件
を

み

た

し
て

い

る

こ

と

を

宣

言
す
る

こ

と
で

あ
る

と

考
え

ら

れ

る
｡

し

か

し
､

か

れ

に

よ

れ

ば
､

こ

れ

が

大
切

な

点
で

あ

る

が
､

こ

れ

ら

の

条
件
が

存
在
し
て

い

る

と

き

は
､

現

存
国
は

承
認

を

与

え
る

義
務
が

あ

る
｡

そ

し
て

法
的

義
務
の

公
平
無

私
の

履
行

に

お

い

て

な
さ

れ

た

そ

の

よ

う
な

宣

言
は

､

承

認

国
と

､

か

よ

う

に

承
認

さ

れ

た

団

体
と

の

問
に

お

い

て
､

完
全

な

国

家
で

あ

る

こ

と

に

結
び

つ

け

ら

れ

た

国
際
的

権
利

･

義
務
を

創
設

す
る

も

の

で

(

6
)

あ
る

と

主

張
さ

れ

る
｡

い

ま

国

際
法

秩
序
が

そ

の
一

般
規
範
の

適

用
を

先

決
的
承

認
に

依
存
せ

し
め

て

い

る

と

み

な

す
か

ぎ
り

､

そ

れ

は
一

般
に

法
秩
序

の

と
る

態
度
と

相
反
し

て

い

る

よ

う
に

お

も

わ

れ

る

こ

と

は

し

ば

ら

く
お

く

と

し
て

も
､

承
認

を
一

つ

の

《

義
務
》

と

し
て

構
成

す

功
･

鳩
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血
叩

.

▲
叩

一

が

る

こ

と

に

は

多
く
の

論
議
を

生

じ

う

る
｡

そ

れ

は

確
か

に

国

際
社

会
そ

の

も
の

に

対
し

て

存
在
し

う

る

義
務
で

は

な
い

｡

け

だ

し

国

際
社

会
は

そ
れ

自
体

統
一

的
組
織
を

欠
き

､

そ

の

結
果
と

し
て

人

格
を

欠
い

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら
｡

も

し
そ

れ

が

国

際
社

会
の

組

成
員
の

全

体
に

対

す
る

義
務
で

あ
る

と

さ

れ

る

の

な

ら
､

こ

の

よ

ぅ
な

社
会
的

義
務
を

は

た

し
て

承

認
に

関
し

て

実

際
に

確
か

め

る

こ

と

が

で

き

る

か

は

き

わ

め
て

疑
わ
し
い

と

し

な

け

れ

ば

な

ら

ぬ
｡

す
べ

て

の

主

体
に

対

す
る

e

ぷ
p

0

2
日
e

払

の

義
務
で

な
い

か

ら
､

新
国
に

よ
っ

て

も
､

承

認
の

前
に

は

有
効
に

援
用
さ

れ

る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

け
っ

き
ょ

く
､

そ

の

義
務
の

違
反
は

､

そ

れ

自

体
と

し

て

関

連
性
が

あ

る

と
い

う

よ

り

は
､

む
し

ろ

そ

の

新
国
を

承

認
に

よ

り

時
宜
を
え

て

主

体
の

地

位
に

び

き

あ

げ
る

措
置
を
と

っ

た

そ

の

と

き
に

､

か

よ

う

に

取
り

扱
う
の

が

義
務
的
で

あ
っ

た

で

あ

ろ

う
そ

れ

と

同
じ

よ

う

に
､

未
承
認
を

理

由
と

し

で
､

取
り

扱
わ

な
か

っ

た

こ

と

に

よ
っ

て

そ

の

新
国
に

対
し

く

わ

え

ら

れ
た

侵
害
に

相

当
す
る

こ

と

に

な

ろ

う
｡

(

こ

れ

と

て
､

そ
の

侵
害
に

責
任

あ
る

国

を

相

手
ど
っ

て

訴

を

お

こ

す

可

能
性
は

ま

ず
な

い

で

あ

ろ

う
)

｡

い

ず
れ

に

し

て

も
､

帰
す
る

と
こ

ろ
､

こ

れ

は

単
純
に

つ

ぎ
の

こ

と

を

意
味
し

､

他
の

結

論
は

み

な

墳
事
の

み

に

と

ら

わ

れ

た

空
論

(

6
)

昌
O
t

O

E
臣
ま
訂
-

告
ロ

○

に

な

る

と

S

勺
e

a

邑
は

断
言

す
る

｡

そ

れ

は
､

人

格
の

主

体

的
要
件
せ

有
し

て

い

る

新
国
に

対

し
て

は
､

承

認
行

為
の

有
無
に

か

か

わ
ら

ず

義

務
を

負

う
､

つ

ま

り
､

新
国

は
､

こ

の

よ

う
な

要
件
を

有
し

て

い

る

事
実

そ

の

も
の

に

よ
っ

て

国

際
主

体
で

あ
る

と
い

う
こ

と

で

あ
る

｡

し
か

し

そ

の

と

き

は
､

私
ど

も

は
､

そ

こ

に

《

人

格
の

自
動
的
取
得
説
の

無
益

な

変
形
》

を

み

い

だ

す
に

す
ぎ

な
い

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

守
-

ロ
○

首
-

¢

払

○

:
n
t

e

岩

邑
○
ロ

巴

｢
p

弓

こ
況
N

､

p

p

N

巴
-

N

3
"

｢
p

已
e
]

召
P
O

F
t

}

河
e

g
g

已
t

6
.

ロ

F
一

己
e

コ
ー

a
t

i

O

ロ

巴

｢
p

弓

-

¢

中

ソ

(

2
)

内
e
-

筈
n

は
､

法

的

承

認

と

な

ら
ん

で

意
思

行
為

た

る

実

体

を

も
つ

《

政

治

的

承

認
》

を

認
め

る
｡

そ

れ

は
､

承
認

国

が

承

認
さ

れ

る

国

と

政

治

的

そ
の

他
の

関

係
､

通

常

国
際

社

会
の

組

成

貝
の

間
に

存

在

す
る

関

係

を

結
ぶ

意
思
を

表
示

す
る

行
為

で

あ
る

｡

6 5 4 3

呂
○

岩
-

-

i
)

Z
O
N

ど
n
-

,

ワ

ー

N

デ

S

p
e

a
邑
㌣

Ⅰ
-

ユ
｡

O

n
O

旨
-

2
e

已
○

-

p

N

γ

｢
p

已
e

り

勺
P
O

F
什

､

河
e

0

0
g

已
t
-

O

n
-

や

か
.

S

匂
e

a
ま

i
､

p
･

N

加

…

望
∽

0

0
t

t
i
]

阜

p

p
.

-

○

小

-
-

-

〇
.

8

単
純
確
認
行
為

已
{

○

已

ヨ

巧
O

g
註
ユ
P

∋

昌
-

○

説
‥

勺

?

;

邑
-

岩
○

;
-
-

小

,

≠
0

邑
弓
F
-

･

勺
e

昌

邑

は
､

そ

し

て

呂
○

邑
-

叶

も

同

じ

く
､

国
際
人

椿
の

主

体

的
要
件
を

み

た

す
実
体
に

対

し
､

国

際
法

秩
序
は

､

そ

の.
あ

る

規
範
を

直

接
に

旨
2
e

已

賢
β
e

ロ

訂

4 7
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む

け
る

と

い

う
か

た

ち

で

入

梅
を

付

与

す
る

､

つ

ま

り

新
国

は

自

動
的
に

国

際
人

椿
を

取

得
す
る

と
い

う
意
見
で

あ

る
｡

ワ
叩
→

P

邑

に

よ

る

と
､

合

意
を

法
生

産
行

為
と

し
て

予

想

す

る

規
範
は

､

そ

れ

が

第
一

に

規
範
が

そ

れ

に

付

着
せ

し

め

る

効
果
を

と

も

な
っ

て

そ

の

予

想
す
る

行
為
(

合

意
)

を

遂

行

し

う
る

主

体

の

決
定
を

含
む

意
味
に

お

い

て

理

解
す
る

の

で

な

け

れ

ば
､

歴
史

的
に

通

用

す
る

規
範
と

し
て

観
念
す
る

こ

と

が

で

き

な
い

｡

ゆ
え

に
､

笥
｡
t

p

2
n
t

S
e

ヨ
告
辞

の

定
式
は

そ

の

う
ち

に

主

体
の

指
示

を

暗
黙
に

読
み

と

る

の

で

な

け
れ

ば

無
意
味
で

あ

る
(

勺
p
O
t

p

帆

邑
笥

笥
邑
琵

2
已
の

e

ヨ
1

斡
口

中
P

”

p

琶
t

P

ロ
O

n

O

三
好
巴
}

t

邑
乳

慧

邑
設

計
訂
→

屯

§
h

こ

邑
ぎ
)

｡

第
二

に

こ

の

よ

う

な

規
範
は

､

も

し

適
用
性
を

も

つ

の

で

あ
れ

ば
､

そ

の

受
範
者
を

も
っ

て

い

る
｡

そ

し

て

そ

れ

は

第
一

次

的

な

規
範
n
｡

コ
ロ
P

p

ユ
日
牢
ユ
P

で

あ

る

か

ら

直
接
に

主

体

に

む

け

ら

れ

る
｡

吋
e

l

覧
巴

の

み

る

と
こ

ろ
で

は
､

こ

の

規

範
の

ほ

か

に
､

き

わ

め
て

僅
か

で

は

あ

る

け

れ

ど

も

根
本
的

な

規
範

､

そ

の

形
成
は

た

だ

歴
史
的
に

の

み

説
明
し

う
る

と
こ

ろ
の

､

そ
れ

ゆ

え
に

そ

の

法
的

価
値
は

そ

れ

自
体

公

準
で

あ

る
､

そ

の

よ

う
な

根
本

的

規
範
の

一

群
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

規

範
は

､

同
じ

規
範
が

そ

の

受
範
者
に

お

い

て

前
提
す
る

要
件
に

合

致

す
る

か

ぎ

り
､

新
国
に

対

し

直

接
に

む

け

ら

れ

る

の

で

あ
っ

て
､

新
国
は

そ

の

よ

ぅ
に

し
て

自
動
的
に

国
際
法
の

主

体
と

な

る

舶

(

1
)

の

で

あ

る
｡

呂
○

邑
-

i

は

と
い

う
と

､

か

れ

は

合
意
を

介
し
て

定

立

さ

れ

た

規
範
は

全

国
際
秩
序
を

お

お

い

つ

く

す
の

で

は

な
く

､

そ

の

一

つ

の

カ

テ
ゴ

リ

ー

を

構
成

す
る

に

す
ぎ

な
い

も
の

で
､

こ

の

よ

う
に

慣
習

規
範
に

よ
っ

て

構
成
さ

れ

る

他
の

カ

テ
ゴ

リ

ー

の

規
範
が

国

際
秩
序
に

存
在
し
て

い

る

と

す
れ

ば
､

こ

の

観
念
自
体
が

､

国
家

が

全
体

と

し
て

の

国

際

秩
序
の

主
体
と

な

る

た

め
に

合

意
に

参
加

す
る

必

要
性
を

排

除
す
る

も
の

で

あ
る

と

考
え

る
｡

新
国
は

､

要

求
さ

れ

る

事
実
上
の

前

提
条
件
を

み

た

す
と

き

は
い

つ

で

も
､

慣

習
的

起
源
を

も
つ

官
〔

昏

2
日
什

払

巧
く

賀
計

の

規
範
の

受
範
着
で

あ
る

だ

け
で

な

く
､

一

般
に

す
べ

て

の

慣
習
規
範
の

受
範
者
と

な

り
､

こ

の

よ

う

な

規
範
か

ら

派
生

す
る

法
的
地

位
の

享
有
者
と

な

(

2
)

る

の

で

あ

る
｡

ま
こ

と
に

新
国
が

国
際
規
範
の

受
範
者
と

な
る

の

は

法
律
行
為

で

は

な

く
て

､

主

体

的

要
件
の

具
備
と

い

う
法
律
事
実
f

p

き
g

†

弓
i

d
i

c

O

に

基
づ

い

て

い

る
｡

国
際
秩
序
が

､

国
家
の

形

成

と

い

う
事
実
に

結
び

つ

け
る

効
果

､

新
し
い

主

体
の

出
現

と

い

う
効
果

は
､

既
存
の

主

体
全

部
に

対

す
る

関
係
に

お

い

て

生

ず
る

効
果
で

あ
る

｡

し
か

し

国

際
秩
序
に

お

い

て

は
､

同
じ

秩
序
の

す
ぺ

て

の

叫

鳩
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血
叩

申

し

計

主
体

に

対

す
る

関

係
に

お

い

て
､

新
国
の

形
成

と

そ

の

結
果
と

し

て

の

新
主

体
の

出
現
を

確
認

す
る

P
｡

n

e

ユ

宅
2

)

｡

O

n
∽
t

賢
覧
e

す
る

手

続
を

欠
い

て

お

り
､

こ

の

確
認
は

既
存
の

各
主

体
に

よ

り

そ

れ

自
身
の

名
に

お

い

て

行
な

わ

れ

る
｡

そ

れ

が

新
国
の

《

承

認
》

で

あ
る

｡

富
→

監
S
-

に

よ

る

と
､

承

認
は

､

こ

れ

と

同

時
に

､

《

こ

の

よ

う
な

国
家
の

形
成
は

､

そ
の

機
能
す
る

地

域
､

ま
た

一

般
に

そ

の

存
在
様

式
を

考
慮
し
て

､

自
己
の

権
利
な
い

し

利
益
を

害
し

な

(

3
)

い

も
の

で

あ

る

こ

と

を

認
め

る
》

も
の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

新
国
の

承

認
は

一

方

的
法
律
行
為
の

型
を

特
殊

な
カ

テ
ゴ

リ

ー

の

事
実

に

適
用

す
る

も
の

に

ほ

か

な

ら

ず
､

そ

れ

は
､

あ

ら
ゆ

る

承
認
と

同

じ

よ

う
に

､

単
に

既
存
の

事
態
を

宣

言

す
る

も

の

で
､

新
し
い

事
鰻
を

創
設
す
る

も
の

で

は

な
い

｡

そ

の

国
有
の

効
果
は

そ

れ

を

発
す
る

国
に

つ

い

て

の

み

生

じ
､

呂
○

邑
-

仰

が

指
摘
す
る

よ

う
に

､

《

承

認

主

体
を

､

一

定
の

事
態

が

存
在

す

る

も
の

と
み

な

す
よ

う
に

義
務
づ

け
る

-
こ

の

点
に

関
す
る

争

(

4
)

い

の

い

っ

さ

い

の

可

能
性
を

除
い

て
》

.
こ

と

に

具
体
化

す
る

｡

(

1
)

J
e

已
0

2 .

-

匂

p
.

甘
い

-
笠
.

(

2
)

ヨ
○

已
○

阜
勺

や

ー

N

-

-
-

N

N
.

(

3
)

勺
e

→

琵
∽
-

の

観
察
に

よ

れ

ば
､

こ

れ

が

承

認

行

為
の

特

徴

的
内

容
で

あ

る

こ

と

ほ
､

新

国
に

対

し

い

っ

そ

う

重

要

性

を

も

つ

承

認

が
､

新

国
の

出
現

に

い

っ

そ

う

直

接

利

害
関

係
を

も
つ

国
に

発

す
る

承

認
で

あ

る

こ

と

に

よ
っ

て

も

証

明
さ

れ

る
｡

(

4
)

承
認

行

為
は

､

論
理

判

断
と

意

思
表

示

か

ら

成
る

｡

そ

の

判
断

は
､

く
e

ロ
t

喜
訂
-

に

よ
り

三

段
論
法

約
定

式

化

を

与

え

ら
れ

る
｡

す

な

わ

ち
､

大

前

提
は

一

ま

た

は
二

以

上
の

抽
象
的

規
範
の

存

在
､

小

前
提

は
一

ま

た
は

二

以

上
の

具

体

的

事

実
の

確
認
に

よ
っ

て
､

断
案

は
こ

の

よ

う
な

規
範
が

確
か

め

ら
れ

た

事

実
に

結
び

つ

け
る

結
果
に

ょ
っ

て

与
え

ら

れ

る
｡

意
思

表

示
は

､

こ

の

よ

う
に

確

定
さ

れ

た

法

的

事

態
を

正

当

な

も
の

と
み

な

す
こ

と

に

む

け

ら

れ
る

｡

あ

た

か

も

こ

の

シ

ュ

マ

に

相

応

す
る

も

の

と

し

て
､

一

九
三

六

年

国

際
法

学
会

が

プ

ラ

グ

セ

ル

で

採
択

し
た

決
議
が

引

用

さ

れ

る

1
《

新
国
の

承

認
は

､

一

ま

た

は
二

以

下
の

国

家
が

一

定

地

域

上
に

他

の

既

存

固

か

ら

独

立
で

あ

り
､

国

際

法
規

を

遵

守

す
る

能
力
を

有

す
る

､

政

治

的

に

組

織

さ

れ

た

人

間

集
団

が

存
在
す
る

こ

と

を

確
認

し
､

し

た

が
っ

て

そ
れ

を

国

際

社

会
の

取

成

員
と
み

な

す

意
思

を

表

示

す
る

自

由

な

行
為
で

あ
る

｡

》

く
e

ま
亡

ユ

已
)

H
【

ユ
0

0

n
O

岩
i

m
e

ロ
t

O

β
e
-

d

耳

賢
○

-

ま
0

1
ロ
P

已
○

ロ
a
-

e
､

-

窒
ひ

}

p
.

い

い
.

9

つ

づ
き

‖

】

ぎ
ー

【

邑
○

岩

勺

邑
ぎ

1

ぃ

か

れ

も
､

新
国
の

承

認

は

真
の

意
味
で

の

承

認
行

為
､

法
的
に

関

連
性
の

あ

る

事
実
上

の

(

l
)

状
態
を

確
認
す
る

も

の

で

あ
る

と

す
る

｡

新
し
い

実
体

を

国

際
主

体

と

し
て

承

認

す
る

こ

と

は
､

そ

れ

が

国

際
人

希
を

取

得
す
る

た

め
に

必

要
な

条
件
を

そ

な

え
て

い

る

こ

と

を

軍
一

一一

口

す
る

も
の

だ

か

4 9
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ら
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

承

認
は

新
し
い

実
体
の

国

際
人

格
を

確

認
し

な

が

ら
､

間
接
的
に

は

疑
わ

し
い

場
合
に

､

か

れ

の

い

う

人

格
を

付

与

す
る

一

般
規
範
の

解
釈
を

与

え

る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

解
釈
的
機
能
の

ゆ

え
に

､

時
々

誤
っ

て

承

認
は

人

格
を

創
設

す
ろ

も
の

と
い

わ

れ

た
｡

し
か

し

現

実
に

は
､

承

認

ほ
､

人

格
取
得
の

た

め
一

般
国

際
規
範
の

要
求
す
る

要
素
の

存
否
を

確
認
す
る

も
の

(

2
)

で

あ
る

に

す
ぎ

な
い

｡

せ
P
-

-

邑
○
→

e

の

所
説
に

お

い

て

注
目
さ

れ

る

の

は
､

第
一

に

承

認
は

義
務
的
O

b

三
好
P

ど
ユ
○

で

あ
る

と

さ

れ

る

点
で

あ
る

｡

新
し

い

実
体
が

国

際
人

格

取
得
の

た

め
に

要
求
さ

れ

る

い

っ

さ

い

の

条

件
を

も
っ

て

存
在
す
る

と

き
は

､

そ

の

実
体
が

存
在
し

､

そ

し

て

国

際
的

権
利

･

義
務
を

も
つ

こ

と
を

認
め

ざ

る

を

え

な
い

と
い

う

(

3
)

意
味
に

お

い

て

で

あ

る
｡

第
二

に
､

か

れ

は
､

内
e
-

∽

e

ロ

と

同

じ

く
､

法

的
承
認

と

な

ら
ん

で

政

治

的

承

認
と
い

う
形

態

を

認
め

て

い

る

こ

と

で

あ

る
｡

実

際
､

法

的
意
味
で

の

承

認

は
､

た
だ

疑
わ

し
い

場
合
に

お

い

て

の

み

(

す
な
わ

ち
､

要
件
の

存
香
が

争
わ
れ

る

と

き
)

真
の

法
的
効
力

を

も
つ

に

す
ぎ
な
い

｡

そ

う
で

な
い

と

き
は

､

そ

れ

は

儀
礼
的

行

為

p
t
t

O

d
-

c

｡

ユ
e

∽

㌻

な
い

し

純
然
た

る

形

式

手

続

に

な
っ

て

し

ま

う
｡

そ

れ

は
､

い

っ

さ

い

の

法
的

効
果
を

欠
き

､

し

ば

し

ば

国

家

に

よ
っ

て

は

ぶ

か

れ

う
る

の

で

あ

る
｡

し
か

し

承

認
は

時
に

は

1

卯

-
と

く
に

最
近
に

お

い

て

-
既
存
の

主

体
に

よ

る

新
国
と

の

任

意
関
係

､

友

好
国
係
を
も

と

う

と

す
る

意
向

を

表
明

す
る

も
の

で

あ
る

こ

と

が

あ

る
｡

こ

れ

と

相
関
的

に
､

こ

の

場
合
の

承
認
の

拒

香
は

そ

の

実
体
の

国

際
主

体

性
を

争
お

う

と

す

る

の

で

は

な

く

て
､

友

好

関
係

を

結
ば
ぬ

､

国
際
法
の

義
務
づ

け

な
い

こ

と

は

な

に

も

し
な
い

こ

と

を

意
味
す
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

承
認
は

ま

さ

し

く

自

由
な

行

為
で

あ

り
､

そ
し

て

政

治
的

効
果
を

も
つ

｡

そ

の

拒

否
は

､

ま

だ

そ

の

存
在
の

た

め

闘
争
の

渦

中
に

あ

り
､

内

外
の

危

険
に

脅
か

さ

れ

て

い

る

新
国
に

と
っ

て

は

致

命
的

な

も
の

で

あ

り

う
る

｡

こ

の

二

つ

の

意
義
が

し

ば
し

ば

単
一

の

承

認

行

為
の

う

ち

に

ふ

く

ま
れ

て

お

り
､

そ

れ

ゆ

え
に

､

国
家
が

承

認

を

拒
否
す
る

と

き

何

を

意
図
し

て

い

る

の

か

を

注
意
深
く

探
究
し

な

け

れ

ば
な

ら

な
い

と

さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

(

1
)

ロ
r

ユ
t

t

O

i

已
e

→
n
p
N

ど
ロ

巴
2

p

仁

♂

b
-

ど
○

､

p

p
･

レ

N

h

-
ヒ
N

･

(

2
)

出

巴
-

邑
0
1

e

は
､

国

際
社

会
に

お

い

て

個
々

の

場
合
に

一

般
規

範
に

つ

い

て

拘
束
的
に

解

釈

を

下

す
中

央

棟

閑
が

存
在
し
て

い

な
い

こ

と

は

確
か

に

不

便
で

あ

る

が
､

普
通
の

場
合

､

国

際
社

会
の

大

多

数
の

組

成

貝
が

与
え

た

承

認
は

ま

ち

が

い

な

く
一

般

的

価
値

を

取

得

す
る

こ

と
に

注

意
す
る

｡

そ

れ

は

多
数
の

決

定
が

他
の

組
成

員
を

拘

束

す
る

と
い

う
の

で

は

な

く
､

お

そ

ら

く

は

大

多

数
の

与

え

た

同
一
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事
実
に

関

す
る
一

致
し

た

解

釈
が

正

確

で

あ

り
､

か

つ

国

際

規
範
に

合
致

す
る

こ

と

が

明

ら

か

と

な

る

で

あ

ろ

う

と
い

う

意
味
に

お

い

て

で

あ
る

｡

(

3
)

こ

の

点
､

一

般

に

承

認

は

そ
れ

を

行

な

う
と

香

と

自

由

な

行

為

已
t

O

-

旨
e

冒

で

あ

る

と

さ

れ
て

お

り
､

く
e

ロ
t

喜
-

ロ
i

は
､

反

対

説

は
､

承

認
の

固

有
の

効
果
と

承

認
の

対

象
で

あ

り

ま

た

あ

り

う
る

法

的

事

態
の

効
果

と
の

混

同
に

よ
っ

て

生

ず
る

と

論

じ

て

い

る
｡

H
】

ユ

8
日

O
S

2 .

2
e

已
○

-

ワ

N

レ
･

■

と
こ

ろ
で

こ

の

単
純
確
認
行
為
説
に

対

し

て

も
､

批
判
が

あ

る
｡

実
際

､

国

際
人

椿
の

主
体

的
要
件
は

そ

の

具
体

的
存
否
に

閲

し

相
異
な
る

意
見
を

生

ぜ

し

め

る

も
の

で
､

承

認
が

と

く
に

問
題

と

な
る

の

は
､

新
国
が

同

時
に

他

国
の

主

権
の

範
囲
に

包

容
さ

れ

る

地

域
に

確
立

さ

れ

る

場
合
で

あ

る

が
､

そ

の

と

き
は

､

こ

の

確

立

は

可

能
な
か

ぎ
り

旧
主

権
者
に

よ
っ

て

争
わ

れ

る

の

が

常
で

あ

り
､

こ

の

よ

う
な

場
合

､

国
際
法
が

実
効
性
の

原

則
と

価
値
保
有

の

原

則

首
邑
号
d
e
-

-

p

0

0

日
故

買

言
N
-

邑
む

巴

邑
｡

ユ

の

間
で

定

め
て

い

る

関
係
に

注

意
し
っ

つ
､

誠
意
の

判
断
を

下

す
の

は

国
際

社

会
の

各

構
成

貞
の

権
限
に

属
し

て

い

る
｡

晋
e

昆

邑
は
こ

の

よ

ぅ
な

判
断
が

､

客
観
的

不

確
実
の

状
態
に

お

い

て
､

場
せ
に

よ
っ

て

は

も

ち

う
る

決
定
的
重

要

性
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

単
に

積
極
的

判
断
の

存
在
に

関
す
る

証
明

的

機
能
を

帰
す
る

だ

け
で

､

そ

れ

を

血
叩

札

確

認
行

為
と

し
て

構
成
す
る

可

能
性
を

拒
否
す
る

め

で

あ

る
｡

か

れ

に

よ

る

と
､

典
型

的
か

つ

不

変
的
に

他

国
の

承

認

に

お

け
る

国

家
意
思
が

､

他

国
の

人

格
要

件
を

争
わ

な
い

義
務
を

負
う

､

す

な

ゎ

ち
､

承

認
に

よ

り

他

国
の

国
際
社

会
へ

の

所
属
を

争
わ

な
い

義

務
を

負
う

意
思
で

あ
る

こ

と

は

立

証

す
る

こ

と
が

で

き
な
い

｡

承

認
は

そ

れ

を

発
す
る

国
が

そ

の

宛
て

ら
れ

る

国
を

国

際
主

体

と

み

な

す
こ

と

を

証
明

す
る

た

め
に

､

法
律
行

為
で

あ

る

こ

と

を

必

要

と

し
な
い

か

ら
､

-
た

だ

か

よ

う
に

み

な

す
べ

き

法

律
行

為
的

義
務
｡

b

b
-

i

g
｡

｡
e

的

邑
巴
e

が

生

ず
る

こ

と
を

意
味
す
る

だ

け

で

ぁ

る

な

ら

ば

ぎ
そ

の

中
に

法

律
行

為
を

認
め

て

も

ほ

と

ん

ど

役

に

は

立

た

ぬ
り

か

れ

は

主

張
す
る

｡

も

し
一

国
が

そ

の

義
務

を

引

受
け
る

よ

う
に

導
い

た

判

断
に

お

い

て

誤
っ

て

い

た

と

し

た

ら
､

そ

の

誤
り

を

証

明

し
て

そ

の

義
務
か

ら

靡
除
さ

れ

う
る

で

あ

ろ

う

し
､

も

し

そ

の

判

断
が

誤
っ

て

い

た

こ

と

が

証

明

さ

れ

な

い

な

ら
､

法
律
行

為
的
義
務
が

な

く
て

も
､

他

国
の

人

蒋
を

有
効
に

争

(

1
)

う
こ

と

ほ
で

き

な
い

で

あ

ろ

う
と

｡

(

1
)

H
-

り

ど
○

ロ
○
∽
-

日
e

ロ
t

O
-

勺
p
.

山

N

-
ヒ
.

1 0

政
治
行
為

邑
○

旦
≡
n

O

説
‥

曾
邑
昇

晋
等
-

基

い

ま

新
国
の

承
認
を

規
範
行

為
､

裁
量
行

為
ま

た

確
認
行
為
そ

の

い

∂J
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ず
れ

で

も
な
い

と

し

た

ら
､

け
っ

き
ょ

く
そ

れ

が

法

律
行
為
で

あ

る

こ

と

は

排
除
さ

れ

な

く

て

は

な

ら

ぬ
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

曾
邑
ユ

は
､

承

認

は

創
設

的

確
認
を

思
わ

せ

る

よ

う
な

そ

の

名

称
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

ま

た

人

格
を

創
設

す

る

機
能
を

付

与

し
ょ

う
と

す
る

若
干
の

国
の

主

張
に

も
か

か

わ

ら

ず
､

そ

し

て

ま

た

実
行
の

不

確
実
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

単
純
に

政

治
的
な

機
能
を

も
つ

も
の

で

あ

る

と

す
る

の

で

あ
っ

て
､

か

れ

の

意
見
で

は
､

承

認

は

自
由
な
い

し

任
意
的

関

係

の

設

定

訂
s
t

竪
T

→

P

軋
○

ロ
e

巴
→

p

p
勺

○
▲

己
-

-

訂
ユ
○

召
-

O

n
t

P
ユ

に

お

い

て

そ

の

機
能

を

尽
し

て

し

ま

う
の

で

あ
り

､

そ

れ

に

相

応
す
る

ア

ニ

ム

ス

の

表

(

1
)

示
で

あ
る

に

す
ぎ

な
い

｡

新
国
の

承
認
を

政
治

行
為
と

し

な
が

ら
､

そ

の

積
極
的

意
義
と

特
徴
を

よ

り
は
っ

き

り

規
定
し

ょ

う

と

す

る

際

立
っ

た

試
み

が

(

2
)

S
せ
e

a
已

i

に

よ

っ

て

な

さ

れ

た
｡

S

p
e

a

邑
は

､

解
釈
的

素
材
と

し

て

経
験
的

所
与

､

す
な

わ

ち
､

承
認
が

新
国
に

む

か
っ

て

ー
そ

の

新
国
の

同

様
な

決
定
と

相

関

的
に

1
一

般
に

国

際
社

会
の

組
成
貝
の

間
で

通

用
し
て

い

る

行

為
規
範
を

守
る

と

い

う

決
定
に

具
体

化

す
る

こ

と

に

注

目

す
る

｡

こ

の

決
定
の

出
発
点
で

あ

り

う
る

人

格
要
件
に

関
す
る

判
断
ほ

､

と

く

に

客
観
的

不

確
実
の

状
態
に

お

い

て

新
国
の

人

椅
要
件
に

関

(

3
)

す
る

積
極
的

判
断
の

存
在
を

証
明

す
る

の

に

役
立
つ

｡

し

か

し
こ

詔

の

認
識
に

停
止

し
て

い

た

の

で

は
､

新
国
承

認
の

意
思

決
定
に

付

着
す
る

重

要
性
が

十

分
に

考
慮
さ

れ

な
い

｡

S

p
e

邑
亡

巨

の

観
察
に

よ

れ

ば
､

承
認

前
の

国
家
の

国

際
的
地

位

は
い

か

な
る

も
の

か

と
い

う
と

､

び

と
た

び

《

そ

の

存
在
に

結
び

つ

け

ら

れ

る

い

っ

さ

い

の

法
的
効
果
を

と

も

な

う
新
国
の

存
在
は

一

ま
た

は

二

以

上
の

国
家
の

承
認

拒
否
に

よ

り

影

響
さ

れ

る

も

の

で

は

な
い
》

(

ア

ン

ス

テ

イ

テ

ユ

決
議
)

が

確
か

め

ら

れ

る

と

き
､

そ

れ

は

法
=

社
会
的

受
働
の

状

態

g

邑
賢
ロ
e

巴

官
邑
喜
㌢

早

喜
-

賢
U

?

琶
○
小

巴
e

で

あ

り
､

そ

の

限

界
内
で

新
国
が

国

際
社
会
に

お

い

て

そ

の

あ
い

だ

に

得
る

利
益

と
い

う
も
の

は
､

上

記
効
果
の

範

囲
を

越
え
て

及
ぶ
.

も
の

で

は

な
い

こ

と

が

判
明

す
る

｡

国

際
秩
序

は
､

新
国
の

領
土

を

侵
害
せ

ず
､

そ

の

船
舶
を

海
賊
船

と
し

て

取

り

扱
わ
な
い

義
務
を

課
し

､

そ

し

て
一

般
に

新
国
に

対

し

侵
害
行

為
を

慎
む
ぺ

き

義
務
を

課

し
て

､

そ

の

存
在
を

考

慮
す
る

｡

し

か

し

国
際
秩
序
は

､

そ

れ

以

上

直
接
に

新
国
の

た

め

に

規
定

し
て

お

ら

ず
､

回

避
の

義
務
｡

宣
告

-

d
-

邑
e

邑
｡

n
e

に

基
づ

く

保

護

に

付

加
し
て

保

障
す
る

こ

と

は

な
い

｡

新
国
の

国
民
お

よ

び

機
関

の

入

国
を

許
し

､

そ

の

領
水
に

船
舶
の

入

港
を

認

め
､

他
の

形
式

の

相

互

交
換
を

生

ぜ

し

め
る

の

ほ
､

い

ぜ

ん

と

し
て

他

国
の

自
由

呵

血
｢

点
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▲
叩

血

叩

一

･
計

裁
量
の

う

ち
に

あ

る

と

み

ら

れ

る

の

で

あ

る
｡

相
互
の

意
欲

な

し

で

は
一

般
国

際
法
が

条
約
法
に

任
せ

て

い

る

い

か

な

る

問
題
の

規

律
も

あ
り

え
な
い

だ

け

で

は

な

く
て

､

一

般
国

際
法

規
範
そ

の

も

の
､

し
か

も
そ

の

重

要
な

規
範
が

あ
る

社

会
状
態
を

任
意
的
に

生

ぜ

し

め
､

ま
た

可

能
と

す
る

こ

と
に

同

意
さ

れ

な
い

か

ぎ

り

多
少

と

も

現

実

性
を

欠
い

た

ま

ま
に

と

ど

ま

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

(

た

と

え
ば

､

外
交

免

除
に

関

す
る

規

範
､

外

国
人

の

待
遇
に

関

す
る

規

範
)

｡

他
方
に

お

い

て
､

国

際
生

活
で

は
､

法

規
範
と
は

別
の

､

し

か

し
さ

ま
ざ

ま

な

仕
方

で

法

規
範
を

補
完
す
る

行
為
規
範

-
倫

理

規
範
ま
た

便
宜

･

礼
譲

規
範
が

無

視
し
ぇ

ぬ

影
響
力
を

発

揮
し

て

い

る

の

で

あ
っ

て
､

そ

れ

ら
の

規
範
は

時
に

は

法
律
用

語
に

よ

り

そ

の

指
導
的

潜
在
力
が

表
現

さ

れ

る

ほ

ど
の

重

要
性
を

も
っ

て

い

る
｡

い

わ
ゆ

る

能
動
的

･

受
動
的

使
節
権

巴
】

き
什

○

巴
-

e

g
P
N

T

O

ロ
e

賢
才
P

e

p

琵
S
i

言
と

は

礼
譲
の

根
本

規
範
に

基
づ

き
､

深
刻

な

不
一

致
ま
た

敵
対

的
態
度
に

よ
っ

て

分

裂
し

て

い

な
い

国

家
間

に

お

け
る

外

交
関

係
の

正

当
な

期
待
権
を

表

現

す

る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

し

て

晋
e

昆
ま

ー

は
､

諸

国
の

法
律

生

活

上

承

認
の

も
つ

重

要
性
を

､

ま

さ

に

そ

の

行

為
が

具
体

化

す
る

決
定
の

う
ち

に
､

国

際
法

律
生

活
を

推
進
す
る

よ

う
な

､

国

際
社

会

環
境

の

法
律
的

な

ら
ざ

る

規
範
を

守
る

意
思
が

含
め

ら

れ

る

こ

と

に

求

め
る
村

か

れ

は
､

承

認

を
､

法
的
=

社

会
的

受
動
の

状
態
か

ら
､

法
=

社

会
関

係
の

能
動
的

段
階
へ

の

移
行
を

推
進
す

る

と
い

う

意

味
で

《

国

際
社

会

生

活
の

土

台
を

き
づ

く

行

為
》

邑
O

d

:
O

n
d

p
･

已
｡

｡
e

臣
-

P

蔓
P

∽

0
0
i

巴
e

-

已
e

⊇
小

色
｡

邑
e

で

あ

る

と

定

式
化

す

る
｡

こ

の

意
味
で

､

そ

れ

は
か

つ

て

の

学
説
に

よ

り

性
質
づ

け

ら

(

4
)

れ

た

よ

う
に

法

先

在
的

な

事
実
f

巴
什

｡

勺
→

e

g

ど
ユ
瓦
-

8

で

あ

り
､

一

方

行
為
と

し
て

新
国
に

対

し

旧

国
が

む
け

る

行

為
で

は

あ
る

が
､

新
国
の

同

様
な

決
定

と

相

関
的

な

決
定
に

具
体

化

す
る

行

為
で

あ

る

と

さ

れ

る

の

で

あ
る

｡

(

1
)

の
仁
p

告
}

-

ロ
ふ

ユ
t

t

O

訂
t

2

1
ロ
p
N
i

賀
-

e

p

ロ

♂

b
-

ど
〇

一

p
p
.

山

宏
-

レ

¢

P

(

2
)

∽
匂
e

a
已

-
､

H

-

ユ
0

0

n
O
∽

O
i

日
e

n
t

O
､

p

p
.

窒
-
い

甲

(

3
)

既

存
の

主

体
に

よ

る

人

格
要
件
に

つ

い

て

の

積

極

判

断

は
､

場

合
に

応

じ
一

つ

の

補

完

的

要
素
と

し

て

新
国
の

歴
史
的

な

《

確
立
》

の

観
念
の

う
ち

に

含
め

ら

れ
る

｡

(

4
)

G

F
-
-

巴
-

○

は
､

別
の

意
味
で

承

認
が

法

に

先

立
つ

行

為
で

あ

る

と

主

張
す
る

｡

か

れ

は
い

う
｡

国

家
の

承
認

は

創
設

的
で

は

な
い

が

単
純
に

宣

言

的
で

も

な
い

｡

承

認
は

直

接
国

際
法
上
の

人

格
に

関

す
る

も

の

で

は

な

く
､

そ
の

前

提
に

関

す
る

も

の

で

あ

る
｡

新
し
い

実

体
が

国

際
社

会
に

う

け
い

れ

ら
れ

る

具

体

的
･

実
体

的
面

に

関

係

す
る

だ

け

で
､

法

人

格

は

国

際

社

会
､

法

秩
序
が

そ

の

上

部

構

造
で

あ

る

社

会
に

所

属

す
る

こ

と
の

自

動
的

結

果
で

あ

る
｡

承

認

は
､

そ

れ

ゆ
え

に

法
的

と
い

う

よ

り

も

法

以

前
の

重

要
性

ユ
〕

e

く
ゎ

.
ロ
N

P

p

言
･

5 3
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g
i

喜
一

巴
β
を

も
つ

も
の

で

あ
る

と
｡

F
p

8
日
戸

已
t

㌢

ど
t

e

旨
p

已
?

日

已
¢

e

-

-

巴
ユ
t
t

O
〉

p

や

N

小

N

-
N

巴
･

こ

の

S

官
a
ま
i

の

所
説
が

内

蔵
す
る

精
緻
な

批
判

的

構

成

力

と
､

従

来
の

学
説
が

残
し
て

い

た

と

お

も

わ

れ

る

空
自
を

う
め

る

こ

と

で

果
し

た

積
極
的
貢
献
は

高
く

評
価
さ

れ

な

け

れ

ば

な
ら

な

い
｡

与
え

ら

れ

た

紙
数
を

す
で

に

超
加
し

て

お

り
､

こ

こ

で

は

ほ

ん

の

二
､

三

の

所

感
を

述
べ

る

に

と

ど

め

る
｡

S

廿
e

a
已

-

は

承

認
を

政

治
行
為
と

し

て
､

法
‖

社
会
的

関
係
に

お

け
る

受
動
性
を

克
服
す
る

意
思
の

表
明
と

し

て
､

国
際
社

会
環

境
の

法
的
な

ら

ざ

る

行

為
規
範
を

守
る

意
思
を

宣

言
す
る

も
の

と

し
て

提
示
し

た
｡

い

わ

ゆ

る

礼
譲
0

0
一

己
t

監

の

も
つ

実

際
的

な

影

響
力
と

重

要
性
を

認
識
し
っ

つ
､

そ

し
て

礼

譲
が

承
認

と

と

も
に

守
ら
れ

る

の

な
.ら
､

他
の

型
の

規
範

､

国
際
道

徳
､

《

人

道
の

基

本
的
考
慮
》

を

そ

の

う
ち
に

具
体

化

す
る

規
範
は

､

反
対

に
､

む

し

ろ

承
認
に

さ

き

だ

っ

て

通

用
性
を

も
つ

の

で

は

な
い

か

と
い

う

疑
問
を

提
起
し
っ

つ
､

(

た

と

え

ば
一

九

四

九

年

八

月
一

二

日

の

ジ

ュ

ネ
ー

ヴ

条
約
三

条
を

参

照
)

そ

れ

で

も
､

承
認
が

ま
さ

に

S

匂
e

→

空
-

t
-

の

規
定

す
る

よ

う
な

行

為
と

し
て

国

際
法

律
生

活
を

推
進
す
る

機

能
を

も
つ

と

す
る

観
察
は

ま
っ

た

く

正

確
で

あ

る

と

考
え

る
｡

し
か

し

他
方

､

承
認
と
い

う
歴

史
的

過

程
に

お

い

て

協
働
す
る

他
の

要
素

､

国
際
社

会
に

お

け

る

組
成
員
の

責
任
に

お

い

て

下
さ

れ

る
ぺ

き

人

格
要
件
に

つ

い

て

の

《

誠
意
の

判
断
》

は
､

た

と

え

相
対

的
効
力
し
か

も

た

な
い

と

し
て

も
､

国
際
法
律
生

活
の

安
定

化
の

助

け

と

な

り

う
る

こ

と

を
い

ぜ

ん

と

し
て

強
調

し
た
い

｡

国

家
形
成
と

人

格
要
件
の

具
備
が

何
人
の

限

に

も

判
然
た
る

事
態
と

し

て

現
わ

れ

る

ど

は
か

ぎ

ら

な
い

｡

そ

こ

で

国
際
秩
序
は

､

そ

れ

自
体

多
分

に

政

治
的
な
こ

の

問
題
に

閲

し

発
生

し

う
る

争
を

防
止

し
､

解
決
す
る

機
能
を

も
つ

手

続
を

用

意
す
る

｡

ま

さ

に

確
認

的

作
用
た

る

こ

と

に

お

い

て
､

一

般
に

承

認
の

不

可

撤

回

性

ぎ
+

e
･

召
g
E
-

-

t

㌢

に

つ

い

て

語
ら

れ

る

の

も

そ

の

ゆ

え

で

あ

る
｡

こ

の

角
度
か

ら

す
れ

ば
､

承

認
は

主

体
の

法

律
的
‖

政
治
的

複
合
行
為

か

ら

成
り

､

非
組
織
的

･

非
権
威
的
な

手

続
と

し

て

と

ど

ま

り

な

が

ら
､

な

お

国

際
法

律
生

活
を

安
定

化
し

､

か

つ

推
進
す
る

機
能

を
に

な

う
も

の

と

み

な

し

う
る

で

あ
ろ

う
｡

(

上

智

大

学
教

授
)

∂4

功

鵡




