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国家承認の現状と今後の課題

国
家
承
認
の
現
状
と
今
後
の
課
題

濱　
　

本　
　

幸　
　

也＊

一　

序

　

国
家
承
認
は
国
際
法
の
中
で
も
既
に
検
討
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
論
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
、
国
際
社
会
に
は
一
九
六
の
国
家

が
あ
る
が（

（
（

、
こ
れ
が
近
い
将
来
、
急
速
に
増
加
し
て
国
家
承
認
が
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
る
見
通
し
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
、
国
家
の
数
が
大
幅
に
変
動
し
た
の
は
、
今
か
ら
二
十
年
か
ら
三
十
年
前
、
冷
戦
が
終
結
し
て
ソ
連
が
分
裂
し
た
時
と
ユ
ー
ゴ
ス

一　

序

二　

問
題
の
所
在

三　

日
本
の
最
高
裁
判
決
と
日
本
政
府
の
説
明

四　

日
本
政
府
の
説
明
に
つ
い
て
の
評
価

五　

未
承
認
主
体
と
「
国
家
の
間
の
関
係
」

六　

未
承
認
主
体
と
の
条
約
関
係

七　

国
家
承
認
の
撤
回

八　

お
わ
り
に
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ラ
ビ
ア
が
解
体
し
た
時
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
国
家
承
認
を
再
考
す
る
意
味
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
国
際
社
会
が
変
化
し
て
い

く
中
で
国
際
法
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
国
家
承
認
に
も
そ
の
傾
向
は
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
実
務
上
も
国

家
と
し
て
の
外
観
を
一
応
備
え
て
い
る
が
承
認
し
て
い
な
い
主
体
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
、
そ
の
後
承
認
す
る
場
合

に
は
そ
の
効
果
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
承
認
を
撤
回
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
存
在
す
る
。
本

稿
で
は
主
と
し
て
日
本
の
実
行
を
材
料
に
国
際
約
束
の
権
利
義
務
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
国
家
承
認
の
制
度
を
検
討
す
る
。

二　

問
題
の
所
在

　

国
家
承
認
の
効
果
に
つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る
創
設
的
効
果
説
と
宣
言
的
効
果
説
の
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
論
者
に

よ
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
異
な
る
が
、
以
下
で
は
と
り
あ
え
ず
、
創
設
的
効
果
説
は
、
あ
る
他
国
に
よ
り
国
家
と
し
て
承
認
さ
れ
る
以
前

の
政
治
的
実
体
の
国
際
法
主
体
性
は
当
該
他
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
否
定
さ
れ
、
そ
の
承
認
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
当
該
政
治
的
実

体
は
そ
の
承
認
を
行
っ
た
国
と
の
関
係
に
お
い
て
国
家
と
し
て
国
際
法
主
体
に
な
る
と
考
え
、
宣
言
的
効
果
説
は
、
一
定
の
要
件
を

充
足
し
て
い
る
新
国
家
は
、
承
認
さ
れ
る
以
前
か
ら
す
で
に
国
家
と
し
て
の
国
際
法
主
体
性
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
既
存
国
家
に
よ

る
承
認
は
新
国
家
が
本
来
も
っ
て
い
る
国
際
法
的
地
位
を
正
式
に
確
認
し
宣
言
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
と
の
前
提
で
議
論
を
進

め
る（

（
（

。

　

日
本
の
裁
判
所
は
、
日
本
が
国
家
承
認
し
て
い
な
い
北
朝
鮮
と
の
関
係
で
文
学
的
及
び
美
術
的
著
作
物
の
保
護
に
関
す
る
ベ
ル
ヌ

条
約（

（
（

（
以
下
、
ベ
ル
ヌ
条
約
（
が
適
用
さ
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
未
承
認
主
体
の
扱
い
に
つ
い
て
判
断
し
た
。
こ
の
う
ち
、

東
京
地
裁
判
決（

（
（

と
知
財
高
裁
判
決（

5
（

は
創
設
的
効
果
説
を
と
っ
て
い
る（

（
（

。
但
し
、
学
説
、
判
例
及
び
国
家
実
行
が
宣
言
的
効
果
説
で
ほ

ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
や
、「
国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
義
務
」
と
の
関
係
で
は
宣
言
的
効
果
説
的
な
折
衷
的
理
解
を
と
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る
こ
と
に
対
し
て
一
貫
性
に
欠
け
る
と
の
点
で
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る（

7
（

。
最
高
裁
判
決（

8
（

は
、
承
認
に
つ
い
て
の
立
場
は
は
っ
き
り
し

て
い
な
い
が（

9
（

、
権
利
義
務
の
性
質
に
よ
っ
て
未
承
認
主
体
と
の
間
で
発
生
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
し
た
。
以
下
で
は
、

ま
ず
国
家
で
あ
る
こ
と
と
国
家
承
認
と
の
関
係
を
確
認
し
、
未
承
認
主
体
と
の
国
際
約
束
の
締
結
や
多
数
国
間
条
約
の
権
利
義
務
関

係
を
検
討
し
、
最
近
の
動
き
と
し
て
国
家
承
認
の
撤
回
に
触
れ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
、
実
務
の
上
で
は
国
家
承
認
の
創
設

的
効
果
説
が
妥
当
す
る
面
は
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
提
起
を
行
う
。

三　

日
本
の
最
高
裁
判
決
と
日
本
政
府
の
説
明

（
一
）　

最
高
裁
判
決
の
要
点

　

ベ
ル
ヌ
条
約
事
件
の
最
高
裁
判
決
は
、「
一
般
に
、
我
が
国
に
つ
い
て
既
に
効
力
が
生
じ
て
い
る
多
数
国
間
条
約
に
未
承
認
国
が

事
後
に
加
入
し
た
場
合
、
当
該
条
約
に
基
づ
き
締
約
国
が
負
担
す
る
義
務
が
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
一
般
国
際
法
上
の
義
務
で
あ
る

と
き
な
ど
は
格
別
、
未
承
認
国
の
加
入
に
よ
り
未
承
認
国
と
の
間
に
当
該
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
が
直
ち
に
生
ず
る
と
解
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
我
が
国
は
、
当
該
未
承
認
国
と
の
間
に
お
け
る
当
該
条
約
に
基
づ
く
権
利
義
務
関
係
を
発
生
さ
せ
る
か
否
か
を
選
択

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
判
断
し
た
。
そ
の
上
で
、
ベ
ル
ヌ
条
約
は
、「
同
盟
国
と
い
う
国
家
の

枠
組
み
を
前
提
と
し
て
著
作
権
の
保
護
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
価
値
を
有
す
る
一
般
国
際
法
上
の
義
務
を
締
約
国
に
負
担
さ

せ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
断
す
る
。

（
二
）　

日
本
政
府
の
裁
判
所
に
対
す
る
説
明

　

こ
の
最
高
裁
の
判
断
に
は
、
下
級
審
の
審
理
に
当
た
っ
て
外
務
省
が
提
出
し
た
意
見
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
外
務
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省
の
意
見（

（1
（

は
、「
我
が
国
は
北
朝
鮮
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
三
年
に
北
朝
鮮
が
ベ
ル
ヌ
条
約
を
締
結

し
て
い
る
も
の
の
、
北
朝
鮮
に
つ
い
て
は
ベ
ル
ヌ
条
約
上
の
通
常
の
締
約
国
と
の
関
係
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
我
が
国
は
、

北
朝
鮮
の
『
国
民
』
の
著
作
物
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ヌ
条
約
の
同
盟
国
の
国
民
の
著
作
物
と
し
て
保
護
す
る
義
務
を
ベ
ル
ヌ
条
約
に
よ

り
負
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
他
方
で
、
多
数
国
間
条
約
の
う
ち
、
締
約
国
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全
体

に
対
す
る
権
利
義
務
に
関
す
る
事
項
を
規
定
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
条
項
に
つ
い
て
ま
で
、
北
朝
鮮
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も

権
利
義
務
を
有
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
三
）　

日
本
政
府
の
国
会
で
の
説
明

　

日
本
政
府
の
国
会
に
対
す
る
説
明
は
、
ま
ず
国
家
に
つ
い
て
、「
国
家
の
定
義
で
す
が
、
国
際
法
上
、
一
般
に
、
一
定
の
領
域
に

お
い
て
そ
の
領
域
に
あ
る
住
民
を
統
治
す
る
た
め
の
実
効
的
政
治
権
力
を
確
立
し
て
い
る
主
体
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
」（

（（
（

と
す
る（

（1
（

（
以

下
、
便
宜
上
、
領
域
を
有
し
住
民
が
い
て
こ
れ
を
統
治
す
る
実
効
的
政
治
権
力
が
あ
る
こ
と
を
「
国
家
性
を
有
す
る
」
と
記
す（

（1
（

。（。
そ
の
上

で
、「
国
家
承
認
と
は
、
あ
る
主
体
を
国
際
法
上
の
国
家
と
し
て
認
め
る
こ
と
を
い
う
」
と
説
明
し（

（1
（

、「
国
家
承
認
の
要
件
に
つ
い
て

は
、
あ
る
主
体
が
国
家
と
し
て
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
定
の
領
域
に
お
い
て
そ
の
領
域
に
在
る
住
民
を
統

治
す
る
た
め
の
実
効
的
政
治
権
力
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
我
が
国
と
し
て
は
、
当
該
主
体
が
国
際

法
を
遵
守
す
る
意
思
と
能
力
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
」
と
す
る（

（1
（

。
な
お
、
国
際
法
上
の
主
体
に

つ
い
て
は
、「
国
際
法
上
の
権
利
又
は
義
務
の
直
接
の
帰
属
者
を
い
い
、
そ
の
典
型
は
国
家
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る（

（1
（

。
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四　

日
本
政
府
の
説
明
に
つ
い
て
の
評
価

　

以
上
の
日
本
政
府
の
裁
判
所
と
国
会
へ
の
説
明
を
国
家
承
認
に
関
す
る
様
々
な
立
場
と
の
関
係
で
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
未
承
認
主
体
と
の
権
利
義
務
関
係
を
国
家
承
認
と
関
連
付
け
て
い
る
点
で
は
、
国
家
承
認
の
結
果
に
何
ら
か
の
法
的
な
意

義
を
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
こ
と
は
創
設
的
効
果
説
が
言
う
よ
う
な
承
認
に
よ
り
国
家
と
し
て
国
際
法
主
体
に
な
る
と
い
う

こ
と
と
は
同
じ
で
は
な
い（

（1
（

。
そ
し
て
、
国
家
性
を
有
す
る
こ
と
と
、
国
家
性
を
有
す
る
主
体
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
と
、
国

際
法
上
の
権
利
義
務
関
係
を
持
つ
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
政
府
の
説
明
で
は
、
あ
る
主
体
を
国
家
承
認
す
る

要
件
と
し
て
、
そ
の
主
体
が
国
家
性
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る（

（1
（

。
逆
に
特
定
の
主
体
が
国
家
性
を
有
し
て
い
な
い

た
め
に
国
家
承
認
を
行
っ
て
い
な
い
と
の
説
明
も
あ
る（

（1
（

。
そ
し
て
承
認
に
当
た
り
相
手
側
主
体
が
国
際
法
を
遵
守
す
る
意
思
と
能
力

を
有
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
さ
れ
る
。
か
か
る
意
思
と
能
力
を
国
家
承
認
の
要
件
と
す
る
か
は
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
考
え（

11
（

も
、

確
立
し
た
政
府
機
構
を
備
え
て
い
る
限
り
か
か
る
能
力
を
有
す
る
と
み
る
考
え（

1（
（

も
、
国
際
法
を
遵
守
す
る
意
思
が
な
い
こ
と
は
不
承

認
の
根
拠
と
な
る
が
国
際
法
を
遵
守
す
る
能
力
の
欠
如
は
国
家
性
を
判
断
す
る
際
の
実
効
的
政
府
の
問
題
と
捉
え
る
考
え（

11
（

も
あ
る
。

た
だ
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
国
際
法
を
遵
守
す
る
意
思
と
能
力
と
い
う
時
の
国
際
法（

11
（

は
、
例
え
ば
交
戦
団
体
に
適
用
さ
れ
る
限
定
的

な
法
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
国
家
性
を
満
た
す
主
体
が
有
す
る
も
の
で
あ
り（

11
（

、
日
本
政
府
の
説
明
は
か
か
る
国
際
法
上
の
権
利
義

務
関
係
を
遵
守
し
得
る
主
体
が
承
認
に
先
立
ち
存
在
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

　

そ
の
上
で
ベ
ル
ヌ
条
約
に
つ
い
て
の
外
務
省
の
意
見
を
改
め
て
見
る
と
、「
我
が
国
は
北
朝
鮮
を
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
」、「
ベ
ル
ヌ
条
約
上
の
通
常
の
締
約
国
と
の
関
係
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
」
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
北

朝
鮮
は
国
家
で
な
い
か
ら
ベ
ル
ヌ
条
約
上
の
通
常
の
締
約
国
と
の
関
係
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
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な
い
。
北
朝
鮮
に
つ
い
て
は
、
国
家
性
を
有
す
る
「
実
態
が
か
な
り
前
か
ら
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
」（

11
（

と
説
明
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
性
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
国
家
の
要
件
を
満
た
し
て
国
家
承
認
の
要
件
も
ほ
ぼ
満
た
す
が
、
国
家
で
あ
る

こ
と
と
国
家
承
認
の
結
果
と
は
一
応
、
区
別
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
国
家
承
認
を
す
る
前
の
主
体
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
の
説
明
か
ら
も
窺
え
る
。
日
本
が
韓
国
を
国
家
承
認

し
た
の
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
が
発
効
し
た
一
九
五
二
年
四
月
二
八
日
で
あ
る（

11
（

。
し
か
し
、「
日
本
が
承
認
し
た
と
き
に

大
韓
民
国
が
独
立
し
た
も
の
だ
と
い
う
た
て
ま
え
を
と
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
大
韓
民
国
が
独
立
し
た
の
は
一
九
四
八
年

八
月
十
五
日
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
否
認
す
る
も
の
で
は
な
い
」（

11
（

と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
日
本
が
承
認
を

し
た
主
体
が
国
家
に
な
る
の
で
は
な
く
、
承
認
前
か
ら
独
立
国
が
存
在
す
る
と
の
理
解
の
下
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
日
本
政
府
の
立
場
は
国
家
と
し
て
の
国
際
法
主
体
性
が
国
家
承
認
に
依
存
し
な
い
点
で
一
貫
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
読
め
て
不
誠
実
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
日
本
政
府
の
立
場
は
一
貫
性
に
欠
け
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
実
際
、

日
本
の
主
要
な
概
説
書
で
は
状
況
に
応
じ
て
創
設
的
効
果
説
の
要
素
を
残
す
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
り（

11
（

、
日
本
政
府
は
国

家
承
認
の
創
設
的
効
果
説
が
妥
当
す
る
側
面
を
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
政
府
の
説
明
で
は
明
示
的
に
現
れ
な
い

が
、
国
家
成
立
時
の
合
法
性
や
自
決
権
が
国
家
性
又
は
国
家
承
認
と
の
関
係
で
問
題
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
合
法
性
を
重
視

し
て
不
承
認
主
義
を
採
用
す
る
と
実
効
性
に
基
づ
く
事
実
主
義
を
一
定
程
度
修
正
し
、
創
設
的
効
果
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
と
指

摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

日
本
政
府
の
説
明
が
一
貫
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
例
と
し
て
、「
我
が
国
は
、
北
朝
鮮
を
国
家
承
認
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
我
が
国
と
北
朝
鮮
と
の
間
に
は
、（
中
略
（
国
際
法
上
の
主
体
で
あ
る
国
家
の
間
の
関
係
は
存
在
し
な
い
」（

1（
（

と
の
説
明
が
挙
げ

ら
れ
る（

11
（

。
こ
れ
が
「
国
家
承
認
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
北
朝
鮮
は
国
際
法
主
体
性
を
有
さ
ず
国
家
の
間
の
関
係
は
存
在
し
な

い
」
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
創
設
的
効
果
説
と
な
る
。
同
時
に
、「
国
家
承
認
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
国
家
の
間
の
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関
係
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
ベ
ル
ヌ
条
約
事
件
の
日
本
政
府
の
説
明
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
く
な
る
。
そ
こ
で
「
国

家
の
間
の
関
係
」
と
は
何
か
、
そ
こ
か
ら
国
家
が
未
承
認
主
体
と
の
関
係
で
な
し
得
る
こ
と
と
な
し
得
な
い
こ
と
が
導
け
る
の
か
と

い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

五　

未
承
認
主
体
と
「
国
家
の
間
の
関
係
」

　

未
承
認
主
体
と
は
国
家
承
認
を
し
て
い
な
い
の
で
「
国
家
の
間
の
関
係
」
は
築
け
ず
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
国
際
法
上
の
権
利
義
務

関
係
を
構
築
で
き
ず
、
ま
た
責
任
を
追
及
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
承
認
の
制
度
は
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
未
承
認

主
体
と
の
関
係
で
、
国
家
承
認
を
し
て
「
国
家
の
間
の
関
係
」
を
築
い
た
と
受
け
取
ら
れ
る
が
故
に
で
き
な
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
国

家
承
認
の
制
度
は
意
味
を
持
つ
。
他
方
で
、
近
年
の
事
例
を
見
る
と
、
い
ず
れ
の
点
で
も
国
家
承
認
が
持
つ
意
義
は
小
さ
く
な
っ
て

き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
一
）　

未
承
認
主
体
と
の
権
利
義
務
関
係
の
設
定
と
責
任
の
追
及

　

仮
に
国
家
は
承
認
に
よ
っ
て
の
み
国
際
的
な
人
格
を
持
ち
国
際
法
の
主
体
と
な
り（

11
（

、
国
際
法
上
の
主
体
と
な
る
こ
と
は
国
際
法
上

の
権
利
義
務
を
持
つ
と
い
う
こ
と（

11
（

か
ら
、
未
承
認
「
国
家
」
は
国
際
法
主
体
性
を
持
た
ず
い
か
な
る
権
利
義
務
の
行
使
も
許
さ
れ
な

い
（
11
（

と
の
結
論
が
導
か
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
承
認
が
持
つ
意
義
は
大
き
い
も
の
と
な
る
。
他
方
、
最
近
の
事
例
で
は
、
国
家
と
し

て
承
認
さ
れ
て
い
な
い
政
治
的
実
体
も
一
定
の
範
囲
で
国
際
法
主
体
と
し
て
扱
っ
て
権
利
義
務
関
係
を
設
定
し
て
行
使
し
、
責
任
を

追
及
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

未
承
認
主
体
と
の
関
係
で
は
、
従
前
、
日
本
政
府
は
「
一
般
国
際
法
上
、
未
承
認
国
家
と
の
間
で
二
国
間
の
国
際
約
束
を
締
結
す
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る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
一
般
に
国
家
承
認
に
当
た
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
国
際
約
束
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
が
、

「
現
実
の
具
体
的
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
が
全
く
で
き
な
い
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」（

11
（

と
し
て
い
た
。
そ

し
て
「
気
象
、
郵
便
と
い
う
よ
う
な
問
題
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
技
術
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
点
で
承
認
と
は
つ
な
が
ら
な

い
」（

11
（

と
し
て
い
た
。

　

そ
の
後
、
ベ
ル
ヌ
条
約
事
件
の
際
の
外
務
省
意
見
は
、
台
湾
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
上
の
扱
い
の
文
脈
で
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
は
国
の
み
な
ら

ず
独
立
の
関
税
地
域
も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
家
承
認
に
か
か
わ
ら
ず
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
上
の
権
利
義
務
関
係
が
存
在
す
る
と
し
て

い
る
。
ま
た
、
中
西
部
太
平
洋
ま
ぐ
ろ
類
条
約（

11
（

や
北
太
平
洋
漁
業
資
源
保
存
条
約（

11
（

等
で
は
締
約
国
と
は
違
う
位
置
づ
け
で
あ
る
が
漁

業
主
体
が
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
に
台
湾
は
参
加
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
国
間
条
約
に
国
家
で
は
な
い
形
で
加

入
で
き
る
場
合
に
は
未
承
認
主
体
と
権
利
義
務
関
係
が
発
生
す
る
場
合
は
あ
る
。

　

さ
ら
に
二
者
間
の
協
定
に
つ
い
て
も
「
自
由
貿
易
協
定
を
締
結
す
る
権
能
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
上
定
め
た
も
の

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
が
、
独
立
関
税
地
域
で
あ
る
台
湾
と
「
Ｆ
Ｔ
Ａ
を
締
結
す
る
こ
と
の
可
能
性
に
つ
き
ま
し
て
は
理
論
的
、
法

技
術
的
に
は
検
討
の
対
象
と
な
り
得
る
」（

11
（

と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
日
台
関
係
は
「
国
家
の
間
の
関
係
」
で
は
な
い（

1（
（

。
し
か
し

Ｆ
Ｔ
Ａ
が
何
ら
か
の
権
利
義
務
関
係
を
生
む
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
関
係
は
未
承
認
主
体
と
生
じ
さ
せ
得
る
。

　

実
際
に
、
日
本
が
未
承
認
主
体
と
権
利
義
務
を
発
生
さ
せ
る
文
書
を
作
成
し
た
こ
と
は
あ
る
。
例
え
ば
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
機
構
と

の
経
済
協
力
の
交
換
公
文
、
香
港
特
別
行
政
区
政
府
と
の
刑
事
共
助
、
投
資
、
航
空
、
租
税
の
協
定
や
交
換
公
文
、
マ
カ
オ
特
別
行

区
政
府
、
ケ
イ
マ
ン
諸
島
政
府
、
マ
ン
島
政
府
、
英
領
バ
ー
ジ
ン
諸
島
政
府
、
ガ
ー
ン
ジ
ー
政
府
、
ジ
ャ
ー
ジ
ー
政
府
と
の
そ
れ
ぞ

れ
の
間
の
租
税
に
関
連
す
る
協
定
、
ク
ッ
ク
諸
島
と
の
経
済
協
力
の
交
換
公
文
な
ど
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
ク
ッ
ク
諸
島
に
つ
い
て
は
日
本
が
同
国
を
承
認
し
た
の
は
二
〇
一
一
年
で
あ
る（

11
（

。
ク
ッ
ク
諸
島
は
一
九
六
五
年
に
広

範
な
内
政
の
自
治
権
を
得
た
が
外
交
と
国
防
に
つ
い
て
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
が
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た（

11
（

。
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
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の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
の
共
同
声
明
に
お
い
て
ク
ッ
ク
諸
島
は
独
立
し
た
主
権
国
家
で
あ
り
国
際
的
な
権
利
義
務
に
関
す
る
国
際

法
上
の
責
任
は
ク
ッ
ク
諸
島
に
あ
る
と
さ
れ
た（

11
（

。
日
本
政
府
の
承
認
前
の
ク
ッ
ク
諸
島
に
対
す
る
認
識
は
、「
外
交
権
も
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
が
ま
だ
持
っ
て
お
り
ま
す
し
、
か
つ
そ
の
ク
ッ
ク
諸
島
の
住
民
と
い
う
も
の
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
市
民
権
を
持
っ

て
い
る
。（
中
略
（
こ
れ
は
独
立
国
と
し
て
の
機
能
を
備
え
て
お
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
我
が
国
は
国
家
と
し
て
承
認
を
し
て
い
な

い
」（

11
（

と
い
う
も
の
で
、
国
家
性
を
有
し
な
い
た
め
に
承
認
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た（

11
（

。
他
方
で
、
ク
ッ
ク
諸
島
と
は
国
家
承
認

の
前
に
も
経
済
協
力
の
実
施
の
た
め
の
国
際
約
束
が
締
結
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
経
済
協
力
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
援
助
の
適
正
な
実
施
を

確
保
す
る
必
要
が
あ
り
、
ク
ッ
ク
諸
島
の
場
合
に
は
承
認
前
で
も
援
助
の
実
施
に
必
要
な
権
能
を
有
し
て
い
た
。
こ
れ
は
国
家
承
認

を
し
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
国
家
性
を
有
さ
な
い
主
体
と
も
そ
の
主
体
が
有
し
て
い
る
国
際
法
上
の
権
能
に
鑑
み
て
権
利
義
務
関

係
を
構
築
し
て
い
る
例
で
あ
ろ
う（

11
（

。

　

こ
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
国
際
約
束
が
扱
う
事
項
は
限
定
的
で
あ
り
、
国
家
性
を
有
さ
な
い
主
体
は
あ
ら
ゆ
る
事
項
で
条
約
締
結

権
能
を
持
つ
国
家
と
は
異
な
る
。
そ
の
上
で
国
家
性
を
有
さ
な
い
主
体
と
国
際
約
束
を
締
結
す
る
例
は
日
本
以
外
に
も
あ
る（

11
（

。
条
約

法
条
約
の
起
草
過
程
で
は
、
条
約
の
当
事
者
と
な
る
権
能
に
関
す
る
案
文（

11
（

に
つ
い
て
議
論（

1（
（

が
行
わ
れ
た
。
こ
の
う
ち
連
邦
国
家
に
つ

い
て
は
、
連
邦
を
構
成
す
る
団
体
が
独
自
の
条
約
締
結
権
能
を
持
つ
の
か
、
連
邦
国
家
の
権
能
の
一
部
を
行
使
す
る
の
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
理
解
の
相
違
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
国
家
性
を
有
さ
な
い
主
体
が
国
際
約
束
を
締
結
し
得
る
と
の
認
識
は

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

未
承
認
主
体
が
国
際
約
束
を
締
結
し
た
最
近
の
例
と
し
て
は
、
台
湾
は
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド（

11
（

や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル（

11
（

と
経
済
連
携
の
合

意
を
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
こ
れ
ら
は
独
立
の
関
税
地
域
と
し
て
の
台
湾
と
の
合
意
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
当
事
者
は
そ

れ
ぞ
れ
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
あ
る（

11
（

。
そ
し
て
国
内
手
続
き
が
完
了
し
た
後
に
発
効
す
る
と
規
定
す
る
等
、
実
質

的
に
は
国
際
約
束
の
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
台
湾
は
連
邦
国
家
を
構
成
す
る
団
体
と
は
違
い
、
母
国
の
権
能
の
一
部
を
授
権
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さ
れ
て
行
使
し
て
い
る
と
観
念
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。

　

仮
に
事
項
的
な
限
定
は
あ
っ
て
も
未
承
認
主
体
と
国
際
法
上
の
権
利
義
務
関
係
を
生
じ
さ
せ
得
る
の
で
あ
れ
ば
、
義
務
の
違
反
に

対
し
て
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
政
府
は
「
北
朝
鮮
を
国
家
と
し
て
承
認

し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
国
家
責
任
と
い
う
言
葉
が
適
当
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
」、（
ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
被
害
が
起
き
れ
ば
（「
そ

れ
は
国
際
責
任
と
い
う
形
で
追
及
す
る
」（

11
（

と
説
明
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
拉
致
問
題
に
関
連
し
て
、「
我
が
国
が
国
際
法
違

反
行
為
に
つ
い
て
北
朝
鮮
に
対
し
金
銭
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
」（

11
（

と
説
明
し
て
い
る
。

（
二
）　

黙
示
の
承
認
と
の
関
係

　

未
承
認
主
体
と
特
定
の
行
為
を
行
う
と
黙
示
の
承
認
と
受
け
取
ら
れ
る
が
故
に
、
未
承
認
主
体
と
は
な
し
得
な
い
行
為
が
多
々
あ

る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
承
認
が
持
つ
意
義
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
黙
示
の
承
認
と
な
る
か
は
、
行
態
が
そ
の
性
質
上
、
国
家
相
互
の

間
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
日
本
の
実
行
で
も
外
交
関
係
の
開
設
に
よ
り
黙
示
の

承
認
を
行
っ
た
も
の
が
あ
る（

11
（

。
し
か
し
最
近
は
未
承
認
主
体
と
外
交
上
の
や
り
と
り
や
首
脳
会
談
は
多
く
行
わ
れ
て
い
る（

11
（

。
パ
レ
ス

チ
ナ
は
特
権
・
免
除
は
享
有
し
な
い
も
の
の
駐
日
代
表
部
を
置
い
て
い
る
。
犯
罪
人
の
引
渡
請
求
や
捜
査
共
助
に
つ
い
て
、
日
本
が

北
朝
鮮
を
「
国
家
と
し
て
承
認
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
我
が
国
が
適
当
と
判
断
を
す
る
場
合
に
は
、
こ

の
よ
う
な
請
求
や
要
請
を
行
う
こ
と
は
可
能
」（

1（
（

と
説
明
し
た
こ
と
も
あ
る
。

　

ま
た
、
従
前
は
相
手
側
が
国
旗
と
す
る
も
の
を
公
式
に
国
旗
と
認
め
る
こ
と
は
黙
示
の
承
認
と
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た（

11
（

。
日

本
政
府
も
、
政
府
承
認
と
関
連
す
る
例
に
な
る
が
、
中
華
民
国
を
承
認
す
る
国
は
青
天
白
日
旗
を
中
国
を
代
表
す
る
国
旗
と
見
る
が
、

「
わ
が
国
の
立
場
と
い
た
し
ま
し
て
は
、（
中
略
（
中
国
を
代
表
す
る
国
旗
は
五
星
紅
旗
し
か
な
い
」
と
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る（

11
（

。
他

方
、
最
近
で
は
、
未
承
認
主
体
と
の
首
脳
会
談
で
双
方
の
国
旗
が
首
脳
の
後
ろ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る（

11
（

。
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こ
れ
ら
は
限
ら
れ
た
例
で
は
あ
る
が
、
事
実
主
義
に
基
づ
き
現
実
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
る
場
面
が
多
く
な
り
、
従
前
は
黙
示
の

承
認
と
受
け
取
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
た
め
に
避
け
ら
れ
た
行
為
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
三
）　 
小
括

　

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
未
承
認
主
体
と
一
定
の
権
利
義
務
関
係
を
国
際
約
束
で
設
定
し
て
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
あ
る
こ
と
と
、

国
家
承
認
を
し
た
と
受
け
取
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
が
故
に
行
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
事
項
の
範
囲
も
小
さ
く
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
国
家
承
認
を
し
な
け
れ
ば
「
国
家
の
間
の
関
係
」
は
存
在
し
な
い
が
、「
国
家
の
間
の
関
係
」
の
存
在
か
ら
画
一
的
な

結
論
は
出
て
こ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
は
相
手
が
国
家
か
未
承
認
主
体
か
で
異
な
り
得
る
場

合
も
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
国
家
承
認
を
考
察
す
る
意
義
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
次
に
こ
の
点
を
検
討
す
る
。

六　

未
承
認
主
体
と
の
条
約
関
係

　

ベ
ル
ヌ
条
約
事
件
の
外
務
省
意
見
は
、
北
朝
鮮
を
国
家
承
認
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
通
常
の
締
約
国
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
し
つ
つ
、
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全
体
に
対
す
る
権
利
義
務
に
つ
い
て
北
朝
鮮
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
権
利
義
務

を
有
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
権
利
義
務
の
内
容
に
よ
っ
て
差
異
が
生
じ
る
の
か
。
伝
統
的
な
創
設
的
効
果
説
か
ら
出

発
す
れ
ば
、
未
承
認
主
体
の
国
際
法
主
体
性
を
否
定
し
つ
つ
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全
体
に
対
す
る
権
利
義
務
が
発
生
す
る
こ
と

の
説
明
は
困
難
に
な
る
。
逆
に
こ
れ
ま
で
概
観
し
た
日
本
政
府
の
立
場
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
な
ぜ
未
承
認
主
体
を
通
常
の
締
約
国
と

同
列
に
扱
わ
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
同
列
に
扱
わ
な
い
こ
と
と
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全
体
に
対
す
る
権
利
義
務

の
境
は
ど
こ
な
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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（
一
）　

未
承
認
主
体
と
の
特
定
の
条
約
関
係
の
否
定

　

学
説
上
、
国
家
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
他
の
国
家
は
承
認
の
義
務
を
負
う
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
（
11
（

。
し
か
し
、
か
か
る
義
務
の
存
在
は
国
家
実
行
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
な
い
と
の
評
価
が
一
般
的
と
思
わ
れ
る（

11
（

。
日
本
政
府

も
「
国
家
と
し
て
の
要
件
を
充
足
し
て
い
る
と
し
て
も
、
我
が
国
は
こ
れ
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
」（

11
（

と
す
る
。
欧
州
共
同
体
は
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
を
含
む
東
欧
及
び
ソ
連
を
構
成
し
て
い
た
国
の
承
認
に
当
た
り
、
法
の
支

配
、
民
主
主
義
、
人
権
と
い
っ
た
国
連
憲
章
の
条
項
の
尊
重
、
少
数
民
族
の
権
利
の
保
障
、
国
境
の
不
可
侵
、
軍
縮
・
不
拡
散
へ
の

コ
ミ
ッ
ト
、
承
継
と
地
域
紛
争
の
合
意
に
よ
る
解
決
と
い
っ
た
付
加
的
な
要
素
の
充
足
を
求
め
た（

11
（

。

　

そ
し
て
承
認
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
は
、
相
手
が
国
家
で
あ
れ
ば
条
約
関
係
に
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
に

対
し
、
未
承
認
主
体
に
つ
い
て
は
か
か
る
推
定
は
当
然
で
は
な
い
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
多
数
国
間
の
開
放
条
約
で
は
他
国

が
後
か
ら
加
入
し
得
る
こ
と
は
締
結
時
に
了
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
自
ら
が
国
家
と
認
識
し
て
い
な
い
主
体

が
「
加
入
」
し
得
る
こ
と
を
了
解
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
未
承
認
主
体
と
の
多
数
国
間
の
条
約
関
係
は
常
に
否
定

さ
れ
る
訳
で
は
な
い
し
、
実
際
に
条
約
関
係
を
発
生
さ
せ
る
例
は
多
々
あ
る
。
ま
た
二
国
間
の
条
約
関
係
は
上
述
し
た
よ
う
に
限
定

的
な
範
囲
で
あ
っ
た
と
し
て
も
未
承
認
主
体
と
発
生
さ
せ
得
る
。
し
か
し
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
は
、
当
時
国
間
の
同
意
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
生
じ
る
裁
量
的
な
関
係
で
あ
り
、
ベ
ル
ヌ
条
約
に
即
し
て
言
え
ば
、
北
朝
鮮
の
加
入
に
際
し
て
、
日
本
が
か
か
る
同
意

を
与
え
て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
ベ
ル
ヌ
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
は
否
定
さ
れ
る（

11
（

。
他
国
の
例
で
も
条
約
関
係
を
否
定
す
る
際

に
不
承
認
に
も
言
及
し
た
も
の
が
あ
る（

11
（

。
学
説
上
も
国
家
に
固
有
の
権
利
と
、
そ
れ
を
越
え
る
選
択
的
な
関
係
や
そ
こ
か
ら
生
じ
る

権
利
や
特
権
と
を
区
別
し
、
後
者
に
は
条
約
関
係
が
含
ま
れ
て
不
承
認
政
策
の
結
果
与
え
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
考
え（

1（
（

や
、
相

手
側
の
国
家
性
の
存
在
を
前
提
と
し
つ
つ
も
条
約
と
の
関
係
で
不
承
認
は
実
質
的
に
は
選
択
的
な
関
係
の
拒
否
又
は
保
留
で
あ
る
と

す
る
考
え（

11
（

が
あ
る
。
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な
お
、
未
承
認
主
体
が
国
家
性
を
有
さ
な
い
の
で
あ
れ
ば
そ
も
そ
も
承
認
さ
れ
ず
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
協
定
の
独
立
関
税
地
域
の
よ
う
な
場

合
を
除
き
、
条
約
関
係
を
否
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
不
承
認
だ
け
が
未
承
認
主
体
と
の
条
約
関
係
を
生
じ
さ
せ
な

い
理
由
で
は
な
い
。
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
パ
リ
条
約
を
巡
っ
て
は
、
一
部
の
国
は
未
承
認
主
体
で
あ
る
東
ド
イ
ツ
と
の
条

約
関
係
を
否
定
し
た（

11
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
側
諸
国
は
、
承
認
が
欠
如
す
る
の
で
は
な
く
東
ド
イ
ツ
の
政
府
が
実
効
性
を
欠
い
て

お
り
、
国
家
性
要
素
を
欠
い
て
い
る
か
ら
国
家
間
関
係
が
成
立
し
な
い
と
し
た
と
理
解
す
べ
き
と
の
指
摘
が
あ
る（

11
（

。
し
た
が
っ
て
、

不
承
認
の
場
合
の
み
な
ら
ず
国
家
性
を
有
さ
な
い
場
合
も
条
約
関
係
は
否
定
さ
れ
得
る
。
そ
の
上
で
、
い
ず
れ
の
理
由
で
条
約
関
係

を
否
定
し
て
い
る
か
は
判
然
と
し
な
い
場
合
も
あ
り
得
る
。
一
九
五
八
年
の
パ
リ
条
約
の
リ
ス
ボ
ン
改
正（

11
（

に
つ
い
て
は
、
二
四
カ
国

が
東
ド
イ
ツ
を
承
認
し
て
い
な
い
か
西
ド
イ
ツ
が
ド
イ
ツ
を
代
表
す
る
と
し
、
そ
の
多
く
が
そ
れ
故
に
東
ド
イ
ツ
の
加
入
宣
言
を
認

知
等
で
き
な
い
と
し
た
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
西
側
諸
国
に
加
え
て
象
牙
海
岸
、
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
、
ハ
イ
チ
と

い
っ
た
国
も
含
ま
れ
て
い
る（

11
（

。
そ
の
後
、
東
ド
イ
ツ
を
国
家
承
認
し
て
外
交
関
係
を
開
設
す
る
国
が
増
え
た（

11
（

。
日
本
は
、「
東
ド
イ

ツ
政
府
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
西
ド
イ
ツ
政
府
が
許
さ
な
か
っ
た
」
が
、
基
本
関
係
条
約
に
よ
り
「
そ
れ
ぞ
れ
新
し
い
一
つ
の

独
立
国
家
と
し
て
国
際
社
会
と
関
係
を
結
ぶ
」（

11
（

こ
と
に
な
っ
た
た
め
東
ド
イ
ツ
を
外
交
関
係
の
設
定
に
よ
り（

11
（

黙
示
的
に
国
家
承
認
し

た
が（

1（
（

、
東
ド
イ
ツ
が
国
家
性
を
有
す
る
に
至
っ
た
た
め
に
承
認
し
た
と
は
説
明
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
不
承
認
の
場
合
も
国
家
性
を

有
さ
な
い
場
合
も
未
承
認
主
体
と
の
特
定
の
条
約
関
係
は
否
定
さ
れ
得
る
点
で
は
同
じ
と
思
わ
れ
る（

11
（

。

（
二
）　

国
際
社
会
（
条
約
社
会
）
全
体
に
対
す
る
権
利
義
務
と
の
関
係

　

仮
に
未
承
認
主
体
と
特
定
の
多
数
国
間
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
が
発
生
し
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
権
利
義
務

と
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全
体
に
対
す
る
権
利
義
務
の
境
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全
体
に
対
す
る
権
利

義
務
の
う
ち
、
慣
習
国
際
法
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
国
家
性
を
有
す
る
主
体
と
の
関
係
で
否
定
す
る
こ
と
は
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で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
条
約
か
慣
習
国
際
法
か
が
唯
一
の
判
断
基
準
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
家
承
認

の
枠
に
収
ま
ら
な
い
背
景
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

伝
統
的
に
は
国
家
の
関
係
は
契
約
的
な
も
の
が
多
く
、
二
辺
的
な
権
利
義
務
関
係
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
が
、
近
年
で
は

二
辺
的
な
関
係
を
越
え
る
権
利
義
務
が
多
数
国
間
条
約
で
規
律
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
政
府
が
国
家
承
認

の
文
脈
で
二
辺
的
な
視
点
か
ら
だ
け
で
は
説
明
が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
頃
で
あ
る
。
部
分
的
核
実
験
禁
止
条

約
は
同
条
約
の
批
准
書
及
び
加
入
書
の
寄
託
国
を
米
、
英
、
ソ
連
と
し
て
お
り
、
東
ド
イ
ツ
は
ソ
連
に
寄
託
し
た
。
そ
の
際
、「
日

本
政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
東
ド
イ
ツ
を
承
認
い
た
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
日
本
と
東
ド
イ
ツ
の
関
係
に
お
い
て
は
別
に
何
ら
法

律
上
の
効
果
は
な
い
」
と
し
つ
つ
も
、「
寄
託
先
を
三
つ
に
し
た
り
し
た
苦
心
の
存
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
や
は
り
、
承

認
関
係
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
す
ぽ
っ
と
抜
け
て
は
困
る
、
し
か
し
ま
た
、
か
と
い
っ
て
お
互
い
に
承
認
し
て
い
な
い
も
の
の
間
に

法
律
上
の
権
利
義
務
関
係
が
生
ず
る
と
い
っ
て
も
困
る
」、「
加
盟
国
の
お
の
お
の
の
間
に
、
バ
イ
ラ
テ
ラ
リ
ー
と
い
う
か
、
二
国
間

で
権
利
義
務
関
係
が
生
じ
な
い
と
条
約
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な
」（

11
（

い
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
こ
の
条
約

当
事
国
に
な
っ
て
い
る
い
わ
ば
一
種
の
国
際
社
会
全
体
に
対
し
て
そ
う
い
う
権
利
義
務
関
係
が
発
生
す
る
」、「
核
実
験
を
し
な
い
と

い
う
絶
対
的
な
内
容
の
こ
と
が
、
こ
の
締
約
国
団
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
対
し
て
生
ず
る
」（

11
（

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ

は
現
在
で
は
条
約
法
や
国
家
責
任
の
文
脈
で
一
体
化
さ
れ
た
義
務
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
二
辺
的
な
関
係
で
は
捉
え

き
れ
な
い
権
利
義
務
関
係
を
未
承
認
主
体
と
の
関
係
で
説
明
し
た
例
で
あ
る
。

　

類
似
の
答
弁
と
し
て
は
、
宇
宙
条
約
に
つ
い
て
、
東
ド
イ
ツ
と
の
適
用
を
否
定
し
つ
つ
も
「
一
般
的
に
世
界
全
体
に
適
用
さ
れ
る

一
つ
の
国
際
法
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
条
約
の
規
定
の
適
用
と
し
て
で
は
な
し
に
、
一
つ
の
国
際
法
秩
序
に
従
っ
て
行
動

す
る
」（

11
（

と
説
明
し
た
例
や
、
満
載
喫
水
線
条
約
に
つ
い
て
、
未
承
認
主
体
と
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
は
生
じ
な
い
と
し
つ
つ
も

「
世
界
の
す
べ
て
の
国
が
同
日
に
み
ん
な
入
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
画
一
的
に
規
制
さ
れ
る
と
い
う
の
が
望
ま
し
い
」（

11
（

と
説
明
し
た
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例
が
あ
る
。
ま
た
、
海
底
非
核
化
条
約
に
つ
い
て
、「
こ
の
条
約
に
加
盟
い
た
し
ま
す
と
、
す
べ
て
の
当
事
国
は
、
そ
の
当
事
国
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
条
約
社
会
に
対
し
て
い
わ
ば
条
約
上
の
権
利
、
義
務
関
係
が
発
生
」
し
、（
米
、
英
、
ソ
連
を
寄
託
国
と
す
る
（

「
こ
の
方
式
は
い
わ
ば
国
家
承
認
の
問
題
を
バ
イ
パ
ス
す
べ
く
考
案
さ
れ
た
も
の
」（

11
（

と
説
明
し
た
例
も
あ
る
。
現
在
の
視
点
か
ら
は
、

こ
れ
ら
の
説
明
が
一
般
的
な
国
際
共
同
体
全
体
に
対
す
る
義
務
や
当
事
国
間
対
世
的
義
務
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
、
一
体
化
さ
れ

た
義
務
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
、
明
確
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
二
辺
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
権
利
義
務
の
重
要
性
が

増
し
て
、
未
承
認
主
体
と
の
関
係
を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
面
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

仮
に
こ
の
よ
う
な
理
解
が
正
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
未
承
認
主
体
と
の
関
係
で
、
条
約
上
の
二
辺
的
な
権
利
義
務
と
国
際
社
会
（
条

約
社
会
（
全
体
に
対
す
る
権
利
義
務
の
境
を
明
確
か
つ
静
的
に
定
義
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
海
洋
環
境
の
汚
染
に

関
わ
る
多
数
国
間
条
約
の
場
合
に
は
、
一
つ
の
事
象
が
集
団
的
な
利
益
に
も
個
別
の
利
益
に
も
関
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
る（

11
（

。
ま
た
多

数
国
間
条
約
で
集
団
的
な
利
益
を
確
保
す
る
た
め
の
規
定
を
設
け
る
例
は
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
思
わ
れ
、
さ
ら
に
は
国
際
裁
判

で
そ
の
義
務
違
反
に
関
わ
る
本
案
判
決
や
暫
定
措
置
命
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全

体
に
対
す
る
権
利
義
務
の
範
囲
が
広
が
れ
ば
未
承
認
主
体
が
そ
の
限
り
に
お
い
て
権
利
義
務
を
持
つ
と
理
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
面

も
増
え
る
と
思
わ
れ
る
。

七　

国
家
承
認
の
撤
回

　
「
国
家
の
間
の
関
係
」
と
い
う
こ
と
か
ら
画
一
的
な
結
論
が
出
て
来
ず
、
国
際
社
会
（
条
約
社
会
（
全
体
に
対
す
る
権
利
義
務
の

範
囲
が
拡
大
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
仮
に
政
治
的
実
体
が
国
家
と
し
て
国
際
法
主
体
に
な
る
過
程
で
国
家
承
認
が
何
ら
か
の
創
設
的
な

効
果
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
国
家
承
認
が
国
際
法
上
の
権
利
義
務
関
係
に
も
た
ら
す
意
義
は
小
さ
く
な
る
。
か
か
る
傾
向
を
加
速
さ
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せ
得
る
も
の
と
し
て
国
家
承
認
の
撤
回
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

最
近
の
国
家
承
認
を
撤
回
す
る
実
行
に
つ
い
て
は
既
に
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
例
え
ば
コ
ソ
ボ
に
つ
い
て
は
、
セ
ル
ビ

ア
に
よ
る
と
一
八
カ
国
が
承
認
を
撤
回
し
た
と
さ
れ
る（

11
（

。
そ
の
理
由
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
が（

1（
（

、
コ
ソ
ボ
が
国
家
性
を
喪
失
し
た
こ

と
を
理
由
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
和
平
プ
ロ
セ
ス
で
の
立
場
等
の
他
の
考
慮
要
因
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

11
（

。

　

日
本
政
府
は
国
家
承
認
や
そ
の
撤
回
を
繰
り
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
理
解
し
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
の
国
家
承
認
に
つ
い
て
、

「
一
度
し
か
切
れ
な
い
カ
ー
ド
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
和
平
を
進
展
さ
せ
る
た
め
に
最
も
効
果
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
こ
の
カ
ー
ド
を

使
い
た
い
」（

11
（

と
し
た
。
確
か
に
新
国
家
の
権
力
の
永
続
性
に
不
安
が
あ
る
場
合
等
に
は
事
実
上
の
承
認
が
行
わ
れ
、
こ
れ
は
撤
回
で

き
る
と
さ
れ
て
い
る（

11
（

。
し
か
し
近
年
の
日
本
の
実
行
で
は
事
実
上
の
承
認
で
あ
っ
て
も
承
認
と
撤
回
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
な
い
。

そ
し
て
仮
に
一
方
的
な
国
家
承
認
の
撤
回
に
よ
り
未
承
認
主
体
に
な
る
「
国
」
と
の
多
数
国
間
条
約
の
二
辺
的
な
権
利
義
務
関
係
を

否
認
し
得
る
余
地
が
出
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
合
意
は
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
条
約
法
上
の
原
則
を
蔑
ろ
に
す
る
こ
と
に
な

る
。「
法
律
上
」
と
「
事
実
上
」
の
区
別
は
承
認
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
承
認
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
国
家
の
状
態
に
つ
い
て
で
あ
る（

11
（

な
ら
ば
、「
法
律
上
」
で
あ
っ
て
も
「
事
実
上
」
で
あ
っ
て
も
国
家
性
を
失
わ
な
い
限
り
一
旦
承
認
を
行
っ
た
主
体
と
の
関
係
で
は

多
数
国
間
条
約
の
権
利
義
務
関
係
の
発
生
を
否
定
し
得
な
く
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
、
国
家
で
あ
っ
た
も
の
が
国
家
性
を
失
う
場
合
に
は
、
承
認
の
撤
回
と
い
う
行
為
は
必
要
な
い
。
例
え
ば
東
西
ド
イ
ツ

が
統
一
し
た
際
、
日
本
は
東
ド
イ
ツ
に
対
す
る
国
家
承
認
を
撤
回
し
て
い
な
い（

11
（

。
そ
し
て
西
ド
イ
ツ
と
の
国
際
約
束
が
統
一
ド
イ
ツ

全
体
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
、
東
ド
イ
ツ
と
の
国
際
約
束
は
消
滅
し
た
こ
と
を
告
示
で
明
ら
か
に
し
て
い
る（

11
（

。
ま
た
、
実
効
的
政
治

権
力
の
存
在
は
国
家
性
を
有
す
る
こ
と
の
要
件
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
国
家
承
認
の
要
件
で
も
あ
る
が
、
一
時
期
の
ソ
マ
リ
ア
の
よ

う
に
内
戦
状
態
に
な
り
か
か
る
権
力
が
不
在
と
な
っ
て
も
、
当
然
に
国
家
性
が
失
わ
れ
る
と
は
限
ら
ず
国
家
承
認
の
撤
回
も
行
わ
れ

て
い
な
い（

11
（

。
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現
在
、
事
実
と
し
て
国
家
承
認
を
撤
回
す
る
例
が
出
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
例
え
ば
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
条
約
が
承
認
は
撤
回
で
き
な

い
と
し
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
撤
回
し
た
国
家
と
撤
回
さ
れ
た
主
体
と
の
関
係
は
そ
も
そ
も
希
薄
な

場
合
が
多
く
、
承
認
の
撤
回
に
よ
り
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
を
否
定
で
き
る
と
の
慣
行
は
確
立
し
て
い
な
い
。
仮
に
承
認
の
撤
回

に
は
政
治
的
な
意
味
は
あ
っ
て
も
多
数
国
間
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
は
影
響
を
受
け
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
承
認
と
そ
の
撤
回

は
非
対
称
的
な
関
係
に
な
る
。
そ
し
て
特
定
の
主
体
を
国
家
と
し
て
承
認
し
、
そ
の
後
撤
回
し
て
さ
ら
に
再
承
認
す
る
場
合
、
少
な

く
と
も
初
め
に
承
認
し
た
時
点
で
多
数
国
間
条
約
の
権
利
義
務
関
係
を
否
定
し
得
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
再
承
認

の
法
的
な
意
義
は
小
さ
な
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

八　

お
わ
り
に

　

国
際
社
会
が
変
わ
れ
ば
そ
れ
を
規
律
す
る
国
際
法
も
変
わ
る
と
思
わ
れ
、
国
家
承
認
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
伝
統
的
な
国
際
法

は
主
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
明
国
を
規
律
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
地
理
的
な
適
用
範
囲
が
広
が
っ
て
も
国
家
間
の
権
利

義
務
関
係
は
二
辺
的
で
契
約
的
な
も
の
が
多
か
っ
た
。
か
か
る
側
面
は
現
在
で
も
妥
当
す
る
部
分
は
あ
る
。
国
家
承
認
は
二
国
間
の

全
面
的
な
外
交
関
係
の
開
設
の
前
提
に
な
る
し
、
あ
る
主
体
と
ど
の
よ
う
な
条
約
上
の
権
利
義
務
関
係
を
構
築
す
る
か
（
あ
る
い
は

構
築
し
な
い
か
（
は
引
き
続
き
国
家
の
裁
量
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
従
前
も
現
在
も
承
認
の
義
務
は
な
い
。
そ
し
て
承
認
し
な
い
と

い
う
選
択
の
結
果
に
は
何
ら
か
の
法
的
な
意
義
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
二
一
世
紀
の
国
際
社
会
は
戦
間
期
の
そ
れ
と
は
違
う
。
対
外
的
な
関
係
が
増
せ
ば
未
承
認
主
体
と
事
実
上
の
接
触
が
必
要

と
な
り
、
か
か
る
接
触
の
結
果
に
法
的
安
定
性
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
国
際
約
束
を
締
結
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
従
前
の
よ
う

に
国
家
と
の
間
で
し
か
行
わ
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
た
事
項
は
少
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
仮
に
国
家
承
認
の
創
設
的
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効
果
説
の
側
面
を
認
め
た
と
し
て
も
、
承
認
の
結
果
、
国
家
と
し
て
国
際
法
上
の
存
在
と
な
る
こ
と
の
意
味
は
薄
れ
る
。
ま
た
、
二

辺
的
な
関
係
で
は
捉
え
き
れ
な
い
権
利
義
務
関
係
の
重
要
性
は
増
し
て
い
る
。
国
際
社
会
が
共
通
の
利
益
を
追
求
し
た
り
、
共
通
の

ル
ー
ル
を
確
立
し
た
り
す
る
場
面
が
多
く
な
れ
ば
、
そ
の
担
い
手
が
承
認
さ
れ
た
国
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
必
然
性
は
薄
れ
る
。

こ
れ
ら
の
傾
向
は
直
ち
に
国
家
承
認
の
制
度
が
不
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
法
的
な
意
義
は
国
際
社
会
の
発

展
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

＊�　

筆
者
は
日
本
政
府
の
職
員
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
八
年
度
に
外
務
省
が
行
っ
た
国
家
承
認
に
つ
い
て
の
研
究
会
で
酒
井
啓
亘
京
都
大

学
教
授
、
西
村
弓
東
京
大
学
教
授
及
び
岩
月
直
樹
立
教
大
学
教
授
か
ら
多
大
な
示
唆
を
得
た
。
た
だ
し
、
本
稿
に
記
し
た
記
述
は
す
べ
て

筆
者
個
人
の
見
解
で
あ
る
。

（
（
（　

こ
の
よ
う
に
国
家
の
数
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
で
論
じ
始
め
る
こ
と
自
体
、
国
家
承
認
の
性
格
を
予
断
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。
現
在
、
日
本
政
府
が
国
家
と
し
て
承
認
し
て
い
る
国
は
一
九
五
カ
国
で
あ
り
、
こ
れ
に
日
本
自
身
を
加
え
れ
ば
一
九
六
カ

国
と
な
る
。
当
然
な
が
ら
、
国
家
の
数
に
つ
い
て
の
認
識
は
各
国
に
よ
っ
て
異
な
る
。

（
（
（　

多
様
な
学
説
を
無
理
に
創
設
的
効
果
説
と
宣
言
的
効
果
説
と
に
二
分
す
る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
創
設
的
効
果
説
の
中
で
も
、

国
家
は
承
認
に
よ
り
国
際
法
の
主
体
と
な
る
と
の
考
え
か
ら
、
承
認
は
国
家
と
し
て
の
要
件
を
満
た
す
と
判
断
す
る
こ
と
と
捉
え
て
承
認

の
義
務
を
説
く
考
え
ま
で
様
々
あ
る
。
た
だ
、
両
説
を
参
照
す
る
際
に
意
味
す
る
こ
と
が
不
明
確
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
か
か
る
前
提
を

置
く
。

（
（
（　U
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（　

知
財
高
裁
判
決　

平
成
二
〇
年
一
二
月
二
四
日
（
平
成
二
〇
年
（
ネ
（
第
一
〇
〇
一
一
号
、
平
成
二
〇
年
（
ネ
（
一
〇
〇
一
二
号
（。
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（
（
（　

臼
杵
英
一
「
多
国
間
条
約
と
未
承
認
国
―
ベ
ル
ヌ
条
約
と
北
朝
鮮
」『
平
成
（0
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
（
三

二
三
頁
。

（
7
（　

濵
本
正
太
郎
「
未
承
認
国
家
の
地
位　

ベ
ル
ヌ
条
約
事
件
」『
国
際
法
判
例
百
選
（
第
（
版
（』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
（
三
五
頁
。

（
8
（　

最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決　

平
成
二
三
年
一
二
月
八
日
（
平
成
二
一
年
（
受
（
第
六
〇
二
号
（。

（
9
（　

加
藤
陽
「
ベ
ル
ヌ
条
約
事
件
」
薬
師
寺
公
夫
他
編
集
代
表
『
判
例
国
際
法
（
第
（
版
（』（
東
信
堂
、
二
〇
一
九
年
（
六
〇
頁
。

（
（0
（　

前
掲
注（
（
（の
判
決
（
ワ
（
第
五
六
四
〇
号
二
二
―
二
三
頁
に
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（　

平
成
二
七
年
九
月
四
日
の
岸
田
文
雄
外
務
大
臣
答
弁
（
参
議
院
我
が
国
及
び
国
際
社
会
の
平
和
安
全
法
制
に
関
す
る
特
別
委
員
会
会

議
禄
第
一
六
号
二
四
頁
（。

（
（（
（　

一
九
三
三
年
の
モ
ン
テ
ビ
デ
オ
条
約
第
一
条
は
国
の
要
件
と
し
て
他
国
と
関
係
を
取
り
結
ぶ
能
力
も
挙
げ
て
い
る
。League of 

N
ations T

reaty Series,�V
ol.（（5,�pp.（9

―（（.

こ
の
要
件
は
日
本
政
府
の
説
明
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
述
す
る
承
認
前
の
ク
ッ

ク
諸
島
の
扱
い
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
独
自
の
外
交
権
能
を
有
す
る
こ
と
は
国
家
性
を
有
す
る
と
判
断
す
る
際
の
要
素
と
な
っ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
は
実
効
的
政
治
権
力
の
一
要
素
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
（　

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
仲
裁
委
員
会
（
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
委
員
会
（
も
基
本
的
に
こ
れ
ら
の
要
素
で
国
家
を
定
義
し
て
い
る
。

Badinter�Com
m

ission,�

“Opinion�N
o.（

”�（（9�N
ovem

ber�（99（

（,�International Law
 R

eports,�V
ol.9（�（（99（

（,�p.（（5.

（
（（
（　

内
閣
衆
質
一
六
四
第
二
八
四
号
（
平
成
一
八
年
六
月
六
日
（。

（
（5
（　

内
閣
衆
質
一
六
四
第
三
二
二
号
（
平
成
一
八
年
六
月
一
六
日
（。

（
（（
（　

同
上
。

（
（7
（　

承
認
に
は
二
国
間
に
特
別
法
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
創
設
的
効
果
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
家
性
要
件
に
は
何
ら
関
わ
り
が
な

く
、
創
設
的
効
果
説
の
い
わ
ゆ
る
創
設
的
効
果
の
中
に
含
ま
せ
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
の
指
摘
に
つ
き
、
芹
田
健
太
郎
『
普
遍
的
国
際
社

会
の
成
立
と
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
（
一
九
三
―
一
九
四
頁
。

（
（8
（　

ニ
ウ
エ
が
国
家
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
と
判
断
す
る
に
至
り
、
承
認
を
決
定
し
た
と
の
説
明
に
つ
き
、
平
成
二
八
年
三
月

一
一
日
の
岸
田
文
雄
外
務
大
臣
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
三
号
一
一
頁
（。

（
（9
（　

パ
レ
ス
チ
ナ
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
が
そ
れ
ぞ
れ
国
家
と
し
て
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
か
ら
国
家
承
認
を
行
っ
て
い
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な
い
と
の
説
明
に
つ
き
、
平
成
二
年
六
月
一
四
日
の
福
田
博
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
参
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
七
号
一
二
頁
（、

平
成
七
年
一
二
月
一
二
日
の
林
暘
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
参
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
十
号
二
頁
（。

（
（0
（　

村
瀬
信
也
他
著
『
現
代
国
際
法
の
指
標
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
（
一
一
頁
（
村
瀬
信
也
執
筆
部
分
（。

（
（（
（　

田
畑
茂
二
郎
『
国
際
法
Ⅰ
（
新
版
（』（
有
斐
閣
、
一
九
七
三
年
（
二
一
七
頁
。

（
（（
（　J.�Craw

ford,�T
he Creation of States in International Law

 （（nd�ed.

（,�（Clarendon�Press,�（00（

（,�pp.9（

―9（.

（
（（
（　

国
際
法
を
守
る
意
思
と
能
力
と
い
う
と
き
の
国
際
法
を
、
近
代
欧
州
に
発
展
し
て
き
た
国
際
法
か
ら
よ
り
一
般
的
に
捉
え
ら
れ
る
現

代
の
国
際
法
に
な
っ
た
と
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
高
野
雄
一
『
全
訂
新
版　

国
際
法
概
論　

上
』（
弘
文
堂
、
一
九
八
五
年
（
一
三
三

―
一
三
六
頁
。

（
（（
（　

国
家
の
不
法
行
為
や
他
の
責
任
は
国
家
性
（
が
あ
る
こ
と
（
の
結
果
で
あ
る
と
の
指
摘
に
つ
き
、I.�Brow

nlie,�Principles of 
Public International Law

 （Fourth�Ed.

（,�（Clarendon�Press,�（990

（,�pp.77

―78

。

（
（5
（　

平
成
三
年
一
〇
月
二
日
の
柳
井
俊
二
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
三
号
二
二
頁
（。

（
（（
（　

こ
れ
は
双
方
の
代
表
部
を
設
置
す
る
こ
と
を
認
め
る
口
上
書
の
交
換
に
よ
る
黙
示
の
承
認
で
あ
る
。
昭
和
四
〇
年
一
一
月
一
日
の
椎

名
悦
三
郎
外
務
大
臣
答
弁
（
衆
議
院
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
条
約
及
び
協
定
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
八
号
七
―
八
頁
（。

（
（7
（　

昭
和
四
〇
年
一
〇
月
二
九
日
の
藤
崎
萬
里
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
衆
議
院
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
条
約
及
び
協
定
等
に
関

す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
六
号
五
頁
（。

（
（8
（　

濵
本
正
太
郎
「
未
承
認
国
と
の
関
係
に
お
け
る
多
数
国
間
条
約
の
適
用
（
二
（・
完
」『
法
學
論
叢
』（
京
都
大
学
（
第
一
七
一
巻
第

五
号
（
二
〇
一
二
年
（
一
五
頁
。

（
（9
（　

母
国
と
の
闘
争
を
経
て
分
離
・
独
立
す
る
場
合
に
限
定
し
て
承
認
は
創
設
的
効
果
を
持
つ
と
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、
田
畑
茂
二
郎

『
国
際
法
新
講　

上
』（
東
信
堂
、
一
九
九
〇
年
（
八
〇
頁
。
宣
言
的
効
果
説
の
一
般
的
な
妥
当
性
を
認
め
な
が
ら
、
国
際
法
に
違
反
す
る

手
段
に
よ
り
領
域
権
原
を
取
得
し
た
場
合
な
ど
で
は
部
分
的
に
創
設
的
効
果
説
に
基
づ
く
評
価
・
認
定
が
働
く
と
す
る
も
の
と
し
て
、
山

本
草
二
『
国
際
法
（
新
版
（』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
（
一
七
五
―
一
七
六
頁
。

（
（0
（　

酒
井
啓
亘
他
『
国
際
法
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
（
四
四
頁
（
酒
井
啓
亘
執
筆
部
分
（。

（
（（
（　

前
掲
注（
（5
（。
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（
（（
（　

例
え
ば
、
北
村
朋
史
「
北
朝
鮮
に
対
し
て
は
国
際
法
を
守
ら
な
く
て
も
良
い
？
―
未
承
認
国
家
の
法
的
地
位
」
森
川
幸
一
他
編
『
国

際
法
で
世
界
が
わ
か
る
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
（
四
九
頁
。

（
（（
（　L.�O

ppenheim
,�International Law

,�A
 T

reatise,�V
ol.（�（Longm

ans,�Green,�and�Co.,�（905

（,�pp.（09

―（（0.

（
（（
（　

横
田
喜
三
郎
『
國
際
法
學　

上
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
（
二
七
一
頁
。

（
（5
（　

創
設
的
効
果
説
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
過
程
で
同
説
の
一
側
面
を
こ
の
よ
う
に
性
格
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
藤
田
久
一
『
国
際
法
講

義　

Ⅰ　

国
家
・
国
際
社
会
（
第
（
版
（』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇
年
（
一
八
三
頁
。

（
（（
（　

平
成
八
年
五
月
一
四
日
の
加
藤
良
三
外
務
省
ア
ジ
ア
局
長
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
七
号
（
そ
の
一
（
一
五
―
一
六
頁
（。

（
（7
（　

昭
和
三
六
年
三
月
一
日
の
小
坂
善
太
郎
外
務
大
臣
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
六
号
三
頁
（。

（
（8
（　U

N
T

S,�V
ol.（（75,�pp.（（

―（（7.

（
（9
（　https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H
（7-00（.pdf

（
（0
（　

平
成
一
四
年
一
一
月
二
二
日
の
林
景
一
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
七
号
四
頁
（。

（
（（
（　

一
九
七
二
年
の
日
中
共
同
声
明
第
三
項
に
基
づ
く
立
場
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
点
で
、
日
台
関
係
は
他
の
未
承
認
主
体
と
の
関
係

よ
り
も
複
雑
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
（（
（　

外
務
省
告
示
第
一
二
六
号
（
平
成
二
三
年
四
月
一
日
付
官
報
第
五
五
二
七
号
六
頁
（。

（
（（
（　Cook Islands Constitution A

ct 1964,�http://w
w

w
.legislation.govt.nz/act/public/（9（（/00（9/latest/w

hole.htm
l

（
（（
（　Joint Centenary D

eclaration,�https://w
w

w
.m

fat.govt.nz/assets/Pacific（/Cook-Islands-（00（-Joint-Centenary-
D

eclaration-signed.pdf

（
（5
（　

平
成
元
年
三
月
二
八
日
の
福
田
博
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
参
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
二
号
九
頁
（。

（
（（
（　

こ
の
時
期
の
ク
ッ
ク
諸
島
の
性
格
の
解
説
に
つ
き
、
大
森
誠
一
「
ク
ッ
ク
諸
島
の
国
際
法
上
の
地
位
に
つ
い
て
―
自
由
連
合
に
つ
い

て
の
一
考
察
―
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
第
九
四
一
号
（
一
九
八
九
年
（
一
〇
二
―
一
〇
九
頁
。

（
（7
（　

例
え
ば
四
千
万
円
の
放
送
機
材
の
供
与
の
た
め
の
一
九
九
四
年
九
月
一
五
日
の
交
換
公
文
。
そ
の
文
面
は
、
日
本
側
書
簡
の
冒
頭
に

「（
中
略
（w

ithout�prejudice�to�the�position�of�the�Governm
ent�of�Japan�on�the�status�of�the�Cook�Islands�under�

international�law

」
と
の
留
保
が
付
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
末
尾
に
か
け
て
「（
双
方
の
書
簡
が
（shall�be�regarded�as�constituting�
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an�agreem

ent�betw
een�the�tw

o�Governm
ents,�w

hich�w
ill�enter�into�force�on�the�date�of�Y

our�Excellencyʼs�reply

」

と
な
っ
て
い
る
。

（
（8
（　

相
手
側
主
体
に
母
国
（
英
国
（
と
日
本
の
授
権
と
同
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
国
際
約
束
の
前
文
で
明
示
す
る
も
の
と
し
て
、

例
え
ば
日
ギ
ル
バ
ー
ト
諸
島
地
先
沖
合
漁
業
協
定
が
あ
る
。U

N
T

S,�V
ol.（（08,�pp.（（5

―（（7.　

但
し
、
ク
ッ
ク
諸
島
と
の
交
換
公
文
の

よ
う
に
母
国
か
ら
の
授
権
に
言
及
し
な
い
例
も
あ
り
、
国
際
約
束
を
締
結
で
き
る
か
否
か
の
判
断
基
準
は
授
権
の
有
無
よ
り
は
（
そ
の
理

由
は
と
も
か
く
（
相
手
側
主
体
が
特
定
の
事
項
を
実
施
す
る
権
能
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
（9
（　

例
え
ば
、
一
九
八
四
年
に
署
名
さ
れ
た
英
中
共
同
宣
言
は
、
付
属
書
Ⅰ
の
十
一
条
で
、
事
項
的
な
限
定
は
あ
る
も
香
港
が
「H

ong�
K

ong,�China
」
の
名
で
他
国
等
と
合
意
を
締
結
し
実
施
で
き
る
と
す
る
。U

N
T

S,�V
ol.（（99,�pp.（8

―（9.

（
50
（　

ウ
ォ
ル
ド
ッ
ク
特
別
報
告
者
の
一
九
六
二
年
の
第
一
報
告
書
は
、
原
則
と
し
て
条
約
の
当
事
者
と
な
る
権
能
は
連
邦
国
家
に
あ
る
と

し
つ
つ
、
例
外
と
し
て
連
邦
を
構
成
す
る
団
体
が
当
事
者
と
な
り
得
る
場
合
を
列
挙
し
て
い
る
（U

N
�D

oc.�A
/CN

.（/SER.A
/（9（（/

A
dd.（,�pp.（5

―（7

（。

（
5（
（　

連
邦
を
構
成
す
る
団
体
の
条
約
締
結
権
能
は
連
邦
憲
法
に
よ
る
と
の
案
文
に
対
し
、
日
本
は
条
約
を
締
結
す
る
他
方
の
当
事
国
が
か

か
る
団
体
の
条
約
締
結
権
能
を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
削
除
す
べ
き
と
の
意
見
を
出
し
て
い
る
（U

N
�D

oc.�A
/CN

.（/
SER.A

/（9（5/A
dd.（,�p.（7

（。

（
5（
（　https://w

w
w

.nzcio.com
/assets/A

N
ZT

EC/A
N

ZT
EC-Final-T

ext-（0-July-（0（（-N
Z.pdf

（
5（
（　https://w

w
w

.enterprisesg.gov.sg/industries/type/w
holesale-trade/astep/legal-text

（
5（
（　

従
前
の
も
の
と
し
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
に
東
ド
イ
ツ
を
国
家
承
認
し
な
い
ま
ま
二
国
間
条
約
を
締
結
し
た
例
に
つ
き
、B.�R.�

Bot,�N
onrecognition and T

reaty R
elations,�（O

ceana�Publications,�（9（8

（,�pp.7（

―9（

。

（
55
（　

日
台
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
日
本
自
身
が
国
際
約
束
の
主
体
に
な
る
の
で
は
な
く
、
日
本
台
湾
交
流
協
会
と
台
湾
日
本
関

係
協
会
が
取
決
め
を
結
び
、
両
協
会
が
日
台
両
当
局
の
必
要
な
同
意
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
協
力
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

（
5（
（　

平
成
一
七
年
五
月
一
二
日
の
林
景
一
外
務
省
国
際
法
局
長
答
弁
（
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
議
録
第
一
〇
号
一
三
頁
（。

（
57
（　

平
成
二
二
年
三
月
一
五
日
の
武
正
公
一
外
務
副
大
臣
答
弁
（
衆
議
院
北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会
議
録
第
二

号
一
二
頁
（。
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（
58
（　

田
畑
・
前
掲
注（
（9
（八
二
―
八
三
頁
。

（
59
（　

例
え
ば
、
一
九
五
四
年
の
ヨ
ル
ダ
ン
、
一
九
五
六
年
の
ネ
パ
ー
ル
や
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
承
認
。
国
際
法
事
例
研
究
会
『
国
家
承
認
』

（
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
八
三
年
（
三
、
九
〇
、
一
三
一
頁
。

（
（0
（　

例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
九
月
一
七
日
の
日
朝
首
脳
会
談
。

（
（（
（　

平
成
一
四
年
十
月
二
四
日
の
川
口
順
子
外
務
大
臣
答
弁
（
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
第
二
号
七
頁
（。

（
（（
（　

高
野
・
前
掲
注（
（（
（一
四
七
頁
。

（
（（
（　

昭
和
四
九
年
三
月
八
日
の
大
平
正
芳
外
務
大
臣
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
十
号
八
―
九
頁
（。

（
（（
（　

平
成
三
〇
年
五
月
一
日
の
日
パ
レ
ス
チ
ナ
首
脳
会
談
の
模
様
に
つ
き
、https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/m
e_a/m

e（/
palestine/page（_00（975.htm

l

。

（
（5
（　H

.�Lauterpacht,�R
ecognition in International Law

,�（Cam
bridge�U

niversity�Press,�（9（8

（,�pp.（,�（（

―（（,�7（

―75.

（
（（
（　

岩
沢
雄
司
『
国
際
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
〇
年
（
一
四
三
頁
、
杉
原
高
嶺
『
国
際
法
学
講
義
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八

年
（
二
一
三
頁
。

（
（7
（　

平
成
三
〇
年
一
二
月
五
日
の
河
野
太
郎
外
務
大
臣
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
五
号
六
頁
（。

（
（8
（　D

eclaration�on�Y
ugoslavia�

（（（�D
ecem

ber�（99（

（,� International Legal M
aterials,�V

ol.（（�N
o.（�

（（99（

（,�pp.（（85

―

（（87.

（
（9
（　

北
村
朋
史
「
北
朝
鮮
ベ
ル
ヌ
条
約
事
件
―
未
承
認
国
に
対
す
る
多
数
国
間
条
約
上
の
権
利
義
務
」『
ジ
ュ
リ
ス
ト　

平
成
（（
年
度
重

要
判
例
解
説
』（
二
〇
一
三
年
（
二
八
〇
頁
。

（
70
（　

パ
レ
ス
チ
ナ
が
多
数
国
間
条
約
を
「
締
結
」
し
た
際
の
米
の
反
応
に
つ
き
、O

ffi
ce�of�the�Legal�A

dviser�

（U
nited�States�

D
epartm

ent�of�States

（,�D
igest of U

nited States Practice in International Law
 2018,�pp.（（（

―（（5

。
こ
こ
で
は
明
ら
か
に

パ
レ
ス
チ
ナ
が
国
家
で
な
い
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
不
承
認
に
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
7（
（　S.�T

alm
on,�

“The�Constitutive�V
ersus�the�D

eclaratory�T
heory�of�Recognition:�T

ertium
�N

on�D
atur?

”,�T
he 

British Y
ear Book of International Law

 2004,�V
ol.75�（（005

（,�pp.（（8
―（5（,�（80.

（
7（
（　H

.�M
.�Blix,�

“Contem
porary�A

spects�of�Recognition

”,�R
ecueil des cours,�T

om
e�（（0�（（970�II

（,�pp.（87

―（88,�（97.
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（
7（
（　

日
本
で
は
パ
リ
条
約
を
参
照
し
つ
つ
商
標
権
の
旧
特
許
法
等
の
国
内
法
上
の
扱
い
が
裁
判
で
問
題
と
な
っ
た
が
、
本
稿
で
は
国
家
間

の
権
利
義
務
関
係
に
絞
っ
て
検
討
す
る
。

（
7（
（　

濵
本
正
太
郎
「
未
承
認
国
と
の
関
係
に
お
け
る
多
数
国
間
条
約
の
適
用
（
一
（」『
法
學
論
叢
』（
京
都
大
学
（
第
一
七
一
巻
第
四
号

（
二
〇
一
二
年
（
一
四
頁
。

（
75
（　U

N
T

S,�V
ol.8（8,�pp.（07

―（（（.

（
7（
（　Industrial Property, M

onthly R
eview

 of the U
nited International Bureaux for the Protection of Intellectual 

Property (BIR
PI),�N

o.（�（A
pril�（9（7

（,�p.75.

（
77
（　

日
本
は
リ
ス
ボ
ン
改
正
の
締
結
時
に
東
ド
イ
ツ
を
当
事
国
と
認
識
し
て
い
な
い
（
外
務
省
告
示
第
一
六
〇
号
（
昭
和
四
〇
年
八
月
三

日
付
官
報
号
外
第
九
三
号
二
〇
頁
（（。
こ
れ
に
先
立
ち
、
一
九
六
五
年
一
月
一
六
日
に
本
邦
の
ス
イ
ス
大
使
館
を
通
じ
て
、「le�

Gouvernem
ent�japonais�nʼayant�pas�reconnu�la�République�D

ém
ocratique�A

llem
ande,�il�considère�ladite�

déclaration�de�la�République�com
m

e�dénuée�de�force�légale�à�lʼégard�du�Japon

」
と
の
通
報
を
し
て
い
る
。

（
78
（　

東
ド
イ
ツ
と
外
交
関
係
を
持
つ
国
は
、
一
九
七
二
年
秋
に
は
三
〇
カ
国
で
あ
っ
た
が
一
九
七
三
年
末
に
は
一
〇
〇
カ
国
に
な
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
外
務
省
『
わ
が
外
交
の
近
況
』
第
一
八
号
（
上
巻
（（
一
九
七
四
年
（
三
八
二
頁
。

（
79
（　

昭
和
四
八
年
四
月
一
八
日
の
高
島
益
郎
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
一
三
号
一
〇
―
一
一
頁
（。

（
80
（　

外
務
省
『
わ
が
外
交
の
近
況
』
第
一
八
号
（
下
巻
（（
一
九
七
四
年
（
一
〇
七
―
一
〇
八
頁
。

（
8（
（　

昭
和
四
八
年
五
月
三
〇
日
の
高
島
益
郎
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
一
八
号
二
頁
（。

（
8（
（　

世
界
知
的
所
有
権
機
関
設
立
条
約
は
第
一
五
条
で
一
〇
の
パ
リ
同
盟
国
が
批
准
書
を
寄
託
等
す
る
こ
と
を
発
効
要
件
の
一
つ
と
す
る
。

こ
れ
に
東
ド
イ
ツ
を
含
め
る
か
否
か
に
つ
き
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
ス
イ
ス
が
同
一
日
に
批
准
し
た
こ
と
を
利
用
し
て
、
い
ず
れ
の
立
場
か
ら

見
て
も
発
効
要
件
を
満
た
し
た
と
理
解
で
き
る
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。U

N
T

S,�V
ol.8（8,�p.5.　

す
な
わ
ち
（
そ
の
理
由
は
と
も
か

く
（
東
ド
イ
ツ
が
パ
リ
同
盟
国
で
な
い
と
の
立
場
も
許
容
さ
れ
て
い
る
。

（
8（
（　

昭
和
三
九
年
五
月
六
日
の
藤
崎
萬
里
外
務
省
条
約
局
長
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
二
一
号
六
頁
（。

（
8（
（　

同
上
、
七
頁
。

（
85
（　

昭
和
四
二
年
七
月
一
四
日
の
高
島
益
郎
外
務
省
条
約
局
参
事
官
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
一
九
号
三
頁
（。
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（
8（
（　

昭
和
四
三
年
四
月
一
〇
日
の
高
島
益
郎
外
務
省
条
約
局
参
事
官
答
弁
（
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
九
号
七
頁
（。

（
87
（　

昭
和
四
六
年
五
月
二
一
日
の
山
崎
敏
夫
外
務
省
条
約
局
参
事
官
答
弁
（
参
議
院
外
務
委
員
会
議
録
第
一
六
号
四
頁
（。

（
88
（　

国
家
責
任
の
特
別
に
影
響
を
受
け
る
国
の
文
脈
で
あ
る
が
、
国
連
海
洋
法
条
約
第
一
九
四
条
の
か
か
る
側
面
に
つ
い
て
、

Y
earbook of the International Law

 Com
m

ission 2001,�V
ol.II�Part�T

w
o�

（A
/CN

.（/SER.A
/（00（/A

dd.（

（Part�（

（（,�
p.（（9

。

（
89
（　

酒
井
啓
亘
「
最
近
の
国
家
実
行
に
お
け
る
国
家
承
認
の
『
撤
回
』
に
つ
い
て
」
芹
田
健
太
郎
他
編
『
実
証
の
国
際
法
学
の
継
承　

安

藤
仁
介
先
生
追
悼
』（
信
山
社
、
二
〇
一
九
年
（
二
二
一
―
二
五
四
頁
。

（
90
（　

シ
エ
ラ
・
レ
オ
ー
ネ
が
二
〇
二
〇
年
三
月
に
承
認
を
撤
回
し
た
の
が
十
八
カ
国
目
と
さ
れ
る
（https://w

w
w

.srbija.gov.rs/
vest/en/（50855/sierra-leone-w

ithdraw
s-kosovos-recognition.php

（。

（
9（
（　

例
え
ば
、
ガ
ー
ナ
は
当
初
の
承
認
が
尚
早
で
あ
っ
た
こ
と
も
理
由
と
す
る
（https://w

w
w

.srbija.gov.rs/vest/en/（（75（5/
ghana-w

ithdraw
s-kosovos-recognition.php

（。

（
9（
（　

酒
井
・
前
掲
注（
89
（二
四
六
―
二
四
七
頁
。

（
9（
（　

平
成
三
〇
年
一
一
月
二
〇
日
の
河
野
太
郎
外
務
大
臣
答
弁
（
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
会
会
議
録
第
二
号
一
〇
頁
（。

（
9（
（　

田
畑
・
前
掲
注（
（9
（八
三
頁
。

（
95
（　

酒
井
・
前
掲
注（
89
（二
二
八
頁
。

（
9（
（　

消
滅
し
た
「
国
家
」
に
つ
い
て
は
承
認
を
撤
回
し
て
い
な
い
が
、
統
一
ド
イ
ツ
と
は
違
い
、
既
存
の
国
家
の
統
合
に
よ
り
新
し
い
国

家
が
成
立
し
た
と
観
念
し
て
国
家
承
認
を
行
っ
た
例
と
し
て
は
、
一
九
五
八
年
の
ア
ラ
ブ
連
合
共
和
国
（
エ
ジ
プ
ト
と
シ
リ
ア
が
連
合
を

結
成
し
た
も
の
（
や
一
九
七
六
年
の
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義
共
和
国
に
対
す
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
新
国
家
の
承
認

は
旧
国
家
の
消
滅
も
含
意
す
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
ベ
ト
ナ
ム
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
と
違
い
ベ
ト
ナ
ム
側
が
従
前
よ
り
一
つ
の
国
家
で

あ
っ
た
と
の
立
場
を
と
っ
た
た
め
、
統
一
に
対
す
る
祝
電
と
い
う
形
の
黙
示
の
承
認
で
あ
っ
た
。
昭
和
五
一
年
七
月
九
日
の
宮
澤
喜
一
外

務
大
臣
答
弁
（
参
議
院
外
務
委
員
会
会
議
録
第
一
号
一
一
頁
（。

（
97
（　

外
務
省
告
示
第
一
二
三
号
（
平
成
三
年
三
月
二
日
付
官
報
第
五
八
三
号
（
三
頁
。

（
98
（　

ソ
マ
リ
ア
が
気
候
変
動
枠
組
条
約
に
加
入
し
た
際
、
同
国
に
日
本
政
府
が
承
認
す
る
政
府
は
な
か
っ
た
が
、「
ソ
マ
リ
ア
共
和
国
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『
政
府
』
は
、（
中
略
（
加
入
書
を
（
中
略
（
国
際
連
合
事
務
総
長
に
寄
託
し
た
。
よ
っ
て
、
同
条
約
は
、（
中
略
（
ソ
マ
リ
ア
共
和
国
に

つ
い
て
効
力
を
生
じ
た
」
と
し
て
ソ
マ
リ
ア
を
締
約
国
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
外
務
省
告
示
第
五
一
三
号
（
平
成
二
二
年
一
二
月
一
六
日

付
官
報
第
五
四
五
九
号
二
頁
（。


