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現
代
国
際
法
に
お
け
る
人
権
と
外
交
的
保
護
の
交
錯

篠　

原　
　
　

梓

（
亜
細
亜
大
学
国
際
関
係
学
部
教
授
）

は
じ
め
に

　

一
九
七
〇
年
に
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
判
決
で
、
次
の
よ
う
に
判
示

し
た
。

　

国
が
そ
の
領
域
内
に
外
国
の
投
資
ま
た
は
外
国
人
―
―
自
然
人
・
法
人
―
―
が
入
る
の
を
認
め
る
そ
の
と
き
か
ら
、
そ
の

国
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
法
の
保
護
を
与
え
、
ま
た
そ
の
待
遇
に
関
し
て
一
定
の
義
務
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
、
絶
対
的
で
も
、
ま
た
無
制
限
で
も
な
い
。
と
く
に
、
国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
国
々
の
義
務
と

外
交
的
保
護
の
枠
内
で
他
国
に
対
し
て
生
じ
る
義
務
と
の
間
に
は
本
質
的
な
区
別
が
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
前
者
は
、

そ
の
本
性
か
ら
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
国
々
の
関
心
事
で
あ
る
。
問
題
と
な
る
権
利
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
あ
ら
ゆ
る
国
が
、
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当
該
権
利
の
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
法
的
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
問
題
と
な
る
義
務
は
、
対
世
的
義

務obligations erga om
nes

で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
義
務
は
、
た
と
え
ば
、
現
代
国
際
法
に
お
い
て
、
侵
略
行
為
及
び
集
団
殺
害
行
為
に
対
す
る
法
益
剥
奪
か
ら
、

ま
た
人
間
の
基
本
的
権
利
に
関
す
る
原
則
お
よ
び
規
則
―
―
奴
隷
制
度
お
よ
び
人
種
差
別
に
対
す
る
保
護
を
含
む
―
―
か

ら
生
じ
る
。
こ
れ
に
対
応
し
て
保
護
を
行
な
う
あ
る
種
の
権
利
が
、
一
般
国
際
法
に
統
合
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
（
ジ
ェ
ノ
サ

イ
ド
条
約
の
留
保
事
件
）。
他
の
例
は
、
普
遍
的
な
い
し
準
普
遍
的
な
性
質
を
も
つ
国
際
文
書
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る

（
1
（

。

　

こ
の
有
名
な
傍
論obiter dicta

は
、
一
九
六
六
年
の
南
西
ア
フ
リ
カ
事
件
で
法
的
権
利
・
利
益
の
欠
如
か
ら
エ
チ
オ
ピ
ア
と

リ
ベ
リ
ア
の
請
求
を
却
け
た
こ
と
に
対
す
る
国
際
社
会
の
強
い
批
判
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
信
頼
回
復
を
図
る
動
機
を
伴
っ
て
導

入
さ
れ
た
と
言
わ
れ
る

（
2
（

。
こ
こ
で
初
め
て
言
及
さ
れ
た
「
対
世
的
義
務
」
は
、
そ
の
後
現
代
国
際
法
の
動
向
を
表
象
す
る
代
表
的

な
概
念
と
し
て
定
着
し
、
学
説
や
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
、
国
連
国
際
法
委
員
会
（
Ｉ
Ｌ
Ｃ
）
の
法
典
化
作
業
等
に
多
大
な
影
響
を
与
え

て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
般
国
際
法
の
強
行
規
範jus cogens

や
国
家
の
国
際
犯
罪
と
い
う
新
た
な
概
念
と
並
ん
で
、
今
日
の

国
際
法
を
語
る
上
で
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

　

引
用
さ
れ
た
傍
論
の
文
脈
か
ら
、
国
際
法
上
の
義
務
の
間
に
立
て
ら
れ
る
べ
き
「
本
質
的
な
区
別
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
、

ど
の
よ
う
な
実
体
を
伴
う
の
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
た
い
。「
国
際
社
会
全
体
に
対
す
る
国
々
の
義
務
」
と
は
そ
の
本
性
か
ら
「
あ

ら
ゆ
る
国
々
の
関
心
事
」
で
あ
り
、
又
対
応
す
る
権
利
の
重
要
性
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
国
が
、
当
該
権
利
の
保
護
さ
れ
る
こ
と
に
法

的
利
害
関
係
を
有
し
て
い
る
」。
後
段
で
は
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
、「
侵
略
行
為
お
よ
び
集
団
殺
害
行
為
に
対
す
る
法
益
剥
奪
」
並

び
に
「
人
間
の
基
本
的
権
利
に
関
す
る
原
則
お
よ
び
規
則
」
か
ら
、
対
世
的
義
務
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
義
務
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違
反
に
対
応
す
る
あ
る
種
の
権
利
は
、
一
般
国
際
法
或
い
は
普
遍
的
な
い
し
準
普
遍
的
な
性
質
の
国
際
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。

従
っ
て
対
世
的
義
務
は
そ
の
本
性
或
い
は
対
応
す
る
権
利
の
重
要
性
に
由
来
し
、
例
え
ば
侵
略
・
集
団
殺
害
や
人
権
侵
害
行
為
の

禁
止
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
対
世
的
義
務
と
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
う
一
方
の
義
務
に
つ
い
て
は
、「
外
交
的
保
護
の
枠
内
で
他
国
に
対
し
て

生
じ
る
義
務
」
と
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
こ
で
外
交
的
保
護
に
言
及
さ
れ
て
い

る
の
は
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
に
お
い
て
、
同
社
の
株
主
で
あ
る
自
国
民
の
損
害
に
つ
い
て
外
交
保
護

権
を
行
使
で
き
る
ベ
ル
ギ
ー
の
当
事
者
適
格standing

が
争
わ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
外

交
的
保
護
に
限
定
さ
れ
ず
、伝
統
的
な
国
際
法
に
お
け
る
国
家
間
の
相
互
的
な
権
利
義
務
関
係
の
総
体
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

即
ち
伝
統
的
な
国
際
法
上
の
権
利
義
務
が
平
等
な
国
家
間
の
相
互
的
な
関
係
を
規
律
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
対
世
的
権
利
義
務

は
国
際
社
会
の
共
通
利
益
実
現
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
概
念
で
、
そ
の
規
律
は
国
内
社
会
に
お
け
る
公
法
の
役
割
に
措
定
す
る
こ

と
も
可
能
と
さ
れ
る

（
3
（

。
従
っ
て
対
世
的
で
な
い
義
務
と
は
、
外
交
的
保
護
の
枠
内
の
他
国
へ
の
義
務
や
裁
判
管
轄
権
に
お
け
る
同

意
の
原
則
等
を
含
む
、
二
国
間
の
伝
統
的
な
国
際
法
上
の
義
務
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
峻
別
さ
れ
た
二
つ
の
タ
イ
プ
の
国
際
法
上
の
義
務
は
、
実
際
の
国
際
裁
判
に
お
い
て
は
緊
密
に
絡
み
合
い
、
訴

訟
の
結
果
を
大
き
く
左
右
す
る
こ
と
が
明
ら
か
と
さ
れ
て
き
た
。
代
表
的
な
事
例
は
一
九
九
五
年
の
東
チ
モ
ー
ル
事
件
判
決
で
、

請
求
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
主
張
を
認
め
て
自
決
権
が
対
世
的
な
権
利
で
、
あ
ら
ゆ
る
国
が
そ
れ
を
尊
重
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
た
も

の
の
、
規
範
の
対
世
的
性
格
と
裁
判
管
轄
権
に
対
す
る
同
意
の
規
則
は
別
で
あ
る
と
し
て
、
事
件
の
当
事
者
で
は
な
い
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
行
動
の
適
法
性
に
対
す
る
評
価
に
関
わ
る
裁
定
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
結
論
さ
れ
た

（
（
（

。
又
典
型
的
な
対
世
的
義
務
と

し
て
傍
論
で
も
言
及
さ
れ
る
人
権
尊
重
義
務
に
関
し
て
、
侵
害
さ
れ
た
被
害
者
の
国
籍
国
が
自
国
自
身
の
、
そ
し
て
自
国
民
の
権
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利
侵
害
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
そ
の
後
相
次
い
だ
。
そ
れ
ら
は
領
事
関
係
条
約
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
同

条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
違
反
の
申
立
て
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
〇
年
に
は
更
に
外
交
保
護
権
の
行
使
に
基
づ
き
国
際
人
権
規

約
と
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲
章
違
反
を
認
定
す
る
デ
ィ
ア
ロ
事
件
本
案
判
決
も
下
さ
れ
た
。

　

本
論
文
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
例
の
検
討
か
ら
外
交
的
保
護
の
枠
内
で
人
権
侵
害
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
、
両
者
の
関
係
が
如
何
に
把
握

さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
目
的
と
す
る
。
又
対
世
的
義
務
に
対
応
す
る
代
表
的
権
利
で
あ
る
人
権
が
外
交
的
保
護
条
文

の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
に
お
け
る
起
草
過
程
で
、
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
如
何
な
る
形
で
最
終
条
文
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
も
、
併
せ
て
明

ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
判
決
で
傍
論
と
し
て
導
入
さ
れ
た
新
た
な
概
念
が
、
こ

の
四
〇
年
間
に
国
際
法
の
実
体
に
与
え
た
影
響
を
吟
味
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
。

　
　

一　

領
事
関
係
条
約
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
請
求

　

領
事
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
付
属
す
る
「
紛
争
の
義
務
的
解
決
に
関
す
る
選
択
議
定
書
」
第
一
条
は
、
条
約
の
解
釈

又
は
適
用
か
ら
生
ず
る
紛
争
に
対
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
義
務
的
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
。
議
定
書
当
事
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

死
刑
判
決
を
受
け
た
外
国
人
に
関
し
て
、
同
国
の
権
限
あ
る
当
局
が
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
に
規
定
さ
れ
る
義
務
に
違
反
し

た
と
し
て
、
当
該
外
国
人
の
国
籍
国
で
あ
る
パ
ラ
グ
ア
イ
・
ド
イ
ツ
・
メ
キ
シ
コ
が
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
相
次
い
で
ア
メ
リ
カ
に

対
す
る
訴
訟
を
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
起
し
た
。
請
求
は
全
て
死
刑
執
行
の
停
止
指
示
を
求
め
る
仮
保
全
措
置
の
要
請
を
伴
っ
て
い
た
が
、

こ
こ
で
は
裁
判
所
の
命
令
・
判
決
の
概
要
を
比
較
し
つ
つ
審
理
過
程
を
辿
っ
て
い
く
。
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１　

ブ
レ
ア
ー
ド
事
件

　

パ
ラ
グ
ア
イ
国
民
ブ
レ
ア
ー
ドBreard

は
一
九
九
二
年
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
逮
捕
さ
れ
、
翌
九
三
年
に
殺
人
の
罪
で
死
刑
判

決
を
言
渡
さ
れ
た
が
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
当
局
は
領
事
関
係
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
で
義
務
付
け
ら
れ
る
領
事
機
関
へ
の
通
報

を
行
わ
ず
、
又
当
該
通
報
を
要
請
す
る
権
利
に
つ
い
て
ブ
レ
ア
ー
ド
に
告
げ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
ブ
レ
ア
ー
ド
は
連
邦
裁
判
所

に
請
願
を
提
出
し
た
が
、
手
続
的
懈
怠procedual default

を
理
由
に
領
事
関
係
条
約
を
援
用
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
（
5
（

。
一
九
九
六
年
に
自
ら
ブ
レ
ア
ー
ド
の
逮
捕
・
拘
禁
を
知
っ
た
パ
ラ
グ
ア
イ
は
領
事
援
助
を
開
始
し
、
ブ
レ
ア
ー
ド
に
対
し
て

執
ら
れ
た
手
続
の
無
効
を
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
裁
判
所
に
訴
え
出
る
と
共
に
、
国
務
省
に
よ
る
周
旋
等
外
交
交
渉
も
行
っ
た
上
で
、

一
九
九
八
年
に
選
択
議
定
書
第
一
条
に
基
づ
き
原
状
回
復
を
求
め
る
訴
え
を
Ｉ
Ｃ
Ｊ 

に
提
起
し
た
。
訴
状
で
は
領
事
関
係
条
約

第
五
条
・
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
に
基
づ
い
て
、
自
国
民
に
つ
い
て
外
交
保
護
権
を
行
使
す
べ
き
パ
ラ
グ
ア
イ
に
対
す
る
ア
メ
リ

カ
の
義
務
違
反
が
申
立
て
ら
れ
た
。
更
に
一
〇
日
後
に
ブ
レ
ア
ー
ド
の
死
刑
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
自
由
権
規
約
第
六
条
に

規
定
さ
れ
る
生
命
に
対
す
る
固
有
の
権
利
に
基
づ
き
、
死
刑
執
行
停
止
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
保
証
を
指
示
す
る
仮
保
全
措
置
を
要

請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
の
権
利
を
ブ
レ
ア
ー
ド
に
告
げ
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
た
た

め
に
紛
争
の
不
存
在
を
、
そ
し
て
そ
れ
は
故
意
で
は
な
く
、
領
事
援
助
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
結
果
に
変
り
が
な
い
程
に

必
要
な
法
的
援
助
を
彼
は
受
け
て
い
た
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
場
合
に
執
ら
れ
る
べ
き
唯
一
の
責
任
の
解
除
は
謝
罪

で
あ
り
、
ブ
レ
ア
ー
ド
に
対
す
る
審
理
を
自
動
的
に
無
効
と
す
る
よ
う
な
原
状
回
復
は
慣
行
上
認
め
ら
れ
ず
、
又
ア
メ
リ
カ
の
国

内
法
上
実
行
不
可
能
で
あ
る
と
申
立
て
た

（
（
（

。

　

裁
判
所
の
命
令
は
本
件
が
選
択
議
定
書
第
一
条
に
規
定
さ
れ
る
条
約
の
適
用
か
ら
生
ず
る
紛
争
で
あ
り
、
パ
ラ
グ
ア
イ
の
求
め

る
救
済
が
適
切
か
は
本
案
段
階
で
決
定
さ
れ
る
と
し
て
、
同
条
に
基
づ
く
裁
判
所
の
一
応prim

a facie

の
管
轄
権
を
承
認
し
た
。
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Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
任
務
は
国
家
間
の
国
際
法
上
の
紛
争
の
解
決
で
あ
り
、
刑
事
事
件
の
上
訴
審
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
ブ

レ
ア
ー
ド
に
対
し
て
死
刑
が
執
行
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
パ
ラ
グ
ア
イ
が
求
め
る
救
済
は
不
可
能
と
な
る
た
め
、
以
下
の
仮
保
全
措

置
が
指
示
さ
れ
た
。

本
審
理
の
最
終
判
決
ま
で
ブ
レ
ア
ー
ド
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
な
い
よ
う
保
証
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
可
能
な
限
り
全
て
の

措
置
を
執
る
も
の
と
しshould take all m

easures at its disposal

加
え
て
本
命
令
を
履
行
す
る
た
め
の
全
て
の
措
置

を
裁
判
所
に
報
告
す
る
こ
と
と
す
る

（
7
（

。

ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
は
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
知
事
に
対
し
て
ブ
レ
ア
ー
ド
の
死
刑
執
行
の
延
期
を
要
請
す
る
と
共
に
、
パ
ラ
グ
ア
イ
・

ブ
レ
ア
ー
ド
各
々
か
ら
連
邦
最
高
裁
判
所
に
申
請
さ
れ
た
請
願
を
却
下
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
し
て
最
高
裁
判
所
に
よ
る
請
願
却

下
を
受
け
て
州
知
事
が
死
刑
執
行
を
延
期
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
、
一
九
九
八
年
四
月
一
四
日
に
ブ
レ
ア
ー
ド
の
死
刑
は
予
定
通

り
執
行
さ
れ
た
。
こ
の
経
緯
は
仮
保
全
措
置
の
指
示
命
令
の
法
的
拘
束
力
に
関
す
る
議
論
を
引
起
こ
し
、
又
ア
メ
リ
カ
の
行
動
が

「
結
果
の
義
務obligation of result

」
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
後
の
事
件
に
引
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か

し
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
以
上
パ
ラ
グ
ア
イ
の
請
求
は
実
行
不
可
能
と
な
り
、
同
年
一
一
月
に
パ
ラ
グ
ア
イ
は
訴
訟
の
取
下
げ
を
裁

判
所
に
申
請
し
、
ア
メ
リ
カ
も
こ
れ
に
同
意
し
た
た
め
に
訴
訟
の
打
切
り
と
総
件
名
簿
か
ら
の
削
除
が
決
定
さ
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
ブ
レ
ア
ー
ド
事
件
で
は
本
案
審
理
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
本
件
に
つ
い
て
選
択
議
定
書
第
一
条
に
基
づ
き

裁
判
所
の
管
轄
権
が
一
応
承
認
さ
れ
る
と
い
う
結
果
を
齎
し
た
の
み
で
、
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
に
規
定
さ
れ
る
義
務
の
内

容
や
性
格
、
更
に
そ
の
違
反
の
帰
結
が
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
パ
ラ
グ
ア
イ
は
訴
状
で
自
国
民
に
つ
い
て
外
交
保
護
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権
を
行
使
す
べ
き
同
国
の
権
利
の
み
に
言
及
し
て
原
状
回
復
を
求
め
た
が
、
仮
保
全
措
置
の
指
示
要
請
の
中
で
は
自
由
権
規
約
第

六
条
等
を
援
用
し
て
そ
の
根
拠
と
し
て
い
た

（
（
（

。
従
っ
て
こ
こ
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
に
規
定
さ

れ
る
外
国
人
の
逮
捕
・
拘
禁
等
に
際
し
て
、
当
該
外
国
人
の
要
請
が
あ
る
時
は
遅
滞
な
く
領
事
機
関
に
通
報
し
、
又
そ
の
権
利
に

つ
い
て
当
該
外
国
人
に
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
の
違
反
が
、
領
事
援
助
を
含
む
国
籍
国
の
外
交
保
護
権
の
行
使
を

阻
害
す
る
よ
う
な
義
務
違
反
に
相
当
す
る
と
主
張
さ
れ
、
パ
ラ
グ
ア
イ
が
提
起
し
た
訴
訟
が
選
択
議
定
書
に
規
定
さ
れ
る
条
約
の

適
用
に
関
す
る
紛
争
と
認
め
ら
れ
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
一
応
の
管
轄
権
が
承
認
さ
れ
た
事
実
に
止
ま
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
パ
ラ
グ
ア

イ
が
訴
状
で
主
張
し
た
国
家
の
権
利
で
あ
る
外
交
保
護
権
と
、
仮
保
全
措
置
の
指
示
要
請
の
中
で
言
及
さ
れ
た
生
命
に
対
す
る
権

利
と
い
う
人
権
と
の
関
係
は
、
両
当
事
者
の
主
張
で
も
仮
保
全
措
置
指
示
命
令
に
お
い
て
も
、
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

　

２　

ラ
グ
ラ
ン
事
件

　

ラ
グ
ラ
ンLaGrand

兄
弟
は
幼
い
頃
に
ド
イ
ツ
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
、
後
に
ア
メ
リ
カ
国
民
の
養
子
と
な
っ
た
が
、
国

籍
は
ド
イ
ツ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
一
九
八
二
年
両
名
は
ア
リ
ゾ
ナ
州
で
銀
行
強
盗
未
遂
の
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
時
の
殺
人
の

罪
等
に
よ
り
八
四
年
末
に
死
刑
判
決
を
受
け
た
。
そ
の
後
両
名
は
控
訴
や
請
願
を
繰
返
し
て
一
九
九
一
年
ま
で
に
全
て
拒
絶
さ
れ

た
が
、
こ
の
時
点
ま
で
領
事
関
係
条
約
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ア
リ
ゾ
ナ
州
当
局
は
か
な
り
早
い
段
階
で
兄
弟
が

ド
イ
ツ
国
籍
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
と
ド
イ
ツ
は
主
張
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
れ
を
争
い
、
し
か
し
外
国
籍
と
判
明
し
た

後
も
領
事
機
関
に
通
報
せ
ず
、
両
名
に
権
利
に
つ
い
て
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
約
上
の
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
を
認
め
て

い
る
。
ア
リ
ゾ
ナ
州
当
局
で
は
な
く
別
ル
ー
ト
を
通
じ
て
の
両
名
か
ら
の
通
報
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
が
こ
の
事
実
を
知
っ
た
の
は
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一
九
九
二
年
半
ば
で
、
領
事
機
関
に
よ
る
積
極
的
な
援
助
・
助
言
が
既
に
行
わ
れ
て
い
た
九
八
年
末
の
時
点
で
、
両
名
は
正
式
に

領
事
へ
の
接
触
の
権
利
に
つ
い
て
告
げ
ら
れ
た
が
、翌
九
九
年
初
頭
に
は
両
名
の
死
刑
執
行
日
時
が
決
定
さ
れ
た
。ド
イ
ツ
は
様
々

な
政
府
高
官
名
で
ア
メ
リ
カ
に
親
書
を
送
っ
て
死
刑
執
行
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
親
書
に
お
い
て
初
め
て
領
事
へ

の
通
報
の
欠
如
が
言
及
さ
れ
た
の
は
、
弟
カ
ー
ル
の
死
刑
執
行
予
定
日
の
二
日
前
で
あ
っ
た
。
前
日
に
ア
リ
ゾ
ナ
州
委
員
会
に
よ

り
手
続
的
懈
怠
を
理
由
と
し
て
恩
赦
請
求
を
拒
絶
さ
れ
た
カ
ー
ル
は
、
予
定
通
り
九
九
年
二
月
二
四
日
に
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
。

そ
の
一
週
間
後
の
三
月
三
日
に
兄
ウ
ォ
ル
タ
ー
の
死
刑
執
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
前
日
の
三
月
二
日
に
ド
イ
ツ
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ

に
本
件
を
提
訴
し
、
同
時
に
仮
保
全
措
置
の
指
示
を
要
請
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
ア
リ
ゾ
ナ
州
恩
赦
委
員
会
は
六
〇
日
間
の
刑
の

執
行
停
止
を
勧
告
し
た
が
、
州
知
事
は
予
定
通
り
死
刑
の
執
行
を
決
定
し
た
。

　

ド
イ
ツ
は
自
国
の
権
利
を
保
全
す
る
措
置
と
し
て
、
ブ
レ
ア
ー
ド
事
件
で
パ
ラ
グ
ア
イ
が
主
張
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
理
由
に
基

づ
き
、同
事
件
に
お
け
る
仮
保
全
措
置
と
同
様
の
指
示
命
令
を
要
請
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
裁
判
所
は
ア
メ
リ
カ
政
府
に
対
し
て
、

こ
の
命
令
を
ア
リ
ゾ
ナ
州
知
事
に
伝
え
る
も
の
と
す
る
仮
保
全
措
置
を
、
死
刑
執
行
予
定
の
当
日
に
審
理
を
経
な
い
で
職
権
に
よ

っ
て
指
示
し
て
い
る

（
（
（

。
同
時
に
ド
イ
ツ
は
ア
メ
リ
カ
政
府
及
び
ア
リ
ゾ
ナ
州
知
事
に
対
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
命
令
に
従
う
べ
き
と
の

訴
訟
を
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
に
提
起
し
た
が
、
国
内
法
上
の
手
続
的
理
由
等
か
ら
こ
の
申
立
て
は
却
け
ら
れ
、
ウ
ォ
ル
タ

ー
も
弟
同
様
に
予
定
通
り
死
刑
を
執
行
さ
れ
た
。
そ
の
過
程
で
ア
メ
リ
カ
の
司
法
長
官
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
仮
保
全
措
置
命
令
は
拘
束

力
に
欠
け
、
司
法
的
救
済
の
根
拠
を
与
え
る
も
の
で
な
い
と
し
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
又
本
件
仮
保
全
措
置
が
通
常
の
裁
判
所

規
則
第
七
三
・
七
四
条
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
同
第
七
五
条
一
項
が
初
め
て
適
用
さ
れ
た
点
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
従

来
同
項
の
職
権
に
よ
る
仮
保
全
措
置
の
指
示
は
い
ず
れ
の
当
事
者
も
要
請
し
て
い
な
い
場
合
に
命
じ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

が
、
本
件
で
は
ド
イ
ツ
が
仮
保
全
措
置
を
要
請
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
申
立
て
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
い
ま
ま
、
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即
ち
弁
論
を
省
略
し
て
措
置
の
指
示
命
令
が
下
さ
れ
た
。
命
令
は
ブ
レ
ア
ー
ド
事
件
同
様
に
選
択
議
定
書
第
一
条
に
基
づ
く
一
応

の
管
轄
権
を
承
認
し
、
死
刑
執
行
が
ド
イ
ツ
の
主
張
す
る
権
利
に
回
復
不
可
能
な
損
害
を
齎
す
緊
急
な
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
ア

メ
リ
カ
に
対
し
て
仮
保
全
措
置
を
指
示
し
た
。
し
か
し
命
令
の
主
要
対
象
で
あ
る
死
刑
執
行
の
停
止
は
個
人
の
生
命
へ
の
権
利
の

保
全
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
外
交
保
護
権
行
使
の
た
め
の
保
全
措
置
と
し
て
指
示
さ
れ
た
因
果
関
係
が
、
必
ず
し
も
十
分
明
確
に
さ

れ
て
い
な
い
と
の
批
判
も
見
ら
れ
る

（
（（
（

。

　

ラ
グ
ラ
ン
事
件
が
ブ
レ
ア
ー
ド
事
件
と
異
な
る
の
は
、
ラ
グ
ラ
ン
兄
弟
に
対
す
る
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
後
も
審
理
が
継
続
し
、

二
年
後
の
二
〇
〇
一
年
に
本
案
判
決
が
下
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
先
決
的
問
題
と
し
て
管
轄
権
と
受
理
可
能
性
に
つ
い
て
検

討
さ
れ
、
判
決
は
共
に
肯
定
す
る
結
論
に
達
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
が
申
立
て
た
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
違
反
に
よ
る
ド
イ
ツ

お
よ
び
ド
イ
ツ
国
民
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
基
本
的
に
は
義
務
違
反
の
存
在
自
体
を
認
め
た
も
の
の
、
同
条
が
規

定
す
る
の
は
国
家
の
権
利
で
あ
っ
て
、
個
人
の
権
利
や
人
権
で
は
な
い
と
主
張
し
た

（
（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
判
決
は
ド
イ
ツ
の
主
張
を

容
れ
て
、
第
三
六
条
一
項
の
文
言
の
解
釈
か
ら
同
項
が
個
人
の
権
利
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
、
そ
の
侵
害
を
も
併
せ
て

認
定
し
た

（
（（
（

。
更
に
ド
イ
ツ
は
こ
の
個
人
の
権
利
を
人
権
と
性
格
付
け
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
判
断
が
示
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た

（
（（
（

。
続
く
手
続
的
懈
怠
の
適
用
に
よ
る
第
三
六
条
二
項
（
接
受
国
の
法
令
が
こ
の
条
に
定
め
る
権
利
の
目
的
を
達
成
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
の
下
で
の
ド
イ
ツ
へ
の
義
務
違
反
と
、
仮
保
全
措
置
指
示
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
場
合
に
「
再
審
議
と
再
検
討review

 and reconsideration

」
を
行
う
義
務
や
再
発
防
止
の
保
証
に
つ
い
て
の
ド

イ
ツ
の
主
張
は
全
て
認
め
ら
れ
た
。

　

本
案
判
決
の
主
要
論
点
は
多
岐
に
亘
り
、
詳
細
な
検
討
を
通
じ
て
仮
保
全
措
置
の
指
示
命
令
の
法
的
拘
束
力
を
裁
判
所
が
初
め

て
明
確
に
し
た
こ
と
や
、
再
発
防
止
の
保
証
を
違
法
行
為
の
帰
結
と
し
て
初
め
て
導
入
し
た
点
は
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。



（0

し
か
し
こ
こ
で
は
、
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
の
規
定
が
個
人
の
権
利
を
創
設
す
る
と
解
釈
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
個
人
の
権

利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
外
交
的
保
護
の
枠
内
に
本
件
が
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
第
一
の
条
文
解
釈
に

つ
い
て
は
、
同
項
（
ｂ
）
の
最
終
文
が
「
そ
の
者
が
こ
の
（
ｂ
）
の
規
定
に
基
づ
き
有
す
る
権
利
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
、
同

項
（
ｃ
）
の
末
尾
の
「
当
該
国
民
が
明
示
的
に
反
対
す
る
場
合
に
は
」
領
事
官
は
当
該
国
民
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
差
控
え

る
と
の
規
定
か
ら
、
裁
判
所
は
「
第
三
六
条
一
項
が
個
人
の
権
利
を
創
設
し
、
選
択
議
定
書
第
一
条
に
よ
り
そ
の
者
の
国
籍
国
が

本
裁
判
所
で
こ
れ
を
援
用
し
う
る
」
と
の
結
論
を
導
い
た

（
（（
（

。
更
に
第
三
六
条
二
項
の
主
題
と
な
る
権
利
は
国
家
の
権
利
の
み
で
、

逮
捕
・
拘
禁
さ
れ
た
個
人
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
の
ア
メ
リ
カ
の
主
張
を
否
定
し
て
、
第
一
項
が
国
家
の
権
利
に
加
え
て
個
人
の

権
利
を
も
創
設
し
て
い
る
以
上
、
第
二
項
は
当
該
個
人
に
も
適
用
さ
れ
る
と
判
示
し
た

（
（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
仮
保
全
措
置
命
令

の
法
的
拘
束
性
に
関
連
し
て
吟
味
さ
れ
た
裁
判
所
規
程
第
四
一
条
の
解
釈
や
起
草
過
程
の
検
討
と
比
べ
る
と
、
こ
の
解
釈
を
導
く

根
拠
に
十
分
な
説
得
性
が
な
い
と
の
指
摘
も
見
ら
れ
る

（
（（
（

。
即
ち
領
事
関
係
条
約
は
本
来
国
家
間
の
関
係
を
意
図
し
て
締
結
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
第
三
六
条
は
国
民
の
保
護
と
い
う
領
事
機
関
の
重
要
な
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
置
か
れ
て
い
て
、
個
人
の
権
利
を

創
設
す
る
意
図
は
認
め
難
い
と
の
論
拠
に
基
づ
く
反
対
意
見
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
は
、
一
九
八
五
年
に
国
連
総
会
で

採
択
さ
れ
た
「
外
国
人
の
人
権
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」（
決
議（0/1（（

）
を
援
用
し
て
、
領
事
と
接
触
す
る
権
利
は
個
人
の

権
利
で
あ
り
人
権
で
あ
る
と
主
張
し
た

（
（（
（

。

　

条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
に
規
定
さ
れ
る
権
利
が
人
権
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
逮
捕
・
拘
禁
さ
れ
た
個
人
の
権
利
で
あ
る

と
判
決
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
前
提
に
、
本
訴
訟
が
そ
の
よ
う
な
個
人
の
権
利
に
関
す
る
外
交
保
護
権
の
行
使
と
し
て
提
起

さ
れ
て
い
る
の
か
が
次
に
問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
が
管
轄
権
の
基
礎
と
し
て
依
拠
し
た
の
は
選
択
議
定
書
第
一
条
で
あ
り
、
条
約

第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
の
違
反
を
認
め
る
ア
メ
リ
カ
は
先
決
的
抗
弁
を
提
起
し
な
か
っ
た
が
、
同
項
（
ａ
）
と
（
ｃ
）
の
違
反
に
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関
し
て
は
外
交
的
保
護
が
慣
習
国
際
法
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
た
め
、
選
択
議
定
書
が
適
用
さ
れ
る
範
囲
内
に
は
な
い
と
し
て

管
轄
権
を
争
っ
た

（
（（
（

。
裁
判
所
は
ア
メ
リ
カ
の
こ
の
主
張
を
認
め
ず
、（
ａ
）
と
（
ｃ
）
の
違
反
に
関
す
る
紛
争
も
議
定
書
第
一
条

の
範
囲
内
に
あ
り
、
自
国
民
の
権
利
に
関
す
る
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
と
結
論
し
た

（
（（
（

。
更
に
本
案
審
理
に
お
い

て
、
領
事
援
助
を
付
与
す
る
権
利
と
外
交
的
保
護
に
よ
り
自
国
民
の
請
求
を
取
上
げ
る
権
利
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
に
お

い
て
外
交
的
保
護
が
果
す
役
割
は
何
等
存
在
し
な
い
と
ア
メ
リ
カ
は
主
張
し
た

（
（（
（

。
ド
イ
ツ
が
外
交
保
護
権
を
行
使
し
て
救
済
を
求

め
て
い
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
前
提
は
、
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
が
個
人
の
権
利
を
創
設
し
て
い
な
い
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の

主
張
が
否
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
同
項
に
基
づ
く
個
人
の
権
利
侵
害
を
認
め
て
い
る
の
み
で
、
判
決
に
お
い
て
明
確
な
肯
定

も
否
定
も
見
当
た
ら
な
い
。
従
っ
て
管
轄
権
や
受
理
可
能
性
の
検
討
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
本
件
を
外
交
的
保
護
に
関
連
付
け
て

い
る
の
は
確
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
外
交
保
護
権
の
行
使
と
し
て
請
求
が
提
起
さ
れ
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

　

３　

ア
ヴ
ェ
ナ
事
件

　

ア
メ
リ
カ
の
一
〇
州
に
お
い
て
ア
ヴ
ェ
ナA

vena
他
約
五
〇
名
の
メ
キ
シ
コ
国
民
が
、
領
事
機
関
と
接
触
す
る
権
利
を
告
げ

ら
れ
る
こ
と
な
く
死
刑
判
決
を
受
け
て
い
る
と
し
て
、
メ
キ
シ
コ
が
ア
メ
リ
カ
の
領
事
関
係
条
約
違
反
の
認
定
と
原
状
回
復
を
求

め
て
、
二
〇
〇
三
年
に
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
訴
訟
を
提
起
し
た
。
更
に
三
名
の
メ
キ
シ
コ
国
民
が
半
年
以
内
に
死
刑
を
執
行
さ
れ
る
恐
れ
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
メ
キ
シ
コ
は
最
終
判
決
ま
で
死
刑
を
執
行
し
な
い
仮
保
全
措
置
の
指
示
を
同
時
に
要
請
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

ア
メ
リ
カ
は
、
ラ
グ
ラ
ン
事
件
で
裁
判
所
が
裁
定
し
た
「
判
決
の
再
審
議
と
再
検
討
」
を
全
て
の
事
件
で
行
う
措
置
を
執
っ
た
の

で
、
原
状
回
復
の
請
求
は
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た

（
（（
（

。
弁
論
を
経
て
訴
状
提
出
か
ら
一
カ
月
以
内
に
出
さ
れ
た
仮
保
全
措
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置
の
指
示
命
令
は
、
選
択
議
定
書
第
一
条
に
基
づ
き
一
応
の
管
轄
権
を
承
認
し
、
数
週
間
以
内
に
死
刑
執
行
が
予
定
さ
れ
る
三
名

の
メ
キ
シ
コ
国
民
に
対
し
て
の
み
、「
本
件
の
最
終
判
決
ま
で
死
刑
を
執
行
し
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
必
要

な
全
て
の
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
いshall take all m

easures necessary

」
と
し
た
（
（（
（

。
ラ
グ
ラ
ン
事
件
本
案
判
決
で

明
確
に
さ
れ
た
仮
保
全
措
置
指
示
命
令
の
法
的
拘
束
力
が
、
こ
の
文
言
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　

約
一
年
後
の
本
案
判
決
は
仮
保
全
措
置
命
令
が
守
ら
れ
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
全
員
に
対
し
て
刑
が
執
行
さ
れ
て
い
な
い
と
確

認
し
た
上
で
、
領
事
関
係
条
約
第
三
六
条
の
義
務
の
内
容
を
吟
味
し
た
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
ア
メ
リ
カ
が
提
起
し
た
国
内
的
救
済

を
尽
く
し
て
い
な
い
と
の
受
理
不
能
の
抗
弁
は
、
メ
キ
シ
コ
が
自
国
民
に
つ
い
て
外
交
保
護
権
を
行
使
す
る
の
み
で
な
く
自
ら
の

権
利
の
侵
害
に
関
し
て
も
争
っ
て
い
る
た
め
、
本
件
に
は
国
内
的
救
済
原
則
の
適
用
は
な
い
と
し
て
却
け
ら
れ
た

（
（（
（

。
同
条
一
項
に

つ
い
て
の
ア
メ
リ
カ
と
メ
キ
シ
コ
の
二
重
国
籍
の
個
人
の
取
扱
い
と
、（
ｂ
）
に
規
定
さ
れ
る
「
遅
滞
な
く
」
の
解
釈
が
論
点
と

な
っ
た
が
、
判
決
は
一
名
を
除
く
五
一
名
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
の
義
務
違
反
を
認
定
し
た

（
（（
（

。
又
ア
メ
リ
カ
の
手
続
的
懈
怠
規
則
の

適
用
に
よ
り
死
刑
判
決
の
再
審
議
と
再
検
討
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
第
三
六
条
二
項
の
義
務
違
反
に
相
当
す
る
と
の
メ
キ
シ

コ
の
主
張
に
対
し
て
、
最
終
的
な
死
刑
宣
告
が
下
さ
れ
て
い
る
三
名
に
つ
い
て
は
義
務
違
反
を
認
め
た
も
の
の
、
残
る
四
八
名
に

は
再
審
議
と
再
検
討
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
状
況
か
ら
、
義
務
違
反
の
認
定
は
時
期
尚
早
と
判
断
さ
れ
た

（
（（
（

。
し
か
し
こ
れ
ら

の
義
務
違
反
の
救
済
と
し
て
原
状
回
復
を
求
め
る
メ
キ
シ
コ
の
主
張
は
支
持
さ
れ
ず
、
再
審
議
と
再
検
討
の
義
務
の
下
に
あ
る
ア

メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、
個
別
事
件
の
具
体
的
事
情
を
斟
酌
し
て
減
刑
手
続
を
含
め
て
検
討
す
べ
き
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た
。
従
っ

て
対
象
と
な
る
個
人
の
範
囲
は
異
な
る
も
の
の
、
裁
判
所
は
第
三
六
条
一
項
・
二
項
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
義
務
違
反
を
認
定
し
、

ア
メ
リ
カ
は
メ
キ
シ
コ
国
民
の
有
罪
決
定
と
死
刑
宣
告
の
再
審
議
及
び
再
検
討
を
、
自
ら
選
択
す
る
手
段
に
よ
り
行
う
義
務
が
あ

る
と
結
論
し
た

（
（（
（

。
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本
案
判
決
の
二
カ
月
後
に
死
刑
執
行
が
予
定
さ
れ
て
い
た
ト
レ
スT

orres

は
オ
ク
ラ
ホ
マ
の
恩
赦
委
員
会
に
減
刑
を
請
願
し
、

国
務
省
か
ら
の
要
請
も
受
け
た
同
委
員
会
の
勧
告
に
基
づ
い
て
州
知
事
に
よ
る
終
身
刑
へ
の
減
刑
決
定
を
受
け
、
州
上
訴
裁
判
所

が
執
行
予
定
日
の
一
週
間
前
に
最
終
的
な
死
刑
停
止
命
令
を
下
し
た
。
従
っ
て
ブ
レ
ア
ー
ド
事
件
・
ラ
グ
ラ
ン
事
件
と
は
異
な
り
、

本
件
に
お
い
て
は
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
仮
保
全
措
置
命
令
と
本
案
判
決
が
適
切
に
履
行
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
他
方
で
ア
メ
リ
カ
は
国

内
刑
事
事
件
の
再
審
議
を
課
さ
れ
る
根
拠
と
な
る
選
択
議
定
書
か
ら
の
離
脱
を
二
〇
〇
五
年
に
決
定
し
て
い
る
。
し
か
し
事
件
は

こ
れ
で
終
ら
ず
、
二
〇
〇
八
年
に
な
っ
て
メ
キ
シ
コ
は
二
〇
〇
四
年
の
本
案
判
決
の
解
釈
を
求
め
る
請
求
を
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
起
し
、

新
た
に
死
刑
執
行
に
直
面
或
い
は
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
五
名
の
メ
キ
シ
コ
国
民
の
死
刑
が
執
行
さ
れ
な
い
よ
う
、
仮
保
全
措
置

の
指
示
命
令
を
併
せ
て
要
請
し
た
。
メ
キ
シ
コ
は
二
〇
〇
四
年
判
決
が
ア
メ
リ
カ
に
課
し
た
の
は
「
結
果
の
義
務
」
で
あ
り
、
再

審
議
と
再
検
討
の
た
め
に
必
要
な
全
て
の
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
再
審
議
と
再
検
討
を
求
め
る
メ
キ

シ
コ
国
民
の
要
請
は
繰
返
し
否
定
さ
れ
て
き
た
と
主
張
し
た

（
（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
は
「
結
果
の
義
務
」
を
課
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
同
意
し
て
い
る
の
で
、
原
判
決
の
意
義
又
は
範
囲
に
つ
い
て
の
紛
争
は
存
在
せ
ず
、
判
決
の
解
釈
と
い
う
よ
り
は
履
行
を

問
題
と
す
る
本
請
求
は
、
解
釈
要
請
の
延
長
上
に
は
な
く
て
管
轄
権
の
根
拠
を
欠
く
と
反
論
し
た

（
（（
（

。
約
一
カ
月
後
の
仮
保
全
措
置

指
示
命
令
は
、
原
判
決
の
管
轄
権
の
根
拠
が
選
択
議
定
書
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
の
離
脱
に
よ
り
消
滅
し
て
も
、
裁
判
所
規
程
第
六
〇

条
に
基
づ
く
解
釈
要
請
は
可
能
で
あ
り
、
原
判
決
の
意
義
又
は
範
囲
に
つ
い
て
の
紛
争
の
存
在
を
認
定
し
た

（
（（
（

。
更
に
原
判
決
の
意

義
及
び
範
囲
の
明
確
化
は
、
原
判
決
に
基
づ
く
メ
キ
シ
コ
と
そ
の
国
民
の
権
利
の
解
釈
で
あ
り
、
メ
キ
シ
コ
が
仮
保
全
措
置
の
指

示
に
よ
り
保
護
を
要
請
し
て
い
る
権
利
が
、
解
釈
要
請
と
密
接
な
関
係
を
保
つ
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
従
っ
て
本
案
判
決
が
下
さ

れ
る
ま
で
、
五
名
の
メ
キ
シ
コ
国
民
に
対
し
て
死
刑
が
執
行
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
実
に
す
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
は
必
要
な
全
て
の

措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
執
ら
れ
た
措
置
を
裁
判
所
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
命
令
し
た

（
（（
（

。
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し
か
し
仮
保
全
措
置
命
令
か
ら
半
年
後
の
本
案
判
決
は
、
解
釈
要
請
に
対
す
る
裁
判
所
の
管
轄
権
を
再
確
認
し
た
も
の
の
、
メ

キ
シ
コ
の
解
釈
要
請
に
応
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
た

（
（（
（

。
何
故
な
ら
原
判
決
は
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
に
直
接
の
効
果
を
与

え
る
と
明
示
し
て
い
な
い
し
、
ア
メ
リ
カ
に
課
さ
れ
た
義
務
は
「
結
果
の
義
務
」
で
あ
っ
て
、
履
行
手
段
の
選
択
は
ア
メ
リ
カ
に

委
ね
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
メ
キ
シ
コ
の
要
請
は
ア
メ
リ
カ
の
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
本
裁
判
所
の
判
決
の
効
果
と
い
う
一
般
問

題
に
関
係
し
、
原
判
決
の
解
釈
に
特
定
さ
れ
な
い
た
め
に
規
程
第
六
〇
条
に
基
づ
く
管
轄
権
の
範
囲
外
に
あ
る
か
ら
で
あ
る

（
（（
（

。
た

だ
し
仮
保
全
措
置
命
令
後
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
メ
デ
リ
ンM

edellin

に
関
し
て
は
、
メ
キ
シ
コ
が
追
加
的
請
求
と
し
て
提
起

し
た
仮
保
全
措
置
命
令
違
反
を
認
定
し
、
併
せ
て
二
〇
〇
四
年
の
本
案
判
決
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
義
務
の
継
続
的
な
拘
束
力
を

承
認
し
た
が
、
再
発
防
止
の
保
証
の
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
要
請
に
は
応
じ
な
か
っ
た

（
（（
（

。

　

以
上
こ
こ
十
数
年
の
間
に
付
託
さ
れ
た
三
つ
の
事
件
で
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
三
つ
の
本
案
判
決
と
四
つ
の
仮
保
全
措
置
指
示
命
令
を
出

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全
て
領
事
関
係
条
約
の
選
択
議
定
書
に
管
轄
権
の
基
礎
を
置
き
、
条
約
第
三
六
条
の
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
義

務
違
反
に
対
し
て
申
立
て
ら
れ
た
。
即
ち
同
条
一
項
（
ｂ
）
に
規
定
さ
れ
る
領
事
援
助
を
得
る
権
利
に
つ
い
て
告
知
さ
れ
る
こ
と

な
く
死
刑
判
決
を
受
け
た
外
国
人
が
、
手
続
的
懈
怠
規
則
の
適
用
に
よ
り
国
内
法
上
の
救
済
を
受
け
ら
れ
ず
、
領
事
援
助
を
行
う

権
利
を
侵
害
さ
れ
た
国
籍
国
が
、Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
救
済
請
求
と
死
刑
執
行
停
止
を
求
め
る
仮
保
全
措
置
の
指
示
要
請
を
し
た
の
で
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
全
て
の
仮
保
全
措
置
指
示
要
請
に
応
じ
た
が
、
そ
の
法
的
拘
束
力
の
問
題
か
ら
、
ブ
レ
ア
ー
ド
事
件
と
ラ
グ
ラ
ン
事
件

で
は
暫
定
的
な
措
置
は
守
ら
れ
な
い
ま
ま
死
刑
が
執
行
さ
れ
た
。
ア
ヴ
ェ
ナ
事
件
で
は
二
〇
〇
三
年
の
仮
保
全
措
置
命
令
の
対
象

と
な
っ
た
三
名
の
死
刑
は
回
避
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
の
仮
保
全
措
置
命
令
の
対
象
の
中
一
名
の
死
刑
は
執
行
さ
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
し
て
残
る
約
五
〇
名
の
メ
キ
シ
コ
人
死
刑
囚
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
は
再
審
議
と
再
検
討
を
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



現代国際法における人権と外交的保護の交錯

（5

義
務
を
課
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
過
程
か
ら
、
一
九
六
三
年
の
領
事
関
係
条
約
が
国
家
間
関
係
の
規
律
を
目
的
と
し
て
締
結
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

と
し
て
も
、
同
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
は
領
事
援
助
を
付
与
す
る
国
家
の
権
利
に
つ
い
て
規
定
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
受

け
る
個
人
の
権
利
を
も
創
設
し
て
い
る
と
の
解
釈
が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
権
利
が
人
権
と
認
識
さ
れ
る
か
に

つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
こ
の
段
階
で
は
何
も
述
べ
て
い
な
い
し
、
個
人
の
権
利
の
保
護
を
目
的
と
し
て
、
即
ち
外
交
保
護
権
を
行
使
し

て
上
記
請
求
が
提
起
さ
れ
て
い
る
の
か
も
明
確
で
な
い

（
（（
（

。
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
死
刑
廃
止
国
が
存
置
国
ア
メ
リ
カ
を
相
手
取

っ
て
提
起
し
た
と
も
捉
え
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
死
刑
執
行
の
停
止
を
求
め
る
仮
保
全
措
置
の
要
請
に
主
眼
を
見
出
す
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う

（
（（
（

。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
連
の
判
決
と
仮
保
全
措
置
の
指
示
命
令
は
後
の
訴
訟
や
国
家
慣
行
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
に
な
る
。

　
　

二　

外
交
保
護
権
の
行
使
と
し
て
の
請
求
―
デ
ィ
ア
ロ
事
件
―

　

ギ
ニ
ア
国
民
で
あ
る
デ
ィ
ア
ロD

iallo

は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
（
Ｄ
Ｒ
Ｃ
）
に
定
住
し
て
貿
易
・
運
送
会

社
を
経
営
し
て
い
た
が
、
一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
政
府
機
関
を
含
む
取
引
相
手
と
の
関
係
が
悪
化
し
、
九
五
年
末
の
追
放
命
令
を

受
け
て
翌
年
ギ
ニ
ア
に
強
制
的
に
帰
国
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
デ
ィ
ア
ロ
は
未
回
収
金
を
含
め
て
多
く
の
資
産
を
Ｄ
Ｒ
Ｃ
に
残

す
結
果
と
な
り
、
九
八
年
に
四
〇
〇
億
米
ド
ル
近
い
巨
額
の
賠
償
を
求
め
る
請
求
を
ギ
ニ
ア
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
起
し
た

（
（（
（

。
ギ
ニ
ア
は

管
轄
権
の
基
礎
と
し
て
両
国
の
義
務
的
管
轄
権
受
諾
宣
言
を
援
用
し
た
が
、
二
〇
〇
二
年
に
Ｄ
Ｒ
Ｃ
が
先
決
的
抗
弁
を
提
起
し
た

た
め
に
本
案
審
理
は
中
断
し
、
二
〇
〇
七
年
に
先
決
的
抗
弁
に
関
す
る
判
決
が
下
さ
れ
た
。
訴
状
に
お
い
て
ギ
ニ
ア
は
世
界
人
権



（（

宣
言
や
国
際
人
権
規
約
を
援
用
し
て
、
外
国
人
の
自
由
と
財
産
を
尊
重
す
る
義
務
の
違
反
や
外
国
人
の
公
正
な
裁
判
へ
の
権
利
の

侵
害
に
よ
り
、
デ
ィ
ア
ロ
に
対
す
る
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
外
交
保
護
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（
（（
（

。
こ

れ
に
対
し
て
Ｄ
Ｒ
Ｃ
は
、
デ
ィ
ア
ロ
が
経
営
す
る
会
社
の
準
拠
法
国
で
な
い
こ
と
か
ら
ギ
ニ
ア
は
当
事
者
適
格
に
欠
け
、
更
に
デ

ィ
ア
ロ
も
彼
の
会
社
も
国
内
的
救
済
を
尽
し
て
い
な
い
と
し
て
、
ギ
ニ
ア
は
外
交
保
護
権
の
行
使
を
妨
げ
ら
れ
る
と
主
張
し
た

（
（（
（

。

判
決
は
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
先
決
的
抗
弁
を
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
順
次
検
討
し
て
い
る
。

　

ま
ず
第
一
に
判
決
で
取
上
げ
ら
れ
た
の
が
デ
ィ
ア
ロ
の
個
人
と
し
て
の
権
利
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
に
よ
り
法
典
化
さ
れ
た
外
交
的
保
護

の
慣
習
国
際
法
は
人
権
を
も
含
む
よ
う
に
事
項
的
範
囲
を
拡
大
し
て
き
た
と
指
摘
す
る

（
（（
（

。
そ
し
て
外
交
保
護
権
行
使
の
要
件
で
あ

る
国
籍
継
続
原
則
上
の
問
題
は
な
く
、
又
国
内
的
救
済
原
則
に
関
し
て
も
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
抗
弁
は
却
け
ら
れ
た
。
第
二
に
検
討
さ
れ
た

の
が
会
社
の
組
合
員
（
株
主
）
と
し
て
の
直
接
の
権
利
で
、
会
社
が
構
成
員
か
ら
独
立
し
た
法
人
格
を
有
す
る
以
上
会
社
の
準
拠

法
と
は
関
わ
り
な
く
、
組
合
員
の
国
籍
国
が
外
交
保
護
権
を
行
使
し
う
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
ギ
ニ
ア
に
当
事
者
適
格
が
認
め
ら

れ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
更
に
国
内
的
救
済
未
完
了
に
基
づ
く
抗
弁
も
、
結
局
裁
判
所
に
よ
り
支
持
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
第
三

の
会
社
に
対
す
る
権
利
侵
害
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ア
ロ
の
保
護
に
関
し
て
は
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
抗
弁
が
支
持
さ
れ
て
、
ギ
ニ
ア
の
当
事
者
適

格
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
何
故
な
ら
ギ
ニ
ア
が
依
拠
し
た
代
理
に
よ
る
保
護
を
認
め
る
例
外
は
慣
習
法
上
確
立
し
て
い
ず
、
又

Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
外
交
的
保
護
条
文
草
案
第
一
一
条
（
ｂ
）
の
例
外
を
適
用
で
き
る
事
情
も
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る

（
（（
（

。
以
上
を
纏

め
る
と
ギ
ニ
ア
は
、
デ
ィ
ア
ロ
の
個
人
と
し
て
の
権
利
と
会
社
の
組
合
員
と
し
て
の
直
接
の
権
利
の
保
護
に
関
し
て
は
、
当
事
者

適
格
を
備
え
る
上
に
尽
さ
れ
て
い
な
い
国
内
的
救
済
の
存
在
も
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
抗
弁
が
否
定
さ
れ
て
外
交

保
護
権
を
行
使
し
う
る
が
、
会
社
に
対
す
る
権
利
侵
害
に
つ
い
て
の
代
理
に
よ
る
保
護
は
容
認
さ
れ
ず
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク

シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
同
様
当
事
者
適
格
を
欠
く
と
し
て
、
外
交
保
護
権
の
行
使
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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先
決
的
抗
弁
に
関
す
る
判
決
か
ら
三
年
以
上
を
経
た
二
〇
一
〇
年
末
に
本
案
判
決
が
下
さ
れ
た
が
、
ま
ず
裁
判
所
は
後
に
ギ
ニ

ア
か
ら
提
出
さ
れ
た
追
加
的
請
求
を
受
理
不
能
と
判
断
し
た
。
次
に
本
案
判
決
は
前
判
決
に
従
っ
て
デ
ィ
ア
ロ
の
個
人
と
し
て
の

権
利
保
護
と
、
会
社
の
組
合
員
と
し
て
の
直
接
の
権
利
の
保
護
と
に
分
け
て
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
の
検
討
を
進
め
た
。

初
め
の
個
人
と
し
て
の
権
利
保
護
に
関
し
て
は
、
自
由
権
規
約
第
一
三
条
と
第
九
条
一･

二
項
及
び
バ
ン
ジ
ュ
ル
憲
章
第
一
二
条

四
項
と
第
六
条
違
反
が
、
そ
し
て
領
事
関
係
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
の
違
反
が
ギ
ニ
ア
に
よ
っ
て
申
立
て
ら
れ
た

（
（（
（

。
判
決
は

デ
ィ
ア
ロ
の
追
放
決
定
が
国
内
法
上
の
要
件
を
充
た
さ
ず
、
か
つ
彼
の
自
由
の
剥
奪
は
恣
意
的
で
あ
っ
た
と
認
定
し
た
が
、
自
由

を
奪
わ
れ
た
者
の
取
扱
い
に
お
け
る
禁
止
（
規
約
第
一
〇
条
一
項
）
の
違
反
は
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
た
。
最
後
の
領
事

関
係
条
約
違
反
を
個
人
の
権
利
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
審
理
の
過
程
で
両
当
事
者
か
ら
如
何
な
る
異
議
も
提
起
さ

れ
な
か
っ
た
た
め
、
事
実
関
係
が
確
認
さ
れ
た
の
み
で
権
利
侵
害
が
あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
組
合
員
と
し

て
の
直
接
の
権
利
保
護
で
は
、
会
社
の
唯
一
の
組
合
員
で
あ
る
デ
ィ
ア
ロ
と
会
社
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
す
る
ギ
ニ
ア
の

主
張
が
容
認
さ
れ
ず
、
会
社
は
別
個
の
法
人
格
を
保
持
し
た
と
し
て
両
者
の
権
利
侵
害
を
厳
格
に
区
別
し
た
上
で
、
組
合
員
の
直

接
の
権
利
の
み
が
吟
味
さ
れ
た
。
そ
し
て
ギ
ニ
ア
が
列
挙
し
た
総
会
に
出
席
し
て
投
票
す
る
権
利
、
経
営
を
監
督
・
監
視
す
る
権

利
、
資
本
出
資
分
に
対
す
る
財
産
権
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
権
利
侵
害
は
立
証
さ
れ
な
か
っ
た
と
判
決
は
結
論
し
て
い
る
。
こ

こ
で
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
判
決
が
何
度
も
引
用
さ
れ
、
会
社
と
組
合
員
（
株
主
）
が
同
時
に
損
害
を

被
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
の
は
会
社
の
み
で
、
会
社
の
み
が
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
原
則
が

再
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
案
判
決
は
デ
ィ
ア
ロ
の
個
人
と
し
て
の
権
利
の
み
に
つ
い
て
、
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
自
由
権
規
約
・
バ
ン

ジ
ュ
ル
憲
章
・
領
事
関
係
条
約
上
の
義
務
違
反
を
認
定
し
た
が
、
こ
れ
に
対
す
る
補
償
は
金
銭
賠
償
形
態
を
と
る
べ
き
で
、
賠
償

額
の
決
定
は
両
当
事
者
の
合
意
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た

（
（（
（

。



（（

　

以
上
の
よ
う
に
ギ
ニ
ア
が
外
交
保
護
権
を
行
使
し
て
提
起
し
た
請
求
の
中
、
会
社
の
権
利
侵
害
に
つ
い
て
の
請
求
は
受
理
不
能

と
さ
れ
、
組
合
員
と
し
て
の
直
接
の
権
利
の
侵
害
は
受
理
さ
れ
た
も
の
の
結
局
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
従
っ
て
Ｄ
Ｒ
Ｃ
の
侵
害

行
為
の
帰
結
と
し
て
補
償
の
対
象
と
な
る
の
は
個
人
の
権
利
の
み
で
、
自
由
権
規
約
第
一
三
条
と
第
九
条
一･

二
項
及
び
バ
ン
ジ

ュ
ル
憲
章
第
一
二
条
四
項
と
第
六
条
、
そ
し
て
領
事
関
係
条
約
第
三
六
条
一
項
（
ｂ
）
に
規
定
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
。
判
決
は
補

償
の
対
象
を「
違
反
さ
れ
た
人
権
義
務
」と
纏
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、ラ
グ
ラ
ン
事
件
本
案
判
決
が
回
避
し
た
第
三
六
条
一
項（
ｂ
）

に
規
定
さ
れ
る
権
利
が
人
権
で
あ
る
と
の
判
断
を
一
歩
進
め
て
い
る
と
の
推
測
が
可
能
と
さ
れ
よ
う

（
（（
（

。
そ
こ
に
は
ラ
グ
ラ
ン
事
件

で
ド
イ
ツ
が
援
用
し
た
一
九
八
五
年
の
「
外
国
人
の
人
権
に
関
す
る
国
際
連
合
宣
言
」
や
、
こ
の
権
利
を
自
由
権
規
約
第
一
四
条

の
「
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
と
捉
え
る
米
州
人
権
裁
判
所
の
一
九
九
九
年
の
勧
告
的
意
見
の
影
響
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き

な
い

（
（（
（

。
従
っ
て
ギ
ニ
ア
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
起
し
た
外
交
的
保
護
に
基
づ
く
請
求
の
中
で
、
人
権
条
約
そ
し
て
当
初
は
個
人
の
権
利
を

創
設
す
る
目
的
で
は
な
か
っ
た
領
事
関
係
条
約
に
規
定
さ
れ
る
人
権
尊
重
義
務
と
い
う
、
対
世
的
義
務
違
反
が
認
定
さ
れ
て
い
る

と
本
件
を
性
格
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
傍
論
の
二
分
と
は
異

な
り
、
個
人
の
人
権
と
い
う
実
体
的
権
利
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
実
現
す
べ
き
手
続
と
し
て
、
国
家
の
外
交
的
保
護
が
機
能
し
て

い
る
現
実
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　

三　

外
交
的
保
護
条
文
に
お
け
る
漸
進
的
発
達

　

Ｉ
Ｌ
Ｃ
は
一
九
九
六
年
に
外
交
的
保
護
を
議
題
に
取
上
げ
、
一
〇
年
間
の
審
議
を
経
て
二
〇
〇
六
年
に
全
一
九
カ
条
か
ら
成
る

条
文
草
案
を
採
択
し
て
、
国
連
総
会
に
対
し
て
条
約
の
作
成
を
勧
告
し
た

（
（（
（

。
そ
の
過
程
で
は
デ
ィ
ア
ロ
事
件
の
二
〇
〇
七
年
判
決
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が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
外
交
的
保
護
の
慣
習
国
際
法
は
人
権
を
も
含
む
よ
う
に
事
項
的
範
囲
を
拡
大
し
て
き
た
」
こ
と
を
反
映

し
て
、
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
外
交
保
護
権
行
使
の
義
務
、
他
の
推
奨
さ
れ
る
実
行
、
そ
し
て
無
国
籍
者

と
難
民
の
保
護
に
つ
い
て
順
次
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

１　

外
交
保
護
権
行
使
の
義
務

　

二
〇
〇
六
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｃ
に
よ
る
外
交
的
保
護
条
文
の
最
終
草
案
第
二
条
に
明
記
さ
れ
る
よ
う
に
、「
国
は
…
…
外
交
的
保
護
を

行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
」
が
、
個
別
案
件
に
お
い
て
行
使
す
る
か
は
当
該
国
家
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
謂
わ
ば
そ
の
裁
量
の
範

囲
内
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
仏
・
伊
・
西
等
の
西
欧
を
中
心
と
す
る
国
内
憲
法
の
中
に
は
、
被
害
者
が
国
際
裁
判

所
等
へ
出
訴
し
た
場
合
を
除
き
、
当
該
被
害
に
つ
い
て
自
国
政
府
に
外
交
保
護
権
の
行
使
を
請
求
で
き
る
権
利
を
被
害
者
に
認
め

る
規
定
が
見
ら
れ
る

（
（（
（

。
そ
こ
か
ら
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
二
〇
〇
〇
年
の
条
文
草
案
で
は
、
国
籍
国
は
強
行
規
範
の
重
大
侵
害
か
ら
生
じ
る
損

害
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
か
ら
の
要
請
に
基
づ
き
外
交
保
護
権
を
行
使
す
る
法
的
義
務
を
有
す
る
と
の
第
四
条
が
、
法
典
化
と
い

う
よ
り
は
漸
進
的
発
達
を
反
映
す
る
立
法
論
と
し
て
提
案
さ
れ
て
い
た

（
（（
（

。
同
条
二
項
は
こ
の
義
務
を
免
れ
る
場
合
と
し
て
、（
ａ
）

外
交
保
護
権
の
行
使
が
国
や
国
民
の
最
重
要
のoverriding

利
益
を
著
し
く
危
険
に
晒
す
場
合
、（
ｂ
）
被
害
者
に
つ
い
て
他
国

が
外
交
保
護
権
を
行
使
す
る
場
合
、（
ｃ
）
被
害
者
が
そ
の
国
の
有
効
か
つ
主
要
な
国
籍
を
有
し
な
い
場
合
を
列
挙
し
た
上
で
、

第
三
項
は
「
権
限
あ
る
国
内
裁
判
所
等
で
こ
の
権
利
が
執
行
可
能
と
な
る
た
め
の
国
内
法
を
制
定
す
る
義
務
を
国
は
課
さ
れ
て
い

る
」
と
規
定
し
た
。

　

し
か
し
委
員
会
に
お
け
る
審
議
を
通
じ
て
、
外
交
保
護
権
行
使
の
義
務
を
支
持
す
る
国
家
慣
行
は
未
だ
十
分
普
及
し
て
い
ず
、

国
際
的
な
法
的
確
信
を
伴
っ
て
い
る
と
は
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
四
条
を
肯
定
的
に
検
討
す
る
の
は
時
期
尚
早
と
さ
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れ
、
こ
の
条
文
は
結
局
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
条
約
法
条
約
第
五
三
条
に
お
い
て
Ｉ
Ｌ
Ｃ
が
初
め
て
法
典

化
を
実
現
し
た
強
行
規
範
の
概
念
が
、
二
〇
〇
一
年
の
国
家
責
任
条
文
第
三
章
（
第
四
〇
条
・
第
四
一
条
）
に
続
い
て
、
再
度
外

交
的
保
護
条
文
で
そ
の
法
的
帰
結
を
明
確
に
さ
れ
る
と
い
う
期
待
が
挫
折
し
た
と
の
批
判
も
見
ら
れ
る

（
（（
（

。
た
だ
し
外
交
的
保
護
の

着
手
に
際
し
て
、国
は
第
二
条
に
規
定
さ
れ
る
権
利
と
共
に
何
ら
か
の
義
務
を
伴
う
と
の
認
識
は
委
員
会
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
、

最
終
条
文
第
一
九
条
（
ａ
）
に
「
推
奨
さ
れ
る
実
行
」
の
一
つ
と
し
て
新
た
な
規
定
が
設
け
ら
れ
た

（
（（
（

。

　

第
一
九
条
は
慣
習
国
際
法
の
地
位
を
未
だ
獲
得
し
て
い
ず
、
更
に
漸
進
的
発
達
の
過
程
に
お
い
て
も
法
規
則
へ
の
転
換
を
果
し

て
い
な
い
が
、
外
交
的
保
護
の
分
野
に
お
け
る
国
家
実
行
の
一
部
と
し
て
、
重
大
な
人
権
侵
害
か
ら
国
民
を
保
護
す
る
一
定
の
義

務
が
不
完
全
な
が
ら
も
生
じ
て
い
る
と
の
判
断
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
（
ａ
）
で
「
重
大
な
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
国

は
外
交
的
保
護
を
行
使
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
妥
当
な
考
慮
を
払
う
べ
き
で
あ
るshould give due consideration

」
と
規
定

し
た
。
従
っ
て
こ
れ
は
二
〇
〇
〇
年
草
案
第
四
条
と
は
異
な
り
、
謂
わ
ば
外
交
保
護
権
行
使
の
考
慮
義
務
の
段
階
に
止
ま
る
と
言

え
る
が
、
そ
れ
が
人
権
侵
害
に
対
す
る
外
交
的
保
護
の
制
度
を
強
化
す
る
上
で
望
ま
し
い
と
し
て
も
、
果
し
て
実
際
的
な
効
果
を

期
待
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
〇
年
草
案
第
四
条
三
項
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
国
々
が
第
一
九
条
（
ａ
）

の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
、
こ
の
考
慮
義
務
を
如
何
に
国
内
法
に
反
映
さ
せ
て
い
く
か
と
い
う
、
国
家
実
行
の
進
展
に
依
存

す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

２　

他
の
推
奨
さ
れ
る
実
行

　

第
一
九
条
は
上
記
の
よ
う
に
、
慣
習
法
の
叙
述
と
区
別
さ
れ
た
漸
進
的
発
達
を
促
す
た
め
に
推
奨
さ
れ
る
実
行
を
規
定
し
て
い

る
が
、
こ
れ
は
一
般
的
で
な
い
と
し
て
も
一
部
の
条
約
が
用
い
る
手
法
で
あ
る
と
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
述
べ
て
い
る

（
（（
（

。（
ａ
）
の
外
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交
保
護
権
行
使
の
考
慮
義
務
の
他
に
、（
ｂ
）
で
は
外
交
保
護
権
の
行
使
に
当
っ
て
及
び
請
求
す
べ
き
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
可

能
な
限
り
被
害
者
の
見
解
を
考
慮
す
る
こ
と
も
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
実
行
は
外
交
的
保
護
に
訴
え
る
国
に
よ
り
実
際

に
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
既
に
慣
習
法
化
し
て
い
る
と
の
見
解
も
見
ら
れ
る
が
、
も
し
そ
う
で
な
く
と
も
漸
進
的
発
達
に
寄
与
し

う
る
と
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
認
め
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。

　

第
一
九
条
で
最
後
に
推
奨
さ
れ
て
い
る
実
行
は
、（
ｃ
）
外
交
的
保
護
の
行
使
の
結
果
得
ら
れ
た
全
て
の
補
償
金
を
、
合
理
的

な
控
除
を
除
い
て
被
害
者
に
引
渡
す
こ
と
で
あ
る
。
マ
ブ
ロ
マ
チ
ス
の
パ
レ
ス
チ
ナ
特
許
事
件
で
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｐ
Ｃ

Ｉ
Ｊ
）
が
外
交
的
保
護
に
お
い
て
国
を
唯
一
の
請
求
者the sole claim

ant

と
位
置
付
け
、
そ
の
結
果
補
償
金
の
受
領
に
つ
い

て
も
如
何
な
る
制
約
も
受
け
な
い
と
し
た
論
理
は
、
慣
習
国
際
法
と
し
て
受
入
れ
ら
れ
て
き
た

（
（（
（

。
し
か
し
複
数
の
個
人
請
求
を
纏

め
た
外
交
的
保
護
の
実
行
に
お
い
て
は
、
一
括
払
い
のlum

p-sum
 

賠
償
協
定
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
定
の
国
で
は

公
正
な
配
分
を
確
保
す
る
法
制
度
が
形
成
さ
れ
る
動
き
も
見
ら
れ
る
。
他
方
仲
裁
裁
判
で
も
国
の
裁
量
は
制
約
さ
れ
る
傾
向
に
あ

り
、
一
九
九
四
年
に
は
賠
償
に
つ
い
て
の
合
意
は
被
害
者
個
人
の
執
行
可
能
な
権
利
を
創
設
す
る
と
の
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決

も
出
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
外
交
的
保
護
に
お
け
る
国
家
の
絶
対
的
な
裁
量
権
の
否
定
に
繋
が
る
よ
う
な
実
行
は
認
め
ら
れ

る
も
の
の
、
慣
行
の
確
立
や
賠
償
に
当
っ
て
国
の
自
由
を
制
限
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。
即
ち
公
共
政
策
や
衡
平
、

或
い
は
人
権
尊
重
の
強
化
と
い
う
国
際
的
動
向
を
背
景
と
し
て
、
第
一
九
条
（
ｃ
）
は
導
入
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

３　

無
国
籍
者
と
難
民
の
保
護

　

最
終
条
文
第
三
条
一
項
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
外
交
保
護
権
を
行
使
す
る
の
は
被
害
者
個
人
の
国
籍
国
で
あ
る
の
を
原
則
と

す
る
が
、
同
条
二
項
は
例
外
と
し
て
第
八
条
に
明
記
さ
れ
る
国
民
で
な
い
個
人
に
つ
い
て
も
権
利
を
行
使
で
き
る
と
し
て
い
る
。
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ま
ず
第
八
条
一
項
に
明
記
さ
れ
る
の
は
合
法
的
に
常
居
所
を
有
す
る
無
国
籍
者
で
、
こ
の
規
定
も
漸
進
的
発
達
で
あ
り
伝
統
的
な

規
則
と
は
異
な
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
こ
こ
で
無
国
籍
者
の
定
義
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
一
九
五
四
年
の
無
国

籍
者
の
地
位
条
約
第
一
条
の
定
義
が
慣
習
法
と
し
て
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
が
委
員
会
の
見
解
で
あ
る
。
又
合
法
的
に
常
居
所
を

有
す
る
と
い
う
の
は
比
較
的
高
い
ハ
ー
ド
ル
で
、
一
部
の
無
国
籍
者
に
対
す
る
保
護
を
欠
く
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
立
法
論

と
し
て
導
入
さ
れ
た
例
外
的
な
措
置
と
し
て
許
容
さ
れ
る
べ
き
と
の
説
明
が
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
付
記
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。

　

続
く
同
条
二
項
で
外
交
保
護
権
を
行
使
で
き
る
と
さ
れ
る
の
は
合
法
的
に
常
居
所
を
有
す
る
当
該
国
家
が
認
定
し
た
難
民
で
、

難
民
の
地
位
条
約
第
一
条
Ａ
項
（
２
）
の
定
義
に
あ
る
よ
う
に
、「
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
、
又
は

…
…
望
ま
な
い
も
の
」
に
と
っ
て
は
特
に
重
要
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
第
二
項
は
難
民
の
定
義
を
上
記
条
約
の
厳
格
な
規
定
に

限
定
す
る
こ
と
な
く
、
認
定
が
国
際
的
に
受
入
れ
ら
れ
た
基
準
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
如
何
な
る
難
民
に
対
し
て
外
交
的
保
護
を
認

め
る
か
に
つ
い
て
の
制
約
は
課
さ
な
い
と
し
て
い
る
。
又
第
三
項
は
難
民
の
国
籍
国
の
国
際
違
法
行
為
か
ら
生
じ
た
損
害
に
関
し

て
第
二
項
は
適
用
さ
れ
ず
、
従
っ
て
国
籍
国
に
対
し
て
外
交
保
護
権
を
行
使
で
き
な
い
と
し
て
い
る
が
、
殆
ど
の
難
民
が
国
籍
国

に
居
た
期
間
に
逃
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
迫
害
を
受
け
て
い
た
の
で
、
こ
れ
に
対
す
る
外
交
的
保
護
を
認
め
て
は
多
数
の

国
際
請
求
を
抱
え
る
こ
と
に
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
難
民
の
受
入
れ
に
消
極
的
な
国
さ
え
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
で
あ
る

（
（（
（

。

　

第
八
条
一
項
・
二
項
に
基
づ
く
外
交
的
保
護
は
、
自
国
民
に
つ
い
て
第
二
条
が
「
行
使
す
る
権
利
を
有
す
るhas the right 

to exercise

」
と
規
定
す
る
の
に
対
し
て
、
無
国
籍
者
と
難
民
に
つ
い
て
は
「
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
るm

ay exercise

」
と

の
表
現
で
、
そ
の
裁
量
的
性
格
を
更
に
明
確
に
示
し
て
い
る
。
即
ち
第
八
条
の
規
定
は
国
籍
と
は
一
切
関
係
な
く
、
従
っ
て
外
交

保
護
権
の
行
使
が
国
の
裁
量
に
よ
り
実
現
し
た
と
し
て
も
、
被
害
者
個
人
の
国
籍
そ
れ
自
身
に
影
響
す
る
と
は
解
さ
れ
ず
、
国
籍

付
与
の
正
当
な
期
待
を
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
え
な
い
と
付
言
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。
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以
上
、
外
交
的
保
護
条
文
の
起
草
過
程
で
議
論
さ
れ
、
最
終
草
案
に
漸
進
的
発
達
を
促
進
す
る
目
的
で
挿
入
さ
れ
た
三
つ
の
論

点
を
提
示
し
た
。
こ
れ
を
纏
め
る
に
当
っ
て
、
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
記
述
さ
れ
る
委
員
会
の
姿
勢
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
最
終
条
文
第
一
条
は
「
定
義
及
び
範
囲
」
を
定
め
て
い
る
が
、
委
員
会
は
外
交
的
保
護
の
完
全
か
つ
包
括
的
な
定
義
を

意
図
し
た
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
本
条
文
適
用
の
た
め
で
あ
り
、
又
条
文
で
使
用
さ
れ
て
い
る
意
味
内
容
を
叙
述
す
る
た
め

で
あ
る
と
し
て
い
る

（
（（
（

。
そ
し
て
外
交
的
保
護
は
自
国
民
で
あ
る
被
害
者
個
人
を
保
護
し
、
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
責
任
を
追
求

す
る
た
め
、
国
籍
国
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
手
続
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
る
。
従
っ
て
本
条
文
は
国
家
責
任
条
文
同
様
一
次

規
則
と
二
次
規
則
の
区
別
を
維
持
し
、
二
次
規
則
の
み
に
関
す
る
法
典
化
で
あ
る
と
コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
明
言
し
て
い
る

（
（（
（

。
更
に
外

交
保
護
権
の
行
使
は
国
家
の
み
の
排
他
的
権
利
で
、
自
国
民
に
齎
さ
れ
た
損
害
は
国
家
自
身
の
損
害
と
見
做
さ
れ
る
と
い
う
伝
統

的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
は
、
現
実
に
は
自
国
の
権
利
に
加
え
て
被
害
者
個
人
の
権
利
の
侵
害
も
主
張
さ
れ
て
き
た
と
認
め

て
い
る

（
（（
（

。
即
ち
個
人
が
国
際
法
上
如
何
な
る
地
位
も
法
的
権
利
も
有
し
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
被
害
者
個
人
の
権
利
を
守
る
目
的

で
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
今
日
で
は
状
況
が
激
変
し
て
、
個
人
は
自
国
に
お
い
て
も
外

国
で
も
慣
習
法
或
い
は
条
約
に
よ
り
、
多
く
の
一
次
規
則
上
の
権
利
の
主
体
と
見
做
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
侵
害

に
対
す
る
救
済
の
実
現
は
決
し
て
容
易
で
な
く
、
そ
こ
に
国
家
間
で
行
わ
れ
る
外
交
的
保
護
が
有
効
な
役
割
を
果
す
余
地
が
残
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ
き
外
交
的
保
護
が
国
家
の
権
利
又
は
国
民
の
権
利
、
或
い
は
そ
の
両
方
に
つ
い
て
行
使
さ

れ
る
の
か
に
関
し
て
、
第
一
条
は
全
て
の
問
題
を
解
決
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
た
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
外
交
的
保
護
条
文
の
法
典
化
に
対
す
る
姿
勢
か
ら
、
漸
進
的
発
達
の
観
点
に
立
っ
て
最
終
草
案
に

盛
込
ま
れ
た
上
記
三
つ
の
論
点
の
趣
旨
が
明
ら
か
に
さ
れ
よ
う
。
即
ち
外
交
保
護
権
行
使
の
義
務
は
慣
習
法
と
し
て
は
承
認
さ
れ
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な
か
っ
た
も
の
の
、
何
ら
か
の
義
務
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
考
慮
義
務
が
規
定
さ
れ
、
被
害
者
個
人
の
見
解
へ
の
考
慮
や
補
償
金

の
引
渡
し
と
共
に
「
推
奨
さ
れ
る
実
行
」
と
さ
れ
た
。
外
交
的
保
護
に
お
け
る
国
民
へ
の
損
害
を
国
家
へ
の
損
害
と
見
做
す
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
か
ら
、
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
国
家
が
提
起
す
る
請
求
へ
と
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
外
交
的
保
護
の
手

続
的
な
側
面
が
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
国
籍
と
い
う
紐
帯
を
有
し
な
い
無
国
籍
者
や
難
民
に
つ
い
て
も

同
様
で
、
自
国
民
と
同
じ
よ
う
に
個
人
の
権
利
を
最
大
限
保
護
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
最
早
到
底
カ
バ
ー

し
き
れ
な
い
よ
う
な
形
で
、
伝
統
的
な
制
度
を
変
革
し
て
い
く
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｃ
に
お
け
る
法
典
化
作
業
と
既
に
検
討
し
た
Ｉ
Ｃ
Ｊ
の
判
決
か
ら
、
明
ら
か
に
実
証
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　

お
わ
り
に

　

冒
頭
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
判
決
に
お
け
る
傍
論
は
、
そ
の
後
四
〇
年
間
の
国
際
社
会
に
生
起
し
た

様
々
な
現
象
の
一
般
的
傾
向
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
国
際
裁
判
判
決
や
国
家
実
行
を
通
じ
て
十
分
支
持
さ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
従

っ
て
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
の
国
際
法
の
発
展
を
先
取
り
し
、
そ
の
特
徴
を
明
確
化
す
る
対
世
的
義
務
と
い

う
概
念
を
抽
出
し
た
点
で
、
当
該
傍
論
が
画
期
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
こ
で
対
世
的
義
務
の
代
表
的
な
具
体
例
と

し
て
言
及
さ
れ
た
侵
略
や
集
団
殺
害
の
禁
止
義
務
に
対
す
る
違
反
が
、
世
紀
転
換
期
に
か
け
て
設
立
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所

（
Ｉ
Ｃ
Ｃ
）
に
お
け
る
個
人
の
国
際
犯
罪
と
し
て
処
罰
対
象
と
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
の
重
要
な
証
左
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
又

一
九
六
九
年
の
条
約
法
条
約
で
強
行
規
範
に
違
反
す
る
条
約
の
無
効
が
実
定
化
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
至
る
国
家
責
任
条
文
の
Ｉ

Ｌ
Ｃ
に
お
け
る
起
草
過
程
で
国
家
の
国
際
犯
罪
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
も
、
対
世
的
義
務
の
概
念
の
進
展
に
大
き
く
寄
与
し



現代国際法における人権と外交的保護の交錯

（5

て
き
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
冒
頭
の
傍
論
は
今
尚
歴
史
的
な
重
要
性
を
有
す
る
と
共
に
、
今
後
国
際

法
が
進
む
べ
き
方
向
を
探
る
上
で
貴
重
な
道
標
と
し
て
の
意
義
を
有
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
判
決
に
お
け
る
対
世
的
義
務
と
そ
の
他
の
義
務
と
い
う
二
分
は
、
国
際

社
会
全
体
に
対
す
る
国
々
の
義
務
の
存
在
を
抽
出
し
て
解
明
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
明
ら
か
に
さ
れ
た
国
際
裁
判
や
国
際
法
の
法

典
化
過
程
に
お
け
る
両
者
の
複
雑
な
相
互
的
関
係
に
ま
で
は
立
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
即
ち
国
際
法
の
発
展
に
お
け
る
現
段
階
か

ら
振
返
っ
て
み
る
と
、
対
世
的
義
務
と
そ
の
他
の
義
務
の
二
分
は
本
質
的
な
区
分
に
基
づ
く
と
し
て
も
、
余
り
に
も
単
純
化
さ
れ

た
構
造
を
成
す
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
相
次
い
で
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
提
訴
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
領

事
関
係
条
約
違
反
は
、
一
方
で
は
請
求
国
の
領
事
援
助
を
通
じ
て
の
外
交
保
護
権
行
使
の
権
利
を
侵
害
し
た
と
同
時
に
、
他
方
で

請
求
国
民
の
個
人
の
権
利
を
保
護
す
る
外
交
的
保
護
の
側
面
を
も
伴
っ
て
い
た
。
又
そ
こ
で
請
求
国
は
保
護
さ
れ
る
べ
き
個
人
の

権
利
を
人
権
で
あ
る
と
主
張
し
た
が
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
そ
れ
ら
の
請
求
を
外
交
的
保
護
と
性
格
付
け
る
こ
と
も
、
保
護
さ
れ
る
権
利
が

人
権
で
あ
る
と
の
認
定
も
回
避
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
訴
訟
の
延
長
上
に
位
置
す
る
デ
ィ
ア
ロ
事
件
で
は
、
請
求
国
ギ
ニ

ア
は
明
ら
か
に
外
交
保
護
権
を
行
使
し
て
い
る
し
、
二
〇
一
〇
年
の
本
案
判
決
は
領
事
関
係
条
約
に
規
定
さ
れ
る
個
人
の
権
利
を

人
権
と
分
類
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
人
権
尊
重
と
い
う
典
型
的
な
対
世
的
義
務
が
、
明
確
に
「
外
交
的
保
護
の
枠
内
で
他

国
に
対
し
て
生
じ
る
義
務
」
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
判
決
で
は
予
測
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
、
人
権
と
外
交
的
保
護
の
こ
の
よ

う
な
交
錯
が
見
ら
れ
始
め
た
の
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
「
外
交
的
保
護
の
慣
習
国
際
法
は
人
権
を
も
含
む
よ
う
に
事
項

的
範
囲
を
拡
大
し
て
き
た
」
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
国
際
法
の
定
立
や
適
用
、
そ
し
て
法
典
化
に
お
け
る
人
権
に
対
す
る

考
慮
の
必
要
性
の
増
大
を
意
味
し
て
い
る
。こ
の
傾
向
は
外
交
的
保
護
条
文
の
起
草
に
当
っ
た
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
姿
勢
か
ら
も
明
ら
か
で
、
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重
大
侵
害
に
関
す
る
国
籍
国
の
外
交
保
護
権
行
使
の
考
慮
義
務
や
損
害
賠
償
請
求
に
お
け
る
被
害
者
の
見
解
の
考
慮
、
更
に
補
償

金
の
被
害
者
へ
の
引
渡
し
が
「
推
奨
さ
れ
る
実
行
」
と
し
て
漸
進
的
発
達
の
観
点
か
ら
条
文
化
さ
れ
て
い
る
。
更
に
従
来
は
認
め

ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
無
国
籍
者
と
難
民
の
た
め
に
、非
国
籍
国
が
外
交
保
護
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
た
こ
と
は
、

伝
統
的
な
外
交
的
保
護
に
お
け
る
国
籍
原
則
の
相
対
化
に
繋
が
り
、
普
遍
的
な
人
権
尊
重
義
務
の
承
認
な
く
し
て
は
起
こ
り
え
な

い
革
新
で
あ
る
と
言
え
よ
う

（
（（
（

。
即
ち
国
家
間
の
外
交
的
保
護
の
制
度
は
、
個
人
の
権
利
と
し
て
普
遍
的
に
認
め
ら
れ
る
人
権
保
護

の
た
め
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
国
籍
と
い
う
紐
帯
と
関
わ
り
な
く
、
あ
く
ま
で
も
手
続
と
し
て
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
進
展
し
て
き

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
後
半
に
は
国
連
を
中
心
に
数
多
く
の
普
遍
的
人
権
条
約
が
締
結
さ
れ
て
き
た
し
、
地
域
的
な
人
権
条
約
も
多
数
成
立

し
た
。
そ
し
て
国
際
的
に
規
範
化
さ
れ
た
人
権
の
実
体
も
従
来
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
増
大
し
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
帰
属
す
る

個
人
の
国
際
法
上
の
主
体
性
も
承
認
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
人
権
侵
害
の
救
済
は
国
内
法
制
度
に
任
さ
れ
て
い
る
部
分
が

依
然
多
い
の
が
現
状
で
、
政
府
に
よ
る
定
期
的
な
報
告
こ
そ
ほ
ぼ
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、
人
権
侵
害
被
害
者
か
ら
の

通
報
を
受
理
す
る
シ
ス
テ
ム
は
十
分
普
及
せ
ず
、
更
に
通
報
が
受
理
さ
れ
て
も
救
済
が
実
現
す
る
保
証
は
な
い
。
従
っ
て
人
権
規

範
の
進
化
に
そ
の
履
行
の
た
め
の
国
内
的
・
国
際
的
措
置
が
追
付
か
な
い
状
況
が
存
在
し
、
国
家
間
の
外
交
的
保
護
も
そ
こ
で
一

定
の
役
割
を
果
し
う
る
の
で
あ
る
。
即
ち
外
交
的
保
護
は
自
国
民
の
人
権
や
他
の
権
利
を
保
護
し
、
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
責

任
を
追
求
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
続
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
そ
の
法
典
化
に
携
わ
っ
た
Ｉ
Ｌ
Ｃ
の
基
本
認
識
と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
な
人
権
と
外
交
的
保
護
と
の
交
錯
或
い
は
共
存
と
も
言
え
る
現
象
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｃ
が
長
い
年
月
を
か
け
た
国
家
責
任

条
文
起
草
過
程
か
ら
の
、
当
然
の
帰
結
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
と
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｃ
は
国
家
責
任
の
法
典
化
に
当
っ
て
、
一
次
規

則
と
二
次
規
則
の
厳
格
な
区
別
の
下
に
後
者
の
み
の
条
文
化
を
目
指
し
た
。
委
員
会
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
外
交
的
保
護
の
法
典
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化
に
つ
い
て
も
維
持
さ
れ
、
二
〇
〇
六
年
の
最
終
条
文
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
他
方
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
人
権
規
範

の
実
体
は
こ
こ
数
十
年
の
間
に
飛
躍
的
に
増
大
し
た
が
、
そ
の
実
施
措
置
や
履
行
監
視
制
度
は
必
ず
し
も
十
分
整
備
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
特
に
人
権
侵
害
に
対
し
て
法
的
拘
束
力
を
伴
う
判
決
を
下
せ
る
国
際
人
権
裁
判
所
の
活
動
は
、
地
域
的
に
限
ら

れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
そ
こ
に
人
権
侵
害
に
対
す
る
救
済
を
外
交
的
保
護
と
い
う
手
続
に
則
っ
て
、
国
際
裁
判
を
通
じ
て
実
現

す
る
と
い
う
方
法
が
選
択
さ
れ
る
要
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
外
交
的
保
護
の
国
際
法
が
人
権
に
ま
で
事
項
的
範
囲

を
拡
大
し
た
の
も
、
そ
の
法
典
化
が
手
続
を
中
心
と
す
る
二
次
規
則
に
明
確
に
限
定
さ
れ
て
い
る
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
く
、

そ
こ
に
は
現
代
の
国
際
法
の
発
展
状
況
を
反
映
す
る
必
然
性
が
措
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
バ
ル
セ
ロ
ナ
・
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
電
力
会
社
事
件
判
決
に
お
い
て
、
侵
略
の
禁
止
や
人
権
尊
重
を
代
表
的
な
具
体
例
と
し

て
挙
げ
ら
れ
た
対
世
的
義
務
の
、
外
交
的
保
護
と
の
関
係
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。
対
世
的
義
務
の
違
反
に
よ
り
被
害
を

受
け
る
の
は
、
直
接
の
被
侵
略
国
に
加
え
て
国
際
の
平
和
と
安
全
、
国
際
的
な
請
求
権
に
欠
け
る
個
人
や
植
民
地
人
民
、
そ
し
て

場
合
に
よ
っ
て
は
国
家
の
管
轄
外
の
区
域
の
環
境
等
で
あ
り
、通
常
の
国
際
請
求
が
行
わ
れ
難
い
と
い
う
共
通
性
を
伴
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
外
交
的
保
護
は
国
際
違
法
行
為
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
個
人
の
た
め
に
、
そ
れ
を
自
国
へ
の
権
利
侵
害
で
あ
る
と
の
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
に
基
づ
き
国
籍
国
が
請
求
を
行
う
制
度
で
あ
り
、
伝
統
的
な
国
際
法
上
不
可
能
な
請
求
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
る

こ
と
に
よ
り
可
能
と
し
て
き
た
と
見
做
さ
れ
る
。
従
っ
て
対
世
的
義
務
の
概
念
の
普
及
や
人
権
規
範
の
履
行
確
保
の
た
め
の
制
度

の
充
実
が
更
に
進
展
す
る
と
、
将
来
的
に
は
最
早
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
用
い
な
く
と
も
請
求
を
提
起
す
る
正
当
性
は
担
保
さ
れ
て
い

く
と
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