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皆
川
　
洗
編
著

『
国
際
法
判
例
要
録
』

　
お
よ
そ
法
律
学
の
研
究
に
、
い
わ
ゆ
る
判
例
の
解
明
が
必
要
な
こ
と
は
、
す

べ
て
の
法
学
者
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
国
際
社
会
に
お
い
て
も
、
国
際
法

を
適
用
す
る
い
く
つ
か
の
国
際
裁
判
所
が
現
に
存
在
し
て
い
る
。
国
際
司
法
裁

判
所
は
、
国
際
裁
判
所
の
う
ち
で
、
も
つ
ど
も
権
威
あ
る
裁
判
所
で
あ
る
．
国

際
社
会
に
お
け
る
法
の
定
立
の
現
象
は
、
国
内
社
会
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
立
法

と
い
う
現
象
と
し
て
明
確
に
現
わ
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
こ
の
意
味
に
お
い

て
、
国
際
法
判
例
の
研
究
の
必
要
性
は
、
法
律
学
の
他
の
分
野
に
も
ま
し
て
強

調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
が
、
い
わ
ゆ
る
先
例

拘
束
性
を
も
つ
か
否
か
の
論
議
を
別
と
し
て
も
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例

が
、
国
際
法
の
創
設
な
い
し
確
認
に
対
し
て
も
つ
意
義
は
、
極
め
て
顕
著
な
も

の
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
国
際
連
合
の
国
際
法
委
員
会
が
、
平
時
国
際
法
の
分
野
に
お
け

る
若
干
の
項
目
の
法
典
化
、
つ
ま
り
国
際
立
法
を
企
て
た
際
に
、
い
か
に
諸
国

の
代
表
が
．
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
を
引
照
し
て
、
自
国
の
主
張
を
正
当
化

　
　
　
紹
介
と
批
評

し
よ
う
と
し
た
か
、
領
海
の
劃
定
に
関
す
る
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
エ
ー
漁
業
事

件
の
判
決
を
、
軍
艦
の
領
海
通
過
に
関
し
て
コ
ル
フ
海
峡
事
件
の
判
決
を
、
あ

る
い
は
最
近
に
は
、
条
約
の
留
保
に
関
し
て
．
集
団
殺
害
罪
の
防
止
及
ひ
処
罰

に
関
す
る
勧
告
的
意
見
を
、
　
・
　
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
結
局
、
諸
国
が
、
国

際
法
に
よ
る
国
際
平
和
の
実
現
を
期
待
し
、
か
つ
ま
た
国
際
法
が
、
国
際
社
会

の
司
法
機
関
に
よ
つ
て
も
つ
と
も
確
実
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
意
識
し
て
い
る

証
拠
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
国
際
判
例
の
系
統
的
な
研
究
は
、
法
の
他
の
分
野
に
比
較

し
て
、
極
め
て
僅
か
し
か
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
．
戦
前
に
、
横
田
喜
三
郎

博
士
の
、
国
際
判
例
研
究
1
、
な
ら
び
に
国
際
裁
判
の
本
質
に
、
国
際
連
盟
時
代

の
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
及
び
常
設
仲
裁
裁
判
所
の
判
例
の
研
究
が
、
系
統
的

に
行
わ
れ
た
以
外
に
、
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
、
国
際
法
判
例
の
全
般
的
労
作
は
、

公
刊
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
。
さ
き
に
田
中
耕
太
郎
博
士
が
、
国
際
司
法
裁
判
所

裁
判
官
と
し
て
選
出
さ
れ
た
こ
と
と
相
侯
つ
て
、
昭
和
升
七
年
に
皆
川
洗
教
授

の
国
際
法
判
例
要
録
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
本
の
国
際
法
学
界
に
と
つ
て

極
め
て
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
。
皆
川
教
授
の
国
際
法
判
例
要
録
は
、
日
本
に

お
け
る
国
際
司
法
の
研
究
へ
の
劃
期
的
素
材
を
提
供
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
皆
川
教
授
が
、
こ
の
国
際
法
判
例
要
録
を
刊
行
す
る
直
接
の
契
機
と
な
つ
た

の
は
、
今
か
ら
約
十
年
前
に
外
務
省
の
条
約
局
が
、
主
体
と
な
つ
て
収
集
訳
出

し
て
い
た
国
際
法
先
例
集
に
関
係
さ
れ
て
か
ら
と
伺
つ
て
い
る
．
そ
の
後
昭
和

廿
九
年
に
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
及
び
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
法
と
い
つ
た

題
名
の
外
務
省
調
書
を
頒
布
さ
れ
て
い
た
．
と
く
に
こ
の
よ
う
な
事
情
を
書
き

と
め
た
の
は
、
国
際
法
判
例
要
録
と
い
つ
た
労
作
は
、
か
な
り
の
時
間
と
根
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
　
（
四
七
七
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

と
を
要
す
る
仕
事
で
あ
る
こ
と
を
、
読
者
に
充
分
認
識
し
て
頂
き
た
い
た
め
で

あ
る
。
皆
川
教
授
が
、
本
書
の
冒
頭
で
、
こ
こ
数
年
わ
た
く
し
は
、
研
究
生
活

の
相
当
部
分
を
さ
い
て
、
…
…
判
決
お
よ
び
意
見
を
読
み
つ
づ
け
て
き
た
が
、

と
い
つ
て
お
ら
れ
る
が
、
ま
ず
こ
の
努
力
の
一
貫
性
に
最
大
の
敬
服
の
意
を
示

し
て
お
ぎ
た
い
と
思
う
。

　
皆
川
教
授
の
国
際
法
判
例
要
録
は
、
横
田
博
士
の
国
際
判
例
研
究
1
の
、
事

件
別
判
例
研
究
の
し
か
た
と
異
な
つ
て
、
概
ね
、
伝
統
的
な
国
際
法
の
教
科
書

の
基
準
に
従
つ
て
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
及
び
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
及

び
勧
告
的
意
見
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
文
節
を
体
系
的
に
組
み
あ
げ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
方
式
は
、
現
在
、
国
際
司
法
裁
判
所
書
記
で
あ
る
、
ハ
ン
ブ
ロ
氏

が
、
ラ
イ
デ
ン
の
サ
イ
ホ
フ
社
か
ら
英
仏
両
文
の
国
際
法
廷
の
判
例
法
（
園
奉
三

頃
即
彗
耳
p
醤
Φ
O
器
①
U
聖
＜
。
｛
・
ぎ
H
暮
。
ヨ
註
。
冨
一
〇
。
畦
一
旧
一
β
」
霞
一
m
b
…
ユ
g
8
α
①

一
”
9
弩
同
旨
①
琶
呂
。
髭
一
①
」
。
認
①
江
8
0
）
に
よ
つ
て
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
皆

川
教
授
の
国
際
法
判
例
要
録
は
、
項
目
の
立
て
方
、
内
容
と
も
に
ハ
ン
ブ
β
の

判
例
法
よ
り
相
当
に
詳
細
で
あ
る
．
収
録
さ
れ
た
事
件
は
、
一
九
六
一
年
五
月

廿
六
日
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
対
タ
イ
の
ブ
ラ
ビ
ハ
ー
ン
寺
院
に
関
す
る
事
件
（
先
決

的
抗
弁
）
に
ま
で
及
ん
で
お
り
、
こ
の
こ
と
は
実
質
的
に
は
一
九
六
一
年
末
ま

で
の
判
例
を
収
録
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
イ
ギ
リ
ス
、
ス
イ
ス
て
も
類
似
の

判
例
集
が
、
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
判
例
要
録
と
し
て
最
新
の
も
の

で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
判
例
要
旨
な
い
し
は
判
例
を
、
国
際
法
の
講
義
の
体
系
に
従
つ
て
、
関
連
文

節
に
分
け
る
場
合
に
、
常
に
間
題
と
な
る
の
は
、
あ
る
判
決
の
引
用
し
よ
う
と

す
る
文
が
、
果
し
て
国
際
法
の
体
系
の
い
か
な
る
部
分
に
相
当
す
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
　
（
四
七
八
）

て
引
照
す
る
の
が
、
そ
の
事
件
の
趣
旨
に
従
つ
て
、
よ
り
妥
当
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
．
た
と
え
ば
、
あ
る
国
際
法
上
の
一
つ
の
術
語
が
、
判
決
文
に

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
か
ら
、
そ
の
用
語
を
関
連
し
た
項
目
に
わ
り
ふ
る
と

い
う
こ
と
で
果
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
判
決
文
の
、
あ
る
文
節

が
国
際
法
体
系
の
い
か
な
る
点
に
関
連
づ
け
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い

て
、
学
者
間
に
論
議
の
あ
る
場
合
に
、
一
方
の
立
場
に
関
連
づ
け
て
分
類
し
た

場
合
に
、
そ
れ
と
異
な
る
立
場
に
立
つ
学
者
は
、
こ
の
よ
う
な
分
類
を
妥
当
で

な
い
と
判
断
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
判
例
要
旨
な
い
し
判

例
要
録
を
、
国
際
法
学
の
体
系
に
従
つ
て
分
類
し
、
か
つ
関
連
判
決
文
の
あ
る

個
所
を
割
り
当
て
る
場
合
の
困
難
さ
が
あ
る
。

　
欧
米
に
お
い
て
は
．
わ
が
国
の
法
体
系
と
異
な
つ
て
．
判
例
法
に
重
点
を
お

く
結
果
、
い
わ
ゆ
る
ケ
ー
ス
ブ
ッ
ク
に
親
し
む
研
究
態
度
が
と
ら
れ
て
い
る
．

ハ
ン
ブ
ロ
氏
の
判
例
法
は
、
彼
が
裁
判
所
書
記
と
い
う
こ
の
種
の
仕
事
に
携
わ

る
の
に
全
く
有
利
な
地
位
に
あ
り
、
し
か
も
ケ
ー
ス
・
・
ウ
に
親
し
む
法
的
環

境
の
も
と
に
あ
る
成
果
に
他
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
．
皆
川
教
授
は
、
こ
の
よ

う
な
意
味
あ
い
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
種
の
仕
事
に
携
わ
る
の
に
決
し
て
有
利
な

地
位
に
お
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
と
現
在
ま
で

の
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
決
及
び
勧
告
的
意
見
・
命
令
集
に
、
す
べ
て
目
を
通

す
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
身
か
な
り
の
努
力
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
し
、
判
決
文

を
国
際
法
学
の
体
系
の
枠
内
に
分
類
づ
け
る
こ
と
に
も
ま
た
か
な
り
の
学
識
を

要
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
点
を
克
服
さ
れ
て
、
皆
川
教
授
が
、
司

法
裁
判
所
の
判
決
な
い
し
勧
告
的
意
見
の
イ
ギ
リ
ス
文
又
は
フ
ラ
ン
ス
文
の
正

文
を
、
忠
実
に
翻
訳
さ
れ
、
国
際
法
の
も
つ
と
も
重
要
な
判
例
を
国
際
法
の
体



系
に
分
類
し
つ
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
正
に
一
つ
の
偉
業
で
あ
る
．

　
国
際
法
判
例
要
録
の
体
系
は
、
ま
ず
一
般
的
観
念
と
し
て
、
A
国
際
法
の

意
義
、
B
国
際
法
の
法
源
、
α
国
際
法
と
国
内
法
、
の
三
つ
の
項
目
、
次
い
で

条
約
の
解
釈
（
三
一
頁
ー
五
八
頁
）
の
項
目
が
、
解
釈
の
主
要
原
則
を
中
心
と

し
て
、
か
な
り
詳
細
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
司
法
裁
判
所
の
任

務
が
、
条
約
の
解
釈
を
一
つ
の
主
た
る
任
務
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
つ
て
い

る
．
そ
の
次
に
、
実
体
法
と
し
て
、
瓦
国
家
、
B
国
際
機
構
、
α
国
の
領
域
、

公
海
、
n
個
人
、
E
条
約
、
R
不
法
行
為
の
諸
項
目
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
て
い

る
．
実
法
体
の
後
に
、
裁
判
手
続
と
し
て
、
A
裁
判
所
の
地
位
と
任
務
、
R
裁

判
所
の
管
轄
（
二
〇
三
頁
ー
二
四
三
頁
）
、
α
係
争
手
続
、
n
勧
告
的
意
見
を
あ

つ
か
つ
て
い
る
。
裁
判
所
の
管
轄
に
充
当
さ
れ
た
百
が
多
い
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
こ
こ
数
年
国
際
司
法
裁
判
所
の
事
件
に
い
わ
ゆ
る
先
決
的
抗
弁
の
争
い

が
多
い
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
．
皆
川
教
授
に
よ
つ
て
体
系

化
さ
れ
た
判
例
の
分
類
の
し
か
た
は
、
ハ
ン
ブ
・
あ
る
い
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ

ー
・
ゲ
ラ
ル
ド
・
フ
イ
ッ
モ
ー
リ
ス
現
国
際
司
法
裁
判
所
裁
判
官
の
イ
ギ
リ
ス

国
際
法
年
鑑
に
寄
稿
し
た
判
例
分
析
に
、
そ
の
多
く
を
拠
つ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
皆
川
教
授
の
国
際
法
判
例
要
録
が
、
実
体
法
と
裁
判
手
続
と
い
う
構
成
を
と

つ
た
こ
と
に
、
私
は
、
こ
の
書
の
一
つ
の
重
要
な
意
義
を
発
見
す
る
。
法
学
者

は
、
　
一
般
に
そ
の
研
究
の
焦
点
を
実
体
法
に
お
き
が
ち
で
あ
る
。
国
際
法
学
に

お
い
て
も
、
こ
の
傾
向
は
全
く
同
じ
、
否
よ
り
強
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
裁
判
手
続
に
関
す
る
特
殊
研
究
書
が
、
欧
米
に
お
い
て
さ
え
、
国
際
実
体

法
の
研
究
書
に
比
較
し
て
極
め
て
少
い
こ
と
に
よ
つ
て
間
接
的
に
証
明
さ
れ
て

　
　
　
紹
介
と
批
評

い
る
。
本
書
が
、
敢
て
裁
判
手
続
と
い
う
項
を
設
け
、
手
続
の
一
般
的
論
点
、

証
拠
、
付
随
手
続
、
判
決
、
上
訴
と
い
う
分
類
の
も
と
に
、
国
際
訴
訟
に
関
す

る
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
及
び
国
際
司
法
裁
判
所
の
諸
決
定
を
収
録
さ
れ
た
こ

と
、
ー
本
書
の
性
質
上
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ー
は
、
殊
の
ほ
か
本

書
の
価
値
を
高
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
分
野
の
研
究
へ

の
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
国
際
訴
訟
の
問
題
が
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
紹
介
に
お
い
て
は
、
個
々
の
判
決
文
や
勧
告
的
意
見
の
訳
語
や
分
類
の

し
か
た
に
つ
い
て
、
批
評
す
る
こ
と
は
敢
て
さ
し
ひ
か
え
た
い
と
思
う
。
と
い

う
の
は
国
際
法
学
の
分
野
に
か
ぎ
ら
ず
、
翻
訳
ほ
ど
労
多
く
し
て
、
読
者
の
便

宜
に
供
せ
ら
れ
な
が
ら
、
し
か
も
訳
語
が
し
ば
し
ば
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
こ

と
、
決
し
て
少
く
は
な
い
．
し
か
し
批
判
者
自
ら
、
必
ず
し
も
訳
者
と
同
程
度

の
労
を
費
し
て
い
た
場
合
は
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
皆
川
教
授

の
常
日
頃
の
綿
密
周
到
な
研
究
態
度
か
ら
、
筆
者
は
、
こ
の
判
例
要
録
が
、
原
文

に
忠
実
に
翻
訳
さ
れ
、
推
こ
う
を
重
ね
た
御
労
作
で
あ
る
と
信
じ
た
い
と
思
う
．

　
最
後
に
、
本
書
を
読
ま
れ
る
方
々
に
若
干
の
示
．
唆
を
し
て
お
き
た
い
．
国
際

司
法
裁
判
所
あ
る
い
は
他
の
国
際
裁
判
所
の
判
例
は
、
国
際
法
学
の
研
究
に
無

視
し
え
な
い
重
要
性
を
も
つ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
が
、
国
際
我
判
所
の

判
例
を
通
し
て
の
国
際
法
と
い
う
表
現
の
も
と
に
、
国
際
法
判
例
の
研
究
の
重

要
性
を
強
調
す
る
の
も
同
じ
意
味
あ
い
を
担
つ
て
い
る
。
こ
の
書
物
も
、
か
よ

う
な
ケ
ー
ス
メ
ソ
オ
ド
方
式
に
よ
る
国
際
法
の
勉
学
に
有
益
か
つ
便
利
な
書
物

で
あ
る
。
そ
の
名
称
の
よ
う
に
、
国
際
法
判
例
要
録
で
あ
る
。
裁
判
所
に
付
託

さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
下
し
た
判
決
又
は
勧
告
的
意
見
の
文
節
を
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紹
介
と
批
評

国
際
法
の
体
系
に
従
つ
て
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
．
国
際
法
学
者
は
、
し
ば
し

ば
X
の
事
件
に
対
し
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
Y
の
問
題
に
つ
い
て
、
Z
の
判

決
を
下
し
た
、
と
説
明
す
る
．
そ
し
て
Z
の
内
容
は
、
実
定
国
際
法
の
原
則
で

あ
る
よ
う
に
解
説
す
る
．
こ
の
説
明
に
お
い
て
、
X
の
事
件
、
Y
の
問
題
と
き

り
は
な
し
て
、
Z
が
実
定
国
際
法
の
原
則
で
あ
る
た
め
に
は
、
単
に
判
決
文
の

関
連
文
節
の
引
用
だ
け
か
ら
判
断
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
．
判
例
は
、
常
に
一
般
的
適
用
可
能
な
原
則
を
設
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
し
、
具
体
的
事
件
な
い
し
事
実
関
係
の
適
当
な
分
析
な
し
に
、
判
例
の
極
端

な
一
般
化
は
、
時
に
誤
つ
た
国
際
立
法
へ
の
途
を
進
む
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
種
の
労
作
を
読
む
者
に
と
つ
て
、
す
べ

て
の
国
際
法
学
者
の
共
通
の
助
言
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
ハ
ン
ブ
・
氏
が
、
国
際
裁
判
所
の
判
例
法
を
執
筆
し
た
一
九
五
一
年
に
、
司

法
裁
判
所
の
判
例
と
勧
告
的
意
見
そ
れ
に
命
令
を
読
む
だ
け
で
、
三
七
八
○
頁

を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
と
書
い
て
い
た
．
そ
れ
以
来
皆
川
教

授
の
国
際
法
判
例
要
録
に
収
め
ら
れ
た
事
件
ま
で
読
む
と
す
れ
ば
、
更
に
一
七

二
九
舜
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
約
五
五
〇
〇
百
の
大
記
録

を
、
英
文
又
は
仏
文
で
読
む
こ
と
は
、
か
な
り
の
努
力
を
要
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
．
ま
し
て
学
界
に
問
う
形
に
お
い
て
、
訳
出
を
試
み
る
と
な
れ
ば
、
そ
の
努

力
は
、
筆
に
よ
つ
て
示
し
が
た
い
異
常
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
．
世
界
法
廷

の
大
記
録
の
要
録
と
し
て
、
日
本
文
で
書
か
れ
た
こ
の
判
例
要
録
は
、
日
本
に

お
け
る
国
際
法
学
の
研
究
に
、
有
益
か
つ
便
宜
な
書
物
と
し
て
愛
用
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
皆
川
教
授
の
一
貫
し
た
御
努
力
に
、
深
く
敬
服
す
る
と
と
も
に
、
学

界
に
便
宜
な
書
物
が
提
供
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
安
易
に
つ
く
こ
と
な
く
、
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準
備
書
面
や
訴
答
記
録
に
よ
る
、
各
事
件
の
本
格
的
研
究
へ
の
礎
石
と
し
て
、

私
は
、
こ
の
労
作
を
う
け
と
り
、
皆
川
教
授
と
と
も
に
こ
の
分
野
の
研
究
に
進

ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
省
し
な
が
ら
、
紹
介
の
筆
を
欄
く
こ
と
に
し
た

い
。
（
有
斐
閣
刊
　
三
二
四
頁
　
定
価
一
三
〇
〇
円
）
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