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『
国
際
法
』
（
第
六
版
）

　
　
　
　
　
ー
平
時
国
際
法
入
門
ー

　
幽
　
こ
の
書
物
の
第
一
版
は
、
　
一
九
二
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
書
物

は
．
国
際
法
の
入
門
書
と
し
て
．
も
つ
と
も
よ
い
と
い
う
評
価
を
、
ど
こ
で
も

う
け
て
い
た
。
こ
の
名
著
の
主
人
は
、
今
や
逝
ぎ
、
そ
の
後
継
者
ウ
ォ
ル
ド
ヅ

ク
教
授
に
よ
つ
て
、
こ
の
名
著
は
、
改
訂
さ
れ
た
．
戦
後
、
一
九
四
九
年
に
第

四
版
．
一
九
五
五
年
に
第
五
版
．
六
年
な
い
し
八
年
に
改
版
さ
れ
て
い
る
。
戦

後
の
版
に
は
、
重
刷
が
増
し
て
い
る
こ
と
も
、
本
書
の
読
者
層
の
世
界
的
広
が

り
を
示
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
．
戦
後
の
四
版
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
本
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誌
に
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る
．
そ
の
後
、
第
五
版
は
、
一
又
正
雄
博
士
に
よ
つ

て
邦
訳
さ
れ
た
．
第
五
版
は
、
形
式
的
に
、
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
の
遺
著
と
な
つ
た
．

ブ
ラ
イ
ア
リ
i
教
授
は
、
多
く
の
学
術
論
文
を
書
く
わ
り
に
は
、
著
書
が
少
な

か
つ
た
。
僅
か
に
、
こ
の
入
門
書
以
外
に
は
．
一
九
四
四
年
の
↓
ざ
○
詳
ご
鼻

3
吋
一
9
。
導
鋒
9
毘
影
≦
と
い
う
小
冊
子
を
残
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ブ

ラ
イ
ア
リ
：
死
後
、
優
れ
た
論
考
の
い
く
つ
か
は
、
H
・
ラ
ウ
タ
ー
パ
ハ
ト
、

そ
し
て
後
継
者
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
に
よ
つ
て
、
彼
の
ハ
！
グ
ア
カ
デ
、
・
・
1
で
の
講

演
の
タ
イ
ト
ル
、
目
ぎ
評
。
・
置
亀
○
臣
鵯
ぎ
昌
一
旨
ぎ
器
彗
魯
菖
8
箪
罫
毛

”
呂
○
些
霞
評
窟
騒
（
一
3
0
。
）
の
も
と
に
出
版
さ
れ
た
。

　
今
、
再
び
こ
こ
に
後
継
者
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
に
よ
る
六
版
を
、
紹
介
・
批
評
の

対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
は
、
一
九
五
五
年
の
五
版
と
六
三
年
の
六
版
と
の

間
に
、
国
際
法
の
新
し
い
事
態
が
、
ど
の
よ
う
な
形
に
お
い
て
、
ま
た
ど
こ
ま

で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
か
を
吟
味
す
る
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
書

が
“
一
般
的
に
、
イ
ギ
リ
ス
国
際
法
の
伝
統
を
う
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
し
か
も
新

奇
に
走
る
こ
と
の
な
い
客
観
的
叙
述
と
し
て
定
評
を
え
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し

て
、
わ
れ
わ
れ
が
国
際
法
に
お
け
る
新
し
い
現
象
を
、
一
般
的
な
講
義
で
、
ど

こ
ま
で
客
観
的
に
解
説
す
る
こ
と
が
妥
当
な
の
か
の
一
応
の
基
準
と
し
て
考
え

て
み
た
い
こ
と
に
よ
つ
て
い
る
。

　
初
版
以
来
、
そ
の
序
文
に
説
か
れ
て
い
た
、
本
書
の
意
図
は
、
六
版
に
お
い

て
、
第
五
版
の
序
文
と
と
も
に
、
ま
た
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
の
六
版
へ
の
序
文
に
も
、

く
り
か
え
し
明
示
さ
れ
て
い
る
。
国
際
法
を
は
じ
め
て
研
究
す
る
人
々
か
、
あ

る
い
は
、
国
際
関
係
に
お
い
て
国
際
法
の
演
ず
る
役
割
に
つ
い
て
、
あ
る
思
考

を
も
ち
た
い
と
思
う
素
人
の
人
々
の
た
め
の
入
門
書
と
し
た
い
、
と
。
ウ
ォ
ル



ド
ッ
ク
は
、
そ
の
序
文
に
お
い
て
、
本
書
の
改
版
へ
の
困
難
さ
を
、
つ
ぎ
の
二

つ
の
理
由
に
お
い
て
い
る
．
そ
の
一
つ
は
、
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
の
記
述
の
単
純

さ
と
簡
潔
さ
と
を
も
つ
た
、
す
べ
て
ブ
ラ
イ
ァ
リ
ー
の
労
作
を
特
徴
づ
け
て
い

る
、
そ
の
判
断
、
視
野
な
ら
び
に
学
識
は
、
そ
の
国
際
法
を
、
そ
れ
自
ら
の
様

式
に
お
い
て
名
作
と
し
て
お
り
、
し
か
も
多
く
の
国
々
に
お
い
て
広
い
一
般
性

を
勝
ち
え
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
普
通
の
状
態
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
版
の
準

備
は
、
責
任
あ
る
、
か
つ
デ
リ
ケ
ー
ト
な
仕
事
と
な
つ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
名
著
を
名
著
と
し
て
、
ア
プ
・
ツ
ウ
・
デ
イ
ト
な
形
で
維
持
す
る
こ

と
は
、
確
か
に
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
改
訂
個
所
の
い
く
つ
か
を
と
り
あ
げ

て
読
ん
だ
場
合
、
国
際
法
の
識
者
な
ら
、
こ
の
個
所
は
、
後
継
者
の
努
力
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
明
ら
か
に
ブ
ラ
イ
ア
リ
：
的
表
現
で
な
い
と
判
断
さ
れ
る
個
所

も
あ
ろ
う
．
し
か
し
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
国
際
法
の
講
座
を
継
承
し
た
点
か

ら
、
本
書
の
改
訂
者
と
し
て
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
は
、
一
応
そ
の
適
任
者
と
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
改
訂
を
困
難
に
し
た
今
一
つ
の
理
由
は
、
著
者
の
死
後
数
年
の
あ
い
だ
に
、

国
際
機
構
と
国
際
法
に
お
い
て
生
じ
た
、
現
に
大
い
な
る
発
展
と
い
う
こ
と
で

あ
る
．
確
か
に
、
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
の
指
摘
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
多
く
の
独
立

国
の
出
現
に
よ
る
、
国
際
連
合
の
構
成
、
政
治
、
仕
事
に
お
け
る
変
革
、
あ
る

い
は
中
東
お
よ
び
コ
ン
ゴ
ー
危
機
を
処
理
す
る
に
当
つ
て
と
ら
れ
た
国
連
警
察

軍
の
形
成
と
作
戦
の
体
験
、
あ
る
い
は
、
一
般
国
際
法
に
お
け
る
、
海
洋
法
条

約
、
外
交
関
係
条
約
、
国
際
河
川
な
い
し
大
気
圏
外
の
法
制
度
の
問
題
な
ど
、

一
九
五
五
年
以
後
の
発
展
と
し
て
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
も
少
な
く

は
な
い
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

　
本
書
は
、
入
門
書
で
あ
る
と
い
つ
て
も
、
か
な
り
格
調
の
あ
る
国
際
法
の
講

義
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
敢
て
テ
キ
ス
ト
と
い
う
語
は
、
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー

が
、
テ
キ
ス
ト
・
ラ
イ
タ
ー
で
は
な
い
と
い
5
音
心
味
で
避
け
て
お
き
た
い
。
と

こ
ろ
で
、
第
六
版
は
、
第
五
版
に
比
較
し
て
一
〇
〇
頁
余
り
増
補
さ
れ
て
い

る
。
第
一
版
の
二
〇
〇
頁
に
比
較
し
て
、
二
倍
以
上
に
な
つ
た
こ
と
、
そ
れ
だ

け
国
際
法
の
内
容
が
、
豊
か
に
あ
る
い
は
複
雑
に
な
つ
た
と
も
い
え
よ
う
。
改

訂
さ
れ
た
分
野
は
、
一
つ
は
、
国
際
連
合
を
中
心
と
し
た
諸
現
象
の
分
析
と
解

説
で
あ
り
、
他
は
、
一
般
国
際
法
の
制
度
に
お
け
る
法
の
発
展
の
分
析
と
解
説

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
一
般
的
国
際
法
に
お
け
る
若
干
の
課
題
を
、

ウ
ォ
ル
ド
ヅ
ク
の
記
述
に
従
い
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
二
　
ま
ず
現
代
の
体
系
の
特
性
の
な
か
の
、
法
典
化
の
諸
提
案
の
記
述
に
注

目
し
た
い
。
一
九
三
〇
年
の
法
典
編
さ
ん
会
議
の
失
敗
に
つ
い
て
の
説
明
．
国

際
法
委
員
会
の
発
足
ま
で
は
、
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
の
記
述
の
ま
ま
に
止
め
ら
れ
た

が
、
国
際
法
委
員
会
の
構
成
、
任
務
そ
し
て
実
績
に
、
数
頁
を
増
補
し
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
国
際
法
委
員
会
規
程
第
十
五
条
は
、
委
員
会
の
任
務
を
、

い
わ
ゆ
る
国
際
法
の
漸
進
的
発
展
（
胃
。
鷺
Φ
琶
ぎ
留
ぎ
一
8
窮
Φ
暮
亀
巨
Φ
§
甲

ぎ
暴
＝
卑
妻
）
、
つ
ま
り
未
だ
国
際
法
に
よ
つ
て
規
律
さ
れ
て
い
な
い
、
又
は
法

が
未
だ
諸
国
の
実
行
に
お
い
て
充
分
に
発
展
し
て
い
な
い
、
問
題
に
つ
い
て
条

約
案
を
準
備
す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
そ
の
法
典
化
（
8
臼
浮
畳
9
）
、
つ
ま
り

既
に
広
く
諸
国
の
実
行
、
先
例
お
よ
び
原
理
が
存
在
し
て
い
る
分
野
に
お
い
て
、

国
際
法
の
規
則
の
よ
り
正
確
な
法
文
化
と
体
系
化
に
あ
る
、
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
漸
進
的
発
展
と
法
典
化
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
、
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
説
明
す
る
．
委
員
会
が
、
漸
進
的
発
展
を
め
ざ
す
場
合
に
、
委
員
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一
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会
が
条
約
案
を
作
成
し
、
国
連
総
会
が
国
際
的
取
極
の
締
結
に
も
た
ら
す
措
置

を
決
定
す
る
。
法
的
効
力
は
、
国
際
的
取
極
の
手
段
に
よ
つ
て
達
成
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
法
典
化
は
、
委
員
会
報
告
の
単
純
な
公
布
か
、
報
告
の
全
部

又
は
一
部
を
採
択
す
る
総
会
の
決
議
か
、
と
い
う
形
で
達
成
さ
れ
る
。
海
洋
法

条
約
や
外
交
関
係
条
約
は
、
前
者
の
例
で
あ
り
、
仲
裁
裁
判
法
典
は
後
者
の
例

で
あ
る
。
確
か
に
、
規
程
第
十
五
条
を
形
式
的
に
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
理
解

で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
漸
進
的
発
展
な
い
し
法
典
化

と
い
う
観
念
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
現
状
に
お
い
て
一
般
的
で
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
自
身
も
、
法
典
化
と
漸
進
的
発
展
と

の
間
に
明
確
な
区
別
は
で
ぎ
な
い
こ
と
を
経
験
は
示
し
た
と
い
つ
て
い
る
。
こ

こ
で
区
別
が
困
難
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
法
と
さ
る
べ
き
内
容
、
実
質
か
ら
、
ど

ち
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
か
の
問
題
で
あ
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ウ
ォ
ル

ド
ッ
ク
は
、
法
典
化
と
漸
進
的
発
展
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
重
要
性
が
あ
る
と

い
う
．
漸
進
的
発
展
の
た
め
の
提
案
は
、
総
会
に
よ
つ
て
発
案
さ
れ
る
の
に
対

し
て
、
委
員
会
そ
の
も
の
は
法
典
化
を
発
案
で
き
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
し

か
し
、
委
員
会
は
、
取
り
あ
つ
か
う
問
題
を
処
理
す
る
に
当
つ
て
、
ど
ち
ら
の

手
続
に
よ
る
か
を
予
め
決
め
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
こ
の
個
所
で
、
説
明
の
必

要
で
あ
つ
た
の
は
、
委
員
会
規
程
の
形
式
上
の
概
念
と
そ
の
概
念
の
実
質
的
理

解
の
し
か
た
、
と
の
区
別
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
え
よ

う
。
委
員
会
の
実
績
の
正
し
い
評
価
の
う
え
に
、
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
は
、
基
本
的

に
法
典
化
の
一
つ
で
あ
つ
た
場
合
で
さ
え
、
あ
る
諸
国
は
明
ら
か
に
確
立
さ
れ

た
規
則
を
問
題
と
し
は
じ
め
、
ま
た
政
治
的
要
素
が
作
用
し
て
い
る
こ
と
も
示

し
て
い
る
．
共
産
主
義
ブ
耳
ッ
ク
が
、
そ
の
ブ
・
ッ
ク
に
適
当
で
な
い
慣
習
法
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規
に
挑
戦
し
た
り
、
新
し
い
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
バ
の
実

行
か
ら
発
展
し
た
慣
習
法
に
挑
戦
し
た
時
に
、
重
要
な
悲
観
論
が
現
わ
れ
て
い

た
、
と
い
う
。
確
か
に
こ
の
よ
う
な
事
態
に
お
け
る
法
典
化
あ
る
い
は
漸
進
的

発
展
は
、
至
難
の
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
こ
の
よ
5
な
事
態
に
お
い
て
こ
そ
、

国
際
法
の
規
則
を
国
際
的
取
極
に
高
め
よ
う
と
す
る
国
際
法
委
員
会
の
重
要
性

は
増
大
し
て
い
る
、
と
い
う
見
方
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
三
　
つ
ぎ
に
国
家
領
域
の
個
所
で
、
と
く
に
領
域
取
得
の
態
様
と
し
て
の
時

効
（
賢
8
鼠
言
魯
）
の
項
が
、
最
近
の
国
際
判
例
を
通
し
て
増
訂
さ
れ
て
い
る
．

国
際
司
法
裁
判
所
の
二
つ
の
判
決
．
マ
ン
キ
エ
ー
・
エ
ク
レ
ホ
ス
島
事
件
と
イ

ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
i
漁
業
事
件
、
い
ず
れ
も
イ
ギ
リ
ス
が
、
紛
争
当
事
国
で

あ
つ
た
だ
け
に
、
か
な
り
詳
し
い
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
マ
ソ
キ
エ
ー
・

エ
ク
レ
ホ
ス
島
事
件
に
つ
い
て
、
島
に
対
す
る
国
家
機
能
の
行
使
の
基
礎
の
う

え
に
、
裁
判
所
は
、
そ
の
島
に
対
す
る
所
有
の
歴
史
的
な
証
拠
を
主
権
（
帰
属
）

へ
の
決
定
的
な
も
の
と
し
て
処
理
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
諸
々
の
先
例

か
ら
一
般
的
に
．
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
つ
て
い
る
．
真
実
な

こ
と
は
、
国
家
権
威
の
平
穏
な
行
使
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
主
権
に
対
す
る
有

効
な
権
原
で
あ
る
こ
と
、
占
有
の
初
元
的
行
為
、
国
家
権
威
の
長
期
に
わ
た
る

行
使
の
い
ず
れ
の
証
拠
も
、
所
有
に
つ
い
て
の
平
穏
に
し
て
悪
意
で
な
い
性
質

を
確
証
す
る
も
の
と
し
て
重
要
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
長
期
に
わ
た
る

国
家
権
威
の
平
穏
な
行
使
は
、
他
国
の
ど
の
よ
う
な
有
効
な
前
の
権
威
の
存
在

を
も
排
除
す
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
使
は
、
長
期
に
わ
た
る
悪
意

の
所
有
に
よ
る
消
滅
時
効
の
原
理
に
訴
え
る
こ
と
を
不
必
要
と
せ
し
め
て
い

る
　
　
と



　
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
の
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
ウ
ォ
ル
ド

ッ
ク
の
批
評
は
、
か
な
り
酷
し
い
も
の
で
あ
る
。
漁
業
事
件
は
、
た
と
え
裁
判

所
が
．
そ
の
事
件
に
一
般
国
際
法
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
要
求
が
反
し
て
い
な
い
と

判
断
し
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
悪
意
の
占
有
な
い
し
時
効
を
適
用
し
て
．

沿
岸
国
が
一
般
国
際
法
の
も
と
で
は
、
公
海
の
一
部
で
あ
る
海
域
に
対
し
排
他

的
主
権
を
取
得
す
る
と
い
う
方
法
が
認
め
ら
れ
た
、
と
断
定
し
て
い
る
。
時
効

に
つ
い
て
の
彼
の
結
論
的
叙
述
は
、
前
の
権
原
を
消
滅
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
た

め
の
、
主
権
に
も
と
づ
く
長
期
の
所
有
は
、
継
続
的
、
公
然
の
、
そ
し
て
平
穏

の
、
つ
ま
り
国
家
権
威
の
継
続
的
、
公
然
の
、
妨
害
さ
れ
な
い
行
使
又
は
顕
示

が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
く
に
斬
新
と
い
う
の

で
は
な
い
が
、
　
パ
ル
マ
ス
島
事
件
、
東
部
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
事
件
、
イ
ギ
リ

ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
、
マ
ン
キ
エ
ー
・
エ
ク
レ
ホ
ス
島
事
件
を
、
一
つ

の
ギ
＄
鼠
宮
一
自
と
い
う
系
列
の
も
と
に
処
理
し
た
こ
と
、
諸
々
の
判
決
の
こ

の
よ
う
な
評
価
の
し
か
た
に
は
多
少
問
題
が
あ
る
に
せ
よ
、
領
域
取
得
の
態
様

の
説
明
と
し
て
は
、
と
く
に
先
例
を
通
し
て
、
時
効
の
援
用
を
阻
止
す
る
有
効

な
抗
議
の
意
味
づ
け
に
連
な
つ
て
い
る
点
に
お
い
て
興
味
が
あ
ろ
う
。

　
四
　
同
じ
領
域
の
部
分
で
、
海
洋
法
の
分
野
の
増
訂
が
著
し
い
．
一
九
五
八

年
の
領
海
お
よ
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
や
大
陸
棚
に
関
す
る
条
約
、
い
ず

れ
の
条
約
も
、
発
効
に
必
要
な
批
准
の
寄
託
を
え
て
い
な
い
現
状
で
、
こ
れ
ら

の
条
約
の
内
容
を
ど
こ
ま
で
説
明
し
た
ら
よ
い
か
は
、
か
な
り
困
難
な
こ
と
で

あ
る
。
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
は
、
領
海
お
よ
び
接
続
水
域
に
関
す
る
条
約
を
、
内
水
、

領
海
お
よ
び
接
続
水
域
を
支
配
す
る
現
代
の
法
の
合
意
さ
れ
た
声
明
に
、
も
つ

と
も
近
い
事
柄
を
表
現
し
て
い
る
と
し
て
、
大
体
の
条
項
に
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
紹
介
と
批
評

湾
に
つ
い
て
の
二
四
マ
イ
ル
の
幅
に
つ
い
て
は
、
た
だ
新
奇
な
、
と
表
現
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
漁
業
事
件
の
判
決
を

法
文
化
し
た
、
直
線
基
線
・
条
約
四
条
に
は
、
か
な
り
の
批
判
を
加
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
基
線
の
長
さ
を
定
め
て
い
な
い
こ
と
や
沿
岸
の
一
般
的
方
向
と
い

う
表
現
の
不
正
確
さ
は
、
こ
れ
ら
の
沿
岸
の
内
水
に
対
す
る
極
端
な
要
求
の
た

め
に
、
あ
る
抜
け
道
を
残
し
て
い
る
．
そ
れ
ゆ
え
、
直
線
基
線
を
規
定
し
た
第

四
条
は
、
箒
奨
ξ
一
民
①
暮
8
又
は
芭
即
邑
－
ま
韻
a
と
し
て
真
に
み
な
さ
れ

る
沿
岸
に
限
つ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
解
説
す
る
。

　
領
海
の
幅
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
八
年
、
六
〇
年
の
海
洋
法
会
議
に
お
け
る

諸
国
の
動
向
を
伝
え
て
い
る
。
ま
ず
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
一
回
海
洋
法
会
議
に
、

は
じ
め
領
海
の
幅
に
つ
い
て
の
三
つ
の
大
き
な
主
張
の
動
き
の
あ
つ
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
ヵ
・
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
　
⑥
領
海
三

マ
イ
ル
と
一
ニ
マ
イ
ル
ま
で
の
接
続
水
域
・
排
他
的
漁
業
権
は
、
領
海
内
に
限

定
さ
れ
、
領
海
外
の
漁
業
保
存
は
、
別
の
条
約
に
よ
る
と
い
う
立
場
。
⑥
沿
岸

国
は
基
線
か
ら
一
ニ
マ
イ
ル
ま
で
の
接
続
水
域
内
に
お
い
て
排
他
的
漁
業
権
を

も
つ
と
い
う
立
場
。
も
と
よ
り
領
海
三
マ
イ
ル
、
接
続
水
域
一
ニ
マ
イ
ル
に
加

え
て
、
そ
こ
で
の
排
他
的
漁
業
権
を
い
う
、
カ
ナ
ダ
の
立
場
。
＠
ア
フ
リ
カ
、

ア
ジ
ア
、
ソ
ヴ
エ
ト
グ
ル
㌧
フ
の
基
線
か
ら
一
ニ
マ
イ
ル
ま
で
で
、
領
海
に
つ

い
て
そ
れ
自
身
の
限
界
を
選
択
す
る
権
利
を
も
つ
と
い
う
立
場
。

　
三
マ
イ
ル
の
伝
統
国
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
が
、
六
マ
イ
ル
に
譲
歩
す
る
提
案
を

し
た
事
情
に
関
連
し
て
、
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
行
き
詰
り
を
打

開
す
る
た
め
に
、
六
マ
イ
ル
の
領
海
と
一
ニ
マ
イ
ル
ま
で
の
接
続
水
域
と
い
う

妥
協
を
提
案
し
た
、
と
い
い
、
そ
れ
は
、
自
動
的
に
排
他
的
漁
業
権
が
、
沿
岸
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紹
介
と
批
評

か
ら
六
マ
イ
ル
に
及
ぶ
こ
と
を
意
味
し
た
が
、
ヵ
ナ
ダ
に
と
つ
て
も
他
の
諸
国

に
と
つ
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
つ
た
、
と
記
述
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
二
次

海
洋
法
会
議
に
お
け
る
、
一
つ
の
妥
協
案
、
六
マ
イ
ル
の
領
海
プ
ラ
ス
六
マ
イ

ル
の
漁
業
専
管
水
域
、
も
と
よ
り
漁
業
実
績
を
も
つ
漁
業
国
の
既
得
権
確
保
を

条
件
と
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
う
ま
く
考
え
ら
れ
た
妥
協
案
は
、
ア
メ
リ
カ
や

多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
ー
そ
こ
に
は
犠
牲
も
含
ま
れ
て
い
た
が
ー
に
よ

つ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
た
．
会
議
で
は
、
最
終
投
票
で
三
分
の
二
の
多
数
が
え

ら
れ
る
こ
と
が
、
確
信
的
に
期
待
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
期
待

は
、
失
敗
に
終
つ
た
。
妥
協
成
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
は
、
三
マ
イ
ル

の
限
界
に
復
帰
し
た
。
多
く
の
他
の
諸
国
は
、
六
又
は
一
ニ
マ
イ
ル
の
要
求
を

続
け
て
い
る
。
領
海
の
幅
の
問
題
は
、
将
来
の
紛
議
の
重
大
な
潜
在
的
な
源
泉

と
し
て
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
領
海
の
幅
の
間
題
の
一
般
的
記
述
と
し
て
は
、

か
な
り
整
理
さ
れ
て
い
る
と
い
う
印
象
が
深
い
。

　
大
陸
棚
に
つ
い
て
も
、
伝
統
的
な
海
床
占
有
か
ら
、
ト
ル
ー
マ
ン
宣
伝
、
さ

ら
に
一
九
五
八
年
の
大
陸
棚
条
約
の
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
大
陸

棚
条
約
に
お
け
る
天
然
資
源
の
意
味
に
つ
い
て
、
大
陸
棚
に
対
す
る
主
権
的
権

利
に
は
、
海
床
お
よ
び
底
土
の
鉱
物
お
よ
び
非
生
物
資
源
を
含
み
、
加
え
て
、

収
穫
期
に
お
い
て
、
海
床
又
は
底
土
と
常
に
物
理
的
に
結
着
し
て
い
る
場
合
を

除
い
て
、
動
く
こ
と
の
で
き
な
い
（
ぎ
ヨ
。
竃
。
9
琶
ぎ
一
Φ
ε
彰
。
ぎ
）
定
着
種

に
属
す
る
生
物
体
を
含
む
と
解
説
し
て
い
る
。

　
領
域
に
関
連
し
て
．
今
一
つ
空
域
の
項
を
み
て
み
よ
う
．
科
学
的
目
的
の
た

め
の
大
気
圏
外
の
利
用
問
題
が
、
や
は
り
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

偵
察
機
に
よ
る
高
度
の
飛
行
は
、
領
空
の
侵
犯
と
し
て
抗
議
さ
れ
て
い
る
が
、
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幸
に
し
て
大
気
圏
外
に
お
け
る
ロ
ケ
ッ
ト
飛
行
や
人
工
衛
星
の
軌
道
飛
行
に
対

し
て
抗
議
の
措
置
は
、
と
ら
れ
て
い
な
い
。
と
く
に
米
ソ
両
国
が
、
こ
の
よ
う

な
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
や
、
あ
る
点
に
お
い
て
空
域
に
お
け
る

領
域
主
権
が
終
り
、
そ
し
て
他
の
法
律
制
度
が
、
恰
か
も
公
海
に
お
け
る
航
行

の
ご
と
く
．
そ
の
飛
行
が
原
則
と
し
て
す
べ
て
に
自
由
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が

始
ま
る
。
つ
ま
り
空
域
（
領
空
）
の
上
限
を
決
定
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
つ
て

い
る
。
こ
の
上
限
を
決
定
す
る
の
に
い
く
つ
か
の
基
準
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

e
地
球
の
空
間
の
限
界
は
、
大
気
を
組
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
気
体

内
容
の
量
に
従
つ
て
、
五
〇
〇
マ
イ
ル
な
い
し
一
八
○
O
O
マ
イ
ル
の
間
で
定

め
ら
れ
る
と
い
5
基
準
。
⇔
飛
行
の
た
め
空
気
又
は
ガ
ス
に
依
存
し
て
い
る
機

器
に
よ
る
可
能
な
飛
行
の
限
界
は
、
最
大
限
、
約
二
五
マ
イ
ル
と
い
う
基
準
。

㊧
飛
行
が
地
球
と
結
び
つ
く
こ
と
を
止
め
、
惑
星
間
又
は
圏
外
飛
行
と
な
る
、

多
く
の
物
理
的
諸
要
素
に
関
連
し
て
到
達
す
る
に
至
る
点
は
、
約
五
〇
マ
イ
ル

と
い
う
基
準
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
つ
い
て
定
ま
つ
た
も
の

が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
第
一
の
基
準
よ
り
も
、
第

二
第
三
の
基
準
に
関
係
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
確
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と

が
、
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
て
い
る
。

　
五
　
以
上
、
主
と
し
て
一
般
国
際
法
の
若
干
の
課
題
を
と
り
あ
げ
て
、
断
片

的
に
、
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
の
改
訂
増
補
個
所
を
検
討
し
て
み
た
。
一
般
国
際
法
の

分
野
で
も
、
な
お
管
轄
権
の
個
所
で
は
．
外
交
特
権
・
免
除
、
領
事
関
係
な
ど

に
つ
い
て
、
新
し
い
条
約
あ
る
い
は
国
際
法
委
員
会
案
を
引
用
し
て
説
明
し
て

い
る
。
総
じ
て
入
門
書
と
し
て
は
、
か
な
り
詳
し
い
解
説
、
そ
し
て
将
来
へ
の

予
見
が
示
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
な
お
、
増
訂
の
個



所
と
し
て
、
国
際
連
合
の
諸
機
関
の
構
成
、
手
続
、
紛
争
解
決
の
実
務
な
ど
が
、

か
な
り
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と

え
ぽ
、
安
全
保
障
理
事
会
と
拒
否
権
、
平
和
統
合
の
決
議
、
経
済
社
会
理
事
会

（
第
三
章
）
、
国
際
組
織
に
お
け
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
の
継
承
（
第
四
章
）
、
信
託

統
治
地
域
、
植
民
地
（
第
五
章
）
、
国
際
紛
争
の
処
理
の
た
め
の
憲
章
制
度
の
利

用
（
第
六
章
）
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
客
観
的
に
説
明
す

る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
間
題
が
、
政

治
と
法
と
の
接
点
に
お
い
て
常
に
認
識
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

入
門
書
で
、
客
観
的
に
こ
れ
ら
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
相
当
に
慎
重

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
に
よ
る
六
版
の
増
訂
に
お
け
る
叙
述
は
、
あ
る
局
面
に
お
い

て
、
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
的
な
思
考
な
い
し
学
的
態
度
と
多
少
異
な
つ
た
、
か
な
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ

に
思
い
き
つ
た
評
価
と
予
測
を
立
て
て
い
る
。
名
作
を
名
作
と
し
て
改
訂
し
、

ア
プ
・
ッ
ウ
・
デ
イ
ト
に
す
る
困
難
性
は
、
作
者
の
死
後
八
年
に
お
い
て
既
に

生
じ
た
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
、
国
際
関
係
の
変
動
と
新
し
い
法
現
象
の
登
場

に
よ
つ
て
い
る
．
た
と
え
国
際
法
の
基
本
的
基
調
が
変
ら
な
い
と
し
て
も
、
国

際
法
の
現
象
は
、
時
々
刻
々
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
変
化
を
、
い
か
に
理
解

す
る
か
は
、
学
者
の
法
理
解
へ
の
態
度
に
依
存
し
て
い
る
。
ブ
ラ
イ
ア
リ
ー
の

命
脈
が
、
こ
の
六
版
の
増
補
個
所
に
連
な
つ
て
い
る
か
ど
う
か
、
筆
者
は
若
千

の
疑
間
を
も
つ
．
し
か
し
、
世
界
の
動
ぎ
の
う
ち
に
、
よ
り
ア
プ
・
ッ
ウ
・
デ

イ
ト
な
形
に
お
い
て
、
名
著
を
改
訂
し
大
幅
に
増
補
し
た
ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
の
努

力
は
、
や
は
ウ
継
承
者
の
義
務
を
果
し
た
と
い
う
意
味
で
賞
讃
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
．
た
た
難
を
い
え
ば
、
増
補
の
個
所
に
、
ミ
ス
タ
イ
プ
が
目
立
つ
の
が

　
　
　
紹
介
と
批
評

多
少
気
に
な
る
。

（
中
村
　
涜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
　
　
　
（
八
三
九
）


