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m
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
引
渡
可
能
性
の
判
断
を
高
等
裁
判
所

(
O
b
e
r
l
a
n
d
e
s
g
e
r
i
c
h
t
)
が
行
い
、
裁
判
所
が
引
渡
を
法
的

に
許
容
で
き
る
と
認
め
た
後
に
、
行
政
府
に
引
渡
の
最
終
的
判
断
が
委
ね
ら
れ
る
。
国
内
に
お
け
る
引
渡
手
続
は
、

一
九
八
二
年
の
「
国

際
刑
事
司
法
共
助
法
」

(
G
e
s
e
t
z
i..iber 
die 
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
e
 
R
e
c
h
t
s
h
i
l
f
e
 in 
S
t
r
a
f
s
a
c
h
e
n
)
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
が
、
特
に
引
渡
条

約
等
に
よ
ら
な
い
相
互
主
義
に
基
づ
く
引
渡
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
法
が
専
ら
司
法
お
よ
び
行
政
の
決
定
を
規
律
す
る
こ
と
に
な
る
。

同
法
は
、
先
に
言
及
し
た
ス
イ
ス
の
「
国
際
刑
事
司
法
共
助
に
関
す
る
連
邦
法
」
の
立
法
作
業
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
た
経
緯
が
あ

る
が
、
ス
イ
ス
連
邦
司
法
共
助
法
第
二
条
の
よ
う
に
人
権
侵
害
が
予
見
さ
れ
る
国
へ
の
引
渡
を
禁
止
す
る
明
文
の
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。

こ
の
た
め
、

こ
の
問
題
は
「
司
法
共
助
が
ド
イ
ツ
法
秩
序
の
基
本
的
原
則
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
と
き
は
、
司
法
共
助
を
行
う
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
」
と
規
定
す
る
同
法
第
七
三
条
の
公
序
規
定
に
依
拠
し
て
対
応
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
ド
イ
ツ
法
秩
序
の
基
本
的
原
則
」

(
w
e
s
e
n
t
l
i
c
h
e
n
 G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
n
 d
e
r
 d
e
u
t
s
c
h
e
n
 R
e
c
h
t
s
o
r
d
n
u
n
g
)
と
い
う
争
豆
葉
の
音
心
昧
小
は
、
明
確
に
定
義
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か

し
、
ド
イ
ツ
政
府
の
説
明
に
よ
れ
ば
「
外
国
の
手
続
が
、
法
の
支
配
や
人
権
保
障
に
関
す
る
憲
法
上
ま
た
は
国
際
法
上
の
基
本
的
な
規
則

に
明
ら
か
に
反
す
る
場
合
、
か
か
る
原
則
に
対
す
る
違
反
と
な
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
拷
問
ま
た
は
残
虐
な
刑
罰
、

欠
席
裁
判
、
均
衡
性
を
失
し
た
過
度
な
刑
罰
、
一
事
不
再
理
、
刑
事
法
の
不
遡
及
、
特
別
裁
判
所
に
よ
る
審
理
等
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と

さ
れ
る
。
し
か
も
、
違
反
か
否
か
の
審
在
は
、
司
法
共
助
の
個
別
的
な
許
容
性
の
評
価
に
影
響
を
与
え
る
請
求
国
の
手
続
全
体
に
対
し
て

向
け
ら
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
請
求
国
内
に
お
い
て
上
述
の
人
権
侵
害
が
起
こ
り
得
る
法
制
度
が
存
在
す
る
場
合
、

「
ド
イ
ツ
法
秩
序
の
基
本
的
原
則
」
に
違
反
す
る
こ
と
を
理
由
に
引
渡
が
拒
絶
さ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

人
権
侵
害
の
合
理
的
な
疑
い
が
あ
る
場
合
に
、

四

ド

イ

ツ

，
ー
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

そ
の
問
題
を
追
求
す
る
の
は
司
法
府
の
権
利
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
義
務
で
も
あ
る
と
考
え

五
〇
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（古谷）

を
与
え
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
た
と
え
ば
、

ら
れ
て
お
り
、
後
述
す
る
ア
メ
リ
カ
の

”
N
o
nー

Inquiry
原
則
“

(
5
)
 

の
よ
う
な
も
の
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。

五

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
劇
的
な
効
果
を
発
揮
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
引
渡
条
約
等
の
存
在

し
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
被
請
求
国
は
自
国
の
判
断
で
引
渡
を
実
施
す
る
か
否
か
を
決
定
す
る
権
限
を
有
す
る
か
ら
、
「
ド
イ
ツ
法
秩
序

の
基
本
的
原
則
」
違
反
と
い
っ
た
理
由
を
必
ず
し
も
提
示
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
引
渡
条
約
等
に
よ
り
ド
イ
ツ
に
引
渡
義
務
が
存
在

す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
際
刑
事
司
法
共
助
法
第
一
条
三
項
が
、
国
際
法
上
の
協
定
の
規
則
が
同
法
の
規
定
に
優
位
す
る
と
定
め
て
い

る
こ
と
か
ら
、
当
該
引
渡
条
約
に
人
権
条
項
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
限
り
、
第
七
三
条
に
基
づ
き
請
求
国
の
人
権
状
況
を
理
由
と
し
て
、

引
渡
の
拒
絶
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

切
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
引
渡
条
約
に
基
づ
く
引
渡
の
場
合
に
つ
い
て
も
、
請
求
国
内
の
人
権
評
価
に
よ
っ
て
引
渡
可

能
性
の
判
断
が
で
き
る
よ
う
別
の
理
論
を
展
開
し
て
き
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
国
際
条
約
の
国
内
的
実
施
に
関
し
て
、
変
型
法

(
T
r
a
n
s
£
o
r
m
a
t
i
o
n
s
g
e
s
e
t
z
)
に
よ
る
受
容
の
体
制
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
体
制
の
下
で
は
、
議
会
に
お
け
る
引
渡
条
約
の
承
認
は
、
法

律
の
形
式
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
変
型
法
に
基
づ
い
て
批
准
が
行
わ
れ
て
初
め
て
国
内
的
効
力
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
変
型
法
は
効
力
の
点

で
、
ド
イ
ツ
基
本
法
の
下
位
に
位
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
引
渡
者
の
基
本
法
上
の
権
利
が
引
渡
に
よ
っ
て
潜
在
的
に
侵
害
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
場
合
、
基
本
法
第
一

0
0条
一
項
に
し
た
が
い
、
高
等
裁
判
所
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
違
憲
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
う
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
い
て
、
引
渡
が
被
引
渡
者
の
基
本
的
権
利
を
侵
害
す
る
か
否
か
が
審
査
さ
れ
る
結
果
と
な
る
。

憲
法
裁
判
所
は
、
引
渡
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
し
ば
し
ば
基
本
法
の
み
な
ら
ず
国
際
法
上
の
基
準
を
援
用
す
る
姿
勢
を
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
基
本
法
第
二
五
条
が
「
国
際
法
の
一
般
的
規
則
」
を
連
邦
法
の
構
成
部
分
で
あ
る
と
し
、
法
律
に
優
位
す
る
効
力

一
九
八
二
年
一
月
二
六
日
の
判
決
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
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「
確
か
に
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
裁
判
所
は
、
引
渡
を
許
容
し
う
る
前
提
条
件
の
審
査
に
際
し
て
、
原
則
的
に
、
外
国
の
刑
事
判
決
に

基
づ
く
引
渡
請
求
の
有
効
性
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
合
法
性
は
被
請
求
国
の
国
内
法
に
し
た
が
っ
て
審
査
さ
れ
る
べ
き
で

こ
の
こ
と
は
、
引
渡
と
そ
の
基
礎
と
な
る
行
為
が
、
基
本
法
第
二
五
条
に
し
た
が
っ
て
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
に
よ

り
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
(
v
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
v
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
e
n
 M
i
n
d
e
s
t
s
t
a
n
d
a
r
d
)
、な

ら
び
に
公
の
秩
序
に
不
可
欠
な
憲
法
上
の
原
則
(
u
n
a
b
d
i
n
g
b
a
r
e
v
e
r
f
a
s
s
u
n
g
s
r
e
c
h
t
l
i
c
h
e
 
G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
)
に
反
し
て
い
な
い
か
を

審
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。
」

し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
は
請
求
国
に
お
け
る
被
引
渡
者
の
待
遇
が
こ
う
し
た
基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
を
審
在
し
、
請
求
国
に
よ
り
国

際
法
の
一
般
的
規
則
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
が
予
期
さ
れ
る
場
合
に
は
、
引
渡
を
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
規
則
に
対
し
、
引
渡
条
約
上
の
義
務
に
優
越
す
る
効
力
を
認
め
た
こ

の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
憲
法
裁
判
所
が
国
際
法
の
”
あ
る
種
“

と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、

具
体
的
に
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
「
国
際
法
の
一
般
的
規
則
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い

て
は
、
必
ず
し
も
明
確
な
答
え
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
の
強
行
規
範
だ
け
が
引
渡
義
務
を
無
効
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
は
強
行
規
範
に
よ
り
規
定
さ
れ
る
人
権
基
準
に
限
定
さ
れ
る
と

主
張
さ
れ
る
。
確
か
に
、
憲
法
裁
判
所
は
、
引
渡
条
約
の
不
履
行
か
ら
発
生
す
る
国
際
法
上
の
責
任
を
免
れ
る
た
め
に
は
、
「
引
渡
が
、
基

本
法
第
二
五
条
に
お
け
る
一
般
国
際
法
の
強
行
規
範
に
抵
触
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

言
及
は
あ
く
ま
で
、
強
行
規
範
に
反
し
な
い
限
り
、
引
渡
条
約
の
不
囮
行
に
よ
る
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
現
実
を
指
摘

し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
裁
判
所
の
関
心
は
、
国
内
憲
法
体
制
に
お
け
る
効
力
の
優
劣
で
あ
っ
て
、
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
そ
れ
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
法
上
の
効
力
関
係
か
ら
、
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
を
強
行
規
範
で
あ
る
と
限
定
す
る
こ
と
に

は
な
い
。
し
か
し
、

五
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は
疑
問
の
余
地
が
あ
か
。
こ
の
た
め
、
一
般
に
は
、
強
行
規
範
と
は
認
め
ら
れ
な
い
人
権
基
準
も
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
か
。

ま
た
、
国
際
的
平
面
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
引
渡
条
約
違
反
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
に
お
け
る
一
般
的
な
紛
争
解
決
手
段
に
委
ね
ざ

る
を
得
な
い
と
の
見
解
が
支
配
的
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
請
求
国
に
対
し
て
人
権
基
準
に
反
す
る
待
遇
を
行
わ
な
い
よ
う
保
証
を
さ
せ

る
か
、
引
渡
請
求
を
取
り
下
げ
る
よ
う
交
渉
す
る
と
い
っ
た
政
治
的
解
決
し
か
な
い
と
言
わ
れ
て
い
か
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
各
種
の
人
権
条
約
の
い
ず
れ
の
規
定
が

て
、
裁
判
所
の
見
解
に
は
幅
が
あ
る
。

「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
に
当
て
は
ま
る
の
か
に
つ
い

ト
ル
コ
か
ら
の
引
渡
請
求
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
六
条
等
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た

事
件
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
こ
れ
[
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
を
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
]

• 

V
o
l
k
e
r
r
e
c
h
t
s
)
だ
け
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、

a
l
l
g
e
m
e
m
e
n
 h
u
m
a
m
t
a
r
e
n
 

五

は
、
ド
イ
ツ
法
秩
序
の
基
本
的
原
則
に
違
反
す
る
場

合
に
お
い
て
、

1

国
際
刑
事
司
法
共
助
法
第
七
三
条
が
定
め
る
よ
う
に
ー
ー
由
晶
渡
が
常
に
許
容
さ
れ
な
い
の
と
同
様
で
は
な
い
。
国

際
協
定
お
よ
び
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
は
…
…
こ
の
規
定
に
優
先
し
（
同
法
第
一
条
三
項
）
、
そ
れ
ら
は
こ
う
し
た
[
法

秩
序
の
基
本
的
原
則
に
よ
る
]
制
限
を
含
ん
で
い
な
い
。
条
約
国
際
法
に
優
先
し
、
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
を
制
約
す

る
と
理
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
少
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
な
人
道
国
際
法
の
不
可
欠
な
原
則

(
u
n
a
b
d
i
n
g
b
a
r
e
G
r
u
n
d
s
a
t
z
e
 d
e
s
 

六
条
、
世
界
人
権
宣
言
第
五
条
お
よ
び
七
条
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
第
七
条
、
九
条
以
下
、

一
五
条
の
諸
原
則
に
反
す
る
よ
う
に
、
請
求
国
内
で
被
訴
追
者
が
身
体
的
な
虐
待
（
拷
問
）
に
よ
っ
て
自
白
を
強
要
さ
れ
、

と
す
る
手
続
に
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
、
引
渡
が
許
容
さ
れ
な
い
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。
」

一
四
条
お
よ
び

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
、

ま
た
は
有
罪

五
条
お
よ
び
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「

[

S
o
e
r
i
n
g
 

こ
の
判
決
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
等
を
直
接
適
用
し
て
引
渡
を
拒
絶
し
た
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
一
般
的
な
人
道
国
際
法
の

不
可
欠
な
原
則
」
と
呼
ば
れ
た
規
範
は
、
国
際
刑
事
司
法
共
助
法
第
七
三
条
の
「
ド
イ
ツ
の
法
秩
序
の
基
本
的
原
則
」
よ
り
狭
い
も
の
の
、

強
行
規
範
に
比
較
す
れ
ば
よ
り
広
範
な
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
裁
判
所
は
、
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
が
第
七
三
条
の
含
む
内
容
と
同
一
で
あ
る
と
す
る
広
義
の

解
釈
を
示
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
比
較
的
最
近
で
は
き
わ
め
て
限
定
的
な
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
警
察
に
お
け
る
被

引
渡
者
の
取
調
べ
と
行
刑
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
九
二
年
六
月
二
二
日
の
事
件
で
は
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
が
言
及
さ
れ
、
引
渡
手
続
に
お
け
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
適
用
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
た
。
し
か
し
、
取
調
中
に
お
け
る
黙
秘
が
有
罪
の
推
定
を
受
け
る
と
い
う
規
則

(
C
r
i
m
i
n
a
l
 E
v
i
d
e
n
c
e
 (
N
 ot
h
e
r
n
 Ireland) O
r
d
e
r
)
の
存
在
に
つ
い
て
、
他
の
証
拠
に
よ
っ
て
も
容
疑
が
立
証
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に

は
、
公
正
な
裁
判
を
保
障
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
六
条
の
違
反
を
構
成
し
な
い
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、
条
約
違
反
を
立
証
す
る

た
め
に
は
、
過
去
の
事
件
に
照
ら
し
て
人
権
侵
害
の
可
能
性
が
排
除
で
き
な
い
と
い
う
程
度
で
は
十
分
で
な
く
、
「
人
権
侵
害
と
な
る
取
扱

い
の
現
実
の
危
険

(realen
G
e
f
a
h
r
)
の
か
な
り
の
蓋
然
性
を
示
す
本
質
的
な
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
で
、

判
決
に
従
え
ば
〕
逃
亡
中
の
容
疑
者
を
本
国
で
の
裁
判
に
引
き
渡
す
と
い
う
増
大
し
つ
つ
あ
る
国
家
の
利
益
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
非
人

道
的
で
か
つ
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
の
真
の
リ
ス
ク
が
存
在
す
る
場
合
に
限
り
、
引
渡
国
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三

条
違
反
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
判
断
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
裁
判
所
は
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
が
示
し
た
意
義
を
第
三
条
違
反
に
限
定

す
る
解
釈
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
限
定
的
理
解
は
、

イ
ギ
リ
ス
の
法
制
度
に
対
す
る
一
般
的
信
頼
に
基
づ
い
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
国
際
的
に
定
評
の
あ
る
法

治
国
家
に
対
す
る
引
渡
は
、
人
権
侵
害
の
申
立
に
よ
り
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て

「
イ
ギ
リ
ス
が
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
国
際
的
に
認
知
さ
れ
た
法
的
伝
統
を
持
っ
た
法
治
国
家
で
あ
り
、
加
え
て
市
民
的
及
び
政
治
的

五
四
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五
五

権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
な
ら
び
に
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
保
護
に
関
す
る
条
約
を
批
准
し
て
い
る
こ
と
」
を
高
く
評
価
し
、
ま
た
異

議
が
提
起
さ
れ
て
い
る
刑
事
訴
訟
手
続
も
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
監
督
下
に
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て
い
か
。
そ
の
上
で
、

北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

M
a
z
e
刑
務
所
に
お
い
て
被
引
渡
者
に
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
虐
待
に
つ
い
て
、
行
政
府
が
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
適
切

な
待
遇
の
保
証
を
求
め
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
に
留
め
て
い
る
の
で
あ
る

(
M
a
z
e
刑
務
所
に
お
け
る
虐
待
を
引
渡
拒
絶
事
由
と
し
た

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
最
高
裁
判
決
（
後
述
）
と
比
較
）
。

上
述
の
よ
う
な
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
と
は
別
に
、
ド
イ
ツ
国
内
法
と
し
て
の
憲
法
規
定
が
引
渡
の
許
容
性
を

一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
が
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
に
関
し
て
は
議
論
が
あ

3
 

判
断
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
、

る
。
当
初
は
、
改
正
前
の
基
本
法
第
一
六
条
二
項
の
庇
護
権
規
定
の
み
が
適
用
さ
れ
、
政
治
的
迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
立
証
さ
れ
た
請
求

国
へ
の
引
渡
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
立
場
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
一
六
条
は
、
政
治
的
迫
害
の
恐
れ
が
な
い
普
通
犯
罪
者
が
、

引
渡
に
よ
っ
て
虐
待
等
の
取
扱
い
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
ま
で
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
理
由
か
ら
、

(21) 

広
範
な
人
権
規
定
の
適
用
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。

よ
り

憲
法
裁
判
所
の
最
近
の
見
解
で
は
、
基
本
法
に
お
け
る
人
権
規
定
の
な
か
で
「
中
核
領
域
」

(Kernbereich)
を
構
成
す
る
も
の
は
、
引

渡
手
続
に
お
い
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
が
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
人
権
評
価
の
基
準
を
説
明
す
る
際
に
、
概

し
て
、
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
と
基
本
法
の
「
中
核
領
域
」
と
に
同
時
に
言
及
し
て
お
り
、
敢
え
て
両
者
を
区
別
し
よ
う

と
は
し
て
い
な
い
。

刑
罰
の
禁
止
が
、

一
九
八
七
年
三
月
三
一
日
の
事
件
に
お
い
て
、
憲
法
裁
判
所
は
犯
罪
と
刑
罰
の
均
衡
性
お
よ
び
残
虐
で
非
人
道
的
な

ド
イ
ツ
基
本
法
に
お
け
る
「
中
核
領
域
」
に
属
し
、
こ
う
し
た
権
利
を
保
障
さ
れ
な
い
請
求
国
へ
の
引
渡
は
禁
止
さ
れ

る
と
判
ホ
し
て
い
な
。
し
か
し
、
現
状
で
は
、
こ
れ
以
上
に
こ
の
概
念
が
明
確
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
の
引
渡
手
続
に
お
い
て
は
、
引
渡
の
許
容
性
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
請
求
国
内
の
人
権
保
障
状
況
を
評
価
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項
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

国

ア

メ

リ

カ

す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
れ
る
一
九
九
二
年
六
月
二
二
日
の
憲
法
裁
判
所
判
決

に
お
い
て
さ
え
、
人
権
条
約
の
適
用
に
つ
い
て
は
全
面
的
ま
た
は
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
請
求
国
に
対
す
る
一
般
的

信
頼
に
基
礎
を
置
き
な
が
ら
、
残
虎
な
刑
罰
と
い
っ
た
限
定
的
な
人
権
侵
害
に
対
し
て
引
渡
の
拒
絶
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、

基
本
法
上
の
権
利
に
関
し
て
も
、
「
中
核
領
域
」
と
い
う
概
念
に
よ
り
限
定
さ
れ
て
お
り
、

な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
消
極
的
姿
勢
は
、

ド
イ
ツ
の
人
権
評
価
が
、
第
七
三
条
の
適
用
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
に
請
求
国

の
制
度
一
般
を
問
題
と
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

①
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
は
、
伝
統
的
に
、
請
求
国
が
引
渡
請
求
の
決
定
に
至
っ
た
過
程
、
引
渡
を
支
持
す
る
証
拠
を
確
保
し
た
法
的

手
続
、
あ
る
い
は
逮
捕
、
起
訴
、
裁
判
の
手
続
等
に
つ
い
て
審
壺
の
対
象
と
し
て
い
な
い
。
ま
た
同
様
に
、
被
引
渡
者
が
請
求
国
に
引
渡

さ
れ
た
後
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
法
的
手
続
、
待
遇
、
あ
る
い
は
刑
罰
に
つ
い
て
も
審
査
せ
ず
、
こ
れ
ら
の
検
討
は
国
務
省
の
裁
量
的
事

一
般
に

”
N
o
n|
 

I
n
q
u
i
r
y
原
則
“
と
呼
ば
れ
る
。

こ
う
し
た
原
則
は
、
引
渡
手
続
に
お
い
て
司
法
府
が
果
た
し
て
き
た
役
割
の
歴
史
的
な
発
展
に
起
因
し
て
い
る
。
一
八
世
紀
に
お
い
て
、

引
渡
は
専
ら
行
政
部
門
に
よ
り
取
り
扱
わ
れ
、
司
法
府
が
こ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
司
法
が
最
初
に
引
渡
審
問

(extradition

h
e
a
r
i
n
g
)

に
関
わ
っ
た
一
七
九
九
年
の

U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 v. 
R
o
b
i
n
s

事
件
は
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
引
渡
請
求
の
根
拠
と
な
っ
た
ジ
ェ
イ
条

約

(Jay's
T
r
e
a
t
y
)
が
引
渡
手
続
に
つ
い
て
何
も
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
国
務
省
か
ら
個
別
的
に
裁
判
官
に
諮
問
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、

こ
の
条
約
に
倣
っ
て
、
初
め
て
引
渡
に
関

一
八
四
一
一
年
の
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
・
ア
ッ
シ
ュ
バ
ー
ト
ン
条
約

(
W
e
b
s
t
e
rー

A
s
h
b
u
r
t
o
n
T
r
e
a
t
y
)
に
お
い
て
、

被
引
渡
者
に
対
し
て
裁
判
官
が
審
問
を
行
う
こ
と
が
同
意
さ
れ
、

さ
ら
に
一
八
四
八
年
に
は
、 こ

の
点
で
も
全
面
的
な
適
用
と
い
う
段
階
に
は

五
六
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す
る
制
定
法
が
作
成
さ
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
引
渡
手
続
が
行
政
部
門
に
属
す
る
と
い
う
大
前
提
に
変
更
は
な
く
、
司
法
府

は
行
政
手
続
の
一
部
に
参
画
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
制
定
法
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
事
、
地
裁
判
事
、

州
裁
判
所
判
事
、
連
邦
裁
判
所
に
よ
り
任
命
さ
れ
た
司
法
委
員

(
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
)
に
管
轄
権
が
付
与
さ
れ
こ
と
に
よ
り
、
新
た
に
「
引
渡

判
事
」
(extradition
m
a
g
i
s
t
r
a
t
e
)
の
職
務
が
創
設
さ
れ
、
こ
れ
に
被
引
渡
者
の
犯
罪
性
を
立
証
す
る
証
拠
が
十
分
で
あ
る
か
を
審
究
す

こ
う
し
た
立
法
の
経
緯
か
ら
、
引
渡
判
事
は
、
条
約
と
制
定
法
に
よ
り
付
与
さ
れ
た
特
別
な
権
限
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
も
の
で
あ
り
、

外
見
的
に
は
司
法
機
能
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、

五
七

そ
れ
は
合
衆
国
の
司
法
権
限
の
固
有
の
一
部
を
行
使
す
る
も
の
で
は
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
原
則
的
立
場
は
現
行
の
制
定
法
に
ま
で
引
き
継
が
れ
て
お
り
、
管
轄
権
が
「
裁
判
所
」
に
で
は
な
く
、

ま
た
引
渡
判
事
の
決
定
に
つ
い
て
上
訴
が
許
さ
れ
な
い
の
も
、
こ
う
し
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
な
。

「
裁
判
官
」
個
人
に
付
与
さ
れ
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
引
渡
判
事
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
限
範
囲
は
相
当
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
①
引
渡
条
約
の
当
該
事
件
へ
の
適
用

可
能
性
、
②
審
問
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
者
の
人
定
、
③
請
求
理
由
と
な
っ
た
犯
罪
の
「
双
方
可
罰
性
」

(
d
o
u
b
l
e
criminality)
、
④
犯

(28) 

罪
を
行
っ
た
と
信
ず
る
に
足
り
る
「
相
当
な
理
由
」
(
p
r
o
b
a
b
l
e
c
a
u
s
e
)
の
存
否
、
と
い
っ
た
点
を
審
査
で
き
る
に
留
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、

請
求
国
内
の
手
続
等
に
関
す
る
審
査
は
、
本
質
的
に
引
渡
審
問
の
範
囲
外
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
引
渡
判
事
が
引
渡
可
能
の
判
断
を
下
し
た
場
合
、
被
引
渡
者
は
連
邦
地
裁
に
対
し
て
人
身
保
護
令
状
(
h
a
b
e
a
s
c
o
r
p
u
s
)
を

申
請
し
、
引
渡
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
、
裁
判
所
は
引
渡
可
能
性
の
審
査
を
再
度
行
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し

審
査
の
内
容
は
、

か
も
、
こ
の
手
続
は
明
ら
か
に
司
法
権
限
の
行
使
で
あ
り
、
当
然
上
訴
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
引
渡
事
件
に
関
す
る
人
身
保
護

(29) 

一
九
世
紀
末
の
一
連
の
最
高
裁
判
決
に
よ
り
、
①
引
渡
判
事
が
管
轄
権
を
有
す
る
か
、
②
当
該
犯
罪
が
引
渡
条
約
の
範

囲
内
に
あ
る
か
、
③
相
当
の
理
由
を
立
証
す
る
証
拠
が
存
在
す
る
か
、

る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
い
う
点
に
限
定
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
身
保
護
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(30) 

審
査
に
お
い
て
も
、
す
で
に
こ
の
時
期
か
ら
、
黙
示
的
に
N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原
則
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

連
邦
最
高
裁
に
お
い
て
、
明
示
的
に
N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原
則
が
指
摘
さ
れ
た
の
は
、

る
。
こ
の
事
件
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
N
e
e
l
y
に
対
し
て
、
キ
ュ
ー
バ
か
ら
横
領
を
理
由
と
し
て
引
渡
請
求
が
な
さ
れ
た
。
こ
こ
で
、

N
e
e
l
y
側
は
「
合
衆
国
に
対
す
る
犯
罪
を
こ
の
国
で
行
っ
た
容
疑
者
に
対
し
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
す
べ
て
の
権
利
、
特
権
、

免
除
が
、
外
国
の
裁
判
所
に
お
け
る
審
理
の
た
め
に
引
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
保
障
さ
れ
な
い
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
引
渡
手
続
の
違
憲

性
を
争
っ
た
。
特
に
、

キ
ュ
ー
バ
に
お
い
て
は
、
人
身
保
護
令
状
の
制
度
や
陪
審
裁
判
が
存
在
せ
ず
、

な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
修
正
第
一
四
条
が
保
障
す
る
「
生
命
、
自
由
お
よ
び
財
産
の
不
可
侵
」
に
反
す
る
と
さ
れ
た
。

冦）

ま
た
、
前
年
に
改
正
さ
れ
た
制
定
法
が
二
引
渡
先
で
あ
る
外
国
の
]
当
局
は
、
公
正
で
公
平
な
裁
判
(
a
fair a
n
d
 impartial trial)を

保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
も
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

〔
憲
法
]
条
項
は
、
外
国
法
に
違
反
し
て
行
わ
れ
、
合
衆
国
の
管
轄
権
が
な
い
犯
罪
に
つ
い

て
は
、
全
く
関
係
が
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

一
九

0
一
年
の
N
e
e
l
y
v. 
H
e
n
k
e
l
事
件
で
あ

ま
た
私
権
剥
奪
や
事
後
法
の
適
用

「
ア
メ
リ
カ
人
が
外
国
で
犯
罪
を
犯
し
た
場
合
、
当
該
国
と
合
衆
国
と
の
間
の
条
約
規
定
に
よ
り
別
段
の
方
法
が
規
定
さ
れ
な
い
限

り
、
当
該
国
が
自
国
民
に
対
し
て
規
定
す
る
法
に
よ
る
裁
判
と
処
罰
の
方
法
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
、
不
満
を
訴
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

…
…
ま
た
、
移
送
さ
れ
た
国
に
お
い
て
裁
判
さ
れ
る
場
合
、
同
法
に
よ
っ
て
＂
公
正
で
公
平
な
裁
判
“
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ0

[
し
か
し
]

あ
る
必
要
は
な
く
、

そ
れ
は
必
ず
し
も
我
が
国
の
法
に
違
反
す
る
犯
罪
に
関
し
て
我
が
国
が
規
定
す
る
方
法
に
し
た
が
っ
た
裁
判
で

ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
た
差
別
が
な
い
限
り
、
犯
行
地
国
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
方
法
に
し
た
が

(33) 

っ
た
裁
判
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
」

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
「
こ
れ
ら
の

(2) 

五
八
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理
論
的
に
発
展
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

は
動
い
て
い
く
。
そ
う
し
た
動
向
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
一
九
六

0
年
の

Gallina
v. 
F
r
a
s
e
r
事
件
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
欠
席
裁
判
を

受
け
て
い
た

Gallina
は
、
も
し
イ
タ
リ
ア
に
引
渡
さ
れ
る
な
ら
ば
、
再
度
裁
判
を
受
け
る
こ
と
も
、
ま
た
弁
明
の
機
会
も
与
え
ら
れ
ず
に

し
か
し
、

収
監
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
裁
判
所
は
、
人
身
保
護
手
続
に
お
い
て
、
引
渡
に
よ
り
当
事
者
を
待
っ
て

祠）

い
る
手
続
を
審
査
す
る
権
限
を
連
邦
裁
判
所
に
与
え
た
先
例
は
発
見
で
き
な
い
と
主
張
し
、

N
o
nー

Inquiry
原
則
を
適
用
し
て
い
る
。

こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
「
い
く
ら
か
の
不
安
を
告
白
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
、
被
引
渡
者
が
「
連
邦
裁
判
所
の
良
識
の

感
覚

(sense
of d
e
c
e
n
c
y
)
に
あ
ま
り
に
反
す
る
」
司
法
手
続
や
刑
罰
に
直
面
す
る
場
合
に
は
、

も
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
当
該
事
件
が
そ
う
し
た
事
例
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
て
お
り
、

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
後
、
こ
の
見
解
は
多
く
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
、

を
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
請
求
国
に
お
け
る
司
法
手
続
を
審
脊
す
る
場
合
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
も
明
確
な
言
及
が
な
さ
れ

N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原
則
の
例
外
と
し
て

し
か
し
一
方
で
、

こ
の
原
則
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
批
判
が
あ
り
、
徐
々
に
修
正
を
模
索
す
る
方
向
へ
と
裁
判
所

れ
ば
足
り
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

｀
ー
、3
 

,
1
,
 

こ
の
判
決
で
は
、
二
つ
の
側
面
か
ら

N
e
e
l
y
側
の
主
張
が
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
、
人
身
保
護
令
状
の
審
杏
に
お
け
る
手

続
上
の
問
題
と
し
て
、
引
渡
条
約
に
よ
り
別
段
の
規
定
が
な
い
限
り
、
申
請
者
は
請
求
国
内
に
お
け
る
裁
判
お
よ
び
処
罰
の
形
態
を
保
護

請
求
の
理
由
と
し
て
主
張
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
裁
判
所
の
権
限
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
ま
さ
し
-
v
N
o
n
 
|
 

Inquiry
原
則
を
指
摘
し
た
も

の
と
言
え
る
。
第
二
に
、
国
内
法
規
の
引
渡
へ
の
適
用
に
関
し
て
、

る
引
渡
請
求
に
は
憲
法
規
定
は
適
用
さ
れ
ず
、

五
九

こ
の
原
則
の
再
検
討
が
必
要
で
あ
る
と

た
と
え
自
国
民
で
あ
っ
て
も
、
外
国
で
行
わ
れ
た
犯
罪
を
理
由
と
す

ま
た
請
求
国
に
お
け
る
裁
判
の
公
正
・
公
平
性
は
当
該
国
の
内
国
民
基
準
に
合
致
し
て
い

こ
う
し
て
確
立
さ
れ
た

N
o
n|

 

Inquiry
原
則
は
、
そ
の
後
数
多
く
の
事
件
で
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
、
強
固
に
維
持
さ
れ
て
い
っ
た
。

そ
の
意
味
で
こ
の
言
明
は
傍
論
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(4) 
違
反
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

め
る
も
の
で
は
な
く
、

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

事
者
が
説
得
力
を
以
て
立
証
を
し
た
な
ら
ば
、

N
e
e
l
y
判
決
が
「
刑
事
手
続
が
憲
法
上
の
保
護
に
一
致
し
な
い
こ
と

を
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
引
渡
を
阻
止
で
き
な
い
」
こ
と
を
示
す
先
例
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
通
常
、
外
国
主
権
の
刑
事
手
続
に
与

え
ら
れ
る
公
正
性
の
推
定
は
、
引
渡
に
よ
り
『
連
邦
裁
判
所
の
良
識
の
感
覚
に
反
す
る
』
手
続
ま
た
は
処
罰
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
当

(36) 

よ
り
精
密
な
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
さ
れ
、
単
な
る
公
正
性
の
欠
如
以

上
の
立
証
す
な
わ
ち
「
良
識
の
感
覚
に
反
す
る
」
こ
と
が
十
分
に
立
証
さ
れ
る
な
ら
ば
、

な
い
こ
と
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
憲
法
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
「
連
邦
憲
法
は
、
外
国
主
権
の
権
限
を
限
定
し
、
当
該

領
域
内
で
行
わ
れ
た
犯
罪
の
裁
判
お
よ
び
処
罰
の
た
め
の
手
続
を
規
律
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
合
衆
国
が
そ
れ
に
協
力
す
る

方
法
を
規
律
す
る
こ
と
は
で
き
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
判
決
は
、

Gallina
判
決
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
新
し
い
発
展
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一
の
点
は
、
単
に
公
正
性
に
問
題
が

あ
る
場
合
と
「
良
識
の
感
覚
に
反
す
る
」
場
合
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、

人
の
立
証
が
こ
の
レ
ベ
ル
の
立
証
に
達
し
て
い
る
か
に
論
点
が
集
中
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
一
に
、
憲
法
の
人
権
規
定
が

が
そ
れ
に
協
力
す
る
方
法
」
を
規
律
す
る
こ
と
に
よ
り
、
引
渡
手
続
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
憲
法
の
域
外
適
用
を
認

こ
う
し
た
見
解
は
、

そ
の
後
様
々
な
表
現
な
が
ら
、
多
く
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
て
い
が
。
し
か
し
、

お
い
て
も
、
実
際
に
こ
れ
に
よ
っ
て
引
渡
が
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、

80
年
代
末
に
至
る
ま
で
は
、
あ
く
ま
で
観
念
的
に

N
o
nー

Inquiry

原
則
に
対
す
る
留
保
を
表
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、

一
九
八

0
年
の

R
o
s
a
d
o
v. 
Civiletti
事
件
で
は
、

と
こ
ろ
が
、

一
九
八
九
年
の

A
h
m
a
d

v. W
i
g
e
n
事
件
で
は
、
明
ら
か
に

い
ず
れ
の
事
例
に

も
は
や

N
o
n—
I
n
q
u
i
r
y

原
則
は
適
用
さ
れ

N
o
n
-
Inquiry
原
則
を
相
対
的
原
則
と
位
置
づ
け
た
こ
と

一
定
の
レ
ベ
ル
を
越
え
た
請
求
国
内
の
手
続
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
審
在
が
及
ぶ
こ
と
が
肯
定
さ
れ
、
被
請
求

六
〇

「
合
衆
国

一
定
の
人
権
基
準
に
反
す
る
請
求
国
へ
の
引
渡
そ
の
も
の
が
、
人
権
侵
害
に
協
力
す
る
行
為
と
し
て
憲
法
規
定
に
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S
o
e
r
i
n
g
判
決
に
触
発
さ
れ
て
、
実
際
に
こ
れ
が
適
用
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

＇ /¥ 

”
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
II

手
続
ま
た

A
h
m
a
d
は
中
東
の
テ
ロ
組
織
に
所
属
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
か
ら
殺
人
罪
で
引
渡
請
求
を
受
け
て
い
た
。
引
渡
判
事
が
引
渡
を
認
め

る
決
定
を
下
し
た
た
め
、
彼
は
人
身
保
護
令
状
の
請
求
を
行
い
、
も
し
引
渡
が
行
わ
れ
る
な
ら
ば
拷
問
や
残
虐
な
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に

面）

な
り
、
「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
人
権
の
基
本
的
原
則
」
が
侵
害
さ
れ
る
と
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
た
と
え

そ
う
し
た
事
態
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
考
慮
す
る
の
は
国
務
省
の
役
割
で
あ
り
、
裁
判
所
は

N
o
nー

Inquiry
原
則
に
よ
り

被
告
人
の
請
求
を
検
討
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
「
い
か
な
る
他
国
も
、
逃
亡
犯
罪
人
に
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
な
が
ら
、
当
該
犯
罪
人
に
対
す
る

権
限
を
得
よ
う
と
我
が
国
の
裁
判
所
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
、
管
轄
権
行
使
の
予
見
可
能
で
確
実
な

(foreseeable
a
n
d
 

(40) 

p
r
o
b
a
b
l
e
)
結
果
に
つ
い
て
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
政
府
の
立
場
を
否
定
し
、
"
N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原
則
に
対
す
る
デ

ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
例
外
“
と
い
う
概
念
を
提
示
し
た
。

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

「
条
約
義
務
は
時
と
し
て
、
当
該
国
家
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
そ
の
国
の
基
本
法
の
文
脈
に
お
い
て
読
ま
れ
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
刑
事
被
告
人
に
広
範
な
保
護
を
保
障
し
て
い
る
憲
法
修
正
第
五
条
な
ら
び
に
第
一
四
条
の
デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
条
項
に
具
体
化
さ
れ
た
諸
原
則
が
こ
れ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
…
…
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
原
則
が
請
求
国

の
司
法
制
度
に
対
し
て
、
我
々
の
憲
法
や
手
続
制
度
の
詳
細
を
課
す
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…

そ
れ
は
、
合
衆
国
憲
法
の
も
と
、
我
々
の
現
在
の
法
的
精
神
の
中
で
行
動
す
る
法
律
家
の

は
待
遇
に
虹
面
し
た
者
を
、
引
渡
さ
な
い
と
い
う
義
務
を
課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
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こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
裁
判
所
は
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
司
法
手
続
と
受
刑
者
の
待
遇
に
関
し
て
、
積
極
的
に
専
門
家
や

証
人
の
証
言
を
得
る
と
共
に
様
々
な
資
料
を
検
討
す
る
。
し
か
し
最
終
的
に
、
被
引
渡
者
は
我
が
国
の
良
識
の
感
覚
を
害
す
る
手
続
や
待

遇
に
服
す
る
こ
と
を
立
証
で
き
て
い
な
い
と
し
て
、
人
身
保
護
令
状
の
申
請
を
棄
却
し
て
い
る
。

A
h
m
a
d
は
こ
の
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
が
、
控
訴
裁
判
所
は
地
裁
の
申
請
棄
却
の
結
論
を
支
持
す
る
判
断
を
下
し
た
。
し
か

し、

N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原
則
に
対
す
る
地
裁
の
見
解
に
つ
い
て
は
強
い
批
判
を
向
け
、
「
請
求
国
内
で
発
生
す
る
、
ま
た
は
発
生
す
る
か
も
し

れ
な
い
手
続
に
関
す
る
考
慮
は
、
人
身
保
護
審
府
の
裁
判
官
の
検
討
事
項
の
中
に
は
な
い
」
と
、
伝
統
的
な
考
え
方
を
強
固
に
支
持
す
る

結
論
を
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
イ
ス
ラ
エ
ル
の
よ
う
な
外
国
国
家
に
対
し
、
同
国
の
法
と
そ
の
執
行
方
法
の
公
正
性
に
関
し
て
合
衆
国

の
地
裁
判
事
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
礼
譲
の
重
要
性
が
阻
害
さ
れ
る
。
引
渡
が
人
道
的
理
由
に
よ
っ
て
拒

絶
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
国
務
長
官
の
役
割
で
あ
る
。
我
々
が
知
る
限
り
、
被
引
渡
者
が
連
邦
裁
判
所
の
良
識
の
感
覚

に
反
す
る
よ
う
な
手
続
や
処
罰
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
証
拠
を
目
の
前
に
し
て
、
長
官
が
引
渡
を
命
じ
た
こ
と
は
決
し
て
な
い
。

実
際
、
国
務
長
官
が
そ
う
し
た
こ
と
を
行
う
事
態
を
想
像
す
る
こ
と
を
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
、
国
務
省
へ
の
絶
対
的
と
も
言
え
る
信
頼

を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
地
裁
の
示
し
た
"
N
o
n
-
Inquiry
原
則
に
対
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
例
外
“
と
い
う
理
論
は
、

そ
の
後
踏
襲
さ
れ
ず
に
今
日
に
至
っ
て
い
が
。

H
e
e
l
y
判
決
の
見
解
を
支
持
す
る
立
場
と
の
対
立
と
見
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、

対
立
の
背
景
に
は
、

イ
ス
ラ
エ
ル
の
司
法
制
度
を
評
価
す
る
こ
と
に
関
し
て
、

ル
の
制
度
を
検
討
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
両
裁
判
所
の
見
解
の
相
違
は
、

一
見
す
る
と
こ
ろ
、

二
つ
の
対
立
す
る
理
解
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
地
裁
の

Gallina
判
決
以
来
の
新
し
い
流
れ
を
支
持
す
る
考
え
方
と
、
伝
統
的
な

そ
う
し
た
側
面
は
当
然
に
あ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
こ
れ
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
あ
く
ま
で
も

A
h
m
a
d
に
人
身
保
護
令
状
を
適
用
す
る
か
否
か
と
い
う
個
別
的
文
脈
の
な
か
で
、
請
求
国
た
る
イ
ス
ラ
エ

そ
れ
は
、
決
し
て
ト
ー
タ
ル
な
意
味
で
同
国
の
制
度
全
般
へ
の
不
信
を
検
証
し
よ
う
と
し
て
い

＇ /'¥ 
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（古谷）

r -

ノ‘

(45) 

る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
別
事
件
の
処
理
と
い
う
枠
組
み
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
控
訴
裁
は
そ

う
し
た
評
価
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
お
け
る
司
法
制
度
全
体
へ
の
評
価
を
意
味
す
る
と
理
解
し
て
い
る
。
「
国
際
礼
譲
」
に
反
す
る
と
い
っ
た
評

ヽ

ー

i5
 

’
ー
，

約
等
で
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
る
事
例
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
請
求
国
内
の
人
権
保
障
状
況
に
対
す
る
評
価
の
視
点
に
関
す
る
不
統
一
は
、
人
権
評
価
を
行
う
こ
と
が
引
渡
条

よ
り
際
だ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
が
締
結
し
て
い
る
引
渡
条
約
の
大
部
分
は
、
人
権
条
項
の
よ
う
な
、
請
求
国
内
の
人
権
状
況
を
引
渡
可
能
性
の
判
断
対
象
と

す
る
規
定
を
置
い
て
い
な
い
。
わ
ず
か
に
、
北
欧
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
の
条
約
に
は
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
希
望
に
よ
り
、

、
こ
れ
ら
の
条
約
に
お
い
て
も
、
当
該
評

人
道
的
考
慮
に
基
づ
き
引
渡
を
拒
絶
す
る
被
請
求
国
の
裁
量
権
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し

価
を
行
う
機
関
は
行
政
府
で
あ
る
と
特
定
さ
れ
て
い
が
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
は
拷
問
が
行
わ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
国
へ
の
引
渡
を
禁
止
す

る
拷
問
禁
止
条
約
の
締
約
国
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
判
断
す
る
「
権
限
あ
る
当
局
」
は
行
政
府
で
あ
る
旨
の
宣
言
を
行
っ
て
い
な
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
条
約
が
人
権
条
項
を
含
む
場
合
で
あ
っ
て
も
、

N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原
則
が
遵
守
さ
れ
る
形
式
に
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
の
「
引
渡
条
約
に
関
す
る
補
足
条
約
」
(
S
u
p
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
T
r
e
a
t
y
 c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 

t
h
e
 E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
 T
r
e
a
t
~
)

の
み
が
、
裁
判
所
に
よ
る
評
価
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
同
条
約
第
三
条
③
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
こ
の
補
足
条
約
の
他
の
い
か
な
る
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
渡
請
求
が
実
際
は
人
種
、
宗
教
、
国
籍
又
は
政
治
的
意
見
を
理
由
と

し
て
裁
判
し
又
は
処
罰
す
る
意
図
で
な
さ
れ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
引
渡
さ
れ
た
場
合
、
人
種
、
宗
教
、
国
籍
又
は
政
治
的
意
見
を
理

由
と
し
て
裁
判
に
お
い
て
不
利
益
を
被
る
も
し
く
は
処
罰
さ
れ
、
ま
た
は
拘
留
さ
れ
も
し
く
は
人
身
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
被

請
求
者
が
優
勢
な
証
拠
に
よ
り
権
限
あ
る
司
法
当
局
に
納
得
さ
せ
た
場
合
に
は
、
引
渡
は
行
わ
れ
な
い
。
」

し
た
が
っ
て
、

実
は
、

価
は
、

そ
う
し
た
態
度
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
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き
な
い
よ
う
に
す
る
趣
旨
の
、

こ
の
条
約
は
元
来
、

院
に
お
い
て
、

I
R
A
構
成
員
が
イ
ギ
リ
ス
で
テ
ロ
行
為
を
行
い
ア
メ
リ
カ
に
逃
亡
し
た
場
合
に
、

い
わ
ゆ
る
「
非
政
治
化
条
約
」

(
d
e
p
o
l
i
t
i
z
a
t
i
o
n
t
r
e
a
t
y
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
政
治
犯
罪
と
認
定
さ

れ
て
引
渡
が
拒
絶
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
犯
罪
の
大
部
分
が
引
渡
可
能
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
条
約
を
審
議
し
た
ア
メ
リ
カ
議
会
上

イ
ギ
リ
ス
の
”
デ
イ
プ
ロ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
“
(
D
i
p
l
o
c
k

s
y
s
t
e
~
)

と
称
さ
れ
る
司
法
制
度
に
対
す
る
不
信
が
噴
出
し
、

追
加
条
項
と
し
て
第
三
条
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
議
会
は
行
政
府
に
対
抗
す
る
意
味
で
、
引
渡
手
続
へ
の
「
司
法
当
局
」

宗
教
、
国
籍
又
は
政
治
的
意
見
を
理
由
」
と
す
る
裁
判
の
個
別
的
な
不
公
正
さ
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、

の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
司
法
制
度
全
般
の
基
本
的
な
不
公
正
さ
ま
で
含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

の
介

入
を
正
当
化
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
お
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
裁
判
所
は
、

N
o
nー

I
n
q
u
i
r
y
原
則
に
拘
束
さ
れ
ず
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け

る
被
引
渡
者
の
人
権
状
況
を
審
査
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
裁
判
所
が
審
費
す
べ
き
点
が

そ
れ
と
も
よ
り
一
般
的
な
意
味
で

こ
の
点
は
、
条
約
第
三
条
の
草
案
を
作
成
し
た
上
院
議
員
の
間
に
お
い
て
も
意
見
の
対
立
が
あ
る
。
こ
の
条
項
の
起
草
に
中
心
的
役
割

を
果
た
し
た

E
a
g
l
e
t
o
n
上
院
議
員
は
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
〔
こ
の
規
定
は
〕
裁
判
所
に
対
し
て
、
他
国
の
司
法
制
度
の
抽
象
的
な
公
正
さ
を
一
般
的
に
批
判
す
る
権
威
を
与
え
る
こ
と
を
意
図

し
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
特
定
の
個
人
が
服
す
る
待
遇
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、

あ
る
い
は
政
治
的
意
見
を
理
由
と
す
る
迫
害
の
蓋
然
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
合
衆
国
裁
判
所
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
手
続

的
保
障
す
べ
て
を
、
外
国
裁
判
所
が
提
供
し
て
い
な
い
と
結
論
す
る
こ
と
に
よ
り
引
渡
を
拒
絶
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
被

請
求
者
に
適
用
さ
れ
る
手
続
が
、
人
種
、
宗
教
、
国
籍
、
あ
る
い
は
政
治
的
意
見
を
理
由
と
し
て
、
あ
ま
り
に
不
公
正
で
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
の
基
本
的
観
念
を
侵
害
し
て
い
る
か
否
か
が
基
準
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」

「
人
種
、

こ
れ
を
政
治
犯
罪
と
認
定
で

六
四
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し
か
し
、
同
様
に
起
草
作
業
に
関
わ
っ
た

K
e
r
r
y
上
院
議
員
は
、
次
の
よ
う
に
反
対
の
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。

「
我
々
の
高
名
な
同
僚
で
あ
る

E
a
g
l
e
t
o
n
氏
に
よ
っ
て
こ
の
補
足
条
約
第
三
条
切
に
与
え
ら
れ
た
解
釈
は
、

解
に
す
ぎ
ず
、
委
員
会
の
意
図
を
反
映
し
て
い
な
い
。
委
員
会
の
意
図
は
、
委
員
会
の
議
長
で
あ
る
私
自
身
と

E
i
d
e
n
上
院
議
員
と
の

間
の
対
話
の
中
に
見
い
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
…
…
第
三
条
切
に
よ
っ
て
、
我
々
は
将
来
な
り
得
る
逃
亡
犯
罪
人
に
、
北
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
に
お
け
る
司
法
制
度
の
実
施
の
公
正
さ
に
関
し
て
証
拠
を
提
出
す
る
権
利
を
与
え
て
い
る
。
…
…
こ
れ
は
狭
い
規
定
で
は
な
い
。

こ
れ
は
非
常
に
広
く
、
広
範
囲
に
及
ぶ
規
定
で
あ
り
、
引
渡
法
に
お
け
る
過
去
の
実
行
か
ら
の
明
確
な
離
脱
を
表
明
し
、
我
が
国
の
裁

(52) 

判
所
制
度
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
」

（
聞
）

学
説
の
多
く
は
司
法
制
度
一
般
の
不
公
正
さ
に
ま
で
及
ぶ
と
考
え
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、

の
事
例
に
お
い
て
は
、
引
渡
条
約
の
締
結
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
が
、
相
手
国
の
司
法
制
度
へ
の
一
般
的
承
認
を
意
味
す
る
と
い
う
前
提

か
ら
、
請
求
国
の
司
法
制
度
を
抽
象
的
に
評
価
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
採
用
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
被
引
渡
者
に
対
す
る
個
別
的
な
侵

(54) 

害
を
問
題
と
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は

N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原
則
の
例
外
が
多
く
の
判
決
で
言
及
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
実
際
に
適
用
さ

れ
た
の
は
一
事
例
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
踏
襲
さ
れ
て
い
く
可
能
性
も
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
請
求

国
内
に
お
い
て
被
引
渡
者
が
一
定
程
度
の
扱
い
（
「
良
識
の
感
覚
に
反
す
る
」
又
は
「
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
」
）
を
受
け
る
こ
と
が
予

想
さ
れ
る
場
合
に
は
、

す
る
状
況
が
、

憲
法
の
人
権
条
項
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

六
五

一
人
の
上
院
議
員
の
見

こ
れ
ま
で
こ
の
条
約
を
適
用
し
た
二
つ

む
し
ろ
問
題
は
、
引
渡
可
能
性
を
否
定

ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
の
か
が
不
明
確
な
点
に
あ
る
。
「
補
足
条
約
」
の
適
用
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、

ア
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こ
の
問
題
は
、

メ
リ
カ
で
は
個
別
的
な
侵
害
の
可
能
性
と
制
度
そ
の
も
の
不
公
正
さ
の
い
ず
れ
に
重
点
を
置
く
の
か
に
つ
い
て
、
大
き
な
見
解
の
隔
た
り

が
あ
る
。
こ
の
点
が
、
現
実
に
人
権
評
価
に
よ
る
不
引
渡
の
結
論
が
少
な
い
理
由
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
引
渡
手
続
も
、

ー
性
の
判
断
、
第
二
に
法
務
大
臣
(
M
i
n
i
s
t
e
r
o
f
 Justice)
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。
そ
し
て
、
引
渡
判
事
に
よ
る
審
究
が
、
引
渡
対
象
者
の

人
定
や
容
疑
の
蓋
然
性
と
い
っ
た
問
題
に
限
定
さ
れ
、
請
求
国
内
の
人
権
評
価
が
関
係
し
な
い
こ
と
も
、

通
す
る
。
異
な
る
点
は
、

さ
れ
、
こ
の
段
階
で
司
法
機
関
に
よ
る
人
権
評
価
の
可
能
性
が
議
論
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
で
は
引
渡
判
事
の
決
定
の
後
、
司
法

大
臣
に
よ
る
引
渡
決
定
が
行
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
行
政
行
為
の
合
憲
性
と
い
う
観
点
か
ら
司
法
審
査
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
の
カ
ナ
ダ
憲
法
法

(
C
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
A
c
t
)
「
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
」
第
三
一
一
条
は
、
当
該
憲
章
が
「
カ

ナ
ダ
連
邦
議
会
お
よ
び
連
邦
政
府
」
に
適
用
さ
れ
る
と
規
定
し
て
お
り
、
最
高
裁
の
判
例
上
も
政
治
・
外
交
に
関
わ
る
行
政
行
為
で
あ
っ

て
も
憲
章
に
関
す
る
司
法
審
査
に
服
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
な
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
引
渡
手
続
に
お
い
て
も
憲
章
の
優
位
は
承
認
さ

れ
て
お
り
、
「
条
約
、
我
が
国
に
お
け
る
引
渡
審
問
お
よ
び
犯
罪
人
を
引
渡
す
行
政
裁
量
権
の
行
使
は
、
す
べ
て
憲
章
の
要
件
に
一
致
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
司
法
大
臣
の
引
渡
決
定
が
、
憲
章
の
人
権
保
障
規
定
に
反
す
る
か

否
か
を
審
壺
す
る
権
限
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
問
題
は
、

因

カ

ナ

ダ

ア
メ
リ
カ
同
様
に
二
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
引
渡
判
事
に
よ
る
引
渡
可
能

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
引
渡
判
事
に
よ
る
引
渡
決
定
の
後
に
、
直
ち
に
人
身
保
護
令
状
の
請
求
手
続
が
開
始

カ
ナ
ダ
国
内
に
お
け
る
引
渡
手
続
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
で
は
な
く
、

一
九
八
七
年
の

S
c
h
m
i
d
t
v. T
h
e
 Q
u
e
e
n
事
件
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
手
続
と
共

請
求
国
内
に
お
け
る
手
続
に
関
し
て
ま
で
憲
章
が
適
用
さ
れ
、
司
法
審
査
の
対
象
と
な
り
得
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

2
 

カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
初
め
て
取
り
上
げ

六
六
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（古谷）

ら
れ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
被
引
渡
者
側
か
ら
、

territorial effect)~~ 

ぽ
し
俎
2

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

六
七

ア
メ
リ
カ
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
、
連
邦
法
と
州
法
の
両
者
に
よ
っ
て
同
一
の
事
実
が

こ
れ
は
憲
章
第
七
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
た
。
多
数
意
見
を
代

表
す
る

L
a
F
o
r
e
s
t
判
事
は
、
憲
章
は
外
国
の
行
動
を
規
律
し
な
い
し
、
特
に
外
国
に
お
け
る
刑
事
手
続
に
対
し
て
域
外
的
効
果

(extra
,
 

「
一
定
の
状
況
に
お
い
て
、
外
国
が
引
渡
さ
れ
た
犯
罪
人
を
扱
う
方
法
が
当
該
国
の
法
令
上
合
法
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、

当
該
状
況
の
下
に
お
け
る
被
告
人
の
引
渡
が
基
本
的
な
司
法
の
原
則

(principles
o
f
 
f
u
n
d
a
m
e
n
t
a
l
 justice)
に
違
反
す
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
、
私
は
疑
い
を
持
た
な
い
。
こ
れ
を
立
証
す
る
た
め
に
、
私
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
に
提
起
さ
れ
た

事
件
、

A
l
t
u
n
v. G
e
r
m
a
n
y
(
l
9
8
3
)
に
言
及
す
る
必
要
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
請
求
国
に
お
け
る
訴
追
に
拷
問
が
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
及
ば
な
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、
外
国
の
刑
事
手
続
お
よ
び
刑
罰
の
性
格
が
十
分
に

良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る

(
s
h
o
c
k
s
t
h
e
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
)
た
め
に
、
裁
判
の
た
め
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
と
い
う
決
定
が
、
第
七
条
に
述

(58) 

べ
ら
れ
て
い
る
基
本
的
な
司
法
の
原
則
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
起
こ
る
で
あ
ろ
う
。
」

し
か
し
な
が
ら
、

L
a
 F
o
r
e
s
t
判
事
は
こ
の
よ
う
に
憲
章
適
用
の
可
能
性
を
示
し
な
が
ら
も
、

具
体
的
な
適
用
に
お
い
て
は
、
行
政
府

に
引
渡
権
限
が
属
す
る
と
い
う
前
提
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
の
司
法
行
政
の
一
般
的
制
度
が
カ
ナ
ダ

の
司
法
の
概
念
に
十
分
に
一
致
し
て
い
る
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
、
第
一
次
的
に
は
、
引
渡
条
約
の
締
結
を
行
う
行
政
府
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
行
政
府
も
憲
法
上
の
基
準
に
従
う
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
府
の
判
断
に
司
法
府
が
盲
従
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
他
国
の
誠
実
や
名
誉
に
関
す
る
決
定
に
む
や
み
に
干
渉
し
な
い
よ
う
、
裁
判
所
は
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
司
法

異
な
る
罪
名
で
二
重
に
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、

16--3•4--395 (香法'97)



法
の
番
人
と
し
て
、
時
と
し
て
裁
判
所
は
か
か
る

こ
の
点
で
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
人
身
保
護
審
在
に
お
け
る
実
行
と
き
わ
め
て
類

介
入
は
現
実
的
内
容
の
事
件
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

請
求
国
の
伝
統
的
な
手
続
が
、

の
憲
法
上
の
要
件
に
合
致
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
基
本
的
な
司
法
の
原
則
に
反
す
る
と
訴
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
「
裁
判
所
は

や
む
を
得
な
い
状
況

(
c
o
m
p
e
l
l
i
n
g
situations)
に
お
い
て
の
み
介
入
す
べ
き
な
の
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
か
。

こ
う
し
た
最
高
裁
の
抑
制
的
態
度
は
、
同
日
に
判
決
が
下
さ
れ
た
二
つ
の
引
渡
事
件
、

事
件
お
よ
び

U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
 
o
f
 
A
m
e
r
i
c
a
 v. A
l
l
a
r
d
 
a
n
d
 C
h
a
r
e
t
t
e
事
件
に
お
い
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

「
例
外
的
事
態

(
e
x
c
e
p
t
i
o
n
a
lcircumstanc~~ 

ご
あ
る
い
は
「
単
純
に
受
け
入
れ
難
い
状
況

(a
situation 
that 
is 
s
i
m
p
l
y
 

u
n
a
c
c
e
p
t
a
b
l
~
)

」
に
お
い
て
は
、
引
渡
行
為
が
憲
章
違
反
を
構
成
し
、
こ
れ
に
対
し
て
裁
判
所
の
司
法
審
査
が
及
ぶ
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
原
則
と
し
て
、
被
引
渡
者
は
請
求
国
に
お
い
て
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
と
推
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
加
‘
ぶ
忠

[
引
渡
]
決
定
を
審
牡
す
る
有
用
な
役
割
を
有
す
る
が
、

(64) 

警
戒
を
も
っ
て
歩
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
人
権
評
価
の
実
行
は
、
理
論
的
に
は
、

を
適
用
す
る
余
地
は
残
し
て
い
る
が
、
司
法
機
能
の
自
己
抑
制
と
、

T
h
e
 R
e
p
u
b
l
i
c
 
o
f
 
A
r
g
e
n
t
i
n
a
 
v. 
M
e
l
l
i
n
o
 

「
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
」
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
憲
章

そ
こ
か
ら
派
生
す
る
適
用
基
準
の
厳
格
さ
に
よ
っ
て
、
現
実
に
引
渡

を
阻
止
す
る
可
能
性
は
低
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

似
し
て
い
（
翠

③
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ナ
ダ
最
高
裁
の
こ
う
し
た
態
度
に
も
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
に
よ
っ
て
少
な
か
ら
ず
変
化
の
兆
し
が
現
れ
て
い
る
。

一
九
九
一
年
の

K
i
n
d
l
e
r
v. 
C
a
n
a
d
a
事
件
お
よ
び

R
e
f
e
r
e
n
c
e
r
e
 N
g
 Ex
t
r
a
d
i
t
i
o
n
事
件
に
お
け
る
多
数
意
見
と
少
数
意
見
の
対
立

(66) 

は
、
こ
う
し
た
動
向
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
両
事
件
に
お
い
て
は
、
死
刑
が
予
想
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
引
渡
が
、
憲
章
第
七
条
と
第

―
二
条
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
人
権
評
価
に
対
す
る
慎
重
派
と
積
極
派
の
見
解
は
拮
抗
し
、
結
局
四
対
三
の
僅
差
で
法
務
大

そ
れ
は
明
ら
か
に
裁
判
所
が

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
裁
判

六
八
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六
九

多
数
意
見
は
、
ま
ず
大
前
提
と
し
て
、
「
引
渡
手
続
を
違
憲
と
判
決
す
る
こ
と
を
装
っ
て
、
我
々
の
憲
章
に
お
け
る
保
障
を
域
外
適
用
す

る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
か
ら
、
本
件
に
つ
い
て
、
残
虐
な
刑
罰
を
禁
止
す
る
憲
章
第
一

ニ
知
の
適
用
を
審
議
す
る
余
地
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
章
の
適
用
範
囲
は
、
あ
く
ま
で
カ
ナ
ダ
政
府
の
立
法
お
よ
び

行
政
行
為
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
逃
亡
犯
罪
人
に
対
す
る
引
渡
決
定
が
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
る
残
虎
で
異
常
な
刑
罰
に
当
た
る
わ
け

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逃
亡
犯
罪
人
が
最
終
的
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
刑
罰
は
、
カ
ナ
ダ
政
府
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
に
よ

っ
て
科
さ
れ
る
刑
罰
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

は
因
果
関
係
が
薄
く

(
r
e
m
o
t
e
)
、
し
た
が
っ
て
第
一
二
条
の
注
意
を
喚
起
す
る
に
至
ら
な
い
。
特
定
の
刑
罰
を
科
し
て
い
る
外
国
へ
の
引

渡
行
為
に
対
し
て
、
直
接
に
第
―
二
条
を
適
用
す
る
こ
と
は
そ
の
保
障
の
目
的
を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
を
す
れ
ば
、
「
領
域
外

(69) 

の
水
域
に
憲
章
と
い
う
網
を
広
範
に
投
げ
広
げ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
」
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
同
時
に
、
多
数
意
見
は
、
法
務
大
臣
に
よ
る
引
渡
決
定
は
第
七
条
の
要
件
に
服
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
し
、
当
該
決
定
が

生
命
、
自
由
お
よ
び
身
体
の
安
全
の
権
利
を
奪
う
た
め
の
条
件
で
あ
る
「
基
本
的
な
司
法
の
原
則
」
に
合
致
す
る
か
否
か
を
審
杏
す
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

S
c
h
m
i
d
t
判
決
や

A
l
l
a
r
d
判
決
に
依
拠
し
て
、
「
基
本
的
な
司
法
の
原
則
」
の
当
否
を
判
断
す
る

基
準
は
、
外
国
に
よ
っ
て
科
さ
れ
る
刑
罰
が
カ
ナ
ダ
の
良
識

(
C
a
n
a
d
i
a
n
conscience)
に
”
十
分
な
シ
ョ
ッ
ク
Ii

を
与
え
る
か
ど
う
か
で

あ
り
、
被
引
渡
者
側
は
”
単
純
に
受
け
入
れ
難
い
状
況
＂
に
直
面
す
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
”
単

純
に
受
け
入
れ
難
い
II

か
否
か
を
決
定
す
る
上
で
重
要
と
な
る
の
は
、
「
我
が
国
に
お
い
て
死
刑
が
合
憲
か
、
望
ま
し
い
の
か
で
は
な
く
、

で
あ
る
」
と
言
明
し
、

臣
の
引
渡
決
定
は
合
憲
と
さ
れ
て
い
る
。

カ
ナ
ダ
法
お
よ
び
カ
ナ
ダ
政
府
の
行
為
の
効
果
は
、
死
刑
と
い
う
刑
罰
を
科
す
可
能
性
と

逃
亡
犯
罪
人
を
帰
還
さ
せ
他
国
に
お
け
る
死
刑
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
が
、
公
正
お
よ
び
権
利
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
の
感
覚
に
反
す
る
か
否
か

そ
の
際
に
は
実
効
的
な
引
渡
政
策
の
維
持
、
カ
ナ
ダ
が
ア
メ
リ
カ
の
犯
罪
人
の
「
安
息
の
地
」

(safe
h
a
v
e
n
)
に
な

16--3•4-397 (香法'97)



多
数
意
見
は
、

S
c
h
m
i
d
t
判
決
以
来
の
伝
統
的
と
も
言
え
る
見
解
に
従
い
な
が
ら
、
責
任
帰
属
に
お
け
る
因
果
関
係
の
疎
遠

(
r
e
m
o
t
e
,
 

ness)
を
理
由
と
し
て
、
第
七
条
と
第
―
二
条
の
適
用
・
不
適
用
の
差
異
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
も
、
適
用
さ
れ
得
る
と
し
た
第
七
条
の

「
基
本
的
な
司
法
の
原
則
」
違
反
の
立
証
は
、

れ
に
対
し
て
、
少
数
意
見
は
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
が
示
し
た
「
引
渡
に
よ
っ
て
締
約
国
の
管
轄
外
で
招
か
れ
る
す
べ
て
の
予
見
し
う
る
結
果
」

に
対
す
る
直
接
責
任
の
考
え
方
に
立
脚
し
、
客
観
な
基
準
に
基
づ
い
て
憲
章
の
保
護
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点

で
、
同
様
に
「
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
」
こ
と
を
引
渡
可
能
性
の
判
断
基
準
と
し
て
認
め
な
が
ら
も
、
両
者
の
認
識
に
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
少
数
意
見
に
と
ど
ま
っ
た
と
は
い
え
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
責
任
原
則
が
、
国
内
憲
法
上
の
責
任

ク
）
と
主
張
し
て
い
る
。

(70) 

る
こ
と
を
回
避
す
る
必
要
性
等
も
併
せ
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
多
数
意
見
は
、

死
刑
が
予
想
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
引
渡
決
定
は
、
憲
章
第
七
条
に
違
反
し
な
い
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
少
数
意
見
は
、
死
刑
が
第
一
二
条
の
規
定
す
る
残
虐
な
刑
罰
に
当
た
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
「
カ
ナ
ダ
に
お
い

て
引
渡
手
続
に
服
す
る
者
は
、
憲
章
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
権
利
を
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
•
•
•
カ
ナ
ダ
は
、
引
渡
国
と
し
て
、

引
渡
の
最
終
的
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
先
に
言
及
し
た

S
c
h
m
i
d
t
v. 
T
h
e
 

Q
u
e
e
n
事
件
に
お
け
る

L
a
F
o
r
e
s
t
判
事
の
見
解
を
引
用
し
、
「
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
」
場
合
に
第
七
条
が
適
用
さ
れ
る
の
と
同
様

に
ヽ

―
二
条
も
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
さ
ら
に
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
に
お
け
る
推
論
を
詳
細
に
分
析
し
な
が
ら
、
「
残

虐
で
異
常
な
刑
罰
に
直
面
さ
せ
る
た
め
に
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
を
決
定
す
れ
ば
、

そ
れ
が
か
か
る
刑
罰
に
対
し
て
犯
罪
人
を
服
従
さ
せ
る

行
為
(subjection)
を
構
成
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
し
同
様
な
推
論
が
カ
ナ
ダ
の
状
況
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
有
罪
に
な
れ
ば

(72) 

死
刑
を
科
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
決
定
は
、
憲
章
第
―
二
条
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
傍
点
イ
タ
リ
ッ

カ
ナ
ダ
社
会
な
い
し
カ
ナ
ダ
国
民
の
主
観
的
な
感
性
に
依
存
す
る
と
判
断
し
て
い
る
。
こ

こ
う
し
た
推
論
の
結
果
、

七
〇
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だ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
あ
る
。

が
論
議
さ
れ
る
文
脈
で
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
を
持
つ
と
言
え
る
。

そ
の
他
の
諸
国

七

そ
の
他
の
諸
国
の
人
権
評
価
の
実
行
に
関
し
て
は
、
特
に
九

0
年
代
に
入
っ
て
注
目
す
べ
き
判
断
を
下
し
た
二
つ
の
国
に
つ
い
て

言
及
す
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
引
渡
に
対
し
て
人
権
条
約
の
適
用
を
行
な
い
、
引
渡
義
務
と
人
権
条
約
上
の
義
務
と
の
抵
触
の
問
題
に

一
定
の
判
断
を
下
し
た
オ
ラ
ン
ダ
で
あ
り
、
第
二
は
憲
法
に
照
ら
し
た
人
権
評
価
を
行
な
う
一
方
、
人
権
条
約
の
適
用
に
ま
で
踏
み
込
ん

③
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、
引
渡
条
約
の
存
在
し
な
い
国
家
と
の
間
で
の
引
渡
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
七

0
年
代
ま
で

は
、
引
渡
条
約
は
一
般
に
、
裁
判
所
の
引
渡
可
能
性
判
断
の
枠
組
み
を
決
定
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
当
該
条
約
が
請
求
国
内
に
お
け
る

人
権
侵
害
が
引
渡
拒
絶
事
由
と
な
り
得
る
こ
と
を
規
定
し
な
い
限
り
、
裁
判
所
は
こ
の
問
題
を
審
査
す
る
権
限
を
有
さ
な
い
と
考
え
ら
れ

leer, 
principle o
f
 c
o
n
f
i
d
e
n
c
e
)
に
よ
り
正
当
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

て
き
た
。
そ
し
て
八

0
年
代
に
入
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
最
高
裁
判
所

(
H
o
g
e
R
a
a
d
)
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
「
信
頼
の
原
則
」
(
v
e
r
t
r
o
u
w
e
n
s
-

オ
ラ
ン
ダ
が
引
渡
条
約
の
締
結
を
行
っ
た
こ
と
は
、

相
手
国
の
司
法
状
況
に
対
す
る
信
頼
を
表
明
し
た
こ
と
に
な
り
、

張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、

そ
の
後
、
こ
の
信
頼
性
を
評
価
す
る
上
で
人
権
条
約
へ
の
加
入
状
況
が
指
標
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
請
求
国

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
等
の
締
約
国
で
あ
れ
ば
、
引
渡
後
に
被
引
渡
者
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的
な
信
頼
が
導
き
出
さ
れ

る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
方
で
、
裁
判
所
を
引
渡
条
約
の
呪
縛
か
ら
開
放
す
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
引
渡
条
約
が

締
結
さ
れ
て
い
て
も
、
当
該
請
求
国
が
人
権
条
約
の
締
約
国
で
な
い
場
合
に
は
、
引
渡
が
拒
絶
さ
れ
る
可
能
性
に
道
が
開
か
れ
る
こ
と
と

(1) （七）

し
た
が
っ
て
裁
判
所
は
こ
れ
に
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
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き
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
在
オ
ラ
ン
ダ
N
A
T
O
軍
に
属
す
る
ア
メ
リ
カ
人
S
h
o
r
t
が
妻
を
殺
害
し

N
A
T
O
軍
地
位
協
定
(
N
A
T
O
S
t
a
t
u
s
 of F
o
r
c
e
s
 A
g
r
e
e
m
e
n
t
)
第
七
条
に
よ
り
身
柄
の
引
渡
(
h
a
n
d
o
v
e
r
)
が

求
め
ら
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
も
し
彼
が
引
き
渡
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
軍
事
裁
判
統
一
法
典
(
U
n
i
f
o
r
m
C
o
d
e
 of Millitary 

一
八
条
に
よ
り
死
刑
が
科
せ
ら
れ
る
と
予
想
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
が
オ
ラ
ン
ダ
が
締
約
国
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
お
よ
び
死
刑
を
廃
止
す
る
同
第
六
議
定
書
に
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

最
高
裁
判
所
の
判
決
の
基
礎
と
な
っ
た
見
解
を
示
し
た
法
律
顧
問
(
A
d
v
o
c
a
a
t
-
D
e
n
e
r
a
a
l
)
S
t
r
i
k
w
e
r
d
a
は
、

「
私
の
意
見
で
は
、
被
請
求
人
が
引
渡
後
に
死
を
宣
告
さ
れ
る
現
実
の
危
険
に
直
面
し
、
か
つ
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
可
能
性
が
排
除
さ
れ

な
い
と
、
有
効
な
根
拠
に
基
づ
き
推
定
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
第
六
議
定
書
の
締
約
国
で
あ
り
、

さ
れ
る
行
為
を
理
由
と
し
て
引
渡
を
行
う
国
家
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
こ
れ
は
、

引
渡
が
被
請
求
者
を
非
人
道
的
取
扱
い
、
死
刑
の
宣
告
お
よ
び
執
行
に
服
さ
し
め
る
直
接
的
結
果
(
a
n
i
m
m
e
d
i
a
t
e
 r
e
s
u
l
t
)
と
な
る
か
ら

で
あ
る
。
」

る。 用
し
た
後
に
、

「
こ
の
判
決
の
帰
結
と
し
て
、

Justice)
竿
R

た
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
よ
う
な
理
論
状
況
の
な
か
で
、

な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
信
頼
の
原
則
」

(74) 

の
で
あ
る
。

の
性
格
は
、
徐
々
に

か
つ
請
求
国
の
法
令
に
よ
れ
ば
死
刑
を
科

一
九
九

0
年
の
S
h
o
r
tv• 

K
i
n
g
d
o
m
 of N
e
t
h
e
r
 l
a
n
d
s
事
件
は
人
権
条
約
の
適
用
に
関
し
て
大

い
わ
ゆ
る
”
信
頼
の
原
則
＂
は
修
正
が
求
め
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

”
無
条
件
の
信
頼
IJ

か
ら
”
反
証
可
能
な
推
定
“

S
o
e
r
i
n
g
判
決
を
引

へ
と
変
化
し
て
い
っ
た

七
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ホ
し
て
い
る
。

理
解
さ
れ
て
い
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
は
、

こ
う
し
て
、
も
し
オ
ラ
ン
ダ
が

S
h
o
r
t
を
ア
メ
リ
カ
の
軍
当
局
に
引
き
渡
し
た
な
ら
ば
、

七

そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
、
三
条

お
よ
び
同
第
六
議
定
書
第
一
条
に
違
反
す
る
と
結
論
さ
れ
る
。
し
か
し
、
人
権
条
約
に
し
た
が
っ
て
引
渡
を
拒
絶
す
れ
ば
、

N
A
T
O
地

位
協
定
第
五
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
所
は
相
反
す
る
義
務
の
板
挟
み
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
人
権
条
約
と
地

位
協
定
の
ど
ち
ら
を
優
先
的
に
適
用
す
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

S
t
r
i
k
w
e
r
d
a
は
、
国
際
法
に
し
た
が
え
ば
、
地
位
協
定
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
の
下
位
に
位
置
す
る
も
の
で
も
、
上
位
に
位
置
す
る
も
の
で
も
な
い
と
し
、

益
は
、

ま
た
両
条
約
の
当
事
国
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、

ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
第
三

0
条
も
問
題
解
決
の
手
だ
て
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
す
る
。
し
か
し
最
終
的
に
、
地
位
協
定
が
直
接
適
用
可

こ
う
し

能
な
規
則
(
d
i
r
e
c
t
l
y
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
 rule)
で
な
い
の
に
対
し
て
、
人
権
条
約
が
直
接
適
用
可
能
な
規
則
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
裁
判

所
は
人
権
条
約
上
の
義
務
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
結
論
す
る
。
判
決
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
「
死
刑
を
科
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
S
h
o
r
t
の
利

(77) 

N
A
T
O
地
位
協
定
に
基
づ
く
義
務
を
履
行
す
る
国
家
の
利
益
に
優
先
す
る
」
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

た
判
断
は
地
位
協
定
違
反
に
関
す
る
国
際
法
上
の
責
任
を
免
れ
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、

S
t
r
i
k
w
e
r
d
a
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断

に
よ
っ
て
、
死
刑
を
執
行
し
な
い
と
い
う
保
証
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
に
な
り
、
最
終
的
に
は
引
渡
は
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
期
待
を
述
べ
て
い
る
。

一
九
六
五
年
の
犯
罪
人
引
渡
法
(
E
x
t
r
a
d
i
t
i
o
n
A
c
t
)
が
明
文
の
規
定
を
定
め
て
い
な
い
も
の
の
、

3
 

引
渡
に
よ
っ
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
審
査
す
る
権
限
が
あ
る
と

一
九
八
九
年
の

Ellis
v. O
'
D
e
a
事
件
に
お
け
る
W
a
l
s
h
判
事
の
次
の
よ
う
な
見
解
は
、
そ
う
し
た
姿
勢
を
端
的
に

「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
に
出
頭
し
た
す
べ
て
の
者
は
、
す
べ
て
の
不
公
正
ま
た
は
不
正
義
の
手
続
あ
る
い
は
実
行
か
ら
保
護
さ
れ

16-3•4-401 (香法'97)



る
権
限
を
与
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
我
が
国
内
の
何
人
も
、
裁
判
所
そ
の
他
の
命
令
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
保
護
さ
れ
て

い
る
我
が
国
か
ら
、
も
し
我
が
国
に
お
い
て
行
使
さ
れ
れ
ば
公
正
か
つ
正
当
な
手
続
に
対
す
る
憲
法
上
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な

る
手
続
ま
た
は
実
行
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
他
国
へ
移
送
さ
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
う
し
た
手
続
か
ら
市
民
を
守

る
国
家
の
義
務
は
、
我
が
国
内
で
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
行
為
に
及
び
、

に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
」

と
こ
ろ
が
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
実
際
の
実
行
上
で
は
、

た
と
え
ば
請
求
国
内
で
公
正
な
裁
判
が
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
引
渡

を
拒
絶
す
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
政
府
が
引
渡
条
約
の
締
結
等
に
よ
り
、
特
定
国
家
と
の
間
で
犯
罪
人
引
渡
の

合
意
を
す
る
こ
と
は
、
当
該
国
の
司
法
行
政
一
般
に
対
す
る
信
頼
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
、
裁
判
所
が
改
め
て
政
府
の
こ
う
し
た
評
価

(80) 

を
争
う
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
同
様
の
理
由
で
、
非
人
道
的
で
残
虐
な
刑
罰
な
ど
請
求
国
で
科
さ
れ
る
刑
罰

の
性
質
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
が
審
究
す
る
こ
と
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

よ
り
も
、

八

0
年
代
末
ご
ろ
か
ら
、
裁
判
手
続
や
刑
罰
と
い
っ
た
一
般
的
な
制
度
そ
の
も
の
に
関
し
て
で
は
な
く
、
問
題
を
個

別
的
な
人
権
侵
害
に
限
定
す
る
形
で
、
憲
法
を
適
用
す
る
方
向
が
示
さ
れ
始
め
て
い
る
。
一
九
八
八
年
の

R
u
s
s
e
l
v. 
F
a
n
n
i
n
g
事
件
に
お

い
て
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
刑
務
所
内
で
の

I
R
A
構
成
員
に
対
す
る
刑
務
所
職
員
に
よ
る
暴
行
・
虐
待
に
関
連
し
て
、
「
被
告
人
が
、
引

き
渡
さ
れ
た
場
合
に
、
暴
行
、
拷
問
ま
た
は
非
人
道
的
な
取
扱
い
を
受
け
る
蓋
然
性
」
を
立
証
で
き
る
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
「
被
告
人
の

(81) 

憲
法
上
の
基
本
権
を
保
護
す
る
た
め
に
、
拘
留
か
ら
解
放
し
、
他
国
へ
の
引
渡
を
拒
絶
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
の
判
断
が
下
さ
れ
た
。
こ

の
事
件
で
は
、
結
局
そ
う
し
た
被
告
人
側
の
立
証
は
十
分
で
な
い
と
判
断
さ
れ
引
渡
は
認
め
ら
れ
た
が
、
法
制
度
上
の
人
権
侵
害
と
言
う

む
し
ろ
刑
務
所
内
で
の
個
別
的
虐
待
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
請
求
国
へ
の
一
般
的
な
信
頼
と
い
う
前
提
を
否
定
せ
ず
に

一
九
六
五
年
の
犯
罪
人
引
渡
法
の
下
で
と
ら
れ
る
手
続
も
こ
れ

七
四
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（古谷）

一
九
九

0
年
の

D
e
r
m
o
t
F
i
n
u
c
a
n
e
 v. J
o
h
n
 P
a
u
l
 M
c
M
a
h
o
n
事
件
で
は
、

七
五

渡
が
拒
絶
さ
れ
る
に
至
る
。
こ
の
事
件
で
は
、

R
u
s
s
e
l
v. 
F
a
n
n
i
n
g
事
件
と
同
様
に
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

M
a
z
e
刑
務
所
に
お
け
る

I

R
A
構
成
員
に
対
す
る
虐
待
が
問
題
と
な
り
、
「
も
し
申
請
者
が
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

M
a
z
e
刑
務
所
に
帰
還
さ
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
刑
務

(82) 

所
職
員
に
よ
る
不
法
な
行
為
に
よ
っ
て
暴
行
ま
た
は
傷
害
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
確
か
な
危
険

(
p
r
o
b
a
b
l
e
risk)
が
存
在
す
る
」
と
結
論
さ

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

alsh
判
事
は
次
の
よ

「
外
国
の
手
続
は
、
我
々
の
憲
法
に
お
け
る
特
定
の
保
護
に
す
べ
て
の
点
で
一
致
し
な
く
と
も
公
正
で
人
道
的
で
は
あ
り
得
る
が
、

我
々
の
制
定
法
の
規
定
は
、
犯
罪
人
が
帰
還
し
た
と
き
に
受
け
る
で
あ
ろ
う
取
扱
い
を
考
慮
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
に
よ
り
、
裁

判
所
が
請
求
国
の
意
図
や
手
続
の
公
正
さ
を
無
視
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
我
が
国
裁
判
所
は
ま
た
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の

構
成
国
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
犯
罪
者
の
取
扱
い
が
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
に
よ
り
保
護

さ
れ
る
権
利
の
侵
害
と
な
ら
な
い
と
裁
判
所
を
満
足
さ
せ
ら
れ
な
い
よ
う
な
他
国
に
対
し
、
当
該
犯
罪
者
が
引
き
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
、

函）

当
該
人
権
条
約
の
機
関
に
対
す
る
我
が
国
の
責
任

(
a
n
s
w
e
r
ability)
も
無
視
す
べ
き
で
な
い
。
」

こ
こ
で

W
a
l
s
h
判
事
は
、
明
言
は
し
て
い
な
い
も
の
の

S
o
e
r
i
n
g
判
決
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
そ
の
点
で
引
渡
を
行
っ
た
場
合
に
は

単
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
憲
法
に
違
反
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
違
反
を
も
構
成
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
最
近
の
動
向
は
、
請
求
国
の
制
度
一
般
へ
の
評
価
か
ら
、
憲
法
規
定
ま
た
は
人
権
条
約
規
定
に
照
ら
し
た

う
に
指
摘
し
て
い
る
。

れ
た
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、

人
権
評
価
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
方
向
が
さ
ら
に
鮮
明
に
さ
れ
、
実
際
に
引

16-3•4-403 (香法'97)



国
際
法
と
国
内
法
の
相
互
作
用
が
、

し
た
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

個
別
的
事
例
に
対
す
る
評
価
へ
と
、
人
権
評
価
の
姿
勢
を
変
更
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

刑
務
所
内
に
お
け
る
虐
待
等
が
、
職
員
の
ま
っ
た
＜
個
人
的
な
行
為
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
行
為
を
阻
止
で
き

な
い
点
で
は
一
般
的
な
司
法
制
度
上
も
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
制
度
一
般
へ
の
評
価
が
、
行
政
府
の
権
限
と
の
軋
礫
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
選
択
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

人
権
評
価
の
法
的
問
題

こ
れ
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
な
ら
び
に
規
約
人
権
委
員
会
の
実
行
と
、
各
国
の
人
権
評
価
の
動
向
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た
。

本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
検
討
に
基
づ
い
て
、
人
権
評
価
に
関
連
す
る
法
的
な
問
題
を
整
理
考
察
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
分

析
の
視
角
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
各
国
の
状
況
に
対
す
る
比
較
法
的
視
点
か
ら
の
分
析
は
、
直
ち
に
国
際
法

的
な
判
断
を
導
き
出
す
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
諸
国
の
法
制
や
実
行
か
ら
共
通
す
る
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
だ
け
で
、
人
権
評
価
に
関

す
る
国
際
法
の
現
状
が
解
明
さ
れ
る
と
単
純
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
国
際
法
規
範
の
実
現
が
、
国
内
の
実
施
機
関
で
あ

る
裁
判
所
お
よ
び
行
政
府
を
抜
き
に
し
て
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
終
局
的
に
は
国
内
法
レ
ベ
ル
に
お
け
る
実
施
状
況
の
検
討
が
不
可
欠
で

あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
特
に
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の
協
働
に
よ
る
法
実
現
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
特
徴
を
強
く

有
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
分
析
は
な
お
さ
ら
に
重
要
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
前
章
で
、
特
に
各
国
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討

ど
の
よ
う
な
国
際
法
実
行
を
生
み
出
し
て
い
く
の
か
。
各
国
の
動
向
分
析
は
、
こ
う
し
た
問
題
に

七
六
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う
し
た
点
で
、

七
七

る
被
引
渡
者
の
人
権
は
あ
く
ま
で
例
外
的
に
考
慮
の
対
象
に
な
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
判
決
以
降
で
は
、
人
権
の
要
素
が
引

渡
拒
絶
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
人
権
的
な
配
慮
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ

一
九
八
九
年
以
降
を
”
ボ
ス
ト
S
o
e
r
i
n
g
時
代
IJ

と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
な
が
ち
誇
張
と
は
言
え
な
い
。

請
求
国
が
負
う
べ
き
責
任
の
範
囲
に
関
す
る
発
展
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

で
は
、
こ
の
”
ポ
ス
ト

S
o
e
r
i
n
g
時
代
“
を
画
す
る
法
原
則
の
核
心
部
分
は
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
人
権
条
約
締
結
国
と
し
て
被

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
引

渡
後
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
受
け
る
取
扱
い
に
関
連
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
責
任
を
認
め
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
及
ば
な
い
事
項

に
対
し
（
侵
害
行
為
の
間
接
性
）
、
し
か
も
現
実
の
事
態
で
は
な
い
将
来
発
生
す
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
侵
害
行
為
に
関
し
て
（
侵
害
発
生
の

潜
在
性
）
、
「
現
実
の
危
険
に
直
面
す
る
と
信
ず
べ
き
十
分
な
理
由
が
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
締
約
国
の
条
約
上
の
責
任
を
生
じ
さ
せ

得
ぎ
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
裁
判
所
は
、
被
請
求
国
に
責
任
を
負
わ
し
め
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
人
権
侵
害
が
発
生
す
る
「
現

の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。

一
九
八
九
年
の

S
o
e
r
i
n
g
判
決
以
前
に
お
い
て
は
、

一
部
の
国
を
除
い
て
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
に
お
け

(1) （一）
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

対
す
る
一
定
の
解
答
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
典
味
深
い
の
は
、

判
断
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

の
後
の
諸
国
の
実
行
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
援
用
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
に
焦
点
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
諸
国
の
動
向
を

評
価
す
る
視
点
は
、

そ
れ
ら
に
共
通
す
る
要
素
を
抽
出
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

人
権
評
価
の
規
範
構
造

そ
の
多
様
性
の
背
後
に
あ
る
意
義
あ
る
い
は
問
題
点
に

諸
国
の
実
行
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

S
o
e
r
i
n
g

判
決
は
—
~
影
響
の
大
小
は
あ
る
に
し
て
も
|
|
ー
国
内
裁
判
所
の
判
断
に
相
当

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
け
る

S
o
e
r
i
n
g
判
決
が
、

そ

―
つ
の
国
際
法
的
評
価
が
、
同
様
の
事
項
に
関
す
る
国
内
法
的
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実
の
危
険
」
と
い
う
要
素
の
充
足
を
求
め
こ
の
要
件
に
つ
い
て
は
次
節
で
考
察
す
る
こ
れ
が
満
た
さ
れ
る
限
り
、

人
権
条
約
第
一
条
の
規
定
す
る
「
そ
の
管
轄
に
属
す
る
す
べ
て
の
者
」
に
対
す
る
人
権
保
障
義
務
の
違
反
を
構
成
す
る
と
判
断
し
た
の
で

ヽ
も
ヽ

し
カ

そ
の
人
権
保
障
義
務
は
、
各
国
の
実
行
が
示
す
と
お
り
に
、

い
わ
ば
人
権
保

の
と
は
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
。
他
の
人
権
条
約
、
国
際
人
権
に
関
す
る
慣
習
法
、
憲
法
の
人
権
保
障
規
定
等
の
適
用
に
お
い
て
も
、

的
な
責
任
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
適
切
な
類
例
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
越
境
環
境

汚
染
等
に
お
い
て
主
張
さ
れ
る
「
国
家
の
領
域
管
理
責
田
」
を
想
起
さ
せ
る
側
面
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
に
お
い
て
人
権
侵
害
を

発
生
さ
せ
る
原
因
行
為
を
領
域
内
で
放
任
す
る
場
合
、
領
域
内
で
の
人
権
保
障
義
務
に
反
す
る
と
い
う
責
任
原
則
の
誕
生
で
あ
る
。

こ
う
し
た
責
任
原
則
は
、
請
求
国
が
被
請
求
国
と
同
程
度
の
人
権
保
障
状
況
を
確
保
し
て
い
る
場
合
た
と
え
ば
、
同
一
の
人
権
条

約
の
締
約
国
で
あ
る
と
き
な
ど
ー
—
ー
に
お
い
て
は
、

例
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
し
、

る
国
家
間
に
お
い
て
、

あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
当
然
に
請
求
国
に
は
被

請
求
国
と
同
一
レ
ベ
ル
の
人
権
条
約
上
の
責
任
が
課
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
国
の
制
度
が
相
当
に
異
な
り
、

障
の
格
差
が
大
き
い
場
合
に
は
重
要
な
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。

切
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
人
権
保
障
責
任
の
拡
大
は
、
二
つ
の
規
範
的
課
題
に
直
面
す
る
。
第
一
は
、
こ
う
し
た
責
任
原
則
は
、

被
請
求
国
の
人
権
保
障
規
定
を
請
求
国
に
域
外
適
用
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
で
あ
る
。
請
求
国
の
人
権
状
況
を
被

請
求
国
が
評
価
す
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば
、
被
請
求
国
の
人
権
法
の
域
外
適
用
に
な
る
と
の
強
い
警
戒
は
、
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
の
判

ま
た
学
者
の
間
で
も
そ
う
し
た
点
を
指
摘
す
る
者
も
い
が
。
確
か
に
、
人
権
保
障
状
況
に
格
差
が
あ

よ
り
手
厚
い
保
障
が
行
わ
れ
て
い
る
被
請
求
国
が
自
国
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
請
求
国
の
人
権
保
障
状
況
を
判
断

す
る
場
合
、
請
求
国
側
か
ら
そ
う
し
た
不
満
が
提
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ま
た
実
際
、
犯
罪
者
の
引
渡
と
い
う

一
般

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
の
義
務
の
枠
組
み
に
限
定
さ
れ
る
も

七
八

゜ヽ

ヨ
ー
ロ
ッ
ノ

16 3•4--406 (香法'97)
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第
二
の
、

の
の
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
が
提
示
し
た
責
任
原
則
そ
の
も
の
の
に
つ
い
て
は
、
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
実
務
的
に
よ
り
重
要
な
問
題
は
、
引
渡
条
約
上
の
義
務
と
の
抵
触
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
人
権
条
約
上
の
義
務
を
優
先
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

つ
は
、
一
定
の
人
権
基
準
に
反
す
る
取
扱
い
に
被
引
渡
者
を
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
引
渡
条
約
は
、
国
際
法
に
お
け
る
強
行
規
範
に
抵
触
し
、

(88) 

し
た
が
っ
て
被
請
求
国
は
引
渡
義
務
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
指
摘
す
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
国
際
法
に
お
い
て
、
刑
事
手
続
に

関
連
す
る
強
行
規
範
と
言
え
る
の
は
、
拷
問
そ
の
他
の
残
虐
で
非
人
道
的
な
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
や
恣
意
的
拘
禁
等
に
限
ら
れ
る
と
考
え

(90) 

ら
れ
て
い
る
し
ま
た
す
べ
て
の
残
虐
で
非
人
道
的
な
取
扱
い
が
強
行
規
範
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
。

諸
国
の
実
行
上
も
、
人
権
評
価
の
対
象
は
必
ず
し
も
こ
う
し
た
狭
い
意
味
の
人
権
侵
害
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、

務
の
優
先
が
強
行
規
範
と
の
抵
触
を
根
拠
に
説
明
さ
れ
た
判
例
は
見
い
出
せ
な
い
。
何
よ
り
強
行
規
範
の
違
反
で
あ
れ
ば
、
改
め
て

S
o
e
r
,
 

を
残
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

七
九

い
く
つ
か
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

利
益
を
受
け
る
た
め
に
は
、
請
求
国
の
人
権
基
準
を
満
た
す
保
障
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
点
で
、
現
実
に
一
定
の
”
域
外
的
効

し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
の
事
象
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
り
、
法
論
理
的
に
は
、

S
o
e
r
i
n
g
の
責
任
原
則
は
被
請
求
国
の
人
権
法
に
よ
っ
て
請

求
国
の
行
動
を
規
律
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
自
国
の
責
任
の
存
否
を
決
定
す
る
必
要
上
、
請
求
国
の
行

為
を
自
ら
の
人
権
基
準
に
照
ら
し
て
評
価
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
を
「
域
外
適
用
」
と
呼
ぶ
か
否
か
は
別
に
し
て
、
少
な
く
と
も

こ
う
し
た
行
為
が
請
求
国
の
主
権
侵
害
を
構
成
す
る
も
の
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
実
際
に
各
国
の
実
行
に
目

を
転
じ
て
も
、
人
権
評
価
に
消
極
的
な
ア
メ
リ
カ
や
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
さ
え
、
「
良
識
の
感
覚
に
反
す
る
」
「
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
」

場
合
に
つ
い
て
は
、
引
渡
の
拒
絶
が
理
論
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
明
ら
か
に
被
請
求
国
の
人
権
基
準
を
適
用
す
る
余
地

つ
ま
り
、
次
節
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
適
用
基
準
の
解
釈
に
関
し
て
は
見
解
に
相
違
が
あ
る
も

果
＂
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
人
権
保
障
義
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容
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

’|＇ 3
 

＇ 
真
正
面
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、

i
n
g
判
決
を
待
つ
ま
で
も
な
く
引
渡
は
禁
止
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
意
義
は
ほ
と
ん
ど
減
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

第
二
の
主
張
は
、
客
観
的
性
格
を
有
す
る
人
権
保
障
義
務
が
、
相
互
主
義
的
義
務
で
あ
る
引
渡
条
約
上
の
義
務
に
優
位
す
る
と
の
見
解

で
あ
る
。
確
か
に
、
現
代
国
際
法
に
お
け
る
義
務
が
、
伝
統
的
な
相
互
主
義
的
性
格
の
も
の
だ
け
で
な
く
、

た
客
観
的
な
性
格
の
義
務
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
実
定
国
際
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
後
者
が
前

者
に
優
位
す
る
と
い
う
原
則
が
確
立
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
客
観
的
義
務
と
し
て
の
人
権
保
障
義

務
が
、
強
行
規
範
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
認
定
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
ま
さ
し
く
強
行
規
範

と
し
て
の
効
力
に
よ
っ
て
引
渡
義
務
に
優
位
す
る
の
で
あ
っ
て
、
義
務
内
容
の
一
般
的
な
性
格
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
実
際
、
こ
う
し
た

義
務
内
容
に
よ
る
優
位
性
の
判
断
は
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
は
も
ち
ろ
ん
、
各
国
裁
判
所
の
実
行
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
の
実
行
で
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
は
、
人
権
評
価
に
よ
っ
て
引
渡
を
拒
絶
す
る
以
上
、
規
範
的
な
意
味
で
人
権
保
障
義
務
が
引
渡
義
務
に
優
位
し
な

そ
う
し
た
規
範
的
な
優
位
性
の
問
題
が
、
必
ず
し
も

位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
概
念
が
、

連
邦
司
法
共
助
法
の
適
用
可
能
性
を
主
張
す
る
文
脈
の
な
か
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
各
国
の
実
行
の
検

討
は
、
人
権
評
価
に
よ
る
引
渡
拒
絶
が
、
人
権
保
障
義
務
と
引
渡
義
務
と
の
単
純
な
衝
突
と
い
う
図
式
に
よ
っ
て
は
表
現
し
き
れ
な
い
内

人
権
保
障
義
務
と
引
渡
義
務
と
の
抵
触
の
問
題
は
、
各
国
の
実
行
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
局
面
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
こ

る。
゜

ぷ
ノ

ス
イ
ス
法
体
系
に
お
け
る
人
権
評
価
の
位
置
づ
け
や

一
定
の
秩
序
構
築
を
意
図
し

ス
イ
ス
の
実
行
に
お
い
て
は
、
人
権
評
価
が
「
国
際
法
の
一
般
原
則
」
と

八
〇
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と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
①
裁
判
所
が
引
渡
可
能
性
を
判
断
す
る
国
内
手
続
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
の
義
務
を
優
先
す
べ
き
か
と
い
う
点
、

②
請
求
国
と
の
関
係
で
引
渡
義
務
違
反
を
人
権
保
障
義
務
に
よ
っ
て
正
当
化
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
二
つ
の
見
解

は
、
専
ら
第
二
の
側
面
に
関
す
る
議
論
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
国
内
判
例
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
概
し
て
第
一
の
観
点
で
あ
る
。

憲
法
規
定
等
に
基
づ
い
て
条
約
上
の
義
務
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
裁
判
所
と
し
て
は
、
相
矛
盾
す
る
条
約
義
務
に
遭
遇
し
た
場
合
、

い
ず
れ
か
の
優
位
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
け
る
引
渡
決
定
に
対
す
る
憲
法
規
定
の
優
位
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
公
序
規
定
の
援
用
、

た
め
に
用
い
ら
れ
た
論
理
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
メ
リ
カ
、

カ
ナ
ダ
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
変
型
法
」
に
対
す
る
基
本
法
の
優
位
、

j¥ 
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

ま
た
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る

い
ず
れ
も
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
人
権
保
障
義
務
の
優
先
的
尊
重
を
根
拠
づ
け
る

で
は
、
第
二
の
側
面
に
お
け
る
抵
触
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
て
い
る
の
か
。
実
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
各
国
の
裁
判
所
は
明
確
な
結

国
と
の
外
交
交
渉
に
よ
る
処
理
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

論
を
示
し
て
い
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
処
理
は
、
通
常
の
国
内
的
事
情
に
よ
る
条
約
義
務
の
不
履
行
の
場
合
と
同
様
に
、
請
求
国
と
被
請
求

そ
の
際
に
、
請
求
国
側
が
完
全
な
形
で
の
引
渡

義
務
の
履
行
を
要
求
し
て
く
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
被
請
求
国
の
裁
判
所
が
引
渡
の
拒
絶
を
決
定
し
た
以
上
、
行
政
府
が
こ
れ
を
覆
す

こ
と
が
で
き
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
不
履
行
か
ら
生
じ
る
国
家
責
任
を
追
求
し
て
も
、
請
求
国
に
実
益
は
な

い
。
請
求
国
と
し
て
は
、
犯
罪
人
の
身
柄
を
得
る
こ
と
に
目
的
が
あ
り
、
他
の
代
替
措
置
で
は
ま
っ
た
く
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
被
請
求
国
側
は
、
人
権
保
障
と
い
う
国
際
公
共
的
利
益
を
正
当
化
要
因
と
し
て
主
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
「
引
渡
に
関
す
る
一
般
原
則
」
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
国
際
法
上
の
拘
束
力
あ
る
最
低
基
準
」
と
い
っ
た
概
念
は
、
国
内
法
秩
序
に

お
け
る
人
権
規
範
の
優
位
性
を
担
保
す
る
と
同
時
に
、
そ
う
し
た
国
際
公
共
的
価
値
内
容
を
提
示
す
る
機
能
も
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
正
当
性
と
実
利
性
か
ら
、
請
求
国
側
が
こ
れ
に
真
正
面
か
ら
対
抗
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
妥
協
を
図
る
方
向
に
動

個
人
に
対
す
る
直
接
適
用
可
能
な
規
範
の
優
位
な
ど
、
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（二）
か
ざ
る
を
得
な
い
。
現
実
の
実
行
で
は
、
被
請
求
国
に
よ
っ
て
人
権
侵
害
と
指
摘
さ
れ
る
措
置
を
行
わ
な
い
「
保
証
」

(
a
s
s
u
r
a
n
c
e
)
を
与

え
る
こ
と
に
よ
り
、
引
渡
を
受
け
る
場
合
が
多
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
し
た
が
っ
て
、
形
式
的
な
規
範
的
レ
ベ
ル
で
は
な
い
に
し
て
も
、

実
質
的
に
は
被
請
求
国
側
の
一
方
的
な
措
置
が
き
わ
め
て
実
効
的
な
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
動
的
な
推
移
は
、
人
権
評
価

一
方
的
国
内
措
置
の
国
際
法
形
虎
あ
る
い
は
国
内
法
の
流
出
効
果

(spill-over

e
f
f
e
~
1
)

に
類
似
し
た
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
権
評
価
に
よ
り
引
渡
を
拒
絶
す
る
被
請
求
国
と
し
て
は
、
請
求
国
に
お
け
る
人
権
保
障
状
況
を
引
渡
拒
絶

(95) 

事
由
と
す
る
条
約
規
定
な
い
し
慣
習
法
の
形
成
を
待
つ
余
裕
が
な
く
、
い
わ
ば
「
緊
急
ブ
レ
ー
キ
」
と
し
て
一
方
的
に
引
渡
の
停
止
に
踏

み
切
る
。
こ
れ
は
、
事
実
上
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
現
状
を
改
革
す
る
意
味
を
持
つ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
請
求
国
側
は
説
得
力
あ
る
対
案
を

提
ホ
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
し
か
も
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
よ
う
な
国
際
機
関
に
よ
る
判
断
が
行
わ
れ
る
と
、
そ
の
内
容
は
網
の
目
の
よ

う
な
二
国
間
の
引
渡
実
行
に
よ
っ
て
評
価
・
蓄
積
さ
れ
、
実
質
的
な
引
渡
基
準
の
平
準
化
を
も
た
ら
す
方
向
に
作
用
し
、
犯
罪
人
引
渡
に

関
す
る
新
た
な
国
際
法
規
範
の
形
成
に
結
び
つ
く
契
機
を
生
み
出
す
。
実
際
、
死
刑
廃
止
に
積
極
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
は
、

止
さ
せ
、

死
刑
を
禁
止
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
六
議
定
書
の
締
約
国
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
引
渡
手
続
を
通
じ
て
請
求
国
の
死
刑
執
行
を
停

ひ
い
て
は
世
界
的
な
死
刑
制
度
の
全
廃
に
導
こ
う
と
す
る
法
戦
略
が
採
ら
れ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
引
渡
手
続
に
対
す
る
人
権
条
約
の
適
用
そ
の
も
の
は
条
約
解
釈
上
の
発
展
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ

に
付
随
す
る
全
体
状
況
は
、
す
ぐ
れ
て
法
創
造
的
色
彩
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

評
価
の
基
準
と
内
容

m
人
権
評
価
の
実
行
に
お
い
て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
点
が
評
価
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
も
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
方
法
論
が
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
責
任
原
則
の
観
点
で
は
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
は
き
わ
め
て
広
範

が
ヽ

八
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（占谷）

/¥ 

な
人
権
保
障
義
務
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
「
そ
の
管
轄
に
属
す
る
す
べ
て
の
者
」
に
人
権
を
保
障
す
る
責
任
を
客
観
的
に
適
用
す
る
な
ら

ば
、
請
求
国
内
の
人
権
保
障
状
況
は
、
人
権
条
約
締
約
国
で
あ
る
被
請
求
国
内
に
お
け
る
場
合
と
全
く
同
一
の
基
準
な
い
し
内
容
に
よ
っ

て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
は
そ
う
し
た
厳
格
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
は
い
な
い
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
引
渡
義
務
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
引
渡
先
の
国
家
に
お
い
て
個
人
を
待
っ
て
い
る
状
況
が
、
当
該
条
約
の
保
障
条
項
の
各
々
と
完
全
に

一
致
す
る
と
い
う
条
件
を
満
た
さ
な
い
限
り
、
締
約
国
は
引
渡
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
の
一
般
原
則
を
正
当
化
す
る
も

の
と
し
て
、
第
一
条
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

ま
た
、
具
体
的
に
何
が
「
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
」
に
当
た
る
の
か
は
、
事
件
の
状
況
全
体

に
依
存
す
る
と
述
べ
な
が
ら
、
「
条
約
全
体
に
内
在
す
る
の
は
、
社
会
の
一
般
的
利
益
の
要
請
と
個
人
の
基
本
権
の
保
護
の
要
求
と
の
間
の

公
正
な
バ
ラ
ン
ス
を
探
求
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
が
広
域
の
国
際
的
次
元
で
発
生
し
、
逃
亡
犯
罪
人
を

裁
判
に
か
け
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
す
べ
て
の
国
家
の
利
益
と
な
り
つ
つ
あ
る
な
か
で
、
犯
罪
者
に
「
安
息
の
地
」
を
設
立
す
る
こ
と
は
、

当
該
犯
罪
者
を
在
留
さ
せ
る
国
家
に
と
っ
て
危
険
な
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
人
引
渡
の
基
盤
そ
の
も
の
を
弱
め
る
こ
と
に
な
る
と
言
及
し
た

後
に
、
「
こ
れ
ら
の
考
慮
も
ま
た
、
引
渡
事
件
に
お
け
る
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
の
概
念
の
解
釈

と
適
用
に
お
い
て
、
考
慮
さ
れ
る
要
素
の
な
か
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
言
及
は
、
「
非
人
道
的
な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
」
の
概
念
が
、
引
渡
可
能
性
の
判
断
基
準
と
な

る
場
合
に
は
、
通
常
の
締
約
国
内
の
人
権
状
況
を
評
価
す
る
場
合
と
は
異
な
る
特
別
な
意
味
内
容
を
持
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
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味
で
「
明
ら
か
な
否
定
」
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
方
法
論
は
、

D
e
M
e
y
e
r
判
事
が
補
足
意
見
に
お
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
法
上
死
刑
が
許
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
こ
う
し
た
刑
罰
が
科
さ

れ
る
犯
罪
を
理
由
と
す
る
引
渡
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
し
、
き
わ
め
て
客
観
的
に
条
約
内
容
を
適
用
す
る
姿
勢
を
示
し
た
こ

(98) 

と
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
明
ら
か
に
相
対
的
あ
る
い
は
主
観
的
判
断
か
ら
、

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
基
準
内
容
に
関
す
る
相
対
性
は
、
条
約
違
反
を
立
証
す
る
上
で
考
慮
の
対
象
と
な
る
関
連
事
実
の
評

価
に
も
現
れ
る
。
す
で
に
第
一
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
裁
判
所
は
委
員
会
と
は
異
な
り
、
広
範
な
関
連
事
実
を
積
み
重
ね
る
「
累
積
的

ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
用
し
、
特
に
ド
イ
ツ
ヘ
の
引
渡
の
余
地
を
第
三
条
違
反
認
定
の
重
要
な
事
実
と
認
定
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
相
対
的
な
方
法
論
は
、
第
六
条
に
言
及
す
る
部
分
に
も
見
ら
れ
る
。
裁
判
所
は
犯
罪
人
が
請
求
国
に
お
い
て
「
公
正
な
裁
判

の
明
ら
か
な
否
定
」

(flagrant
denial 
of a
 fair trial)
が
行
わ
れ
る
危
険
が
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
「
例
外
的
に
第
六
条
の
問
題
が
発

生
す
る
」
可
能
性
を
排
除
し
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
言
説
は
、
一
面
で
第
六
条
に
関
し
て
も
第
三
条
同
様
の
責
任
原
則
を
認
め
た
こ
と

を
意
味
す
る
が
、
他
面
で
そ
れ
が
「
明
ら
か
な
否
定
」
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

y
n
g
a
e
r
t
は
こ
の
点
を
と
ら

え
て
、
不
公
正
な
裁
判
を
理
由
と
し
て
引
渡
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
上
犯
罪
者
を
不
処
罰
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か

（加）

ら
、
締
約
国
に
課
さ
れ
る
「
公
正
な
裁
判
」
の
基
準
よ
り
も
相
対
的
に
敷
居
を
高
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。
つ

ま
り
、
締
約
国
と
同
等
の
公
正
さ
を
要
求
す
れ
ば
引
渡
が
拒
絶
さ
れ
る
事
例
が
多
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
意

こ
う
し
て
見
る
と
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
は
大
胆
に
責
任
原
則
を
拡
大
し
な
が
ら
、
個
別
の
人
権
基
準
の
解
釈
適
用
に
お
い
て
相
対
的
な
評
価

を
導
入
し
、
引
渡
拒
絶
の
可
能
性
を
微
妙
に
調
整
す
る
手
法
を
採
っ
た
こ
と
に
な
る
。

切

S
o
e
r
i
n
g
判
決
が
採
用
し
た
こ
う
し
た
相
対
的
な
基
準
は
、
二
つ
の
方
向
で
|
ー
ー
積
極
的
な
意
味
と
消
極
的
な
意
味
で
各
国

の
実
行
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
前
者
は
、
請
求
国
の
司
法
制
度
一
般
を
評
価
す
る
視
点
か
ら
、
被
引
渡
者
が
個
別
的
に
受
け
る
人
権
侵

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
の
内
容
を
確

八
四
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（古谷）

国
へ
の
信
頼
を
担
保
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

八
五

害
を
考
慮
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
ヘ
と
移
行
す
る
流
れ
を
形
作
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
者
は
、
個
別
的
な
評
価
に
お
い
て
侵
害
内
容
が
相
対
化

さ
れ
、
主
観
的
要
素
を
多
分
に
含
ん
だ
曖
昧
な
概
念
を
林
立
さ
せ
る
傾
向
を
生
み
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。

人
権
評
価
の
視
点
と
し
て
、
伝
統
的
に
各
国
の
実
行
に
共
通
し
て
存
在
す
る
の
は
、
請
求
国
の
司
法
制
度
一
般
を
抽
象
的
に
評
価
し
よ

う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
。
し
か
も
、
多
く
の
国
で
は
請
求
国
の
制
度
一
般
に
関
す
る
信
頼
か
ら
、
被
引
渡
者
へ
の
個
別
的
侵
害
の
可
能
性

を
否
定
す
る
と
い
う
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
人
権
評
価
が
請
求
国
の
制
度
一
般
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

は
、
引
渡
条
約
の
締
結
か
ら
特
別
の
意
味
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
特
定
の
国
家
と
の
間
に
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
条
約
を

締
結
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
該
国
家
の
司
法
制
度
が
信
頼
に
足
り
る
と
、
外
交
を
任
務
と
す
る
行
政
府
が
判
断
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
引
渡
条
約
に
基
づ
く
請
求
に
関
し
て
、
裁
判
所
が
改
め
て
人
権
評
価
を
行
う
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
を
行
う
こ

と
は
行
政
府
の
外
交
権
限
へ
の
介
入
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

N
o
n|

 

Inquiry
原
則
や
オ
ラ
ン
ダ
の
「
信
頼
の
原
則
」
等
は
、
こ
う

し
た
論
理
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
、
人
権
条
約
へ
の
加
入
が
同
様
に
信
頼
の
根
拠
と
し

て
主
張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

過
し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
間
、
相
手
国
の
政
府
が
非
合
法
に
交
代
す
る
場
合
も
あ
る
が
、

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
に
は
、
引
渡
条
約
の
現
状
を
見
る
な
ら
ば
明
ら
か
に
無
理
が
あ
る
。
条
約
の
存
在
を
引
渡
許
容
の
絶
対
条
件

と
す
る
ア
メ
リ
カ
を
例
に
と
れ
ば
、
世
界
百
ヶ
国
以
上
の
国
と
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
い
る
が
、
な
か
に
は
締
結
後
一

0
0年
近
く
を
経

そ
う
し
た
際
に
い
ち
い
ち
引
渡
条
約
の
改
正

ま
た
は
終
了
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
条
約
締
結
当
初
で
あ
れ
ば
、
制
度
一
般
に
対
す
る
信
頼
の
証
し
と
言
え
な
く
も
な
い
で
あ

ろ
う
が
、
大
部
分
の
引
渡
条
約
に
関
し
て
は
そ
う
し
た
解
釈
は
困
難
で
あ
る
。
な
に
よ
り
、
行
政
府
が
裁
判
所
に
よ
る
引
渡
許
容
判
断
を

受
け
た
後
に
、
政
策
的
・
人
道
的
な
観
点
か
ら
引
渡
を
拒
絶
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
際
に
引
渡
条
約
の
存
在
だ
け
で
請
求
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す
る
条
約
は
、

さ
ら
に
、
現
在
の
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
犯
罪
人
引
渡
は
必
ず
し
も
二
国
間
条
約
だ
け
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
多
数
国
間
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
が
機
能
し
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
、
人
質
行
為
等
の
国
際
犯
罪
を
処
罰

ほ
ぼ
同
様
に
、
当
該
条
約
を
引
渡
条
約
を
締
結
し
て
い
な
い
締
約
国
と
の
関
係
に
お
い
て
犯
罪
人
引
渡
の
法
的
基
礎
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
多
数
国
間
条
約
は
各
国
が
個
別
の
判
断
で
加
入
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
締
約
国
は
新
規
加

入
国
の
司
法
制
度
一
般
を
事
前
審
査
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
国
間
条
約
に
基
づ
く
引
渡
の
実
行
が
出
現
し
た
段
階

(loL) 

で
、
引
渡
条
約
が
請
求
国
へ
の
信
頼
を
証
明
す
る
と
い
う
論
理
は
破
綻
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
人
権
条
約
の
締
結
国
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
司
法
制
度
へ
の
信
頼
を
導
き
出
す
論
理
に
も
問
題
が
あ
る
。
確
か
に
、
人
権
条
約

に
加
入
す
る
国
家
は
、
人
権
保
障
に
積
極
的
で
あ
り
、
国
内
に
お
い
て
一
定
の
人
権
保
障
状
況
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
は
推
定
さ
れ
る
。

(103) 

し
か
し
、
条
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
は
、
直
ち
に
条
約
上
の
義
務
を
完
全
に
履
行
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
人
権
条
約
に
加
入

し
て
い
て
も
、
人
権
侵
害
を
行
う
可
能
性
は
当
然
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
論
理
的
矛
盾
を
抱
え
た
請
求
国
の
制
度
一
般
へ
の
信
頼
な
い
し
制
度
一
般
へ
の
評
価
と
い
う
実
行
は
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
に
よ

っ
て
大
き
く
様
変
わ
り
を
始
め
て
い
る
。
引
渡
条
約
関
係
に
あ
る
請
求
国
の
人
権
状
況
に
対
し
て
人
権
条
約
を
適
用
す
る
と
い
う
S
o
e
r
,
 

i
n
g
判
決
は
、
一
面
で
引
渡
条
約
が
必
ず
し
も
請
求
国
に
対
す
る
絶
対
的
侶
頼
を
証
明
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
他
面
で
人
権
条
約
に
照

ら
し
た
個
別
的
侵
害
を
評
価
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
一
九
八
九
年
を
境
に
、
人
権
条
約
が
制
度
一
般
に
対
す

る
信
頼
性
の
判
断
材
料
か
ら
、
個
別
的
侵
害
認
定
の
た
め
の
基
準
へ
と
転
換
し
て
い
る
。

て
お
り
、

置
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
政
府
報
告
や
個
人
通
報
と
い
っ
た
履
行
確
保
措

ま
た
、

オ
ラ
ン
ダ
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て

も
、
そ
う
し
た
変
化
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
等
に
お
い
て
は
請
求
国
へ
の
信
頼
を
前
提
と
す
る
議
論
が
主
流
を
占
め

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
そ
う
し
た
立
場
を
崩
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
信
頼
は

八
六
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絶
対
的
・
無
条
件
な
も
の
で
は
な
く
、
「
人
権
侵
害
が
存
在
し
な
い
と
い
う
推
定
」
を
示
す
挙
証
責
任
の
配
分
の
問
題
と
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、
九

0
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
著
し
い
影
響
と
見
る
こ
と
が

③
第
二
の
消
極
的
影
響
は
、
人
権
侵
害
を
評
価
す
る
際
の
基
準
を
曖
昧
に
し
て
い
る
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
侵
害
を
認
定
す
る
た
め

(104) 

の
基
準
の
設
定
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
大
別
す
れ
ば
三
種
類
に
分
類
で
き
る
。
第
一
は
、
制
度
一
般
へ
の
信
頼
を
背
景
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

N
o
n

-I:1quiry
原
則
を
厳
格
に
適
用
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
個
別
的
侵
害
を
引
渡
可
能
性
の
判
断
材
料
と
し
な
い
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
。
こ
の
伝
統
的
な
考
え
方
が
、
変
更
を
加
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
指
摘
し
た
。
第
二
は
、
こ
の
対
局
に
位
置
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
、

と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

八
七

た

と
え
ば
人
権
条
約
に
掲
げ
ら
れ
た
項
目
す
べ
て
に
つ
い
て
、
締
約
国
内
に
お
け
る
人
権
状
況
評
価
と
ま
っ
た
く
同
一
の
基
準
を
設
定
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
規
定
に
反
す
る
侵
害
を
包
括
的
に
引
渡
禁
止
事
由
と
す
る
ス
イ
ス
連
邦
司
法
共
助
法

な
ど
は
、

そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
例
で
あ
る
。
第
三
は
、
こ
の
中
間
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
、
あ
る
種
の
人
権
に
つ
い
て
、

定
の
侵
害
程
度
が
予
見
さ
れ
る
場
合
に
、
引
渡
拒
絶
事
由
と
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
採
用
し
た
相
対
的
基
準

は
—
~
相
当
程
度
に
第
二
の
考
え
方
に
近
い
と
は
い
え
ー
ー
|
こ
の
考
え
方
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
S
o
e
r
i
n
g

判
決
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
外
国
に
逃
亡
す
る
犯
罪
人
の
数
が
増
加
し
、

そ
の
処
罰
の
必
要
性
が
高
ま
る
な
か
で
、
人
権
条
約
締
約
国
と
全
く
同
一
条
件

を
引
渡
の
前
提
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
特
に
、
被
請
求
国
が
引
渡
を
拒
絶
す
る
場
合
に
、
請
求
国
に
代
わ
っ
て
犯
罪
人
を
処
罰

(105) 

す
る
と
い
う
「
代
理
処
罰
主
義
」
の
制
度
が
ほ
と
ん
ど
整
備
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、
引
渡
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
処
罰
の
扱

い
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
処
罰
の
必
要
性
と
容
疑
者
の
人
権
保
障
の
要
請
の
均
衡
を
は
か
る
と
な
る
と
、
第
二

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
は
、
引
渡
可
能
性
に
影
響
を
与
え
る
人
権
と
そ
う
で
な
い
人
権
と
を
区
別
す
る
必
要
に
迫
ら

で
き
る
。
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い
る
。

こ
れ
は
単
な
る
カ
タ
ロ
グ
的
な
意
味
で
の
区
分
だ
け
な
く
、
主
観
的
に
個
別
の
事
件
の
周
辺
的
事
情
を
も
考
慮
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
規
約
人
権
委
員
会
の

K
i
n
d
l
e
r
v. C
a
n
a
d
a
事
件
に
お
い
て
は
、

S
o
e
r
i
n
g
事
件
と
ほ
ぼ
同
様
の
「
死
刑

の
順
番
待
ち
」
が
審
議
さ
れ
な
が
ら
、
両
事
件
に
関
す
る
周
辺
的
事
情
が
異
な
る
こ
と
が
理
由
と
な
り
B
規
約
第
七
条
違
反
が
認
め
ら
れ

な
か
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
か
ら
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
に
強
く
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
各
国
の
実
行
に
お
い

て
は
、
具
体
的
に
何
が
侵
害
の
判
断
基
準
と
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
相
当
の
多
様
性
を
生
み
出
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

諸
国
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
、
明
ら
か
に
引
渡
可
能
性
の
判
断
基
準
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
拷
問
や
極
端
に
残
虐
な
取
扱
い
ま
た
は

刑
罰
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
最
も
厳
格
と
考
え
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
と
カ
ナ
ダ
の
「
良
識
の
感
覚
に
反
す
る
」
「
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
」

と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

や
残
虐
な
取
扱
い
に
比
べ
る
と
、
「
公
正
な
裁
判
」
と
い
う
概
念
は
請
求
国
の
司
法
制
度
一
般
へ
の
審
在
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

（圃）

点
を
評
価
基
準
と
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
は
強
く
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
な
ど
の
限
定
的
解
釈
は
こ
う
し
た
事
情
を
背
景
と
し
て

こ
の
た
め
、

も
っ
と
も
議
論
と
な
る
の
は
「
公
正
な
裁
判
」
に
関
し
て
で
あ
る
。
拷
問

ど
の
よ
う
な
状
況
が
個
別
的
侵
害
と
し
て
「
公
正
な
裁
判
」
に
反
す
る
の
か
、
具
体
的
に
内
容
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
必

要
と
な
っ
て
い
る
。

W
y
n
g
a
e
r
t
は、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
が
示
し
た
「
明
白
な
否
定
」
を
判
断
す
る
基
準
は
、
同
様
の
事
態
が
被
請
求
国
内
で

発
生
し
た
場
合
に
容
疑
者
が
無
罪
釈
放
と
な
る
程
度
の
不
公
正
さ
を
必
要
と
す
る
と
し
、
さ
ら
に
裁
判
前
の
段
階
(
p
r
eー

trial
s
t
a
g
e
)
、
裁

判
段
階
(trial
s
t
a
g
e
)
、
裁
判
後
の
段
階
(
p
o
s
t
-
t
r
i
a
l
s
t
a
g
e
)
に
区
分
し
、
厳
密
に
裁
判
段
階
に
限
定
し
た
議
論
を
す
る
必
要
が
あ
る
と

(108) 

述
べ
て
い
な
。
ス
イ
ス
の
実
行
上
で
は
特
別
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
引
渡
法
の
改
正
を
議
論
し
た
ア
メ
リ
カ
下

院
司
法
委
員
会
で
は
、
①
独
立
か
つ
公
平
な
裁
判
所
に
対
す
る
権
利
、
②
容
疑
を
知
ら
さ
れ
る
権
利
、
③
個
人
責
任
に
基
づ
い
て
有
罪
判

決
を
受
け
る
権
利
、
④
裁
判
所
に
出
頭
す
る
権
利
、
⑤
防
御
を
提
起
す
る
権
利
、
⑥
遡
及
責
任
に
対
す
る
保
護
、
⑦
強
制
的
ま
た
は
拷
問

れ
る
。
し
か
も
、

¥
¥
 

}

}
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(109) 

に
よ
る
自
白
に
対
す
る
保
護
が
「
不
公
正
」
を
示
す
指
標
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
国
連
の
「
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
モ
デ
ル
条
約
」

で
は
、
拷
問
や
残
虐
な
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
、

B
規
約
に
含
ま
れ
て
い
る
「
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
最
低
限
の
保
障
」

(
m
i
n
i
m
u
m
g
a
r
 ,
 

a
n
t
e
e
s
 in c
r
i
m
i
n
a
l
 proceedings)

に
加
え
て
、
欠
席
裁
判
、
特
別
裁
判
所
に
よ
る
裁
判
な
ど
が
拒
絶
事
由
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
が

5
0

審
在
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
精
製
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
で
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
点
で

S
o
e
r
i
n
g
判
決
の
方
法
論
と
軌
を
一
に
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
内
容
に
入
る
と
、
未
だ
に
相
当
の
幅
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
問
題
は
、

S
o
e
r、

ing
判
決
の
相
対
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
今
後
に
残
し
た
課
題
と
言
え
よ
う
。

④
最
後
に
、
被
引
渡
者
が
請
求
国
に
お
い
て
、
上
記
の
よ
う
な
人
権
基
準
に
反
す
る
取
扱
い
を
受
け
る
可
能
性
を
、

す
る
と
、

「
公
正
な
裁
判
」

八
九

の
概
念
を
あ
る
程
度
絞
り
込
み
、
引
渡
可
能
性
の
判
断
の
際
に

ど
の
よ
う
に
立

「
人
道
的
な
例
外
[
人
権
評
価
]
は
ヽ
証
拠
の
許
容
性
と
立
証
の
基
準
と
い
う
特
別
な
問
題
を
提
起
す
る
o

な
ぜ
な
ら
ヽ
こ
れ
を
援
用

し
よ
う
と
す
る
被
請
求
者
は
、
他
の
人
々
に
対
す
る
制
度
的
に
不
公
正
な
取
扱
い
が
、
彼
が
同
様
に
不
公
正
に
扱
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆

し
ば
し
ば
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
」

外
国
で
発
生
す
る
事
態
に
つ
い
て
証
拠
を
得
る
こ
と
に
は
大
き
な
困
難
が
伴
う
。
ま
し
て
、
引
渡
後
と
い
う
将
来
の
予
想
を
含
ん
だ
状

況
を
的
確
に
立
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
た
め
、
人
権
侵
害
の
立
証
は
、
請
求
国
の
法
制
や
司
法
制
度
の
実
態
か
ら
推
定
す
る
か
、

せ
い
ぜ
い
過
去
に
同
様
の
手
続
ま
た
は
刑
罰
に
服
し
た
者
の
情
報
か
ら
類
推
す
る
必
要
が
出
て
く
る
。
そ
う
し
た
点
で
、

A
n
d
e
r
s
o
n
の
指

摘
は
妥
当
な
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
請
求
国
の
法
制
度
か
ら
個
別
的
侵
害
の
蓋
然
性
を
立
証
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
は
請
求
国

証
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

A
n
d
e
r
s
o
n
は、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、

一
般
的
な
方
向
と
し
て
、
人
権
条
約
上
の
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の
制
度
一
般
を
抽
象
的
に
評
価
す
る
こ
と
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
。

ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
引
渡
条
約
の
存
在
を
請
求
国
の
制
度
に

人
権
侵
害
が
な
い
と
い
う
推
定
と
み
な
す
諸
国
に
お
い
て
は
、
単
な
る
制
度
一
般
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
反
証
が
必
要
と
な
る
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、

S
o
e
r
i
n
g
事
件
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
違
反
と
な
る
取
扱
い
ま
た
は
処
罰
が
、
「
確

実
、
切
迫
か
つ
重
大
」

(certain,
i
m
m
i
n
e
n
t
 a
n
d
 serious)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
な
。
こ
れ
は
、

S
o
e
r
i
n
g

の
精
神

鑑
定
結
果
や
年
齢
か
ら
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
必
ず
し
も
死
刑
の
宣
告
を
受
け
る
と
決
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
<
|
|
、
し
た
が
っ
て
「
死

刑
の
順
番
待
ち
」

に
さ
ら
さ
れ
る
可
能
性
は
確
実
な
も
の
で
な
い
か
ら
|
|
_
条
約
違
反
と
は
言
え
な
い
と
す
る
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
「
現
実
の
危
険
」
と
い
う
認
定
基
準
を
提
起
し
て
い
る
。

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
個
別
的
な
「
危
険
可
能
性
」
の
検
討
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
・
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
お
け
る
「
死
刑
の
順
番

待
ち
」
制
度
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、

S
o
e
r
i
n
g
が
死
刑
判
決
を
受
け
、
こ
の
制
度
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
実
質
的
可
能
性
を
吟
味
し
て
い
る
。

そ
の
際
、
決
定
的
な
要
因
と
な
っ
た
の
は
、
宣
誓
供
述
書
に
お
い
て
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
の
担
当
検
事
が
死
刑
を
求
刑
す
る
こ
と
を
表
明
し
て

「
犯
罪
を
訴
追
す
る
責
任
が
あ
る
国
家
機
関
が
そ
う
し
た
確
固
た
る
立
場
を
と
る
な
ら
ば
、
申
立
人
が
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

”
死
刑
の
順
番
待
ち
“
を
経
験
す
る
現
実
の
危
険
に
直
面
す
る
と
信
じ
ら
れ
る
実
質
的
な
根
拠
は
存
在
し
な
い
と
判
決
す
る
こ
と

--;;; 
0
 

は
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
し
」

裁
判
所
の
見
解
は
、
抽
象
的
な
法
制
度
等
の
存
在
だ
け
で
は
足
り
な
い
が
、

「
確
実
」
に
人
権
侵
害
が
発
生
す
る
と
こ
ろ

ま
で
の
レ
ベ
ル
を
要
求
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
現
実
の
死
刑
宣
告
ま
た
は
執
行
が
様
々
な
要
因
に
よ
っ
て
阻
止

っ
て

い
る
点
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

か
と
い
っ
て

し
て
、

こ
こ
で
、
具
体
的
に
裁
判
所
が
採
用
し
た

九
〇
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（三） 各
国
に
お
け
る
認
定
基
準
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
通
常
の
手
続
に
し
た
が
え
ば
、
死
刑
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
予
見
さ
れ
る
程
度
を
も
っ

て
、
「
現
実
の
危
険
」

の
要
件
を
満
た
す
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

制
度
で
な
く
、
個
別
的
危
険
の
証
明
が
求
め
ら
れ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

九

ス
イ
ス
で
は
政
治
状
況
の
一
般
的
説
明
以
上
の
証
明
が
求
め
ら
れ
、
容
疑

ド
イ
ツ
や
オ
ラ
ン
ダ
で
も
、
抽
象
的
な
法

者
個
人
に
対
す
る
危
険
が
具
体
的
に
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、

N
o
nー

Inquiry
原
則
の
例
外
が
認
め
ら

れ
た

A
r
m
a
d
v. 
W
i
g
e
n
事
件
に
お
い
て
、
「
請
求
国
に
お
け
る
司
法
手
続
の
公
正
さ
を
仮
定
す
る
国
務
省
の
推
定
に
反
駁
で
き
る
だ
け

の
実
質
的
な
蓋
然
性

(substancial

p
r
o
b
a
b
i
l
i
i
~
)

」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
こ
れ
は
S
o
e
r
i
n
g

判
決
の
「
現
実
の
危
険
」
の
基
準
よ
り

も
厳
格
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、
請
求
国
の
司
法
制
度
一
般
を
評
価
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
立
証
の
内
容
も
個
別
的
な
侵
害
の

可
能
性
へ
と
シ
フ
ト
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

も
明
確
な
基
準
が
定
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

裁
判
所
の
役
割

ど
こ
ま
で
そ
の
可
能
性
を
立
証
す
れ
ば
足
り
る
の
か
は
、
必
ず
し

田
人
権
評
価
に
お
け
る
裁
判
所
の
役
割
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
り
得
る
。
第
一
は
、
司
法
と
行
政
と
の
権

限
関
係
か
ら
判
断
し
て
、
果
た
し
て
裁
判
所
が
人
権
評
価
に
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第

二
は
、
人
権
条
約
等
に
基
づ
い
て
、
国
内
裁
判
所
は
人
権
評
価
を
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
前
者
は
、
伝
統

的
に
議
論
が
あ
る
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は

II

ポ
ス
ト

Soering“

時
代
の
新
た
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

②
人
権
評
価
に
裁
判
所
が
関
与
す
る
こ
と
に
消
極
的
な
立
場
は
、
犯
罪
人
引
渡
が
伝
統
的
に
外
交
政
策
上
の
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
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て
き
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
引
渡
が
国
際
関
係
に
お
け
る
政
治
的
ま
た
は
行
政
的
要
素
を
持
っ
た
判
断
で
あ
る
以
上
、
外
交
を
任
務
と
す

る
行
政
府
が
こ
れ
に
当
た
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
具
体
的
に
、
裁
判
所
が
人
権
評
価
を
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
論
拠

と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
が
主
張
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
外
国
の
人
権
保
障
状
況
を
審
在
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
裁
判
所
が
外
交
問
題

に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
、
②
裁
判
所
に
は
、
外
国
の
人
権
状
況
を
十
分
に
審
査
で
き
る
ほ
ど
の
調
脊
能
力
は
な
い
、
③
他
国
の
法

制
度
を
審
在
す
る
こ
と
は
、
当
該
国
家
の
主
権
を
侵
害
す
る
結
果
と
な
る
、
④
他
国
の
人
権
状
況
を
評
価
す
る
実
行
が
多
く
な
れ
ば
、
逃

亡
犯
罪
人
を
処
罰
か
ら
逃
が
れ
さ
せ
る
結
果
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
引
渡
条
約
の
締
結
や
運
用
は
外
交
問
題
で
あ
る
が
、

そ

の
解
釈
は
裁
判
所
の
任
務
で
あ
る
。
現
に
こ
う
し
た
行
政
府
と
裁
判
所
の
権
限
配
分
は
、
政
治
犯
罪
の
認
定
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
お
り
、

単
に
外
国
に
お
け
る
事
態
の
評
価
に
関
す
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
、
行
政
府
が
独
占
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
裁
判
所
は
外
国
の
状
況
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
難
民
認
定
や
国
外
退
去
に
関
し
て
、
す
で
に
当
事
者
に
よ
り
提
出
さ
れ
る
証
拠
か

（旧）

ら
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
に
人
権
状
況
を
評
価
す
る
だ
け
の
調
査
能
力
が
な
い
と
判
断
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
他
国
の
法
制
度
や
政
治
状
況
を
審
査
す
る
こ
と
は
、
直
ち
に
主
権
侵
害
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
実
際
に
難
民
認
定
手

続
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
こ
う
し
た
審
査
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

な
る
と
い
う
主
張
は
、
裁
判
所
が
人
権
評
価
に
関
わ
る
か
否
か
の
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
評
価
基
準
を
決
定
す
る
上
で
の
バ
ラ
ン
ス

の
問
題
で
あ
る
。

ま
た
、
人
権
評
価
が
逃
亡
犯
罪
人
を
処
罰
か
ら
救
う
結
果
に

だ
が
、
こ
う
し
た
反
論
は
、
裁
判
所
が
人
権
評
価
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
行
政
府
に
比
較
し
て
裁
判

所
が
行
う
こ
と
に
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
と
い
う
論
拠
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
主
張
も
あ
る
。

S
e
m
m
e
l
m
a
n
は、

N
o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
原

則
を
擁
護
す
る
立
場
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
国
務
省
が
人
権
評
価
を
行
う
こ
と
の
利
点
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
国
務
省

九
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（古谷）

す
る
機
関
が
、

そ
の
職
務
上
本
質
的
に
有
す
る
性
向
で
あ
る
。

九

は
、
人
権
評
価
の
結
果
を
公
表
す
る
論
調
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
よ
り
、
請
求
国
と
の
外
交
関
係
に
対
す
る
影
響
を
最
小
限
に
限

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
②
裁
判
所
の
決
定
が
引
渡
か
否
か
の
二
者
択
一
的
な
の
に
対
し
て
、
国
務
省
は
条
件
を
付
し
た
引
渡
決
定
を
行

(119) 

う
こ
と
が
で
き
る
、
③
国
務
省
は
、
裁
判
所
に
よ
る
場
合
と
異
な
り
、
引
渡
決
定
の
統
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

思
う
に
、
逃
亡
犯
罪
人
の
処
罰
の
実
効
性
を
確
保
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
人
権
を
保
障
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
人
権
評
価
に
当
た

る
機
関
が
い
ず
れ
で
あ
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
被
引
渡
者
の
人
権
保
障
と
い
う
新
た
な
観
点
に

立
っ
て
、
行
政
府
に
よ
る
評
価
の
有
用
性
が
本
当
に
実
証
さ
れ
る
の
か
が
、
改
め
て
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ア

メ
リ
カ
を
例
に
と
れ
ば
、
裁
判
所
が
引
渡
の
許
容
を
判
断
し
た
事
例
を
、
国
務
省
が
覆
し
引
渡
を
拒
絶
し
た
事
例
は
極
端
に
少
な
く
、
ほ

(lzo) 

と
ん
ど
存
在
し
な
い
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
が
人
権
評
価
を
す
る
代
わ
り
に
、
国
務
省
が
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
主
張

は
、
現
実
の
上
で
支
持
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
行
政
府
は
人
道
的
観
点
か
ら
の
許
容
性
判
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ

の
み
に
よ
っ
て
判
断
が
下
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
行
政
府
は
人
道
的
考
慮
と
同
等
の
レ
ベ
ル
で
外
交
関
係
の
安
定
に

配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
必
然
的
に
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
方
向
で
の
意
思
決
定
に
傾
く
傾
向
が
あ
る
。
政
治
的
、
経
済
的
、

と
り
わ
け
そ
う
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
れ
は
、
外
交
を
任
務
と

軍
事
的
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
友
好
国
が
請
求
国
で
あ
る
場
合
に
は
、

人
権
評
価
が
き
わ
め
て
例
外
的
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
”
プ
レ

S
o
e
r
i
n
g
時
代
“
な
ら
ば
と
も
か
く
、
引
渡
手
続
に
お
け
る
被

引
渡
者
の
人
権
保
障
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
現
在
、
こ
の
よ
う
な
行
政
府
に
人
権
評
価
を
任
せ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な

い
。
ま
た
、

S
e
m
m
e
l
m
a
n
が
指
摘
す
る
メ
リ
ッ
ト
は
、
裁
判
所
に
よ
り
人
権
評
価
が
実
施
さ
れ
た
場
合
で
も
十
分
に
機
能
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
裁
判
所
が
請
求
国
に
お
け
る
人
権
状
況
を
理
由
と
し
て
引
渡
を
拒
絶
し
た
場
合
、
当
該
決
定
は
請
求
国
か
ら
批
判
の
的
と
な
る
で
あ

(121) 

ろ
う
が
、
こ
の
決
定
か
ら
独
立
し
て
い
る
行
政
府
に
は
逆
に
請
求
国
と
の
関
係
を
修
復
す
る
自
由
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
プ
ロ
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に
は
人
権
条
約
違
反
と
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

セ
ス
に
お
い
て
、
行
政
府
は
請
求
国
か
ら
一
定
の
保
証
を
取
り
付
け
、
条
件
付
き
の
引
渡
を
実
現
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、

行
政
府
が
単
独
で
保
証
を
取
り
付
け
る
場
合
と
比
較
し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
引
渡
拒
絶
理
由
か
ら
請
求
国
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
保
証
条
件

が
明
確
化
・
客
観
化
さ
れ
る
と
い
う
利
点
も
あ
る
。
実
際
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、

S
o
e
r
i
n
g
事
件
を
初
め
と
す
る
多
く
の
事
例
で
、
こ

う
し
た
プ
ロ
セ
ス
が
機
能
し
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
体
的
に
見
て
、
外
交
的
判
断
か
ら
行
政
府
が
実
施
す
る
よ
り
も
、
客
観
的

判
断
が
可
能
な
裁
判
所
が
人
権
評
価
に
関
与
す
る
こ
と
の
方
が
望
ま
し
い
と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
行
政
レ
ベ
ル
で
の
人
権
評
価

を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
裁
判
所
に
よ
る
評
価
は
あ
く
ま
で
も
被
引
渡
者
に
対
す
る
個
別
的
人
権
侵
害
の
可
能
性
を
判
断
す
る
も
の

で
あ
り
、
行
政
府
は
よ
り
高
度
な
政
治
的
判
断
と
し
て
、
請
求
国
の
法
制
度
一
般
を
評
価
す
る
と
い
っ
た
分
業
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
、
国
内
引
渡
手
続
の
改
革
に
連
動
す
る
立
法
論
的
な
性
格
の
議
論
で
あ
る
が
、
一
方
で
国
内
裁
判
所
が
人
権
条
約
等
に
基

づ
い
て
、
人
権
評
価
を
す
べ
き
義
務
を
負
う
の
か
と
い
う
問
題
が
、
別
途
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
よ
う
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
、
規
約
人
権
委
員
会
も

S
o
e
r
i
n
g
責
任
原
則
を
認
め
て
い
る
現
状
で
は
、

1

す
で
に
指
摘
し

ど
の
よ
う
な
基
準
を
適
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
る
も
の
の
ー
—
ー
一
定
の
人
権
基
準
を
充
足
し
な
い
取
扱
い

が
予
見
さ
れ
る
請
求
国
へ
の
引
渡
が
、
当
該
人
権
条
約
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
ま
た
は

B
規
約
の
締
約
国
で
あ
る
被
請
求
国
は
、
人
権
評
価
を
行
う
義
務
を
負
う
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。
犯
罪
人
引
渡
の
場
合
、
引
渡

の
最
終
決
定
は
行
政
府
が
行
う
こ
と
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
決
定
段
階
ま
で
に
人
権
評
価
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
対
外
的

し
か
し
、
人
権
条
約
の
該
当
す
る
規
定
が
国
内
的
効
力
を
持
ち
、
か
つ

selfー

e
x
e
c
u
t
i
n
g
な
性
格
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
被
引
渡
者
が
裁

判
段
階
で
こ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
条
約
の
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
法
律
よ
り
も
上
位
に
あ
る

場
合
、
引
渡
手
続
を
規
律
す
る
国
内
法
に
た
と
え
人
権
評
価
に
関
す
る
規
定
が
な
い
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
人
権
条
約
を
遵
守
し
て
引
渡

(3) 

九
四
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九
五

(123) 

可
能
性
の
判
断
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

selfー

e
x
e
c
u
t
i
n
g
な
人
権
条
約
の
規
定
は
、
「
そ
れ
以
上
の
措
置
の
必
要
な
し
に
適
用
さ
れ

(124) 

う
る
」
も
の
と
し
て
、
国
家
の
各
機
関
を
拘
束
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
行
政
府
に
よ
る
引
渡
決
定
の
合
法
性

が
争
わ
れ
る
訴
訟
の
段
階
に
お
い
て
、
裁
判
所
は
人
権
条
約
に
照
ら
し
て
そ
の
適
否
を
判
断
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。
S
o
e
r
i
n
g
判
決
以
降
の

各
国
の
実
行
に
目
を
向
け
る
と
、
被
請
求
者
が
人
権
条
約
を
援
用
し
て
引
渡
の
拒
絶
を
求
め
た
事
件
で
は
、
条
約
の
設
定
す
る
基
準
の
解

釈
あ
る
い
は
事
実
の
立
証
を
根
拠
と
し
て
現
実
に
引
渡
拒
絶
の
判
断
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
あ
る
に
し
て
も
、
裁
判
所
に
お
け
る
人

権
条
約
の
適
用
可
能
性
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
た
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
国
内
法
秩
序
に
お
け
る
人
権
条
約
の
位
置
づ
け
や
適

に
委
ね
ら
れ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
結
局
、

用
可
能
性
の
具
体
的
態
様
が
異
な
る
と
し
て
も
、
条
約
が
直
接
適
用
さ
れ
、
個
人
に
権
利
義
務
を
付
与
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、

裁
判
所
は
当
然
に
人
権
条
約
を
引
渡
可
能
性
の
考
慮
の
射
程
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
証
左
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
日
本
の
張
振
海
事
件
を
振
り
返
る
と
、
人
権
評
価
に
関
す
る
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
第
二
章
日
で
見
た

よ
う
に
、
引
渡
可
能
性
の
審
査
を
行
っ
た
東
京
高
裁
は
、
同
審
査
の
対
象
が
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
二
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
に
限
定

さ
れ
る
と
し
、
人
権
評
価
の
問
題
は
法
務
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
と
判
断
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
法
務
大
臣
の
引
渡
決
定
の
執
行
停
止

を
求
め
ら
れ
た
東
京
地
裁
は
、
条
約
を
始
め
と
す
る
国
際
法
規
上
の
引
渡
制
限
事
由
の
存
否
は
、
引
渡
の
審
査
を
行
う
東
京
高
裁
の
判
断

B
規
約
の
適
用
の
問
題
は
、
引
渡
審
究
の
段
階
で
も
、
行
政
府
に
よ
る
引
渡
決
定
の
合
法
性

判
断
の
段
階
で
も
検
討
さ
れ
ず
、

い
わ
ば
東
京
高
裁
と
地
裁
の
間
を
「
た
ら
い
回
し
」
に
な
っ
た
格
好
で
あ
る
。

法
務
大
臣
の
引
渡
命
令
に
つ
い
て
定
め
る
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
第
一
四
条
一
項
は
、
国
会
に
提
出
さ
れ
た
当
初
の
法
案
で
は
、
「
逃
亡
犯

罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
引
き
渡
す
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
」
と
規
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
引
き
渡
す

こ
と
が
で
き
る
か
否
か
の
法
律
問
題
に
つ
い
て
、
東
京
高
裁
の
判
断
に
拘
束
力
を
認
め
ず
、
法
務
大
臣
が
再
度
こ
の
点
に
関
し
て
自
由
な

(125) 

判
断
を
行
え
る
も
の
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
さ
れ
、
現
行
法
の
よ
う
な
相
当
性
の
み
の
判
断
を
認
め
る
条
文
に
な
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
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よ
り
拘
束
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
法
の
過
程
か
ら
見
る
と
、
逃
亡
犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
該
当
す
る
か
否
か
の
法
的
判
断
は
東
京
高
裁

の
専
権
に
委
ね
、
他
方
で
引
渡
を
行
う
こ
と
が
相
当
で
あ
る
か
否
か
の
行
政
的
判
断
を
法
務
大
臣
に
委
ね
る
と
い
う
、
機
能
分
担
が
は
か

（閏）

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
人
権
条
約
の
適
用
と
い
う
法
的
判
断
は
、
当
然
に
東
京
高
裁
の
判
断
す
べ
き
事
項
と
言
う
こ
と

し
か
し
一
方
で
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
に
お
け
る
東
京
高
裁
の
審
脊
は
、
通
説
で
は
非
訟
事
件
の
裁
判
で
あ
り
、
固
有
の
司
法
権
の
作
用

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
性
質
上
は
行
政
機
関
に
判
断
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
事
項
を
、
立
法
裁
量
に
よ
り
非
訟
事
件
と
し
て
裁

（四）

判
所
に
委
ね
ら
れ
た
も
の
と
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
裁
判
所
法
第
三
条
一
項
の
「
法
律
に
よ
り
特
に
定
め
る
権
限
」
）
。
そ
し
て
、
訴
訟
事

件
か
非
訟
事
件
か
を
判
断
す
る
基
準
は
、
「
実
定
法
が
あ
る
種
の
権
利
義
務
を
所
与
の
も
の
と
し
て
定
め
て
い
る
か
否
か
」
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
所
与
の
権
利
義
務
の
確
定
が
目
的
で
あ
れ
ば
訴
訟
事
件
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
非
訟
事
件
と
み
な
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
渡
審
究

が
非
訟
事
件
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
前
提
に
は
、
逃
亡
犯
罪
人
を
い
か
な
る
条
件
で
引
き
渡
す
か
は
、
被
請
求
国
が
自
由
に
決
定
し
う
る

(128) 

事
柄
で
あ
り
、
逃
亡
犯
罪
人
の
権
利
と
見
る
必
要
が
な
い
と
い
う
考
慮
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

確
か
に
、
こ
う
し
た
考
慮
は
”
プ
レ

S
o
e
r
i
n
g
時
代
“
の
も
の
と
し
て
は
頷
け
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、

B
規
約
に
よ
り
引
渡
手
続
に

(、130)

お
け
る
被
引
渡
者
の
人
権
が
承
認
さ
れ
、
し
か
も
該
当
す
る
規
定
に

selfー

e
x
e
c
u
t
i
n
g
な
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
は
、
引
渡
手
続
が

権
利
義
務
事
項
で
な
い
と
い
う
前
提
は
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
仮
に
引
渡
審
査
が
非
訟
事
件
で
あ
り
、
審
査
事
項
が
限
定

さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
行
政
的
措
置
の
最
終
判
断
で
あ
る
法
務
大
臣
の
決
定
に
対
し
て
、
人
権
条
約
に
照
ら
し
た
合
法
性
判
断
が
行
わ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
務
大
臣
も
ま
た
、
憲
法
第
九
八
条
二
項
の
条
約
遵
守
義
務
に
基
づ
き
、

s
e
l
f
-
e
x
e
c
u
t
i
n
g
な
人
権
条
約
規
定
に

も
ち
ろ
ん
、
張
振
海
事
件
そ
の
も
の
は
、

に
な
る
。

B
規
約
の
犯
罪
人
引
渡
手
続
へ
の
適
用
に
つ
い
て
確
定
的
方
向
が
示
さ
れ
よ
う
と
す
る
時
期

九
六
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お

わ

り

に

九
七

の
直
前
に
発
生
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の

B
規
約
の
解
釈
上
、
直
ち
に
規
約
違
反
を
構
成
す
る
と
ま
で
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、

S
o
e
r
i
n
g
判
決
お
よ
び

K
i
n
d
l
e
r
v. C
a
n
a
d
a
事
件
等
に
お
け
る
規
約
人
権
委
員
会
の
見
解
は
、
犯
罪
人
引
渡
制
度

が
行
政
裁
量
行
為
に
属
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
考
え
方
に
修
正
を
迫
り
、
被
引
渡
者
の
権
利
を
保
護
す
る
司
法
手
続
と
し
て
位
置
づ
け
る

方
向
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、

S
o
e
r
i
n
g
事
件
を
契
機
に
、
規
約
人
権
委
員
会
お
よ
び
各
国
裁
判
所
の
実
行
へ
と
急
速
に
波
及
し
て
い
っ
た
人
権
評
価
の
内

容
と
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
お
よ
び

B
規
約
に
関
す
る
責
任
原
則
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
人

そ
れ
が
犯
罪
人
引
渡
手
続
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
を
簡
単
に
整
理
し
、
人
権
評
価
が
今

後
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
お
い
て
有
す
る
意
義
に
つ
い
て
触
れ
稿
を
閉
じ
た
い
。

人
権
評
価
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
幹
は
、
請
求
国
内
で
発
生
が
予
見
さ
れ
る
被
引
渡
者
に
対
す
る
侵
害
に
関
し
、
被
請
求
国
の
人
権

保
障
責
任
が
及
ぶ
と
す
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

権
に
関
す
る
慣
習
法
あ
る
い
は
憲
法
の
人
権
規
定
に
つ
い
て
ま
で
認
め
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
点
で
、
国
家
が
自
国
の
管
轄
内
で
人

権
を
保
障
す
る
義
務
が
域
外
で
発
生
す
る
事
態
に
つ
い
て
も
及
ぶ
と
す
る
、

き
る
。
し
か
も
、

一
般
的
責
任
原
則
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

そ
う
し
た
責
任
原
則
に
裏
付
け
ら
れ
た
引
渡
の
拒
絶
は
、
引
渡
条
約
義
務
と
人
権
保
障
義
務
と
の
単
純
な
抵
触
と
し
て

処
理
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
権
と
い
う
国
際
公
共
的
価
値
を
前
面
に
立
て
た
被
請
求
国
の
主
張
に
よ
り
、
請
求
国
側
か
ら
「
保
証
」

が
引
き
出
さ
れ
る
と
い
う
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
法
創
造
プ
ロ
セ
ス
を
形
成
す
る
兆
候
を
示
し
て
い
る
。
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ま
た
、
S
o
e
r
i
n
g
判
決
は
、
請
求
国
内
の
人
権
状
況
に
対
し
被
請
求
国
が
想
定
す
る
盲
目
的
と
も
言
え
る
信
頼
を
打
ち
砕
く
役
割
を
果
た

し
て
き
た
。
引
渡
条
約
や
人
権
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
こ
と
が
、
必
ず
し
も
被
引
渡
者
に
対
す
る
人
権
侵
害
の
可
能
性
が
皆
無
で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
手
形
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
請
求
国
内
に
お
け
る
人
権
評
価
の
視
点
は
、
抽

象
的
な
制
度
一
般
に
対
す
る
も
の
か
ら
、
個
別
的
侵
害
の
可
能
性
へ
と
確
実
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
人
権
条
約
や
憲
法
の
人
権
規

定
の
適
用
は
、
引
渡
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
役
割
を
抜
本
的
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
多
く
の
国
に
お
い
て
、
引
渡
決
定
に
関
す
る

行
政
権
限
の
一
部
を
担
う
と
考
え
ら
れ
て
き
た
裁
判
所
の
機
能
は
、
人
権
条
約
上
の
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
者
に
与
え
ら
れ
る
「
救
済
措
置
」

と
し
て
、

よ
り
積
極
的
な
意
味
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
様
々
な
変
化
は
、
犯
罪
人
引
渡
制
度
そ
の
も
の
の
に
対
す
る
観
念
の
変
更
を
、
我
々
に
迫
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え

ば
、
外
交
的
配
慮
に
力
点
を
置
い
た
国
家
間
サ
ー
ビ
ス
と
い
っ
た
相
互
主
義
的
引
渡
観
か
ら
、
各
国
共
通
の
関
心
事
で
あ
る
犯
罪
処
罰
に

対
す
る
国
際
協
力
を
主
眼
と
し
た
国
際
公
共
制
度
的
引
渡
観
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
引
渡
観
念
に
お
い
て
は
、
外
交
政
策
よ
り

も
む
し
ろ
法
制
度
と
し
て
の
引
渡
手
続
の
実
効
性
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
重
要
と
な
る
の
が
、
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
制
度

と
し
て
の
伝
統
的
側
面
と
、
犯
罪
者
の
人
権
を
保
護
す
る
制
度
と
し
て
の
新
た
な
側
面
の
二
重
機
能
の
確
保
で
あ
る
。
引
渡
制
度
に
お
け

る
人
権
評
価
の
展
開
は
、
こ
う
し
た
国
際
公
共
制
度
的
な
協
力
の
枠
組
み
に
お
け
る
基
本
原
理
の
ひ
と
つ
を
提
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

(131) 

る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
引
渡
制
度
の
変
容
は
、

い
ま
だ
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
現
在
で
も
人
権
評
価
に
対
す
る
諸

国
の
態
度
に
は
濃
淡
が
あ
り
、
こ
の
制
度
が
完
全
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

ま
た
、
人
権
評
価
の
基
準
や
そ
の
手
続
に
関
し

て
相
当
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
的
人
権
保
障
の
正
当
性
と
必
要
性
は
、
先
に
言
及
し
た
請
求
国

と
被
請
求
国
の
相
互
的
関
係
を
通
じ
て
、
各
国
の
引
渡
制
度
に
対
す
る
人
権
評
価
の
浸
透
を
確
実
な
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
の
流
れ
を
止

九
八
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岩
沢
雄
司
『
条
約
の
国
内
適
用
可
能
性
』
（
有
斐
閣
・
昭
和
六

0
年
）
一
四
頁
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
「
承
認
法
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

「
裁
判
所
が
、
決
定
に
際
し
て
あ
る
法
律
の
効
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
、
そ
の
法
律
が
違
憲
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
は
、
そ
の
手
続
を
中
止
し
、

…
…
こ
の
基
本
法
に
対
す
る
違
反
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
き
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。
」
（
邦
訳
は
、
樋
口
陽
一
・
吉
田
善
明

(
4
)
 

(
3
)
 

点
を
ど
こ
に
求
め
て
ゆ
け
ば
よ
い
の
か
。

そ
の
具
体
的
検
討
は
、

1
0六
頁
。
な
お
、
以
下
の
邦
訳
は
同
文
献
の
仮

今
後
の
国
家
実
行
の
更
な
る
蓄
積
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

低
下
さ
せ
る
と
の
指
摘
も
無
視
で
き
な
い
。

落
差
の
あ
る
国
際
社
会
の
現
状
が
抜
本
的
に
解
決
さ
れ
な
い
限
り
、

人
権
評
価
の
厳
格
な
実
施
は
逃
亡
犯
罪
人
処
罰
の
実
効
性
を
大
幅
に

性
の
相
克
の
中
で
運
営
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

普
遍
的
な
人
権
保
障
の
必
要
性
を
認
識
す
る
一
方
で
、

各
国
の
人
権
保
障
状
況
に
大
き
な

今
後
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
は
、

め
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。

望
む
と
望
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、

犯
罪
人
処
罰
の
実
効
性
と
人
権
保
障
の
必
要

16--3•4--427 (香法'97)
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(42) 

(43) 

(44) を
置
い
て
い
る
。
「
S
o
e
r
i
n
g
は
、
請
求
国
に
お
い
て
予
期
さ
れ
る
拷
問
、
残
酷
な
投
獄
状
態
ま
た
は
裁
判
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
欠
如
を
理
由
と

す
る
引
渡
の
拒
絶
に
関
す
る
重
要
な
先
例
を
構
成
す
る
。
そ
れ
は
、
拘
束
的
で
な
い
に
し
て
も
、
説
得
力
あ
る
国
際
基
準
を
反
映
し
て
い
る
。
」
(
I
d
.
a
t
 414.) 

A
h
m
a
d
 v. W
i
g
e
n
,
 9
1
0
 F. 2
d
 1
0
6
3
,
 
1
0
6
6
 (
2
n
d
 C
i
r
.
 1
9
9
0
)
.
 

I
d
.
 a
t
 1
0
6
7
.
 

た
だ
し
、
控
訴
裁
に
よ
る
否
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
ド
か
ら
の
引
渡
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
九

0
年
の

G
i
l
l
v. I
m
u
n
d
i
事
件
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ヨ

ー
ク
南
地
裁
は
、
「
証
拠
に
よ
り
申
請
者
が
か
か
る
待
遇
に
服
す
る
蓋
然
性
が
立
証
さ
れ
る
か
否
か
審
問
を
開
始
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
提
供
さ
れ
た

証
拠
の
強
さ
が
、

G
i
l
l
a
n
裁
判
で
熟
考
さ
れ
た
よ
う
に
、

N
o
nー

i
n
q
u
i
r
y
規
則
の
再
検
討
に
向
け
た
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
出
す
十
分
な
根
拠
を
提
供
す
る
」

(
7
4
7
 F. S
u
p
p
.
 1
0
2
8
,
 
1
0
4
9
 (S. 
D. 
N• 

Y. 1
9
9
0
)
)
と
沐
]
べ
て
、

A
h
m
a
d
v
•
プ
[
i
g
e
n
地
裁
判
決
を
支
持
す
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
結
論
と

し
て
は
「
こ
の
下
級
裁
判
所
は
、

A
h
m
a
d
事
件
に
お
い
て
表
明
さ
れ
た
も
の
以
上
に
相
当
に
楽
観
で
き
な
い
状
態
を
想
像
す
る
け
れ
ど
も
、
か
か
る
判
決

[
 
A
h
m
a
d
 v. W
i
g
e
n
,
 9
1
0
 
F. 2
d
 1
0
6
3
]

に
加
国
木
さ
れ
、
し
た
が
っ
て

G
i
l
l
お
よ
び

S
a
n
d
h
u
が
イ
ン
ド
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
虹
面
す
る
か
も
し

れ
な
い
事
態
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
す
る
ー
ー
ー
あ
る
い
は
更
に
検
討
す
る
こ
と
を
命
ず
る
ー
ー
—
こ
と
を
辞
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」(I
d
.
a
t
 
1
0
5
0
)
と

し
て
い
る
。
な
お
、
同
事
件
に
関
し
て
は
、

L.
S. W
o
l
f
e
.
 
G
i
l
l
 
&
 S
a
n
d
h
u
 v. Imundi•• 

D
u
e
 P
r
o
c
e
s
s

ミ
i
d
]
u
d
i
c
i
d
[
I
n
q
u
i
8
-
i
.
n
t
o
p
o
ざ
1Ci
・ミ

M
i
s
t
,、e
d
h
m
ミ
‘i[
o
f
 E
x
t
r
a
d
i
t
e
e
s
 
b
y
 
R
e
q
u
e
s
t
i
n
g
 C
o
u
n
t
r
i
e
s
,
 
1
3
 L
O
Y
.
 L. A
.
 I
K
T
 ,L

た

C
m
.
1
P
.

L. J. 
1
0
0
9ー

1
3
0
9
(1991). 

(45)

地
裁
は
、
請
求
国
に
よ
る
被
引
渡
者
へ
の
不
法
な
行
為
に
対
し
て
、
合
衆
国
が
関
与
し
な
い
よ
う
に
す
る
方
法
を
三
段
階
に
区
分
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
に
議
会
お
よ
び
行
政
府
が
、
信
頼
で
き
な
い
司
法
制
度
を
有
す
る
国
家
と
引
渡
条
約
を
締
結
し
な
い
こ
と
、
第
二
は
引
渡
条
約
締
結
後
に
事
態
が
変
化

し
、
か
つ
正
式
に
条
約
の
廃
棄
や
停
止
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
国
務
省
が
引
渡
を
拒
絶
す
る
こ
と
。
そ
し
て
第
三
に
、
「
面
前
に
現
れ
た
す
べ
て
の

人
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
を
擁
護
す
る
」
た
め
、
裁
判
所
が
被
告
人
に
人
身
保
護
令
状
を
付
与
し
て
、
引
渡
を
阻
止
す
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
裁
判
所
の
関
与
は
、
行
政
府
・
立
法
府
の
場
合
と
は
異
な
り
、
あ
く
ま
で
個
別
的
な
人
身
保
護
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る

(
7
2
6

F. S
u
p
p
.
 a
t
 411.)
。

(46)

た
と
え
ば
、
合
衆
国
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
引
渡
条
約
第
五
条
六
号
、
合
衆
国
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
引
渡
条
約
第
七
条
一
号
（
、
合
衆
国
・
オ
ラ
ン
ダ
の
引

渡
条
約
第
七
条
二
号
、
合
衆
国
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
引
渡
条
約
第
四
条
C

号。

(47)

た
と
え
ば
、
合
衆
国
・
オ
ラ
ン
ダ
の
引
渡
条
約
第
七
条
二
号
「
引
渡
に
対
す
る
人
道
上
の
例
外
の
適
用
は
、
＂
被
請
求
国
の
行
政
当
局
“
に
よ
っ
て
評
価

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
合
衆
国
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
引
渡
条
約
第
四
条

c
号
「
請
求
が
被
告
人
を
人
種
、
宗
教
、
国
籍
ま
た
は
政
治
的
意
見
を
理
由

1
0
 

16~3.4~430 (香法'97)



旦
翠
巨
ヤ
心

.{.c!~
旦
匂
初
ご
火

~J
心
旦
廿
心
子
栗
如

!$~1"'1--Q
全
怜
口
全
S
彩

t~
芸
'
l
t
溢
迄
旦
吋
ぐ
や
各
和
.
+
:
;
~
芯
菜
-
~
~
心
~
;
」
匂
勾
心
菱
赳
初
ニ
ゃ

;
 1--Q゜

~J
8

坦
羞
r
;
や

ざ
S
e
m
m
e
l
m
a
n
,

supra note 27, 
at 

1223, 
note 184. 

（呑）
「
ぐ
口
柴
回
豆
,
*
~
~
 悶：

I咲
や

出
王

初
ニ

ゃ
;

1--Q
湘
尉
差

~1--Q罪
宝
、

(competent
authorities)

心
;'"-J><IJIIIT竺

＇
母
器
-
<
~
粟

詈
辻

旦
浜

二
や

芸

回
姿
案

{trr'
宝
未
湮
吾
筈
~
~
谷
二
や
芸
阿
迅
睾
仁
如
芸

1"'~J..)J
如
徊

ll)ii叶
1"'1--Q゜」

T
H
E
L
E
T
T
E
R
 OF TRANS'.¥1ITTAL, 

S. T
R
E
A
T
Y
 Doc. N

o
.
 20, 

100th 

Cong., 
2d Sess. iii-iv 

(1988). 

（や士）

(~
) 

（含）

24 
1:--:T'L 

L
E
G
A
L
 M
A
T
E
R
I
A
L
S
 1105-1109 (1985). 

ゞ
\---~h

口
入
ヽ
・
入

t-<1\---~
、

(Diplock
system)

竺
,

i~
 判
湛
山
戸
ト
ロ
う
ヽ
~
~
~
謬
睾
迂
已
噂
や
が
謬
母
初

~
(
N
o
r
t
h
e
r
n

Ireland (
E
m
e
r
g
e
n
c
y
 Provisions) A

c
t
 1973, 

ch. 53)'
芸
~
~

込
い

L
_:1

谷
こ

¥-.J
8
 {; 習
庄
杓

~l-0
淀
妄
ど
圭
苔
ヰ
涵
S
筵
社
如
羮
営
怜
心
゜

S
吾

逆
旦

谷
;¥-.J

竺
＇
常
掟

S
圭

詈
ヰ

塩
旦

笞
こ

臼
ぬ

姦
紅

況
ょ

芸
掛

甘
□-<'.

:1
~

 匿
的

~
I
{
,
~
忘
’
心
心
ぺ
さ
迦
弛
森
弄
8
~

迄
括

芯
速

士
初

菜
や

;i-0゚

匂
泣

痣
lt

活
:1
0
;
 い
竺

'
N
o
r
t
h
e
r
n
Ireland (

E
m
e
r
g
e
n
c
y
 Provisions) A

c
t
 1991, 

in 31 H
A
L
S
B
U
R
Y
'
S
 S
T
A
T
U
T
E
S
 719-843 (4th ed., 

1994) 

如
i¥¥

匪゚

f
J
 

（捉．1，）垣孟心ヤ芸rJ玉迄ご羞辛送Y（ミ回笑室ぶ栗一EY吾nk

(;:;:;) 

（召）

（菩）

（苫）

(t;:s) 

（宮）

（区）

S
t
a
t
e
m
e
n
t
 of Sen. Eagleton, 

132 
Cong. Rec. S

9
1
6
7
 (daily ed. July 16, 

1986). 

S
t
a
t
e
m
e
n
t
 of Sen. Kerry, 

132 Cong. Rec. S9257 (daily ed. July 17, 
1986). 

See, 
A. A

b
r
a
m
o
v
s
k
y
,
 
T
h
e
 Political 

Offense Exception a
n
d
 the Extradition Process :

 T
h
e
 E
n
h
a
n
c
e
m
e
n
t
 of the Role of the U. 

S.Judiciary, 
13 H

A
S
T
I
N
G
S
 INT'L &

 CO:¥IP. L. 
REv.1, 

21(1989); 
M
.
 P. Scharf, 

Foreign Courts o
n
 T

ガ
al

:
 W
h
y
 U. 

S. 
Courts S

h
o
u
l
d
 

A
v
o
i
d
 A
p
p
l
y
i
n
g
 the Inquiry Provision of the Supplementary U

.
S
.
 -
U
.
 K. Extradition 

Treaty, 
25 STAN.]. lNT'L L. 

257, 
266 (1988). 

U
n
i
t
e
d
 States v. 

H
o
w
a
r
d
,
 N

o
.
 91-0468L-01 (

N
o
v
e
m
b
e
r
 18, 

1991), 
available in LEXIX. 

GE'.'.FED Library, 
M
E
G
A
 File, 

at *38-39; 

In re 
Extradition of H

o
w
a
r
d
,
 996 F. 2

 d
 1320, 

1330 (1 
st 

Cir. 1993); 
In re Extradition of S

m
y
t
h
,
 
820 F. Supp. 498, 

501-502 (N. 

D. Cal. 1993) ;
 In 

re 
R
e
q
u
e
s
t
e
d
 Extradition of S

m
y
t
h
,
 61 

F. 3
d
 711, 

716 (9th 
Cir. 1995). 

O
p
e
r
a
t
i
o
n
 D
i
s
m
a
n
t
l
e
 Inc. v. 

T
h
e
 Queen, 

18 
D
m
1
1
K
I
O
N
 L

A
W
 R
E
P
O
R
T
S
 (4th) 

478, 
481. 

S
c
h
m
i
d
t
 v. 

T
h
e
 Queen, 

38 Dm,n::,,;10K 
L
A
W
 R
E
P
O
R
T
S
 (4th) 

18, 
38. 

抵
坦
吋
も
口
「
写
-
<

,.,;µ':t:Hぐ
巨
＇
皿
王
谷
~
·
;
'
.
:
)
寄
社
8
ifl¥ 1+1 

8
 il! 
忘
如

~1°'
心
S
や
全
ぐ
ゃ
＇
埠
社
迄
迄
阿
垢
S
基
豆
足
サ
心
さ
こ
~
·
~
,

,
Q
~
~
;
」
ぶ
症
世

1°'~゜

~
Q
~
 忘

如
檻

(
l6

,~
¥
)
 

I8V|v.8| 91 

1011] 



1
0
回

（召）

（宮）

（呂）

(~
) 

（器）

（店）

(;:g;) 

Id. at 39-40. 

Id. at 
40. 

Id. at 
44. 

T
h
e
 R
e
p
u
b
l
i
c
 of A

r
g
e
n
t
i
n
a
 v. Mellino, 

40 Dol¥n;--;ro:--; 
L
A
W
 R
E
P
O
R
T
S
 (4th) 

74, 
93. 

U
n
i
t
e
d
 States of A

m
e
r
i
c
a
 v. Allard a

n
d
 Charette, 

40 DOI¥IINio::--: 
L
A
W
 R
E
P
O
R
T
S
 (4th) 

102, 
110. 

T
h
e
 R
e
p
u
b
l
i
c
 of 

A
r
g
e
n
t
i
n
a
 v. Mellino, 

supra n
o
t
e
 61, 

at 
93-93; 

U
n
i
t
e
d
 States of 

A
m
e
r
i
c
a
 v. A

l
l
a
r
d
 a

n
d
 Charette, 

supra 

n
o
t
e
 62, 

at 
109. 

T
h
e
 R
e
p
u
b
l
i
c
 of 

A
r
g
e
n
t
i
n
a
 v. Mellino, 

supra n
o
t
e
 61, 

at 
91. 

(L6 ^

悉如）ZEV|t.E
ー

91

（呂）
~J
芦
塁
巨
ヤ
心
ド

'l<..~-R
心
食

1"~ぷ
S
云

溢
旦

巨
_)¥--J

芸
'
D
.
K. Piragoff a

n
d
 M

.
 V. J. 

K
r
a
n
,
 
T
h
e
 I
m
p
a
c
t
 
of H

u
m
a
n
 Rights 

Princi-

ples 
o
n
 Extradition f

r
o
m
 C

a
n
a
d
a
 a

n
d
 the 

U
n
i
t
e
d
 States :

 T
h
e
 R
o
l
e
 of N

a
t
i
o
n
a
l
 
Courts, 

in 
PRINCIPLES A

N
D
 P
R
O
C
E
D
U
R
E
S
 F
O
R
 A

 

N
E
W
 TRANS:--:ATIONAL C

R
I
M
I
N
A
L
 L

A
W
 567, 

584-601 (A. E
s
e
r
 a
n
d
 0. L

o
g
o
d
n
y
 eds, 

1991). 

杓
⇒

ぅm
~
0

J. 
W
.
 O'Reilly, 

C
a
s
e
 
C
o
m
m
e
n
t
 :

 N
g
 a
n
d
 Kindler, 

37 
M
c
G
I
L
L
 L. 

REY. 87 4-886 

T
h
e
 R
o
l
e
 of the 

Charter in Extradition 
Cases, 

51 U.:,.;1¥・. 
O
F
 T
o
R
O
K
T
O
.
 F

 AC
じ
L
T
Y
O
F
 LA¥Y 

（き）
宝

詈
辻

旦
臣

1"'t{,Im; 涵
芸
心
涎

~t{,
芯
'

(1992) ;
 A.
 D. Spencer, 

Fugitive Rights :
 

R
E
V
.
 54-79 (1993). 

ほ）
誓
::tl:8

華
蔀

旦
0
;

 ¥--.I
芸
,

1°'
や

旦
蒜

1
慨□

旦
浜
こ
い
症
迄
-
<
送
知
口
渕
託
逹
料
二
旦
巨
莞
,
.
.
.
.
)
い
Ill咋

ふ
心

゜

海
）

控
]

Ii
咲

芸
逗

区
.,iJ,

菜
翌

会
で

喘
掟

匂
翠

碧
呪

文
芸

圭
芸

筑
心

心
J
心

S
各

こ
送

写
如
wt,-,

心
」
心
菱
赳
ヤ
心
゜

（忌）
K
i
n
d
l
e
r
 v. C

a
n
a
d
a
 (Minister of Justice), 

84 D
m
m
,
r
o
N
 L
A
W
 R
E
P
O
R
T
S
 (4th) 438, 

489 (
M
c
L
a
c
h
l
i
n
 J.); 

L
a
 Forest弄.

.,iJ匡
委

匂
云

溢
翠

恰
⇒
'「
+<liB

8
 tこ
裳
芸
製
垢
や
喘
掟
匂
巨
茎
如
芸
ぎ
⇒
匂
ご
翠
臣
芸
’
女
心

9心
溢
潔
忌
広
こ
兵
-
+
;
~

叫
⇒

ゃ
.,iJ,

1
口
紫
回
乞
や
辺

C
心

玉
器

旦
巨

,....)やド'><,~
ゃ

モ
虫

旦
哀
⇒

\--.1~'><,~-R
迅
旦
埠
で
;

¥--.I
ぐ
耳
恙
回
竺
や

lt
兵

菜
1--0

.,;µ8
や
全
心
゜

;~-+;.,iJ
食
＋
ぶ
溢
迄

~.L{,
!
{
a
"
 I¥ 

K
~

I~
..,.. 令

S
湿

咲
や

芸
匂

こ
」

心
弄

1恰
⇒

い
こ
心゚

Id.
at 

446. 

(f:) 

(t:::'.) 

(~
) 

Id. at 
492. 

Id. at 
475 (

C
o
r
y
 J. 

dissenting). 

Id. at 
478. 



（巨）

(;:) 

（巨）

（定）

（に）

（茫）

Wilt, 
supra n

o
t
e
 12, 

at 64. 

Id. at 65. 

O
p
i
n
i
o
n
 of A

d
v
o
c
a
a
t
-
D
e
n
e
r
a
a
l
 S
t
r
i
k
w
e
r
d
a
,
 

Id. at 
1386. 

translated 
in 

29 I
N
T
L
 L
E
G
A
L
 M
A
T
E
R
I
A
L
S
 1375, 

1383-1384 (1990). 

（ゆ担）（蛍・111口）垣茎心ヤ哀iJニ翌
⇒

匿楽送Y(p[国咲宕心聡一EY臣ak

（茫）

S
u
m
m
a
r
y
 of Decision of H

o
g
e
 R
a
a
d
,
 
Id. at 

1389. 

Id. at 1388
誓

藝
,

~J8~~~;::'\
食
姿
デ
宝
芸
苓
型
謎
主
知
こ

~
_
_
)
'
S
h
o
r
t
旦
姦
圭
如
忘
初
匂
こ

~J
心
如
却
迅
⇒
女
゜

r
J
8
彩
翌
全
~
\
~
;
\
~
ぷ

濫
迄

旦
窟
呈
初
.
+
;
~
忍
、
岩
S
寄
苺
芸
ド

~;::'\-R
畢
旦
述
迄
初

.+;~0
M
.
 J.E. P

a
r
k
e
r
s
o
n
 a
n
d
 M
.
 S. J. 

Lepper, 
Short v. 

K
i
n
g
d
o
m
 of Netherlands, 

85 A
.
 J. 

I. 
L. 

698, 
702 (1991). 

[1989] 
IRISH 

R
E
P
O
R
T
S
 530, 

537. 

（妄）

(~
) 

（葵）

（箆）
Id. at 

217 (
W
a
l
s
h
 J). 

（芸）
C. V

a
n
 d
e
n
 W

 yngaert, 
R
e
t
h
i
n
k
i
n
g
 
the 

L
a
w
 o
f
 International 

C
ガ
m
i
n
a
l

Cooperation :
 

tional 
H
u
m
a
n
 Rights 

T
h
r
o
u
g
h
 I
n
d
i
v
i
d
u
a
l
-
0
ガ
ented

Bar, 
in 

PRINCIPLES A
N
D
 P
R
O
C
E
D
U
R
E
S
 F
O
R
 A

 N
E
W
 T
R
A
N
S
N
A
T
I
O
N
A
L
 CRIMil'<AL 

M
.
 FORDE, 

EXTRAD!TIO'.¥ L
A
W
 rn 

lRELA'.¥D 
82 

(2nd ed., 
1995). 

[1988] 
IRISH 

R
E
P
O
R
T
S
 505, 

531 
(Finlay CJ). 

[1990] 
IRISH 

R
E
P
O
R
T
S
 202, 

206 (Finlay CJ). 

T
h
e
 Rest

ガ
ctive

F
u
n
c
t
i
o
n
 
of 

I
n
t
e
m
a
-

LA¥¥: 
489, 

490 (A. E
s
e
r
 a
n
d
 0. L

o
g
o
d
n
y
 eds, 

1991). 

(~
) 

S
o
e
r
i
n
g
 v. 

U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 
161 EcR, 

CRT. H
.
 R. (Ser. A), 

para. 91. 

（妥）
蒔

報
胆

萄
拡

出
S
華

婚
ぶ

t,¥--'8
長ぶ紅,'..,!

¥':;. ャ
竺
,
~
葉
・
蔀
逢
・
ミ
三
・
三
丑
『
痣
ご
回
藝
垢
S
紐
藍
』
(
~
~

翌
・

l
兵
兵
臣
母
）

兵口゚
（お）

(1991). 

（委）

See, 
N
.
 Kasirer, 

Defenses, 
Exceptions 

a
n
d
 E
x
e
m
p
t
i
o
n
s
 
to 

1
 I
ば
一

I
I
 

Extradition, 
62 

R
n
じ
E

l:,.,rTERNATIONALE 
D
E
 
D
R
O
I
T
 
PE.l¥"AL 

91, 
98 

T. Vogler, 
T
h
e
 S
c
o
p
e
 of Extradition 

in 
the 

Light 
o
f
 
the 

E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
n
 H

u
m
a
n
 Rights, 

in 
PROTECTI;¥'G 

H
l
「MA!¥'

R
I
G
H
T
S
:
 
T
H
E
 EuR

O
PEA

~D
1M

E!\'SIO
N

 663, 
670 (

M
a
t
s
c
h
e
r
 a
n
d
 Petzold ed., 

1988). 

（ら玉悉曲）
翠8V|v.8|91 

1
0
ば



1
 0~

( 

（要）

（呂）

(~
) 

(~
) 

（笞）

（苫）

（呂）

See, 
RESTATEME:--;T (THIRD) O

F
 T
H
E
 F
O
R
E
I
G
N
 RELAT!Ol¥:S L

A
W
 O
F
 T
H
E
 U
N
I
T
E
D
 S
T
A
T
E
S
§
7
0
1
 c
m
t
.
 n

 (1986). 

L. 
HANKIKAI:-.EN. 

P
R
D
I
P
T
O
R
Y
 N

O
R
M
S
 (JlJS 

COGE:¥'Sl IN 
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
 L

A
W
 509 (1988). 

~
~
 翠

1]
万
韮
藝
-
<
遥
肘
迅

S
垢
呈
起
送
塁

0
;
¥-J
」
掟
塩
釜
日
産
長
足
さ
せ
茫
藷
蛭
『
痣
之
巴
］
藝
芯
汲
且
心
-
<
遥
担
3
甜
王
」
（
告
げ
妓
叫
.
I
兵
兵
iく坦）

I
K
江
(0

S
o
e
r
i
n
g
 8

 ru=; 栗
旦
で
こ
い
竺

'
R
e
Soering's Application, 

Q. B. C
0
/
1
2
5
8
/
8
9
,
 
21 N

o
v
.
 1989 (

M
a
n
n
 LJ), 

available in LEXIS. 
ENGGE:--; 

Library, 
C
A
S
E
S
 File; 

A
y
l
o
r
 8

~
 聡
旦
〇
こ
い
竺

'
T
h
e
Dallas M

o
r
n
i
n
g
 N
e
w
s
,
 Aylor's Status D

e
b
a
t
e
d
,
 
28 Oct. 1993, 

available in 

LEXIS. 
N
E
W
S
 Library, 

A
n
:
s
;
w
s
 File. 

ヨ
怜
活

I
I
『
団
藝
垢
（
姦
~
)
』
(
~
翠

翌
.

1
兵
兵
臣
母
）

i芍
ミ
ー
裟

)-;:j¥CTI(゚

S. 
M
u
r
a
s
e
,
 
Perspectives f

r
o
m
 International 

E
c
o
n
o
m
i
c
 L

a
w
 o
n
 
Transnational E

n
d
r
o
n
m
e
n
t
a
l
 Issues, 

253 R
E
C
じ
EIL

DES C
o
じ
RS

(5采こ如）

287, 
371 

(1995). 

O
.
L
a
g
o
d
n
y
 
a
n
d
 
S. 

Reisner, 
Extradition 

Treaties, 
H
u
m
a
n
 Rights 

a
n
d
 
"
E
m
e
r
g
e
n
c
y
-
B
r
a
k
e
"
 
J
u
d
g
e
m
e
n
t
 

A 

茎r|v.8
ー

91

C
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
 

（ま）

（ぢ）

ぽ
）

（ま）

（
言

E
u
r
o
p
e
a
n
 Survey, 

65 RE¥"
じ
E
ll¥TER:¥'ATIO:¥"ALE D

E
 D
R
O
I
T
 PE!¥AL 543, 

562 (1994). 

S
o
e
r
i
n
g
 v. 

U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 
supra n

o
t
e
 85, 

para. 83. 

Id. para. 89. 

C
o
n
c
u
r
r
i
n
g
 O
p
i
n
i
o
n
 of J

u
d
g
e
 d
e
 M
e
y
e
r
,
 
11 

H
じ
'.'v1A:¥'RIGHTS

L
A
W
 JOUR!¥AL 335, 

371 
(1990). 

S
o
e
r
i
n
g
 v. 

U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 
supra n

o
t
e
 85, 

para. 113. 

W
y
n
g
a
e
r
t
,
 
supra n

o
t
e
 84, 

at 
500. 

（三）
See, 

T
e
s
t
i
m
o
n
y
 of S

t
e
v
e
n
 Lubet, 

R
e
f
o
r
m
 of the Extradition L

a
w
s
 o
f
 the 

U
n
i
t
e
d
 States 

:
 H
e
a
ガ
n
g
s
o
n
 H. R. 2

6
4
3
 Before the 

S
u
b
c
o
m
m
.
 o
n
 C

巾
n
e
o
f
 the H

o
u
s
e
 C

o
m
m
.
 o
n
 the ]udicimy, 

98th C
o
n
g
.
 1st Sess. (1983). 

「
太

回
芸

皿
袋

さ
咲

迄
ば

丑
ぐ

ゃ
8

i{:, 
;u=; 聡

如

言
任
や
的
心
心

;
,
0
u
心
旦
泡
甘
璽
ヤ
心

J
心
茶
詈
那
や

~i-0
゜
⇒
心
芯
ぐ
~
,

ヤ
'
(
ゃ

Gru=;
聡
笞
辻
竺
遠
条
遠
戸
,
+
<
垢
語

:1"-fiot~!姿均"-{,·~
萎
ヒ
初
~
,

..1J誤
811]

念
8
1
]
8
~
姦
旦
弓
こ
羊
要
約
~
+
.
:
!
咲
迄
旦
巨
_
,
Q
0
~
;
心
゜
縣

111m怜
~
~
,

究
器

太
囲

<
8ru=; 築

8
1
蓄
孟
\
~
究
起
旦
巨
⇒
い
芸
,
~

や
旦

濫

氾
忌
恙
按
忘
匂
的
~
~
;
心
S
や

~l-0
゜」

（旦）

(
§
)
 

W
y
n
g
a
e
r
t
,
 
supra n

o
t
e
 84, 

at 
498. 

Wilt, 
supra n

o
t
e
 12, 

at 
76. 



the 

（呈）

（ゆ士）（択・11)垣揉心ヤ芸fJニ恙＃證辛拒YS回採宕7聡一EY臣0k

(~
) 

H
u
g
h
e
s
芸
,
-<!!! 猛

垣
(

8
巨よら

S
逆
ぐ
こ
こ
旦
逗

2
ゃ
'
8
"
R
u
l
e
of N

o
n
-
I
n
q
u
i
r
y
'
"
§
"
R
u
l
e
 of Restraint'" 

@
)
"
A
f
f
i
r
m
a
t
i
v
e
 D
u
t
y
 to 

Inquiry"
心

;
,
0
1
1
]
0
8
炉
ト
ミ
如
茫
蕗
⇒
ゃ
;

1-Q゚
T.

H
u
g
h
e
s
,
 Extradition 

R
e
f
o
r
m
 :

 T
h
e
 
R
o
l
e
 
of 

the 
Judiciary 

in 
Protecting 

Rights 
of a

 Requested Individual, 
9
 B. C. I

N
T
L
 &

 C
O
M
P
.
 L. 

REV. 293, 
315-320 (1986). 忘

如
8
~
薮.,;μ

~J 8
 mR
溢

旦
抵

覇
如

迂
や

;
i
-
0
芯
'

H
u
g
h
e
s
~
S
o
e
r
i
n
g
弄
走
S
堆
茫
如
翌

1I
 

8
 I¥J 1~ ~

:1
~

 薮
怜
心
勺
芥
索
H
-
8
~
窓
芯

+
Q
l-0゚

D. O
E
H
L
E
R
,
 
lNTER:S,ATIONALES S

T
R
A
F
R
E
C
H
T
 138 (2 

Aufl., 
1983); 

怜
糾
←
芸
『
回
艇
圭
坦

S
葉

卸
（

笞
以

詞
・

l
兵
<H:1

母）

（差）

I
 1兵
菰゚

涅
）

H
u
g
h
e
s
,
 
supra note 104. 

at 
321-322. 

国
C.

V
a
n
 d
e
n
 W
y
n
g
a
e
r
t
,
 
A
p
p
l
y
i
n
g
 the 

E
u
r
o
p
e
a
n
 
C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
 
o
n
 H

u
m
a
n
 Rights 

to 
Extradition: 

O
p
e
n
i
n
g
 Pandra's 

B
o
x
?
,
 
39 

INT'L &
 C
O
M
P
.
 L. Q. 757, 

771-772 (1990). 

K
',-K

~
 谷

二
や

淀
妄

芸
弄

宅
疇

鯰
心

+
;

1-\'d叡
こ
心
⇒
い
芸

'-k(Q~,0-f:!,-.iJQ~
批
た
心
,
.
:
;

1-\'d゜
3
笞
坦
迄
や
芸

.f:!,'J"'tt濫
迄
~
~
0
淫
茎
約
ニ

女
,.,;;JQ'e

判
證
琴
臣
知

l;:,,Q二
~
~
足
器
翌
初
菜

~,.,;µ8'~
至
捉
初
+
;
~
芸
底
~
r
;
ゃ
~
w

1"'i-0 ,.,;μQ'
全

姦
淀

溢
探

如
囲

壬
凶
⇒

や
器
匿
初
菜
心

,.,;µ
8

'~
 ー

f°"
1'\
ロ
ケ
ヤ
ー
＇
恨
~
'
-
<
垢
括
や
モ
国
如
樹
芸

1"'i-0埠
赳
旦
均
？
抑
器
老
初
,
+
:
;
~
-
,
;
;
)
Q

'
s
醤

望
井

葉
剣

競
i-0
,.,;μQ'§-1..j

苗
韓

釦
ぷ
-:J;

-.iJ 
8
°
D
.
 P
O
N
C
E
T
 &

 P. N
E
Y
R
O
V
D
,
 
L'EXTRADITION E

T
 L'ASILE POLITIQUE E

N
 SUISSE 30 

(1976). 

（旦）
H
.
 R. Rep. N

o
.
 998, 

98th Cong., 
2
d
 Sess., 

at 6
 (1984). 

（き）
M
o
d
e
l
 T
r
e
a
t
y
 o
n
 Extradition, 

A
/
R
E
S
/
4
5
/
1
1
6
,
 
30 lNT'L L

E
G
A
L
 M
A
T
E
R
I
A
L
S
 1407, 

1412-1413 (1991)
足
い
＇
「
臣
笹
ヰ
痣
初
旦
均
芯
心

考
卓
底
8
~
匿
」
~
~

怪
器

弄
芸

直
暉

S
喘
姿
呈
底
薬
」

(
M
a
n
d
a
t
o
r
y
g
r
o
u
n
d
s
 for refusal)

叫
心

鱈
雰

⇒
＇

謬
誤

弄
宦

出
が

環
戸

芦
~
8
那
羊
孟
底
皇

(Optional
g
r
o
u
n
d
s
 for refusal)

心
譴
言
ぐ
芯
心
菜
い
こ
心
゜

f
j
聾

只
鱈

立
巧

「
(-:I
翠

繹
」

u
r
い
ロ
ゴ

B. S
w
a
r
t
,
 
Refusal 

of Extradition 
a
n
d
 the 

U
n
i
t
e
d
 Nations 

M
o
d
e
l
 
Treaty 

o
n
 Extradition, 

23 
N
E
T
H
E
R
L
A
N
D
S
 Y. B. I. 

L. 
175, 

196-

208 (1992). 

（三）
L. 

A
n
d
e
r
s
o
n
,
 
Protecting 

the Rights 
of the Requested P

e
r
s
o
n
 in 

Extradition Proceedings :
 A
n
 A
r
g
u
m
e
n
t
 f
o
r
 a

 Hu
m
a
n
i
t
a
r
i
a
n
 

Exception, 
T
R
A
N
S
N
A
T
I
O
N
A
L
 A
S
P
E
C
T
S
 O
F
 C
R
I
M
I
N
A
L
 P
R
O
C
E
D
U
R
E
.
 
M
I
C
H
.
 Y. B. INT'L L

E
G
A
L
 S
T
U
D
I
E
S
 150, 

166 (1983). 

(~
) 

S
o
e
r
i
n
g
 v. 

U
n
i
t
e
d
 K
i
n
g
d
o
m
,
 
supra note 85, 

p
a
r
a
 83. 

（三）

（三）

Id. p
a
r
a
s
 93-93. 

Id. p
a
r
a
 98. 

(
l6

,~
~
)
 

S£t
ー

v.8|91 

1
0
キ



1
0
<
 

(::::) 

（き）

（三）

（三）

（巴）

（已）
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犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価（ニ・完）（古谷）

1
0九

(125)

『
第
一
六
回
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
』
第
一
三
号
（
昭
和
二
八
年
七
月
一
四
日
）
三
頁
。

(126)

「
中
国
民
航
機
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク
犯
引
渡
命
令
の
執
行
停
止
却
下
決
定
」
『
判
例
時
報
』
一
三
四
五
号
（
平
成
二
年
六
月
ニ
―
日
号
）
二
七
頁
。

(127)

香
城
敏
磨
「
最
高
裁
判
例
解
説
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
一

0
条
一
項
三
号
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
の
許
否
」
五
i

曹
時
報
』
第
四
一
二
巻
一
1

号
(
-
九

九
一
年
）
八
四
一
頁
。

(128)

前
掲
八
四
二
頁
。

(129)

前
掲
八
四
四
頁
。

(130)

日
本
に
お
け
る

B
規
約
の

selfー

e
x
e
c
u
t
i
n
g
性
に
つ
い
て
は
、
北
村
前
掲
論
文
註

(91)

ニ
―
ー
ニ
四
頁
、
な
ら
び
に
斉
藤
功
高
「
国
際
人
権
B
規

約
の
我
が
国
裁
判
所
に
お
け
る
適
用

I
B規
約
の
国
内
的
効
力
と
直
接
適
用
性
に
つ
い
て
ー
」
宮
崎
繁
樹
先
生
古
希
記
念
『
現
代
国
際
社
会
と
人
権
の

諸
相
』
（
成
文
堂
・
一
九
九
六
年
）
五
七

-
1
0
0頁
を
参
照
。
な
お
、
規
約
人
権
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
第
三
回
報
告
書
に
お
い
て
は
、
「
国
民
の
権
利

が
憲
法
又
は

B
規
約
に
反
し
て
侵
害
さ
れ
た
と
き
、
あ
る
い
は
侵
害
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
裁
判
所
が
、
そ
の
救
済
に
つ
い
て
中
心
的
な
役
割

を
果
た
す
べ
き
機
関
と
し
て
位
償
づ
け
ら
れ
る
。
裁
判
所
は
、
司
法
権
の
行
使
と
し
て
、
法
律
、
規
則
又
は
処
分
が
憲
法
又
は

B
規
約
に
反
す
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
」
と
言
明
さ
れ
て
い
る
。
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
第
四

0
条
1
伽
に
基
づ
く
日
本
政
府
の
第
三
回
定
期
報
告
」
『
部
落

解
放
研
究
』
第
八
四
号
(
-
九
九
二
年
）
九
一
頁
。
ま
た
、
同
報
告
書
に
関
す
る
規
約
人
権
委
員
会
で
の
審
在
に
お
い
て
、
日
本
政
府
代
表
は
「
日
本
の

裁
判
所
に
お
い
て

B
規
約
は
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
個
人
は

B
規
約
上
の
権
利
を
有
し
て
は
い
る
が
、
各
締
約
国
が
規
約
の

第
一
一
条
の
趣
旨
に
従
っ
て
立
法
措
置
等
を
行
い
、
国
の
国
内
法
上
の
義
務
を
明
確
化
す
る
ま
で
は
、
国
に
対
し
て
、
国
の
与
え
る
べ
き
保
護
を
与
え
て
い
な

い
と
し
て

B
規
約
の
み
を
根
拠
と
し
て
不
作
為
を
具
体
的
に
問
題
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
解
し
て
お
り
ま
す
。
日
本
政
府
は
、
今
述
べ
た
と
お
り
、

個
人
が

B
規
約
の
み
を
根
拠
と
し
て
国
の
不
作
為
を
具
体
的
に
問
題
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

B
規
約
に
は
自
動
執
行
力
は
な
い
と
訴

訟
に
お
い
て
主
張
し
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
国
が

B
規
約
に
違
反
す
る
よ
う
な
一
定
の
作
為
を
行
っ
た
場
合
に
、
そ
の
作
為
が
規
約
違
反
で
あ
る
こ
と
を

個
人
が
主
張
す
る
こ
と
と
は
別
の
問
題
と
考
え
て
い
ま
す
。
」
(
-
九
九
三
年
一

0
月
二
七
日
、
第
ニ
―
七
八
回
委
員
会
）
と
答
弁
し
て
い
る
。
日
本
弁
護
士

連
合
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
国
際
人
権
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
「
第
3
回
定
期
報
告
書
に
対
す
る
規
約
人
権
委
員
会
の
審
議
状
況
」
(http
:
 /
 /w
w
w
.
 n
i
c
h
i
b
e
n
r
e
n
.
 

or. j
p
/
h
r
s
y
m
p
o
/
J
r
v
w
/
R
v
l
2
7
8
B
.
 h
t
m
l
)
。

（
団
）
「
国
際
協
力
の
制
度
的
枠
組
み
」
と
し
て
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
機
能
に
つ
い
て
、
域
外
法
執
行
措
置
と
の
関
連
で
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
域

外
法
執
行
措
置
と
国
家
管
轄
権
」
土
井
輝
生
先
生
古
希
記
念
『
変
動
す
る
国
際
社
会
と
法
』
（
敬
文
堂
・
一
九
九
六
年
）
三
四
五
ー
三
七
八
貞
。
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