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３　

裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
の
検
討

⑴　

勧
告
的
意
見
の
意
義

　

裁
判
所
が
本
件
の
勧
告
的
意
見
で
示
し
た
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
判
断
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ

の
勧
告
的
意
見
の
意
義
を
積
極
的
に
認
め
る
と
す
れ
ば
、
国
連
の
創
設
当
時
か
ら
提
起
さ
れ
て
い
た
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
明
確

に
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
国
際
行
政
連
合
や
国
際
連
盟
に
関
し
て
議
論
さ
れ
、
国
連
の
創
設
時
に
も
議
論
さ
れ
な
が
ら
、
憲
章
で

は
明
示
的
に
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
が
国
際
司
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
公
式
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
国
連
を
中
心
と
す
る
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た）（2
（

。

　

裁
判
所
が
本
件
に
お
い
て
国
連
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
、
そ
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
確
認
し
た
こ
と
も
基

本
的
に
容
認
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
国
連
の
国
際
法
人
格
の
確
認
は
、
国
連
が
加
盟
国
と
は
別
個
の
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
だ
け
で
な
く
、
本
件
に
お
け
る
国
連
と
責
任
国
で
あ
る
非
加
盟
国
の
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
法
的
な
関
係
を
明
確
に
し
た
点
で
も
重
要
で

あ
っ
た
。

　

国
連
が
独
自
の
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
一
般
的
に
も
国
連
と
加
盟
国
、
イ
ス
ラ
エ
ル
や
他
の
非
加
盟

国
と
の
権
利
義
務
関
係
を
不
明
確
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
本
件
に
関
し
て
い
え
ば
、
国
連
自
身
が
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対

す
る
独
自
の
賠
償
請
求
を
行
う
こ
と
を
困
難
に
し
た
で
あ
ろ
う
。
国
連
に
代
わ
っ
て
加
盟
国
が
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
し
て
集
団
で
、
ま
た
は

個
別
に
賠
償
を
請
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
連
と
関
係
国
間
の
権
利
義
務
や
責
任
の
所
在
、
賠
償
が
得
ら
れ
た
場
合
の
配
分
問
題
を
複

雑
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る）（4
（

。

　

他
方
、
裁
判
所
が
国
連
の
国
際
法
人
格
の
意
味
を
国
連
が
「
国
際
法
の
主
体
で
あ
っ
て
、
国
際
的
な
権
利
・
義
務
を
も
ち
、
国
際
請
求
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を
提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
守
る
能
力
を
も
つ
」
こ
と
で
あ
る
と
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
二
つ
に
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
ず
、
国
連
の
国
際
法
人
格
を
国
連
が
「
国
際
法
の
主
体
で
あ
っ
て
、
国
際
的
な
権
利
・
義
務
を
も
つ
」
こ
と
で
あ
る
と
し
た

の
は
、
国
際
法
人
格
概
念
の
意
味
を
正
確
に
示
し
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
国
連
の
国
際
法
人
格
を
「
国
際
請
求
を

提
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
守
る
能
力
を
も
つ
」
こ
と
に
結
び
つ
け
た
の
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
。
裁
判
所
の
国
連
の
国
際

法
人
格
に
関
す
る
判
断
に
は
、
こ
の
点
を
含
め
て
複
数
の
基
本
的
な
問
題
が
あ
っ
た
。

⑵　

勧
告
的
意
見
の
問
題
点

　

第
一
の
問
題
点
は
、
裁
判
所
が
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
確
認
し
て
、
こ
れ
を
国
連
の
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
の
根
拠
に
し

た
こ
と
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
国
連
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
の
意
味
と
し
て
、
国
連
が
国
際
請
求
を
提
起
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
権
利
を
守
る
能
力
を
も
つ
こ
と
を
付
加
し
た
。
裁
判
所
の
説
明
に
よ
れ
ば
、「
国
際
的
請
求
を
提
起
す
る
能
力
」
は
、

「
国
際
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
請
求
の
確
定
、
提
示
及
び
解
決
（
処
理
）
の
た
め
の
慣
習
的
手
段
に
訴
え
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
手
段
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
抗
議
、
審
査
の
要
請
、
交
渉
、
仲
裁
裁
判
所
ま
た
は
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
で
許
容
さ
れ
る
範
囲
内

で
同
裁
判
所
に
付
託
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
国
連
の
国
際
手
続
法
上
の
行
為
能
力
を
意
味
し
た）（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
国
連
の
国
際
法
上
の
人
格
の
存
在
を
確
認
し
て
、
こ
の
国
際
法
人
格
か
ら
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を

導
く
手
法
を
と
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
連
の
国
際
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
国
際
請
求
を
行
う
能
力
を
も
つ
こ
と
を
認
め
た
よ
う
な
立

場
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、
国
際
法
人
格
概
念
の
論
理
的
展
開
を
誤
っ
た
と
批
判
さ
れ）（4
（

、
そ
の
判
断
は
、
循
環
論
法
で
あ
る

と
の
指
摘
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た）（6
（

。
勧
告
的
意
見
は
、
国
際
法
の
解
釈
論
で
は
な
く
、
典
型
的
な
裁
判
所
に
よ
る
立
法
（judicial 
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legislation

）
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
た）（4
（

。
裁
判
所
の
判
断
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
と
こ
れ
を
含
む
国
際
法
上
の
地
位
に
関
す
る
そ

の
後
の
議
論
を
錯
綜
さ
せ
る
き
わ
め
て
大
き
な
要
因
に
な
っ
た
。
本
件
の
勧
告
的
意
見
の
最
大
の
問
題
点
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
も
う
一
点
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
の
法
制
度
に
お
い
て
も
法
の
主
体
の
性
質
や
権
利
は
か
な

ら
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
と
し
て
、
国
連
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
は
、
国
家
と
同
じ
権
利
や
義
務
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
い

う
正
当
な
判
断
を
示
し
た）（4
（

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
連
の
国
際
的
な
損
害
賠
償
請
求
能
力
に
関
し
て
は
、
非
加
盟
国
と
の
関
係
に
お
い
て

も
国
家
と
ま
っ
た
く
同
等
の
手
続
的
な
行
為
能
力
を
も
つ
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
論
証
抜
き
で
認
め
た）（4
（

。

　

勧
告
的
意
見
の
第
二
の
問
題
点
は
、
国
連
が
非
加
盟
国
に
対
し
て
も
請
求
権
を
行
使
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
、
国
連
が
加

盟
国
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
非
加
盟
国
と
の
関
係
で
も
主
張
し
う
る
「
客
観
的
国
際
法
人
格
」
を
も
つ
と
し
た
こ
と
に
関
係
す
る
。
裁

判
所
は
、
国
連
が
非
加
盟
国
に
対
す
る
請
求
権
を
持
つ
根
拠
と
し
て
、
こ
の
客
観
的
国
際
法
人
格
の
観
念
に
依
拠
し
た
が
、「
国
際
社
会

の
大
多
数
を
構
成
す
る
五
〇
カ
国
は
、
国
際
法
に
し
た
が
っ
て
、
国
際
的
請
求
を
行
う
能
力
と
と
も
に
、
た
ん
に
こ
れ
ら
の
国
の
み
に

よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
、
客
観
的
国
際
（
法
）
人
格
を
も
つ
実
体
を
創
設
す
る
権
限
を
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
短
い
断
定
的
な

言
葉
で
述
べ
た
だ
け
で
、
そ
の
根
拠
を
ま
っ
た
く
説
明
し
な
か
っ
た）40
（

。

　

裁
判
所
は
、
国
際
社
会
の
大
多
数
の
国
家
に
よ
る
客
観
的
国
際
法
人
格
を
も
つ
国
連
を
創
設
す
る
権
能
を
認
め
る
国
際
法
と
し
て
慣
習

国
際
法
を
意
図
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
法
規
則
の
存
在
を
論
証
し
な
か
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
裁
判
所
の
判
断
は
、

条
約
法
上
確
立
し
た
「
条
約
は
、
第
三
者
を
害
し
も
益
し
も
せ
ず
」（Pacta tertiis nec nocent, nec prosunt

）
と
い
う
原
則
に
反
す
る
と

の
批
判
の
対
象
に
な
っ
た）41
（

。

　

勧
告
的
意
見
の
第
三
の
問
題
点
は
、
国
連
が
権
利
や
任
務
を
行
使
（
遂
行

－

筆
者
加
筆
）
し
て
い
る
と
い
う
理
由
か
ら
「
大
幅
な
国
際
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的
人
格
」
を
も
っ
て
い
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
法
人
格
の
概
念
は
、
具
体
的
な
権
利
義
務
や
法
律
行
為
の

種
類
や
内
容
、
範
囲
な
ど
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。「
大
幅
な
国
際
法
人
格
」
と
い
う
文
言
に
は
、
勧
告
的
意
見
の
影
響
と
も
み
ら
れ
る
、

若
干
の
国
際
組
織
の
設
立
条
約
に
お
け
る
「
完
全
な
国
際
法
人
格
」（full international legal （juridical

） personality, la pleine 

personnalité juridique internationale

）
と
い
う
文
言
の
抽
象
的
で
感
覚
的
と
も
い
う
べ
き
形
容
詞
と
同
様
に
、
実
質
的
な
意
味
は
な
い）42
（

。

勧
告
的
意
見
の
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
内
容
の
乏
し
い
抽
象
的
な
表
現
も
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
を
混
乱
さ
せ
て
い

る
一
因
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

裁
判
所
は
、
本
件
に
お
け
る
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
の
本
来
の
意
味
を
よ
り
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
国
連
の

国
際
的
請
求
権
と
国
際
法
人
格
の
関
係
の
説
明
を
で
き
る
限
り
簡
潔
に
し
て
、
国
連
の
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を
国
際
法
人
格

か
ら
で
は
な
く
、
憲
章
の
規
定
や
実
行
か
ら
認
め
ら
れ
る
国
連
の
権
利
の
侵
害
と
結
び
つ
け
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
上
記
の
通
り
、

裁
判
所
は
、
国
連
と
加
盟
国
の
権
利
義
務
関
係
を
か
な
り
詳
細
に
論
じ
て
お
り
、
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
国
連

が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
と
、
そ
の
根
拠
を
示
す
こ
と
に
力
を
注
い
だ
。
そ
し
て
、
国
連
と
非
加
盟
国
の
関
係
で
は
、
そ
の
論
拠
を
十

分
に
示
さ
な
い
ま
ま
、
も
っ
ぱ
ら
国
連
の
客
観
的
国
際
法
人
格
の
存
在
を
断
定
的
に
示
す
に
と
ど
ま
っ
た）44
（

。
そ
の
た
め
、
裁
判
所
が
国
連

の
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
す
る
能
力
を
国
際
法
人
格
か
ら
導
い
た
こ
と
は
、
い
っ
そ
う
否
定
し
が
た
い
も
の
に
な
っ
た
。

　

裁
判
所
が
こ
の
よ
う
な
対
応
を
し
た
の
は
、
本
件
を
取
り
巻
い
た
事
情
と
総
会
の
諮
問
に
応
え
よ
う
と
し
て
、
積
極
的
に
対
応
し
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
、
必
然
的
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
判
所
が
総
会
の
諮
問
に
応
え
る
た
め
に
採
用
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
手

法
で
あ
っ
た
。

　

裁
判
所
は
、
ま
ず
、「
予
備
的
判
断
」（prelim

inary observations, à  titre prélim
inaire, les observations

）
を
行
っ
て
、
諮
問
事
項
Ⅰ
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⒜
と
⒝
に
お
け
る
「
責
任
の
あ
る
法
律
上
ま
た
は
事
実
上
の
政
府
に
対
す
る
国
際
請
求
」（an international claim

 against the 

responsible de jure or de facto governm
ent, contre le gouvernem

ent de jure ou de facto responsable une réclam
ation 

internationale
）
を
国
家
に
対
す
る
請
求
で
あ
る
と
理
解
す
る
と
し
て
、
読
み
替
え
た）4（
（

。
つ
ぎ
に
、
諮
問
の
実
質
的
な
内
容
を
基
本
的
に

国
連
と
加
盟
国
間
の
関
係
で
生
じ
る
問
題
と
し
て
捉
え
、
国
連
が
そ
の
権
利
を
侵
害
し
た
国
家
に
対
し
て
請
求
権
を
行
使
で
き
る
か
と
い

う
こ
と
に
し
た
。
裁
判
所
が
行
っ
た
よ
う
に
、
憲
章
第
二
条
五
項
を
始
め
と
す
る
憲
章
上
ま
た
は
他
の
国
際
条
約
上
、
あ
る
い
は
国
際
的

実
行
上
の
根
拠
か
ら
、
加
盟
国
が
国
連
に
協
力
し
、
援
助
を
与
え
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
国
連
が
加
盟
国
の
義
務
違
反
か
ら
被
っ
た
損
害
に
対
し
て
請
求
権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
さ
ほ
ど
の
困
難
は
な
か
っ

た
。
国
連
が
職
員
に
対
す
る
危
害
で
被
っ
た
自
ら
の
損
害
に
関
し
て
請
求
権
を
行
使
で
き
る
と
す
る
こ
と
に
も
問
題
は
生
じ
そ
う
に
な

か
っ
た）44
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
勧
告
的
意
見
の
相
当
な
部
分
を
使
っ
て
国
連
が
加
盟
国
と
の
関
係
で
請
求
権
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
て
、

そ
れ
を
非
加
盟
国
と
の
関
係
に
も
当
て
は
め
た
。
そ
し
て
、
国
連
が
損
害
を
与
え
た
責
任
国
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
能
力
を
も

つ
と
し
て
、
責
任
国
が
非
加
盟
国
で
あ
る
場
合
に
、
国
連
の
国
際
請
求
能
力
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
問
い
、
こ
れ
を

否
認
し
た
。
そ
の
鍵
は
、
裁
判
所
が
認
め
た
国
連
の
客
観
的
国
際
法
人
格
の
存
在
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
国
連
総
会
が
決
議
で
裁
判
所
に
求
め
た
の
は
、
国
連
が
職
務
遂
行
中
の
職
員
に
加
え
ら
れ
た
危
害
に
よ
っ
て
被
っ
た
自
ら
の

損
害
と
犠
牲
者
の
職
員
、
ま
た
は
そ
の
関
係
者
の
た
め
に
、
責
任
を
負
う
「
法
律
上
の
ま
た
は
事
実
上
の
」
政
府
に
対
し
て
国
際
請
求
を

行
う
能
力
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
で
あ
っ
た）46
（

。
国
連
と
加
盟
国
及
び
非
加
盟
国
間
の
、
と
り
わ
け
後
者
の
国
際
違
法

行
為
に
対
す
る
前
者
の
損
害
賠
償
請
求
を
提
起
す
る
能
力
の
存
否
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
総
会
の
直
接
の
関
心
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は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
連
調
停
官
や
監
視
員
の
殺
害
に
責
任
を
負
う
べ
き
（
独
立
宣
言
後
間
が
な
く
、
暫
定
政
府
し
か
な
か
っ
た
）

イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
請
求
権
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

裁
判
所
が
国
連
憲
章
や
国
連
特
権
免
除
条
約
、
そ
の
他
の
協
定
、
実
行
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
、
国
連
と
加
盟
国
の
間
の
権
利
義
務
関

係
や
後
者
の
義
務
違
反
か
ら
生
じ
る
国
際
責
任
の
存
在
を
示
す
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
。
国
連
と
イ
ス
ラ
エ
ル
間
の
一
定
の
権
利
義
務
関

係
を
示
す
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た）44
（

。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、
国
連
と
イ
ス
ラ
エ
ル
以
外
の
非
加
盟
国
と
の
関
係
も
考
慮
に

入
れ
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

当
時
の
国
際
法
の
状
況
で
は
、
特
別
な
協
定
な
ど
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
国
連
と
イ
ス
ラ
エ
ル
以
外
の
非
加
盟
国
間
の
権
利
義
務
関

係
や
、
こ
れ
ら
の
非
加
盟
国
に
よ
る
国
連
の
権
利
侵
害
と
こ
れ
に
対
す
る
国
連
の
請
求
権
に
関
す
る
明
確
な
規
則
の
存
在
を
示
す
こ
と
は

容
易
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
裁
判
所
は
、
国
連
事
務
局
や
若
干
の
有
力
な
加
盟
国
の
意
向
も
考
慮
に
入
れ
て）44
（

、
国
連
の
客
観
的
国

際
法
人
格
に
象
徴
さ
れ
る
法
理
論
上
の
問
題
を
承
知
の
上
で
、
国
連
の
加
盟
国
と
非
加
盟
国
の
双
方
に
対
し
て
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能

力
を
国
際
法
人
格
に
基
づ
い
て
容
認
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

４　

勧
告
的
意
見
の
影
響

　

本
件
の
勧
告
的
意
見
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
や
国
際
法
上
の
権
利
義
務
と
行
為
能
力
な
い
し
権
能
、
権

限
に
関
す
る
議
論
や
実
行
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ま
ず
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
し
て
は
、
勧
告
的
意
見
の
後
、
国
連
以

外
の
国
連
専
門
機
関
を
含
む
普
遍
的
国
際
組
織
が
客
観
的
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
若
干

の
国
際
組
織
で
は
、
設
立
条
約
で
当
該
組
織
の
国
際
法
人
格
に
つ
い
て
明
示
的
に
規
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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勧
告
的
意
見
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
根
拠
や
性
質
に
関
す
る
対
立
的
な
学
説
も
生
ん
だ
。
一
方
で
、
勧
告
的
意
見
は
、
国
連

の
国
際
法
人
格
が
国
連
を
設
立
し
た
国
家
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
た
も
の
と
し
て
、
伝
統
的
な
国
家
中
心
主
義
的
な
立
場
に

近
い
論
者
に
自
ら
の
立
場
に
有
力
な
拠
り
所
を
与
え
た
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
た
。
国
際
組
織
は
、
当
該
組
織
を
設
立
し
た
国
際
法
の
本

源
的
主
体
（original subject

）
で
あ
る
国
家
の
国
際
法
人
格
か
ら
導
か
れ
た
派
生
的
主
体
（derived subject

）
で
あ
り
、
そ
の
国
際
法

人
格
も
「
派
生
的
国
際
法
人
格
」（derivative international legal personality

）
で
あ
る
と
す
る
ザ
イ
ド
ル･

ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
デ
ル
ン

（I. Seidle- H
ohenveldern

）
な
ど
の
派
生
的
国
際
法
人
格
説
で
は
、
普
遍
的
国
際
組
織
以
外
の
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
は
、
基
本
的
に

当
該
組
織
を
設
立
し
た
国
家
間
に
お
い
て
の
み
認
め
ら
れ
、
非
構
成
員
国
と
の
関
係
で
は
、
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
承
認
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る）44
（

。
し
か
し
、
派
生
的
国
際
法
人
格
の
議
論
に
批
判
的
で
あ
っ
た
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
（F. Seyersted

）

は
、
勧
告
的
意
見
が
国
連
に
限
っ
て
「
客
観
的
国
際
法
人
格
」（objective international personality

）
を
認
め
た
こ
と
に
満
足
せ
ず
、
す

べ
て
の
国
際
組
織
は
、
設
立
さ
れ
て
存
在
す
る
と
い
う
客
観
的
事
実
か
ら
、
国
家
と
同
様
に
、
一
般
国
際
法
に
基
づ
い
て
当
然
に
客
観
的

国
際
法
人
格
を
も
つ
と
い
う
議
論
を
展
開
し
た）60
（

。

　

裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
は
、
国
際
組
織
の
国
際
行
為
能
力
や
権
能
な
い
し
権
限
に
関
す
る
議
論
に
も
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
ラ
マ
・
モ
ン
タ
ル
ド
（M

. R
am

a- M
ontaldo

）
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
行
為
能
力
な
い
し
権
能
や
権
限
が
当
該
組
織
の

国
際
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
生
じ
る
と
論
じ
た）61
（

。
国
家
を
中
心
と
す
る
実
体
の
国
際
法
人
格
は
、
当
該
実
体
が
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や

行
為
能
力
を
も
つ
こ
と
か
ら
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
前
者
を
む
し
ろ
後
者
の
帰
結
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
従
来
の
一
般
的
な
認
識
と
は

ま
っ
た
く
逆
の
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
裁
判
所
の
判
断
の
影
響
を
受
け
た
論
者
が
徐
々
に
増
え
て
、
議
論
が
一
層
錯
綜
す
る
こ
と
に

な
っ
た）62
（

。
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勧
告
的
意
見
以
後
、
国
際
組
織
、
と
り
わ
け
普
遍
的
国
際
組
織
が
職
員
に
関
す
る
「
機
能
的
保
護
権
」
を
も
つ
こ
と
が
広
く
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
職
員
に
関
す
る
機
能
的
保
護
権
は
、
組
織
や
職
員
の
特
権
免
除
と
と
も
に
、
国
際
組
織
の
法
的
地
位
を
強
化
す

る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
所
が
国
連
の
職
員
に
関
す
る
機
能
的
保
護
権
は
、
憲
章
の
「
必
然
的
な
含
意
」（necessary 

intendm
ent, nécessairem

ent im
pliquée

）
か
ら
生
じ
る
と
し
た
こ
と
か
ら
、
す
で
に
言
及
し
た
、
国
際
組
織
の
設
立
文
書
に
明
示
的
な

規
定
が
な
く
て
も
、
当
該
組
織
の
国
際
的
な
能
力
や
権
能
な
い
し
権
限
は
、
組
織
の
目
的
の
達
成
や
任
務
の
遂
行
に
必
要
で
あ
れ
ば
、
設

立
文
書
で
暗
黙
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
黙
示
的
権
限
」
論
の
有
力
な
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た）64
（

。
し
か

し
、
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
は
、
多
数
の
国
際
組
織
の
実
行
の
観
察
に
基
づ
い
て
、「
派
生
的
国
際
法
人
格
説
」
の
立
場
の
論
者
が
国
際
組

織
の
国
際
行
為
能
力
や
権
能
な
い
し
権
限
の
法
的
根
拠
を
、
組
織
の
設
立
条
約
に
、
し
た
が
っ
て
、
組
織
を
設
立
し
た
諸
国
の
意
思
に
求

め
た
「
委
任
権
限
」（derived pow

er

）
論
だ
け
で
な
く
、
黙
示
的
権
限
論
に
も
異
論
を
唱
え
て
、
国
際
組
織
は
、
設
立
条
約
で
禁
止
さ
れ

て
い
る
か
、
当
該
組
織
の
目
的
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
い
限
り
、
す
べ
て
の
国
際
的
行
為
を
行
う
固
有
の
権
限
を
も
つ
と
い
う
、「
固
有

の
権
限
」（inherent pow

er

）
論
を
展
開
し
た）6（
（

。
勧
告
的
意
見
は
、
国
際
組
織
の
法
人
格
や
行
為
能
力
な
い
し
権
限
の
性
格
を
組
織
の
目

的
や
任
務
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
す
る
、「
機
能
主
義
」（functionalism

）
の
理
論
も
も
た
ら
し
た）64
（

。

Ⅳ　

国
連
以
外
の
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格

　

国
連
以
外
の
国
際
組
織
も
国
際
法
上
の
権
利
義
務
の
主
体
で
あ
り
、
国
際
法
人
格
を
持
つ
こ
と
、
と
り
わ
け
国
連
専
門
機
関
な
ど
の
普

遍
的
国
際
組
織
が
客
観
的
国
際
法
人
格
を
持
つ
こ
と
は
、「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
の
勧
告
的
意
見
以
来
、
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。
構
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成
員
国
の
数
が
非
常
に
少
な
い
地
域
的
国
際
組
織
で
あ
っ
て
も
、
設
立
条
約
の
明
示
的
規
定
や
組
織
の
設
立
時
と
事
後
の
構
成
員
国
と
の

間
で
設
定
さ
れ
る
一
般
的
・
個
別
的
な
権
利
義
務
関
係
か
ら
も
国
際
法
人
格
の
存
在
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
組
織
と
非
構
成
員

国
や
他
の
国
際
組
織
と
の
間
で
も
、
協
力
協
定
の
締
結
な
ど
を
通
じ
て
国
際
法
上
の
権
利
義
務
関
係
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合
や
非
構
成

員
国
が
国
際
法
上
の
効
果
の
生
じ
る
行
為
、
た
と
え
ば
相
互
に
代
表
を
派
遣
・
接
受
し
、
組
織
に
特
権
・
免
除
を
付
与
す
る
こ
と
な
ど
を

通
じ
て
地
域
的
国
際
組
織
の
法
的
地
位
を
認
め
て
い
る
場
合
に
も
、
当
該
組
織
の
国
際
法
人
格
の
存
在
は
、
争
う
余
地
の
な
い
も
の
と
な

る
。

　

問
題
は
、
地
域
的
国
際
組
織
と
非
構
成
員
で
あ
る
国
家
と
の
間
に
一
定
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
関
係
が
存
在
し
な
い
場
合
に
も
、
こ

の
組
織
の
国
際
法
人
格
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
の
国
際
組
織
は
、
普
遍
的
な
も
の
か
、
地

域
的
な
も
の
か
を
問
わ
ず
、
ま
た
他
の
国
際
組
織
を
含
む
国
際
法
主
体
と
の
関
係
に
お
い
て
当
然
に
客
観
的
国
際
法
人
格
を
も
つ
か
否
か

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
肯
定
論
と
否
定
論
の
二
つ
の
対
立
す
る
見
解
が
あ
る
。
否
定
論
が
な
お
も
有
力
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
国
連
国
際
法
委
員
会
（ILC

）
に
お
け
る
国
際
組
織
の
責
任
に
関
す
る
条
文
案
の
審
議）66
（

や
、
国
際
法
学
会
（Institut de D

roit 

International, Institute of International Law

：ID
I, IIL

）
に
お
け
る
国
際
組
織
の
義
務
不
履
行
に
関
す
る
構
成
員
国
の
第
三
者
に
対
す

る
責
任
に
関
す
る
決
議
の
審
議
を
め
ぐ
る
議
論）64
（

で
は
、
国
際
組
織
が
そ
の
規
模
に
関
係
な
く
、
客
観
的
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
認
め

る
見
解
が
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
確
定
的
に
判
断
す
る
た
め
の
材
料
は
、
き
わ
め
て

限
ら
れ
て
い
る）64
（

。

　

こ
の
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
要
因
と
し
て
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
し
て
「
対
抗
力
」（opposability

）
の
問
題
が
絡
め
て

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
国
際
司
法
裁
判
所
が
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
の
勧
告
的
意
見
で
国
連
の
国
際
法
人
格
か
ら
国
際
請
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求
を
提
起
す
る
能
力
を
導
き
、
国
連
が
こ
の
よ
う
な
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
国
連
加
盟
国
だ
け
で
な
く
、
非
加
盟
国
に
対
し
て
も
有

効
に
主
張
で
き
る
こ
と
を
認
め
る
よ
う
な
判
断
を
示
し
た
た
め
、
国
連
の
国
際
法
人
格
の
対
抗
力
を
認
め
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
重

要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る）64
（

。
実
際
、
多
く
の
論
者
が
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
対
抗
力
を
論
じ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
国
際
法
学
会
の
一
九
九
五
年
の
リ
ス
ボ
ン
会
議
に
お
け
る
第
五
委
員
会
で
も
多
数
の
委
員
が
支
持
し
た
よ
う
で
あ
る）40
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
周
知
の
と
お
り
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
は
、
当
該
組
織
の
国
際
法
上
の
権
利
を
享
有
し
、
義
務
を
負
担
す
る
資

格
を
さ
す
も
の
で
あ
り
、
若
干
の
論
者
が
主
張
す
る
よ
う
な
具
体
的
な
権
利
義
務
と
は
直
接
結
び
つ
か
ず
、
国
際
的
な
行
為
能
力
な
ど
を

導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
対
抗
力
を
論
じ
る
実
際
的
な
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
対
抗
力
の
本
質
は
、
当
事
者
の
一
方
が
他
方
に
対
し
て
自
ら
の
地
位
や
行
為
を
法
的
に
有
効
な
も
の
と
し
て
主
張
で

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
当
事
者
の
一
方
に
相
手
側
の
主
張
を
受
け
入
れ
る
義
務
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

相
手
側
の
主
張
に
法
的
な
根
拠
が
な
い
限
り
、
要
求
を
受
け
入
れ
る
義
務
は
な
い
。
そ
れ
に
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
が
客
観
性
を
も

つ
に
し
て
も
、
条
約
や
慣
習
国
際
法
上
の
根
拠
が
な
い
場
合
、
当
該
組
織
は
、
他
の
国
際
法
主
体
と
の
関
係
に
お
い
て
国
際
法
上
の
個
別

の
権
利
、
あ
る
い
は
国
際
請
求
の
提
起
権
や
条
約
締
結
権）41
（

、
使
節
権
な
ど
の
行
為
能
力
、
国
際
違
法
行
為
に
関
す
る
責
任
能
力
を
も
つ
こ

と
は
な
い
。

　

国
際
組
織
の
客
観
的
国
際
法
人
格
説
を
先
導
し
て
、
国
際
組
織
は
、
そ
の
目
的
や
設
立
条
約
で
制
約
さ
れ
な
い
限
り
、
国
家
と
同
様
の

国
際
法
上
の
行
為
能
力
を
も
つ
と
さ
え
主
張
し
た
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
も
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
国
際
組
織
が
国
家
と
同
様
に
客
観
的
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
は
、
こ
の
組
織
が
国
際
法
上
の
権
利
義
務
の
主
体
で
あ
り
、
組
織
と

関
係
を
も
つ
他
の
国
際
法
主
体
に
よ
っ
て
国
際
法
の
主
体
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
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国
際
法
主
体
が
こ
の
組
織
と
外
交
的
ま
た
は
他
の
特
別
な
関
係
に
入
る
義
務
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
な
い）42
（

。」

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
客
観
性
や
対
抗
力
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
は
、
国
際
的
実
行
が
確
立
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
依
然
と
し
て
理
論
的
な
議
論
の
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
状
で
は
、
す
べ
て
の
国
際
組
織
に
関
す
る
国

際
法
人
格
の
客
観
性
や
対
抗
力
を
論
じ
て
も
実
益
に
乏
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
国
連
以
外
の
国
際
組
織
の
設
立
条
約
に

お
け
る
国
際
法
人
格
に
関
す
る
関
連
規
定
か
ら
、
国
際
社
会
に
お
け
る
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
状
況
を
み
る
こ
と
に
す
る
。

　

若
干
の
国
際
組
織
の
設
立
条
約
は
、
当
該
組
織
が
国
際
法
人
格
を
持
つ
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る）44
（

。
ま
た
、
設
立
条
約
に
当
該

組
織
の
法
人
格
に
関
す
る
明
確
な
規
定
が
あ
り
、
国
際
法
人
格
を
さ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
設
立
条
約

に
お
い
て
当
該
組
織
の
法
人
格
に
つ
い
て
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
が
、
国
際
法
人
格
を
さ
す
の
か
、
構
成
員
国
の
国
内
法
上
の
人
格
を

さ
す
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
も
の
や）4（
（

、
国
内
法
上
の
人
格
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
も
の
も
相
当
数
あ
る）44
（

。

　

す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
を
設
立
条
約
で
明
示
的
に
規
定
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
設
立
条
約
で
当

該
組
織
の
構
成
員
国
か
ら
独
立
し
た
法
的
地
位
を
明
確
に
示
す
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
実
質
的
な
意
味
を
も
た
な
い
に
し
て
も
、
組
織
と
構
成

員
国
間
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
組
織
と
非
構
成
員
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
一
定
の
意
義
を
も
ち
う
る
。
国
際
法
人
格
の
存
在
を
示
す
明

確
な
規
定
が
あ
れ
ば
、
当
該
組
織
の
具
体
的
な
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や
行
為
能
力
と
は
関
係
が
な
く
、
形
式
的
・
象
徴
的
な
文
言
に
と

ど
ま
る
に
し
て
も
、
組
織
の
法
的
地
位
に
関
す
る
議
論
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
非
構
成
員
国
の
場
合
は
、
国
連
や
普
遍
的
国
際
組

織
を
除
い
て
、
国
際
組
織
と
の
間
で
特
別
な
法
的
関
係
を
設
定
し
な
い
限
り
、
当
該
組
織
の
国
際
法
人
格
を
認
め
る
法
的
義
務
を
負
わ
な

い
が
、
組
織
の
立
場
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
組
織
の
設
立
条
約
で
国
際
法
人
格
に
関
す
る
明
示
的
な
規
定
を
設
け
て
い
る
例

と
し
て
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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１　

普
遍
的
国
際
組
織

　

⑴
国
連
の
専
門
機
関
で
あ
る
国
際
農
業
開
発
基
金
（IFA

D

）
の
設
立
協
定
第
一
〇
条
（
法
的
地
位
、
特
権
及
び
免
除
）
一
項
（
法
的

地
位
）
に
よ
れ
ば
、「
基
金
は
、
国
際
法
人
格
（international legal personality

）
を
有
す
る）46
（

。」
⑵
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー

（IC
SID

）
条
約
第
六
節
（
地
位
、
免
除
及
び
特
権
）
第
一
八
条
で
は
、「
セ
ン
タ
ー
は
、
完
全
な
国
際
法
人
格
を
有
す
る
（full 

international legal personality

）。」
と
し
、
セ
ン
タ
ー
の
法
律
上
の
能
力
（legal capacity

）
に
は
、
⒜
契
約
す
る
こ
と
、
⒝
動
産
及
び

不
動
産
を
取
得
し
、
処
分
す
る
こ
と
、
⒞
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
な
ど
の
能
力
が
含
ま
れ
る
」
と
し
て
、
典
型
的
な
国
内
法
上
の
行
為
能

力
も
含
め
て
い
る）44
（

。
し
た
が
っ
て
、
セ
ン
タ
ー
の
行
為
能
力
に
国
内
法
上
の
主
要
な
行
為
能
力
を
含
ま
せ
る
意
図
が
み
ら
れ
る
。
⑶
国
連

海
洋
法
条
約
（U

N
C

LO
S

）
の
国
際
海
底
機
構
（ISA

）
に
関
す
る
第
一
一
部
第
四
節
の
第
一
七
六
条
（
法
的
地
位
）
は
、
次
の
よ
う
に

機
構
の
国
際
法
人
格
と
と
も
に
、
国
際
法
上
の
行
為
能
力
を
も
つ
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
機
構
は
、
国
際
法
人
格
を
有
し
、
か

つ
、
そ
の
任
務
の
行
使
及
び
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
法
律
上
の
能
力
を
有
す
る）44
（

。」
⑷
国
際
刑
事
裁
判
所
（IC

C

）
規
程
第
四
条

一
項
も
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
で
あ
る）44
（

。

２　

地
域
的
国
際
組
織

　

地
域
的
国
際
組
織
の
設
立
条
約
に
お
い
て
当
該
組
織
の
国
際
法
人
格
に
つ
い
て
明
確
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　

⑴
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
（A

D
B

）
の
設
立
協
定
第
五
〇
条
は
、「
銀
行
は
、
委
託
さ
れ
た
目
的
及
び
任
務
を
は
た
す
こ
と
を
可
能
に
す

る
た
め
、
完
全
な
国
際
的
人
格
を
有
す
る｣

と
規
定
し
て
い
る）40
（

。
⑵
東
・
南
部
ア
フ
リ
カ
共
同
市
場
（C

O
M

ESA

）
条
約
第
一
八
六
条
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に
よ
れ
ば
、
共
同
市
場
は
「
国
際
法
人
格
を
享
有
す
る
（shall enjoy international legal personality

））
41
（

。」
⑶
ベ
ネ
ル
ク
ス
共
同
体

（B
EN

ELU
X

）
条
約
第
二
八
条
は
、
共
同
体
の
「
特
権
及
び
免
除
の
授
与
の
た
め
に
国
際
法
人
格
を
も
つ
」
と
規
定
し
て
い
る）42
（

。
以
下

の
国
際
組
織
の
設
立
条
約
で
は
、
当
該
組
織
が
「
国
際
法
人
格
」
を
も
つ
こ
と
と
も
に
、
任
務
の
遂
行
と
目
的
の
達
成
に
必
要
な
法
的
能

力
を
も
つ
こ
と
も
規
定
し
て
い
る
。
⑷
西
イ
ン
ド
洋
ま
ぐ
ろ
類
機
関
（W

IO
TO

）
の
設
立
条
約
第
八
条
一
項）44
（

、
⑸
中
西
部
太
平
洋
マ
グ

ロ
類
委
員
会
（W

C
PFC

）
の
設
立
条
約
（
高
度
回
遊
性
魚
種
保
存
管
理
条
約
）
第
九
条
六
項）4（
（

、
⑹
上
海
協
力
機
構
（SC

O

）
憲
章
第
一

五
条）44
（

、
⑺
欧
州
森
林
研
究
所
（EFI

）
の
設
立
条
約
第
一
二
条）46
（

、
⑻
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
機
構
（SELA

）
の
設
立
条
約
第

二
条）44
（

、
⑼
南
米
南
部
共
同
市
場
（
メ
ル
コ
ス
ー
ル
：M

ER
C

O
SU

R

）
の
追
加
議
定
書
第
三
四
条）44
（

、
⑽
ア
ン
デ
ス
共
同
体
（C

A
N

）
の
設

立
条
約
で
あ
る
カ
ル
タ
ヘ
ナ
協
定
議
定
書
第
四
八
条）44
（

、
⑾
カ
リ
ブ
災
害
緊
急
災
害
管
理
機
関
（C

D
EM

A

）
の
設
立
協
定
第
三
条
一
項）40
（

な

ど
で
あ
る
。

　

設
立
条
約
で
当
該
組
織
が
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
お
り
、
関
連
規
定
と
の
文
脈
上
、
ま
た
は
組
織
を
設
立
し
た
際

の
事
情
、
関
連
す
る
先
行
組
織
と
の
関
係
な
ど
か
ら
国
際
法
人
格
を
さ
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連

合
（
ア
セ
ア
ン
：A

SEA
N

）
憲
章
と
欧
州
連
合
（EU
）
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
典
型
的
な
例
で
あ
る
。

　

ア
セ
ア
ン
憲
章
第
三
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。「
ア
セ
ア
ン
は
、
政
府
間
組
織
と
し
て
こ
こ
に
法
人
格
を
付
与
さ
れ
る
。」
同

条
の
文
言
と
他
の
関
連
条
文
、
憲
章
採
択
時
の
事
情
か
ら
、
国
際
法
人
格
を
さ
す
と
み
ら
れ
る
。
一
般
的
に
も
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら

れ
て
い
る）41
（

。
欧
州
連
合
（EU

）
に
関
す
る
条
約
（
リ
ス
ボ
ン
条
約
）
第
四
七
条
の
「
連
合
は
、
法
人
格
を
有
す
る
」
と
い
う
規
定
も
同

様
で
あ
る
。
従
来
の
連
合
条
約
に
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
が
確
立

し
て
い
た
先
行
組
織
の
欧
州
共
同
体
（EC

）
が
消
滅
し
て
、
そ
の
機
能
が
連
合
に
移
さ
れ
た
こ
と
に
対
応
し
て
取
ら
れ
た
措
置
で
あ
る）42
（

。
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こ
の
規
定
が
国
際
法
人
格
を
さ
す
こ
と
は
、EU

の
内
外
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
。

３　

国
際
商
品
組
織

　

少
数
の
国
際
商
品
組
織
の
設
立
条
約
も
当
該
組
織
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る）44
（

。
以
下
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。

　

国
際
砂
糖
機
関
（ISO
）
の
設
立
条
約
で
あ
る
一
九
九
二
年
の
国
際
砂
糖
協
定
第
六
条
一
項
は
、
機
関
が
「
国
際
法
人
格
」
を
も
つ
こ

と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る）4（
（

。
同
様
の
規
定
は
、
国
際
オ
リ
ー
ブ
理
事
会
（IO

C

）
の
設
立
協
定
第
五
条
一
項
に
も
あ
る）44
（

。
国
際

ジ
ュ
ー
ト
究
研
究
会
（IJSG

）
の
任
務
設
定
協
定
第
一
六
条
⒜
も
そ
う
で
あ
る）46
（

。

　

国
際
組
織
の
設
立
条
約
に
お
け
る
国
際
法
人
格
に
関
す
る
規
定
を
め
ぐ
る
上
記
の
よ
う
な
実
行
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が

言
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
設
立
条
約
に
国
際
法
人
格
に
関
す
る
明
示
的
な
規
定
を
盛
り
込
む
事
例
は
、
一
九
四
九
年
の
国
際
司
法
裁

判
所
の
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
後
、
徐
々
に
増
え
て
き
て
い
る
が
、
一
般
的
な
傾
向
に
ま
で
は
な
っ
て
い
な

い
。
第
二
に
、
設
立
条
約
で
規
定
す
る
当
該
組
織
の
「
法
人
格
」
が
国
際
法
人
格
を
さ
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
東
部
カ
リ

ブ
諸
国
経
済
連
合
機
構
（O

EC
S

）
の
設
立
条
約
で
あ
る
改
正
バ
サ
テ
ー
ル
条
約
第
二
一
条
一
項
に
お
け
る
同
機
構
が
「
国
際
組
織
と
し

て
法
人
格
を
享
有
す
る
」
と
い
う
規
定
が
好
例
で
あ
る）44
（

。
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
ア
セ
ア
ン
：A

SEA
N

）
憲
章
第
三
条
に
通
じ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
は
、
国
際
組
織
の
設
立
条
約
で
規
定
す
る
当
該
組
織
の
「
法
人
格
」
が
な
に
を
さ
す
の
か
と
い
う
判
断
が
必
要
な
場
合
が

あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
。

　

第
三
に
、
国
際
組
織
の
設
立
条
約
で
は
、
当
該
組
織
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
規
定
す
る
だ
け
に
と
ど
め
ず
、
任
務
の
遂
行
や
目
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的
の
達
成
に
必
要
な
国
際
法
上
の
行
為
能
力
を
も
つ
こ
と
を
規
定
す
る
場
合
が
多
い）44
（

。
こ
れ
は
、
国
際
組
織
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
だ
け

で
は
、
国
際
法
上
の
具
体
的
な
権
利
義
務
や
行
為
能
力
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
い
う
諸
国
間
の
一
般
的
な
認
識
を
示
す
も
の
と
い

え
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
か
ら
当
該
組
織
の
国
際
法
上
の
権
利
（
義
務
）
能
力
や
行
為
能
力
、
さ
ら
に
は
責

任
能
力
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
法
人
格
概
念
の
的
確
な
認
識
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

第
四
に
、
こ
れ
に
関
連
づ
け
て
い
え
ば
、
国
連
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
国
際
組
織
の
設
立
条
約
で
当
該
国
際
組
織
の
国
際

法
人
格
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
な
く
て
も
、
当
該
組
織
が
国
際
法
人
格
を
も
た
な
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
従
来
の
欧
州
連
合
（EU

）

や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（A

SEA
N

）
の
設
立
条
約
に
は
国
際
法
人
格
に
関
す
る
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
国
際
法
上
の
権
利
や
義
務
を

行
使
し
、
履
行
し
て
い
た
し
、
条
約
締
結
な
ど
の
行
為
能
力
を
行
使
し
て
い
た
。
欧
州
連
合
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
解
体
過
程
で
生

じ
た
紛
争
の
際
に
、
モ
ス
タ
ル
（M

ostar
）
の
統
治
さ
え
行
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
前
の
欧
州
連
合
条
約
に
国
際

法
人
格
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
や
こ
れ
に
関
連
し
た
関
係
者
の
説
明
に
依
拠
し
て
、
連
合
に
は
国
際
法
人
格

が
な
か
っ
た
と
い
う
一
部
の
論
者
の
見
解
は
、
容
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る）44
（

。

　

第
五
に
、
構
成
員
数
の
少
な
い
地
域
的
国
際
組
織
に
関
し
て
も
国
際
法
人
格
の
存
在
を
非
構
成
員
で
あ
る
国
家
に
対
し
て
有
効
に
主
張

で
き
る
か
と
い
う
客
観
的
国
際
法
人
格
や
対
抗
力
の
問
題
に
関
し
て
は
、
当
該
組
織
が
そ
の
よ
う
な
国
家
と
の
間
で
協
定
な
ど
を
通
じ
て

特
別
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
確
定
的
な
判
断
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
十
分
な
実
行
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

問
題
は
、
な
お
も
理
論
的
な
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　

国
際
行
政
連
合
の
出
現
以
来
、
長
年
に
わ
た
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
に
か
か
わ
る
国
際
法
人
格
に
つ
い

て
、
理
論
と
実
際
の
両
面
か
ら
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
い
く
つ
か
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
と
く
に
重
要
と
思
わ
れ

る
事
柄
を
あ
げ
て
こ
の
小
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　

第
一
に
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
を
め
ぐ
る
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
基
本
的
な
原
因
と
し
て
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
国
際
法
人
格

の
概
念
の
象
徴
的
で
抽
象
的
な
性
格
が
明
確
に
さ
れ
な
い
ま
ま
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
法
以
来
の
歴
史
的
背

景
を
も
ち
、
国
内
法
で
発
達
し
て
き
た
法
人
格
の
概
念
は
、
法
人
格
者
と
い
う
よ
り
具
体
性
の
あ
る
法
的
実
体
の
存
在
を
示
す
概
念
と
と

も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
本
来
、
法
的
実
体
の
資
格
や
地
位
を
抽
象
的
に
示
し
、
権
利
義
務
を
享
有
す
る
資
格
な
い
し
地
位
を
さ
す
に

過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
個
別
の
具
体
的
な
権
利
義
務
を
さ
す
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
、
新
た
な
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
生
じ
さ

せ
る
法
律
的
行
為
や
違
法
行
為
に
関
し
て
生
じ
る
国
際
責
任
と
は
関
係
が
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
国
際
法
人
格
の
概
念

が
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
に
関
し
て
実
体
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）（11
（

。
そ
の
た
め
、
国
際
組
織

の
国
際
法
人
格
と
具
体
的
な
国
際
法
上
の
権
利
・
義
務
だ
け
で
な
く
、
国
際
法
上
の
行
為
能
力
、
さ
ら
に
は
国
際
責
任
能
力
ま
で
結
び
付

け
る
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
二
に
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
概
念
を
め
ぐ
る
上
記
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
に
一
九
四
九
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
の
「
国
連
損

害
賠
償
事
件
」
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
の
判
断
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
、
こ
の
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勧
告
的
意
見
で
事
件
当
時
、
国
連
の
非
加
盟
国
で
あ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
国
際
請
求
を
提
起
す
る
能
力
の
有
無
を
判
断
す
る
に
あ

た
り
、
国
連
が
非
加
盟
国
と
の
関
係
に
お
い
て
も
「
客
観
的
国
際
法
人
格
」
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
一
般
論
と
し
て
国
連
の

国
際
請
求
権
の
根
拠
を
国
際
法
人
格
か
ら
導
く
よ
う
な
手
法
を
用
い
た
。
裁
判
所
は
、
十
分
な
根
拠
を
示
さ
な
い
ま
ま
、
こ
の
部
分
を
き

わ
め
て
簡
潔
に
述
べ
る
に
と
ど
め
た
が
、
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
持
つ
こ
と
の
帰
結
と
し
て
認
め
る
の

で
は
な
く
、
国
連
の
国
際
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
国
際
法
上
の
請
求
権
を
導
く
よ
う
な
判
断
を
し
て
、
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
や
ボ
ウ
エ
ッ
ト

な
ど
が
、「
循
環
論
法
」
と
呼
ん
だ
議
論
の
大
き
な
要
因
を
作
っ
た）（1（
（

。
そ
し
て
、
裁
判
所
の
権
威
が
そ
の
後
の
国
連
を
含
む
国
際
組
織
の

国
際
法
人
格
を
め
ぐ
る
議
論
を
混
乱
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
を
閉
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
重
ね
て
以
下
の
点
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
。
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
か
ら
国
際
法
上
の
権
利
義
務

や
行
為
能
力
、
責
任
能
力
な
ど
を
導
く
こ
と
は
、
法
人
格
に
実
質
的
な
内
容
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
法
人
格
の
基
本
概
念

を
歪
曲
す
る
も
の
で
あ
る）（10
（

。
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
は
、
国
際
組
織
が
国
際
法
上
の
権
利
能
力
や
条
約
締
結
権
を
中
心
と
す
る
国
際
法

上
の
行
為
能
力
、
国
際
違
法
行
為
に
対
す
る
責
任
能
力
を
も
つ
こ
と
の
帰
結
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
が
国
際

法
人
格
の
帰
結
と
し
て
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
際
法
人
格
を
も
た
な
い
国
際
組
織
が
独
自
の
国
際
法
上
の
行
為
能
力
や
責
任
能
力
を

も
つ
余
地
は
な
い
が
、
国
際
法
上
の
権
利
能
力
を
象
徴
す
る
国
際
法
人
格
か
ら
具
体
的
な
国
際
法
上
の
行
為
能
力
や
責
任
能
力
を
導
い
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る）（10
（

。
そ
の
よ
う
な
議
論
は
、
国
連
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
国
際
組
織
の
責
任
に
関
す
る
条
文
案
の
審
議

の
際
に
、
コ
ス
ケ
ニ
エ
ミ
委
員
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
馬
の
前
に
荷
車
を
お
く
」
に
等
し
い
の
で
あ
る）（10
（

。

　

こ
れ
に
関
連
づ
け
て
言
及
す
れ
ば
、
か
つ
て
ザ
イ
ド
ル
・
ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
デ
ル
ン
を
中
心
に
、
若
干
の
論
者
が
国
際
組
織
の
国
際
法

人
格
を
「
派
生
的
国
際
法
人
格
」
で
あ
る
と
論
じ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る）（10
（

。
国
際
組
織
は
、
国
際
法
の
本
源
的
主
体
で
あ
る
国
家
に
よ
っ



19（43‐1‐19）国際組織の国際法人格の理論と実際（二・完）（東）

て
設
立
さ
れ
た
派
生
的
主
体
で
あ
り
、
そ
の
国
際
法
人
格
も
国
家
の
国
際
法
人
格
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
す
る
議
論
で
あ
っ
た
。
国
際
組

織
の
国
際
法
人
格
の
起
源
な
い
し
由
来
を
よ
り
端
的
に
示
す
意
図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
理
解
で
き
な
く
は
な
い
が
、
法
人
格
が
起
源

や
由
来
に
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
法
主
体
に
固
有
の
属
性
で
あ
る
こ
と
を
曖
昧
に
す
る
も
の
で
、
法
的
議
論
と
し
て
も
適
切
で
は
な
か
っ

た
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
国
際
法
人
格
の
概
念
に
本
来
含
ま
れ
て
い
な
い
内
容
や
機
能
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
同
概
念
を
過
剰
に

働
か
せ
る
（over w

ork
）
こ
と
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
因
果
関
係
の
な
い
概
念
と
実
体
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際

組
織
法
の
正
常
な
発
展
に
寄
与
す
る
と
は
考
え
に
く
い
。
物
事
の
概
念
や
観
念
の
過
度
の
理
論
的
操
作
は
、
そ
の
本
質
を
見
失
わ
せ
や
す

い
。
と
は
い
え
、
す
べ
て
の
理
論
や
観
念
は
、
時
空
の
制
約
を
受
け
て
お
り
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
概
念
や
内
容
を
不
変

の
も
の
と
し
て
論
じ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
も
国
家
の
国
際
法
人
格
と
同
様
に
、
団
体
法
人
格

と
し
て
生
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
国
際
組
織
法
と
国
際
法
の
進
展
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

も
う
少
し
付
言
す
れ
ば
、
国
際
組
織
の
国
際
行
為
能
力
や
責
任
能
力
は
、
国
際
法
人
格
の
抽
象
的
な
議
論
と
切
り
離
し
て
、
法
的
根
拠

と
と
も
に
具
体
的
な
内
容
を
個
別
的
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
組
織
の
条
約
締
結
権
や
国
際
責
任
を
め
ぐ
る
国
連
を
中
心
と

す
る
取
組
み
や
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
が
示
す
よ
う
に）（10
（

、
事
態
は
、
紆
余
曲
折
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
方
向
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
が
、
こ

れ
ら
の
事
項
を
個
別
的
・
全
体
的
に
究
明
す
る
こ
と
が
現
段
階
に
お
け
る
国
際
組
織
法
の
も
っ
と
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

 

（
完
）
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〔
付
記
〕

　

本
稿
は
、
国
際
組
織
の
法
的
地
位
に
関
す
る
考
察
の
一
部
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
四
年
一
月
二
九
日
の
本
学
に
お
け

る
退
職
記
念
講
義
「
国
際
組
織
の
国
際
上
の
地
位

－

国
際
人
格
を
中
心
に

－
」
と
同
年
一
〇
月
四
日
の
国
際
法
研
究
会
（
京
都
大
学
）
に

お
け
る
報
告
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
の
再
検
証
：
国
際
連
合
の
国
際
法
人
格

－

国
際
組
織
の
法
的
地
位
に
関
す
る
序
論
的
考
察
に
む
け
て

－

」、
そ
の
後
の
考
察
に
基
づ
い
て
い
る
。
筆
者
は
、
以
前
に
以
下
の
タ
イ
ト
ル
で
論
文
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。「
国
際
組
織
の
国
際

法
人
格
」『
貝
田
守
教
授
停
年
退
官
記
念
論
文
集
』（
大
阪
外
国
語
大
学
国
際
関
係
講
座
）（
一
九
九
八
）、
五
一

－

七
三
頁
。
本
稿
で
は
、

基
本
的
な
立
場
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
よ
り
多
く
の
文
献
と
資
料
を
参
照
し
て
や
や
異
な
る
視
点
か
ら
論
じ
た
た
め
、「
再
論
」
と
は

し
な
か
っ
た
。

〔
註
〕

（
42
） 

国
連
の
加
盟
国
に
お
け
る
国
内
法
上
の
人
格
は
、
一
九
四
六
年
の
「
国
際
連
合
の
特
権
と
免
除
に
関
す
る
条
約
」（
国
連
特
権
免
除
条
約
）
第
一
条
で

明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。

（
43
） 

同
様
の
問
題
は
、
国
連
が
加
盟
国
ま
た
は
非
加
盟
国
と
の
間
で
締
結
し
た
条
約
上
の
権
利
・
義
務
関
係
が
生
じ
て
い
る
場
合
や
、
国
連
が
加
盟
国
ま

た
は
他
の
国
際
法
主
体
に
対
す
る
国
際
違
法
行
為
に
よ
っ
て
損
害
を
与
え
た
場
合
の
国
際
責
任
に
関
し
て
も
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
後
者
に
関
し
て
い
え
ば
、

二
〇
〇
三
年
の
国
連
国
際
法
委
員
会
に
お
け
る
国
際
組
織
の
国
際
責
任
に
関
す
る
条
文
案
の
審
議
の
際
に
、
特
別
報
告
者
の
ガ
ヤ
（G

. G
aya

）
委
員
と
ぺ

レ
（A

. Pellet

）
委
員
を
含
む
多
く
の
委
員
が
、
国
際
組
織
の
定
義
に
組
織
の
国
際
法
人
格
に
つ
い
て
明
示
的
に
規
定
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
く
主
張
し

て
、
作
業
班
と
起
草
委
員
会
の
作
業
を
経
て
条
文
案
第
二
条
に
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。The responsibility of international 

organizations, ILC
.55 th Sess. U

N
. G

.A
. D

ist.. G
en.26  M

arch 2003 , A/ C
N

.4/532 , p.18 . ILC
. Sum

m
ary R

ecords of the 1 st Part of the 55 th Sess. 
G

eneva, from
 5  M

ay to June 2003 , ILC
. Yearbook 2003 , vol.I, pp.11-14 , 19-20 , 21-22 , 23 , 25-26 , 32-33 , 87-88 . ILC

. Rep. 55 th Sess. 5  M
ay-6  June 
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and 7  July-8  A
ugust 2003 , U

N
.G

A
.O

ff.Rec.58 th Sess. Supp. N
o.10  （A/58/10

）, pp.32 , 33-49 . ILC
. R

eport on the w
ork of its 61 st Sess. 4  M

ay to 5  
June and 6  July to 7  A

ugust 2009 , G
A

.O
ff.Rec.64 th Sess. Supp. N

o.10 .10  （A/64/10

）, p.20 .
（
44
） 

IC
J. Reports 1949 , op. cit. supra, note （3

）, ibid., p.177 .　

本
稿
（
一
）
の
註
（
28
）
を
参
照
。
以
下
、
註
41
（note

も
含
む
）
ま
で
同
様
。

（
45
） 

O
’C

onnell, op. cit. supra, note （3

）, pp.109-111 .

（
46
） 

循
環
論
法
は
、
法
的
実
体
の
法
人
格
を
法
的
権
利
の
帰
結
と
み
る
従
来
の
捉
え
方
と
は
別
に
、
裁
判
所
が
行
っ
た
よ
う
な
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
権

利
や
行
為
能
力
を
導
く
こ
と
か
ら
生
じ
る
論
理
的
矛
盾
を
さ
す
も
の
で
あ
る
。
勧
告
的
意
見
に
お
け
る
循
環
論
法
を
指
摘
し
た
の
は
、
ボ
ウ
エ
ッ
ト
や
ロ
ー

タ
ー
パ
ク
ト
で
、
チ
ュ
ー
、
ラ
イ
ニ
ッ
シ
ュ
、
コ
ン
フ
ォ
ル
テ
ィ
な
ど
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。B

ow
ett, D

. W
., The Law

 of International Institutional 

Law
, Stevens &

 Sons （1963
）, pp.274-275 . Lauterpacht, op. cit. supra, note （37

）, p.177 . C
hiu, H

. （
丘
宏
達
）, The C

apacity of International 

O
rganizations to C

onclude Treaties, and the Special Legal Aspects of the Treaties so concluded, M
artinus N

ijhoff, （1956

）, p.27 . R
einisch, op. cit. 

supra, note （9

）, p.55 . C
onforti, B

., The Law
 and Practice of the U

nited N
ations, 2 nd ed. M

artinus N
ijhoff （2000

）, p.115 .　

ボ
ウ
エ
ッ
ト
を
継
承
し

た
、
サ
ン
ズ
と
ク
ラ
イ
ン
、
ガ
ッ
ジ
ー
ニ
な
ど
の
指
摘
も
あ
る
。Sands, Ph. &

 K
lein, P., Bow

ettʼs Law
 of International Institutions, 6 th ed. Sw

eet &
 

M
axw

ell （2009

）, p.476 . G
azzini, T., Personality of International O

rganizations, K
labbers, J. &

 W
allendahl, Å

., （eds.

） Research H
andbook on the 

Law
 of International O

rganizations, Edw
ard Elger （2011

）, pp.33-55 , at p.34 .　
（
以
下
で
は
、K

labbers &
 W

allendahl, （eds.

） Research H
andbook

と
記
す
。）

 

　

ザ
イ
ド
ル
・
ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
デ
ル
ン
は
、
や
や
異
な
る
観
点
か
ら
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
人
格
に
関
す
る
循
環
論
法
に
言
及
し
た
。
彼
は
、
ツ
ェ
マ

ネ
ク
が
、
国
際
組
織
は
国
家
や
他
の
国
際
組
織
な
ど
締
結
す
る
す
べ
て
の
合
意
が
国
際
法
上
の
条
約
で
は
な
い
と
し
た
こ
と
に
着
目
し
て
、
条
約
を
「
国
際

法
人
格
者
間
で
締
結
さ
れ
た
合
意
」
で
あ
る
と
定
義
し
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
権
か
ら
国
際
法
人
格
を
導
く
こ
と
は
、
循
環
論
法
（Zirkelschluß

）
に

な
る
と
し
た
。
し
か
し
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
権
か
ら
国
際
法
人
格
を
導
く
こ
と
に
異
論
を
唱
え
た
わ
け
で
は
な
い
。Seidle- H

ohenveldern, R. Egyp. 

D
I, op. cit. supra, note （2

）, pp.35-72 , at p.46 . Zem
anek, K

., D
as Vertragsrecht der Internationalen O

rganisationen, Springer Verlag （1957

）, p.54 .

　

国
際
組
織
法
に
関
す
る
代
表
的
な
著
作
で
も
簡
潔
に
循
環
論
法
に
言
及
し
て
い
る
。Seidle- H

ohenveldern, I., D
as Recht der Internationalen 

O
rganisationen einschließlich Supranationalen G

em
einschaften, 2 te verm

ehrte A
fufl. C

arl H
eym

anns Verlag （1971

）, p.36 .　

同
書
の
一
九
七
九
年

度
版
に
は
、
山
口
福
夫
訳
『
国
際
機
構
の
基
本
問
題
』
が
あ
る
。
四
〇

－

四
一
頁
参
照
。
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（
47
） 

裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
国
際
法
の
発
達
を
容
認
し
て
い
た
ロ
ー
タ
ー
パ
ク
ト
は
、
本
件
の
勧
告
的
意
見
を
「
国
際
法
の
基
本
問
題
に
関
す
る
裁
判
所

の
全
員
一
致
の
意
見
の
理
論
的
な
大
胆
さ
と
明
確
さ
ゆ
え
に
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
裁
判
所
の
も
っ
と
も
重
要
な
決
定
で
、
も
っ
と
も
重
大
な
意
味
を
も
つ

裁
判
所
に
よ
る
立
法
（judicial legislation

）
の
例
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
評
し
た
。Ibid., pp.177 , 179 .　

マ
ク
マ
ホ
ン
も
、
国
際
司
法
裁

判
所
の
勧
告
的
意
見
に
お
け
る
国
連
の
黙
示
的
権
限
に
関
す
る
判
断
を
裁
判
所
に
よ
る
立
法
で
あ
る
と
み
た
。M

acM
ahon, J.F., C

ourt of the European 

C
om

m
unities Judicial Interpretation and International O

rganization, Brit. YIL. vol.37 , （1961

）, pp.320-350 .　

筆
者
も
、
司
法
機
関
の
法
創
造
機
能
を

否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
の
本
来
の
任
務
は
、
国
際
法
規
則
の
解
釈
・
適
用
を
通
じ
て
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
る
。
勧
告
的

意
見
に
お
い
て
も
、
国
際
法
の
規
則
の
適
切
な
解
釈
・
適
用
に
よ
っ
て
法
的
問
題
の
解
決
に
資
す
る
判
断
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
理
論
的
に
整
合
し
な
い
判

断
に
よ
っ
て
法
的
議
論
に
不
用
意
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
支
持
で
き
な
い
。

（
48
） 

IC
J. Reports 1949 , op. cit. supra, note （3

）, p.178 .

（
49
） 

Ibid., pp.184-185 .　

裁
判
所
は
、
国
連
が
非
加
盟
国
に
対
し
て
も
国
際
的
な
請
求
権
を
行
使
で
き
る
根
拠
を
国
連
の
非
加
盟
国
と
の
関
係
で
も
つ
権

利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
に
求
め
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
国
連
が
非
加
盟
国
に
対
し
て
も
主
張
で
き
る
よ
う
な
「
客
観
的
国
際
人
格
」
を
も
ち
、
国
際
社
会
の

大
多
数
を
構
成
す
る
多
数
の
国
家
（
五
〇
カ
国
）
が
、「
国
際
法
に
従
っ
て
」、
そ
の
よ
う
な
客
観
的
国
際
人
格
を
も
つ
組
織
を
創
設
す
る
権
限
を
持
っ
て
い

た
と
断
定
的
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
権
限
が
ど
の
よ
う
な
国
際
法
の
規
則
に
基
づ
く
の
か
も
明
ら
か
に
し
な
か
っ
た
。

（
50
） 

裁
判
所
は
、
国
連
の
非
加
盟
国
と
の
関
係
に
お
け
る
国
際
法
人
格
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
三
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
当
て
た
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
、

最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
「
被
告
国
が
国
連
の
加
盟
国
で
あ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
諮
問
事
項
Ⅰ
⒜
と
⒝
に
対
し
て
肯
定
的
な
回
答
を
与
え
る
べ
き
で
あ

る
と
の
結
論
に
達
す
る
」
と
し
た
。
本
件
で
は
、
非
加
盟
国
で
あ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
請
求
権
の
有
無
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る

と
、
特
異
な
論
理
を
展
開
し
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
総
会
の
諮
問
事
項
は
、
註
（
26
）
を
参
照
。

（
51
） 

C
heng, op. cit. supra, note （9

）, p.37 .　

こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
九
年
の
「
条
約
法
条
約
」
第
三
四
条
と
一
九
八
六
年
の
「
国
と
国
際
組
織

と
の
間
ま
た
は
国
際
組
織
相
互
間
の
条
約
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」（「
国
際
組
織
締
結
条
約
法
条
約
」）
第
三
四
条
を
参
照
。

（
52
） 

「
完
全
な
国
際
法
人
格
」
と
い
う
表
現
は
、
若
干
の
論
者
に
よ
っ
て
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ザ
イ
ド
ル
・
ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
デ
ル
ン
は
、
ソ
連
の
若
干

の
学
者
が
国
際
組
織
の
「
機
能
的
な
人
格
」（functional personality

）
を
認
め
る
が
、「
国
際
法
上
の
完
全
な
人
格
」（full personality under international 
law

）
を
認
め
な
い
と
し
た
。Seidle- H

ohenveldern, R.Egyp. D
I, op. cit. supra, note （2

）, pp.37-38 .　

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
か
ら
条
約
締
結
権
の
よ
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う
な
行
為
能
力
を
導
く
循
環
論
法
の
危
険
性
を
指
摘
し
た
ボ
ウ
エ
ッ
ト
自
身
も
、「
若
干
の
国
際
人
格
」（som

e m
easures of international personality

）
と

い
う
表
現
を
用
い
た
。B

ow
ett, op. cit. supra, note （48

）, pp.274-275 .　

ム
ゲ
ル
ワ
は
、「
あ
る
程
度
の
国
際
（
法
）
人
格
」（som

e degree of international 

personality

）、「
限
定
的
な
国
際
（
法
）
人
格
」（a lim

ited degree of international personality

）
と
記
し
た
。M

ugerw
a, op. cit. supra, note （2

）, p.256 .
 

　

ホ
ワ
イ
ト
は
、
国
際
組
織
の
権
限
の
内
容
を
個
別
に
検
討
し
て
、
組
織
の
法
人
格
の
量
的
内
容
を
示
そ
う
と
す
る
。
石
油
輸
出
国
機
構
（O

PEC

）
に
つ

い
て
は
、
同
機
構
が
「
事
実
上
の
人
格
」（factual personality

）
に
よ
っ
て
国
際
政
治
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
国

際
民
間
航
空
機
関
（IC

A
O

）
に
つ
い
て
は
、
国
際
民
間
航
空
に
関
す
る
拘
束
力
の
あ
る
技
術
的
基
準
を
制
定
し
、
総
会
や
理
事
会
が
他
の
国
際
組
織
と
協

定
を
締
結
し
て
、
輸
送
通
過
協
定
な
ど
に
基
づ
く
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
、
理
事
会
が
司
法
的
及
び
立
法
的
権
限
を
持
つ
こ
と
な
ど
か
ら
、「
広
範
な

国
際
人
格
」（a large degree of international personality

）
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
国
連
に
つ
い
て
は
、
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
が
示
し
た
よ
う

に
、
国
家
に
等
し
い
権
限
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
国
際
場
裡
で
行
使
で
き
る
権
限
で
は
、｢

よ
り
大
き
な
人
格
」（a greater personality

）
を
持
つ
と
議
論
す

る
余
地
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
欧
州
経
済
共
同
体
（EEC

）
が
一
九
五
七
年
の
設
立
条
約
の
下
で
、「
限
定
的
な
国
際
人
格
」（lim

ited international 

personality

）
を
持
っ
て
い
た
と
述
べ
て
い
る
。W

hite, N
.D

., The Law
 of International O

rganizations, （1996

）, pp.44 , 45 , 47 , 49 .　

メ
ン
デ
ル
ソ
ン

は
、「
一
定
の
国
際
法
人
格
」（a m

easure of international legal personality

）
と
述
べ
て
い
る
。M

endelson, M
., The D

efinition of International 

O
rganization in the International Law

 C
om

m
issions C

urrent Project on R
esponsibility of International O

rganizations, R
agazzi, M

., 

（ed.

） 
International Responsibility Today: Essays in M

em
ory of O

scar Schachter, M
artinus N

ijhoff （2005

）, pp.371-389 , at p.384 .
 

　

し
か
し
、
い
ず
れ
の
議
論
も
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
概
念
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
は
役
立
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う

に
、
法
人
格
や
法
主
体
性
な
ど
の
用
語
は
、
資
格
な
い
し
地
位
を
示
す
も
の
に
す
ぎ
ず
、
権
利
や
法
的
能
力
に
関
す
る
定
量
的
な
意
味
を
含
ま
な
い
。
そ
れ

に
、
国
際
法
主
体
の
権
利
と
義
務
、
個
々
の
行
為
を
行
う
権
限
は
、
主
体
ご
と
に
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。

 

　

国
際
組
織
の
実
行
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
、
ジ
ェ
ン
ク
ス
が
国
連
専
門
機
関
の
国
際
通
貨
基
金
（IM

F

）
や
国
際
復
興
開
発
銀
行
（
世
界
銀
行
：IB

R
D

）

の
設
立
協
定
に
お
け
る
「
完
全
な
法
人
格
」（full juridical personality

）
を
も
つ
と
の
規
定
に
疑
義
を
表
明
し
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。Jenks, C

.W
., The 

Legal Personality of International O
rganizations, British Yearbook of International Law

 （Brit. YIL

）, vol.22 , （1945

）, p.271 .　

 

　

典
型
的
な
例
は
、
投
資
紛
争
解
決
国
際
セ
ン
タ
ー
（IC

SID

）
の
設
立
条
約
で
あ
る
投
資
紛
争
解
決
条
約
第
六
条
や
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
設
立
協
定
第
五

〇
条
で
あ
る
。
若
干
の
地
域
的
国
際
組
織
の
設
立
条
約
は
、
当
該
組
織
の
国
内
法
上
の
地
位
に
関
し
て
「
完
全
な
法
人
格
」
を
も
つ
と
し
て
、
国
連
特
権
免
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除
条
約
や
専
門
機
関
特
権
免
除
条
約
で
規
定
す
る
典
型
的
な
行
為
能
力
で
あ
る
⑴
契
約
を
結
ぶ
能
力
、
⑵
不
動
産
及
び
動
産
を
取
得
し
、
処
分
す
る
能
力
、

⑶
訴
訟
を
提
起
す
る
能
力
を
掲
げ
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
開
発
銀
行
設
立
協
定
第
五
一
条
や
ア
フ
リ
カ
開
発
基
金
設
立
協
定
第
四
一
条
、
東
ア
フ
リ
カ
開
発
銀

行
憲
章
第
四
三
条
、
カ
リ
ブ
海
共
同
体
設
立
条
約
第
二
〇
条
な
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
約
は
、
国
内
法
上
の
法
人
格
を
規
定
し
て
い
る
と

み
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
国
連
特
権
免
除
条
約
で
掲
げ
る
上
記
の
行
為
能
力
は
、
例
示
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
地
域
的
な
開
発
銀
行
や
基
金

な
ど
の
設
立
条
約
に
お
け
る
「
完
全
な
法
人
格
」
の
規
定
も
象
徴
的
な
意
味
し
か
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
文
Ⅳ
の
国
連
以
外
の
国
際
組
織
の
設
立

文
書
に
お
け
る
関
連
事
例
も
参
照
。

（
53
） 

IC
J. Reports, 1949 , op. cit. supra, note （3

）, p.185 .

（
54
） 

Ibid., pp.176-177 .

（
55
） 

国
連
が
職
員
に
対
す
る
危
害
で
被
っ
た
自
身
の
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
こ
と
は
、
総
会
第
六
委
員
会
に
お
い
て
国
連
の
権
限
拡
大
を
警
戒
し
て
い

た
ソ
連
の
代
表
さ
え
積
極
的
に
支
持
し
た
。U

N
. G

.A
. O

ff. Rec. 3 rd Sess. Part 1 , 6 th C
om

m
ittee, Sum

m
ary R

ecords of M
eetings 21  Septem

ber-10  
D

ecem
ber 1948 , 115 th M

eeting, 22  N
ovem

ber 1948 , p.558 .
 

　

も
っ
と
も
、
任
務
遂
行
中
の
職
員
が
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
国
連
が
保
護
権
を
行
使
で
き
る
か
否
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
裁
判
所
が
行
っ
た
の

は
、
国
連
が
憲
章
で
明
示
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
権
能
だ
け
で
な
く
、
そ
の
目
的
の
達
成
ま
た
は
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
権
能
を
憲
章
上
、
暗
黙
に

認
め
ら
れ
て
お
り
、
職
員
に
関
す
る
「
機
能
的
保
護
権
」
の
「
黙
示
的
権
能
」
を
も
つ
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。

（
56
） 

本
件
に
お
い
て
実
際
に
解
決
を
必
要
と
し
た
の
は
、
国
連
が
非
加
盟
国
で
あ
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の
支
配
下
に
あ
っ
た
エ
ル
サ
レ
ム
で
任
務
遂
行
中
の

職
員
に
対
す
る
危
害
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
、
同
国
か
ら
賠
償
を
得
る
た
め
の
請
求
を
行
う
能
力
を
も
つ
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
こ
の
読

み
替
え
に
問
題
は
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
諮
問
が
請
求
の
相
手
側
と
し
て
「
法
律
上
ま
た
は
事
実
上
の
政
府
」（de jure or de facto 

governm
ent

）
と
し
た
の
は
、
成
立
直
後
で
「
暫
定
政
府
」
し
か
も
た
な
か
っ
た
イ
ス
ラ
エ
ル
を
意
識
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
エ
ル
の
独
立
宣
言

は
、
一
九
四
八
年
五
月
一
四
日
の
深
夜
に
行
わ
れ
て
暫
定
政
府
が
成
立
し
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
同
日
、
法
律
上
の
国
家
承
認
を
行
っ
た
が
、
暫
定
政
府
に

つ
い
て
は
、「
事
実
上
の
当
局
」（de facto authority

）
と
呼
び
、
事
実
上
の
承
認
に
と
ど
め
て
い
た
。

（
57
） 

本
件
で
裁
判
所
が
国
連
の
イ
ス
ラ
エ
ル
に
対
す
る
請
求
権
の
有
無
の
み
を
判
断
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
か
な
り
異
な
っ
た
対

応
が
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
エ
ル
と
国
連
の
関
係
で
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
、
国
連
の
客
観
的
国
際
法
人
格
に
依
拠
し
な
く
て
も
対
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応
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
⑴
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
は
、
第
一
次
パ
レ
ス
チ
ナ
戦
争
中
、
自
国
が
一
九
四
七
年
の
国
連
総
会
の
パ
レ
ス
チ
ナ
分
割
決
議
に
基
づ
い

て
成
立
し
た
こ
と
を
繰
り
返
し
主
張
し
て
い
た
。
⑵
同
政
府
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
要
求
し
た
決
議
に
従
っ
て
停
戦
し
、
総
会
と
安
全
保
障
理
事
会
の
決

議
や
決
定
に
基
づ
い
て
派
遣
さ
れ
た
国
連
調
停
官
や
休
戦
監
視
員
を
受
け
入
れ
て
い
た
。
⑶
調
停
官
と
監
視
員
の
暗
殺
現
場
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
支
配
下

に
あ
っ
た
。
⑷
事
件
の
当
日
、
連
絡
調
整
官
（C

oordination O
fficer

）
を
調
停
官
の
一
行
に
同
行
さ
せ
て
い
た
。
⑸
事
件
の
当
日
、
シ
ャ
レ
ッ
ト
（M

. 

Sharett

）
外
務
大
臣
は
、
自
国
の
責
任
を
認
め
た
も
の
か
否
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
国
連
事
務
総
長
に
電
報
を
送
っ
て
遺
憾
の
意
を
伝
え
て
い
た
。U

N
, 

Bulletin, op. cit. supra. note, （25

）, p.765 . W
right, Q

., R
esponsibility for Injuries to the U

nited N
ations, Editorial C

om
m

ent, Am
.JIL.vol.43 , （1949

）, 
pp.95-104 .

（
58
） 

裁
判
所
が
本
件
に
関
し
て
国
連
の
国
際
法
人
格
を
特
別
に
重
要
視
し
て
、
依
拠
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
連
法
務
部
、
国
際
法
の
発
達･

法
典
化

局
の
梁
鋆
立
（Y- L Liang

）
局
長
が
述
べ
て
い
る
以
下
の
よ
う
な
事
情
も
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

 

　

国
連
総
会
第
六
委
員
会
で
暗
殺
事
件
へ
の
対
応
を
議
論
し
た
際
に
、
一
〇
カ
国
の
代
表
が
国
連
の
国
際
法
人
格
や
行
為
能
力
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
国
際

司
法
裁
判
所
に
お
け
る
本
件
の
審
理
に
向
け
て
陳
述
書
を
提
出
し
た
イ
ン
ド
と
中
国
（
中
華
民
国
）、
ア
メ
リ
カ
は
、
国
連
の
国
際
請
求
を
行
う
能
力
を
否

定
せ
ず
、
あ
る
い
は
積
極
的
に
認
め
た
。

 

　

本
件
の
勧
告
的
意
見
の
審
理
中
に
国
連
事
務
総
長
の
代
表
と
し
て
裁
判
所
で
口
頭
陳
述
を
行
っ
た
法
務
部
担
当
の
ケ
ル
ノ
（I. K

erno

）
事
務
次
長
は
、

憲
章
の
起
草
者
た
ち
が
国
連
の
任
務
遂
行
中
に
損
害
を
被
っ
た
職
員
を
保
護
す
る
権
利
や
、
国
連
の
国
際
的
性
格
上
必
須
の
権
利
を
含
む
、
固
有
の
国
際
法

人
格
を
も
つ
組
織
を
創
設
し
た
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
総
会
が
要
請
し
た
勧
告
的
意
見
の
要
点
を
述
べ
て
、
国
連
の
請
求
権
は
、「
国
連
の
国
際
的
人
格
に

直
接
関
係
す
る
問
題
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
裁
判
所
の
判
断
が
国
際
組
織
の
発
達
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
の
判
断
を
示
し
た
。Exposé du D

r. Ivan 

K
erno, C

IJ, M
em

oires, Plaidoiries et D
ocum

ents, Séance publique du 7  m
ars 1949 , m

atin, R
éparation des D

om
m

ages suibs au Service des N
ations 

U
nies, Avis C

onsultatif du 11  Avril 1949 , pp.50-69 , at pp.51 , 67 , 69 .
 

　

国
連
の
国
際
法
人
格
を
中
心
と
す
る
国
際
的
地
位
を
詳
細
に
論
じ
た
の
は
、
事
務
総
長
の
顧
問
と
し
て
出
廷
し
た
法
務
部
の
フ
ェ
ラ
ー
（A

.H
. Feller

）

主
席
局
長
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
国
連
総
会
が
裁
判
所
に
求
め
た
請
求
権
の
問
題
に
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
国
連
憲
章
や
関
連

文
書
、
国
際
的
実
行
に
依
拠
し
て
、
国
連
が
国
際
法
上
の
人
格
と
と
も
に
、
職
員
を
保
護
す
る
権
利
を
も
ち
、
機
構
や
犠
牲
者
、
彼
を
通
じ
て
権
利
を
も
つ

者
（
親
族
）
が
被
っ
た
損
害
に
関
し
て
、
責
任
の
あ
る
法
律
上
ま
た
は
事
実
上
の
政
府
に
対
し
て
国
際
的
請
求
を
提
起
で
き
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
国
際
法
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の
主
体
で
創
造
者
で
も
あ
る
国
家
が
国
連
の
国
際
法
人
格
を
設
定
し
た
が
、
こ
の
国
際
法
人
格
は
、
加
盟
国
だ
け
で
な
く
、
非
加
盟
国
に
よ
っ
て
も
認
め
ら

れ
て
お
り
、
今
や
一
般
国
際
法
上
の
根
拠
を
も
つ
と
主
張
し
た
。Statem

ent by M
r. Feller, C

ounsel for the Secretary- G
eneral of the U

nited N
ations, 

Public sittings of M
arch 7 th and 8 th 1949 , ibid., pp.70-93 , at pp.70 , 74 .

 

　

フ
ェ
ラ
ー
の
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
第
一
に
、
法
人
格
の
概
念
を
以
下
の
よ
う
な
一
般
的
に
理

解
さ
れ
て
い
る
形
で
捉
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
法
人
格
の
本
質
は
、
法
的
権
利
を
享
有
し
、
義
務
を
負
担
す
る
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、
国
連
は
、
国
際
法
上
の
人
格
者
（a international personality

）
で
あ
る
か
ら
、
国
際
法
上
の
権
利
を
享
有
す
る
能
力
を
も
つ
。
わ
れ

わ
れ
が
国
家
と
呼
ぶ
国
際
法
人
格
者
は
、
他
の
国
家
と
共
通
し
て
主
権
や
平
等
な
ど
の
一
般
ま
た
は
慣
習
国
際
法
に
も
と
づ
く
権
利
と
他
国
と
の
条
約
で
取

得
す
る
他
の
権
利
を
享
有
す
る
。
国
連
と
呼
ば
れ
る
国
際
法
人
格
者
は
、
同
様
に
一
般
国
際
法
及
び
条
約
国
際
法
か
ら
生
じ
る
権
利
を
享
有
す
る
。
国
連
の

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
一
定
の
状
況
で
は
同
じ
ま
た
は
類
似
す
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
か
な
ら
ず
し
も
国
家
の
も
の
と
は
同
じ
で
は
な
い
。」ibid., p.76 .

　

引
用
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
は
“personality

”と
い
う
用
語
を
法
人
格
と
と
も
に
、
法
人
格
者
を
示
す
こ
と
に
も
用
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

用
法
は
、
若
干
の
論
者
に
も
み
ら
れ
る
が
、
恒
藤
博
士
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
人
格
と
法
人
格
者
は
、
異
な
る
概
念
で
あ
り
、
用
語
も
よ
り
明
確
に
区
別

し
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
恒
藤
恭
「
法
律
意
識
に
お
け
る
人
格
者
概
念
（
一
）」『
法
学
論
叢
』
第
二
三
巻
一
号
、（
一
九
三
〇
）、
二
五
頁
、
註
一

参
照
。
同
『
法
的
人
格
者
の
理
論
』
弘
文
堂
、（
一
九
三
六
）、
三
四
頁
、
註
（
1
）
を
参
照
。

 

　

第
二
に
、
他
方
で
、
国
連
の
権
利
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。「
国
連
は
、
そ
れ
を
創
設
し
た
国
家
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
国
際
法
人
格
を

も
ち
、
こ
の
法
人
格
に
付
随
す
る
（incidental

）
国
際
請
求
を
提
起
す
る
手
続
的
能
力
（procedural capacity to present an international claim

）
を
も

つ
。」
ま
た
、
国
連
は
、
そ
の
「
法
人
格
の
帰
結
（consequence
）
と
し
て
、
一
定
の
国
際
法
上
の
権
利
を
保
持
す
る
。」ibid., p.70 .　

こ
れ
は
、
国
連
の

国
際
法
人
格
か
ら
、
国
際
請
求
権
と
い
う
手
続
的
な
行
為
能
力
を
導
い
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
連
の
国
際
法
人
格
を
国
際

的
な
権
利
義
務
や
行
為
能
力
を
も
つ
こ
と
の
帰
結
と
し
て
位
置
づ
け
た
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
国
際
的
な
権
利
や
こ
の
権
利
の
侵
害
に
対
し
て
国
際
請
求
を

行
う
能
力
、
一
般
に
行
為
能
力
と
理
解
さ
れ
て
い
る
一
つ
の
権
能
の
根
拠
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
も
基
本
的
に
そ
の
よ
う
な

立
場
を
と
っ
た
た
め
、
一
方
で
、
国
連
の
国
際
法
人
格
を
国
際
的
な
権
利
義
務
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
他
方
で
、
こ
の
国
際
法
人
格
を
新
た
な
国

際
法
上
の
権
利
義
務
や
行
為
能
力
の
根
拠
と
す
る
、
つ
ま
り
、
国
際
法
上
の
権
利
能
力
と
行
為
能
力
を
国
際
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
導
く
循
環
論
法
の
起
源

を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
理
論
の
最
大
の
問
題
点
は
、
国
際
法
人
格
の
指
標
と
し
て
の
国
際
的
な
権
利
義
務
、
ま
た
は
法
律
行
為
と
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
の
国
際
的
な
権
利

義
務
と
法
律
行
為
を
区
別
す
る
基
準
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
具
体
的
な
権
利
義
務
や
法
律
行
為
を
恣
意
的
に
し
か
示
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

循
環
論
法
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
法
理
論
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。

 

　

第
三
に
、
国
際
法
の
主
体
で
創
造
者
で
も
あ
る
国
家
が
国
連
の
国
際
法
人
格
を
設
定
し
た
が
、
こ
の
国
際
法
人
格
は
、
加
盟
国
だ
け
で
な
く
、
非
加
盟
国

に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
て
お
り
、
今
や
一
般
国
際
法
上
の
根
拠
を
も
つ
と
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
国
家
が
国
連
を
創
設
し
て
国
際
法
人
格
を

設
定
し
た
と
い
う
点
は
、
国
際
的
実
体
の
法
的
性
質
や
地
位
は
、
国
際
法
秩
序
の
問
題
、
つ
ま
り
、
国
際
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
し

な
い
限
り
、
国
際
法
人
格
が
生
じ
る
事
実
的
な
側
面
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
容
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
国
連
の
国
際
法
人
格
が
加
盟
国
だ

け
で
な
く
、
非
加
盟
国
に
よ
っ
て
も
認
め
ら
れ
、
一
般
国
際
法
上
の
根
拠
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
た
と
い
う
十
分
な
論
拠
を
示
し
て
い
な
い
。

 

　

事
件
当
時
、
ス
イ
ス
を
筆
頭
と
し
て
国
連
の
非
加
盟
国
が
国
連
と
協
定
な
ど
を
締
結
し
て
、
そ
の
国
際
法
人
格
を
明
示
的
ま
た
は
黙
示
的
に
認
め
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
非
加
盟
国
が
国
連
の
国
際
法
人
格
を
認
め
て
い
て
、
国
連
の
「
客
観
的
国
際
法
人
格
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
お

り
、
一
般
国
際
法
上
確
立
し
て
い
た
こ
と
は
、
論
証
さ
れ
て
お
ら
ず
、
推
論
に
す
ぎ
な
い
。
彼
の
主
張
は
、
勧
告
的
意
見
で
当
時
の
国
際
社
会
の
大
多
数
を

構
成
し
た
五
〇
カ
国
が
、
客
観
的
法
人
格
を
も
つ
国
連
を
創
設
す
る
権
利
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
裁
判
所
の
判
断
に
繋
が
る
が
、
一
方
的
な
議
論
で
あ
っ

た
。

 

　

ベ
ル
ギ
ー
の
カ
エ
ケ
ン
ベ
ー
ク
（G

. K
aeckenbeeck

）
代
表
、
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ョ
ウ
モ
ン
（C

h. C
hum

ont

）
代
表
、
イ
ギ
リ
ス
の
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス

（G
.G

. Fitzm
aurice

）
代
表
も
、
裁
判
所
に
お
け
る
口
頭
陳
述
で
国
連
の
国
際
法
人
格
と
国
際
的
な
請
求
能
力
を
認
め
た
。
フ
ィ
ッ
ツ
モ
ー
リ
ス
代
表
は
、

イ
ギ
リ
ス
代
表
と
し
て
出
席
し
た
総
会
第
六
委
員
会
で
は
、
国
連
の
国
際
法
人
格
や
国
際
請
求
権
を
疑
問
視
し
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
陳
述
書
に
沿
っ

て
、
国
連
の
国
際
法
人
格
の
存
在
を
主
張
し
た
。
同
国
の
陳
述
書
で
は
、
国
際
的
な
権
利
義
務
を
も
つ
実
体
は
、
国
際
法
人
格
を
も
ち
、
国
連
憲
章
が
加
盟

国
の
権
利
義
務
と
は
別
に
、
国
連
自
身
の
権
利
や
義
務
を
規
定
し
て
い
て
、
国
連
は
、
国
際
法
人
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

「
特
殊
な
法
人
格
者
」（a juristic person sui generis

）
で
あ
る
、
と
し
て
い
た
。
同
代
表
は
、
国
際
組
織
が
設
立
文
書
で
与
え
て
い
る
か
、
関
係
文
書
で
定

め
た
任
務
の
遂
行
と
目
的
の
達
成
の
た
め
に
も
つ
と
想
定
さ
れ
る
能
力
や
権
能
の
み
を
も
つ
と
し
た
。
梁
局
長
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
立
場
は
、
法
人
格

を
も
つ
実
体
は
、
法
人
格
の
固
有
の
、
か
つ
必
然
的
な
特
性
と
し
て
、
自
ら
の
利
益
と
任
務
を
遂
行
し
て
い
る
使
用
人
の
利
益
を
保
護
す
る
能
力
を
も
ち
、

侵
害
に
は
損
害
賠
償
を
請
求
し
、
法
人
格
が
国
際
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
能
力
は
、
国
内
と
同
様
に
、
国
際
的
な
場
で
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。Liang, Y.- L, R

eparation for Injuries suffered in the Service of the U
nited N

ations, N
ote on legal Q

uestions C
oncerning 

the U
nited N

ations, Am
. JIL. vol.43 , （1949

）, pp.460-478 .
（
59
） 

Seidle- H
ohenveldern, I., R

echtsbeziechungen zw
ischen Internationalen O

rganisationen und den einzelnen Staaten, Archiv des Völkerrecht 

（AV
）, vol.4 , （1953-54

）, pp.33 . Seidle- H
ohenveldern, Legal Personality of International and Supranational O

rganizations, R. Egyp. D
I, op. cit. 

supra, note （2
）, pp.35 , 36 .　

彼
は
「
派
生
的
法
人
格
」
と
い
う
用
語
を
国
内
法
に
お
け
る
法
人
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
も
使
っ
た
。
か
な
ら
ず
し
も
、

「
派
生
的
国
際
法
人
格
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
な
い
場
合
も
含
め
て
こ
の
立
場
を
と
っ
た
他
の
論
者
と
し
て
、
モ
ー
ス
ラ
ー
、
ル
テ
ー
ル
、
シ
ュ
ヴ
ァ

ツ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
ツ
ェ
マ
ネ
ク
、
ハ
ー
ン
、
カ
ス
ム
、
ペ
ス
カ
ト
ー
ル
、
ビ
ン
ト
シ
ェ
ド
ラ
ー
、
ヤ
シ
ー
ン
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。M

osler, H
., D

ie 

vö lkerrechtliche W
irkung bundesstaatlicher Verfassungen, Festschrift fü r R

ichard Thom
a: zum

 75  G
eburtstag am

 19 . D
ezem

ber 1949 , M
ohr, 

（1950

）, p.135 . R
euter, P., Les Institutions internationales, Presses U

niversitaires de France （1955

）, p.180 . R
euter, P., International Institutions 

（translation by J. M
. C

ham
pm

an
）, G

eorge A
llen &

 U
nw

in （1958

）, pp.85-86 . Schw
arzenberger, G

., International Law
, vol, 1 , 3 rd ed. Stevens 

（1957

）, pp.128-129 , 137-138 . Zem
anek, op. cit. supra, note （46

）, p.25 . H
ahn, H

. J., EU
R

ATO
M

: The C
onception of an International Personality, 

H
arv.LR, vol.71 , N

o.6 , （1958

）, pp.1045 , 1048-1050 . K
asm

e, R
., La C

apacité de l’O
rganisation des N

ations U
nies de conclure des traités, R

. 

Pichon &
 D

urand- A
uzias （1960

）, p.26 . Pescatore, P., Les relations extérieures des C
om

m
unautés européennes, RC

AD
I. vol.103 , （1961- II

）, 
pp.195-196 , 203-204 . B

indschedler, R
., D

ie A
nerkennung im

 V
ö lkerrecht, AV, Vol.9 , 

（1961-62

）, pp.387-389 . Yasseen, M
.K

., C
reation et 

personnalité juridique des organisations internationales, Setting up and Legal Personality of International O
rganizations, D

upuy, R
.- J. （ed.

）, 
M

anuel sur les organisations internationales, （A H
andbook on International O

rganizations

）, M
artinus N

ijhoff （1988

）, pp.44-48 .

（
60
） 

客
観
的
国
際
法
人
格
説
は
、
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
に
触
発
さ
れ
た
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
（F. Seyersted

）
が
（
客
観
的
国
際
法
人
格
を
国
連
に
限
定

し
た
）
裁
判
所
の
判
断
も
含
め
て
、
派
生
的
国
際
法
人
格
説
を
批
判
す
る
立
場
か
ら
、
す
べ
て
の
国
際
組
織
に
関
す
る
理
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
客
観
的
国
際
法
人
格
説
と
そ
の
主
要
点
に
つ
い
て
は
、
彼
の
見
解
に
基
づ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。Seyersted, F., O

bjective 

International Personality of Intergovernm
ental O

rganizations: D
o their capacities really depend upon their C

onstitutions? C
openhagen （1963

）, 
Introduction, pp.9-11 , 20-21 , 44-45 , 61 , 99-110 , 112 .　
（
ま
っ
た
く
同
内
容
の
論
考
が N

ordisk Tidsskrit for International Ret og Jus G
entium

 （N
ord.

TIR

）, vol.34 , （1964

）
に
転
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
主
と
し
て
一
九
六
三
年
の
著
書
をSeyersted, O

bjective International Peronality

と
略
記
す
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る
。
ほ
ぼ
同
内
容
の
論
文
が
一
九
六
四
年
のIndian Journal of International Law

 （Ind. JIL

）, vol.4 , N
o.1 , N

o.2

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

Seyersted, International Personality, （1

）, （2

）, Ind. JIL

と
す
る
。
客
観
的
国
際
法
人
格
に
関
す
る
彼
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Seyersted, 

International Personality, （2

）, Ind. JIL, vol.64 , N
o.2 . pp.233-235 , 253-265 .　

な
お
、
彼
の
没
後
に
、C

om
m

on Law
 of International O

rganizations, 

M
artinus N

ijhoff （2008

）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、Seyersted, C
om

m
on Law

と
記
す
。

（
61
） 

R
am

a- M
ontaldo, M

., International Legal Personality and Im
plied Pow

ers of International O
rganizations, Brit.YIL. vol.44 , （1970

）, pp.116 , 
124-141 , 155 .　

カ
ロ
ズ
と
プ
ロ
ブ
ス
ト
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。C

arroz, Y. &
 Probst, Y., Personnalité juridique internationale et capacité de 

conclure des traité de l’O
N

U
 et des institutions spécialisées, Pedone （1953

）, p.86 .　

ラ
マ
・
モ
ン
タ
ル
ド
は
、
国
際
組
織
が
国
際
法
人
格
を
与
え
ら

れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
特
別
な
権
利
や
義
務
が
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
た
ブ
ラ
ウ
ン
リ
ー
や
イ
ン
グ
リ
ッ
ド
・
デ
タ
ー
、
オ
コ
ン
ネ
ル
な
ど
の
見

解
を
法
人
格
の
帰
結
に
関
す
る
「
形
式
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（form

al approach

）
と
呼
ん
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
際
的
な
場
で
異
な
る
権
利

義
務
を
も
ち
、
独
自
の
性
格
を
も
つ
国
際
法
の
主
体
の
存
在
を
指
摘
す
る
点
で
は
正
し
い
が
、
国
際
組
織
に
い
か
な
る
権
能
（pow

ers

）
や
権
利
も
生
じ
な

い
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
国
際
法
の
主
体
で
も
国
際
組
織
と
国
家
に
同
じ
帰
結
が
生
じ
な
い
の
は
当
然
だ
が
、
国
際
法
人
格
が

レ
ッ
テ
ル
（a label

）
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
立
場
で
は
、（
中
略
）
国
際
法
人
格
は
、
実
際
的
な
有
用
性
を
失
っ
て
、
た

ん
な
る
記
述
的
概
念
に
な
っ
て
し
ま
い
、
国
際
法
の
特
別
な
主
体
の
権
限
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
も
、
特
定
の
主
体
に
共
通
す
る
属
性
を
付
与
す
る
こ
と
も

役
立
た
な
い
と
し
た
。（ibid., pp.113-114 .

）

 

　

彼
は
、
カ
ロ
ズ
や
プ
ロ
ブ
ス
ト
、
セ
レ
ニ
、
バ
ラ
ド
ー
レ
・
パ
リ
エ
リ
、
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
な
ど
の
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
か
ら
国
際
法
上
の
一
定

の
権
利
義
務
を
導
く
、「
実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（m

aterial approach

）
を
す
る
論
者
の
法
人
格
の
実
体
的
概
念
と
「
形
式
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
す
る
論
者
に

よ
る
組
織
の
権
限
に
関
す
る
黙
示
的
権
限
の
概
念
を
支
持
し
た
。（ibid., p.124 .

）
そ
し
て
、「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告

的
意
見
を
検
討
し
た
結
論
と
し
て
、
第
一
に
、
裁
判
所
が
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
し
て
、
組
織
が
必
要
な
要
件
を
備
え
て
成
立
す
れ
ば
、
国
際
法
人
格
を

も
つ
と
す
る
「
客
観
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（objective approach

）
と
実
質
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
た
と
判
断
し
た
。
第
二
に
、
裁
判
所
の
意
見
で
は
、
組
織
の
国

際
法
人
格
か
ら
生
じ
る
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
一
定
の
権
利
と
と
も
に
、
組
織
の
目
的
や
任
務
か
ら
推
論
さ
れ
る
明
示
さ
れ
て
い
な
い
他
の
権
利
が
あ
っ

た
。（ibid., pp.129 , 131 .

）

 

　

彼
が
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
あ
げ
た
権
利
義
務
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
⑴
国
際
的
な
場
で
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
意
思
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を
異
な
る
法
的
手
段
で
表
明
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
国
際
組
織
が
国
際
的
行
為
を
行
う
能
力
を
構
成
す
る
も
の
で
、
双
方
的
行
為
（
条
約
）
と

約
束
、
通
告
、
承
認
、
放
棄
、
請
求
な
ど
の
一
方
的
行
為
が
あ
っ
た
。
条
約
締
結
の
予
備
的
行
為
と
し
て
の
国
際
会
議
へ
の
参
加
や
会
議
の
開
催
も
含
ま
れ

た
。
⑵
国
際
組
織
が
独
自
の
法
的
実
体
で
あ
る
と
自
ら
証
明
し
、
他
の
国
際
法
人
格
者
と
関
係
を
も
つ
こ
と
を
可
能
に
す
る
権
利
で
あ
り
、
能
動
的
・
受
動

的
使
節
権
、
他
の
国
際
法
主
体
や
政
府
の
承
認
、
独
自
の
標
章
や
旗
を
使
用
す
る
権
利
が
あ
っ
た
。（ibid., pp.139-140 .

）
つ
ま
り
、
国
際
組
織
の
国
際
法

人
格
か
ら
生
じ
る
権
利
は
、
こ
の
組
織
が
他
の
国
際
法
人
格
者
と
関
係
を
取
り
結
び
、
国
際
的
な
場
に
お
い
て
独
自
の
実
体
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
証
明
す
る

の
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
際
的
行
為
は
、
国
際
的
平
面
で
法
的
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
目
論
ま
れ
た
組
織
の
意
思
の
表
明
で
あ
っ
て
、
こ
れ

ら
の
行
為
を
行
う
能
力
は
法
人
格
か
ら
生
じ
る
権
利
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。（ibid., pp.153 , 154 .

）

 

　

問
題
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
根
拠
で
あ
る
。
ラ
マ
・
モ
ン
タ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
国
際
組
織
は
、
一
定
の
客
観
的
な
前
提
条
件
を
満
た
せ
ば
、
国

際
法
人
格
を
保
持
し
た
。
す
な
わ
ち
、
構
成
国
か
ら
分
離
し
た
意
思
を
表
明
す
る
機
関
を
も
ち
、
任
務
を
は
た
し
、
権
限
を
行
使
し
て
達
成
さ
れ
る
明
確
な

目
的
を
も
つ
よ
う
な
国
家
の
結
合
体
を
創
設
す
る
条
約
で
あ
っ
た
。（ibid., pp.154-155 .

）
国
際
法
人
格
は
、
国
家
の
場
合
と
同
様
、
た
ん
な
る
形
式
的
概

念
で
は
な
く
、
確
実
な
法
的
帰
結
を
生
じ
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
人
格
者
が
独
自
の
実
体
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
、
他
の
国
際
法
主
体
と
関
係
を
取
り
結

ん
で
国
際
的
な
場
で
活
動
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
要
約
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。（ibid., p.155 .

）
以
上
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ラ

マ
・
モ
ン
タ
ル
ド
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
か
ら
国
際
法
上
の
権
利
義
務
や
行
為
能
力
を
導
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
組
織
の
権
利
義
務
や
行
為
能

力
は
、
当
該
組
織
の
国
際
法
人
格
の
帰
結
で
あ
り
、
国
際
法
人
格
は
、
国
際
法
上
の
権
利
や
義
務
の
淵
源
で
あ
り
根
拠
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
論
理
の
背

景
と
し
て
、
彼
が
国
連
損
害
賠
償
事
件
に
お
け
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
影
響
さ
れ
た
こ
と
と
、
国
家
と
国
際
組
織
の
権
利
義
務
の
相
違
を
強
調
し
な

が
ら
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
根
拠
を
国
家
の
場
合
と
同
様
に
、
一
般
国
際
法
に
求
め
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
以
下
、
彼
の
議
論
の
問
題
点
を
指

摘
し
て
お
き
た
い
。

 

　

ま
ず
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
前
提
条
件
と
し
て
設
立
条
約
の
存
在
を
あ
げ
て
い
る
が
、
国
際
組
織
の
設
立
条
約
は
、
当
該
組
織
の
成
立
要
件
で

あ
っ
て
、
必
ず
し
も
国
際
法
人
格
の
要
件
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
設
立
条
約
に
は
、
当
該
組
織
の
国
際
法
上
の
権
利
や
権
能
が
明
示
的
・
黙
示

的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
国
際
法
人
格
の
前
提
と
な
る
国
際
法
上
の
権
利
や
権
限
と
国
際
法
人
格
の
帰
結
と
し
て
の
権
利
や
義
務
は
、
ど
の
よ
う
に

区
別
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
の
議
論
に
も
循
環
論
法
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
彼
が
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
権
利
と
新
た

な
権
利
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
法
律
行
為
を
明
確
に
区
別
し
な
か
っ
た
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
権
利
能
力
と
行
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為
能
力
の
違
い
を
明
確
に
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
記
せ
ば
、
彼
は
、
国
家
が
国
際
法
の
主
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
国
際
法
人
格
者
と
し
て
も

つ
、
一
般
国
際
法
上
の
権
利
や
義
務
と
設
立
文
書
上
、
す
な
わ
ち
特
別
国
際
法
上
も
つ
権
利
や
義
務
の
境
界
線
も
区
別
し
な
か
っ
た
。
ラ
マ
・
モ
ン
タ
ル
ド

も
「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
に
お
け
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
勧
告
的
意
見
の
国
際
法
人
格
論
に
惑
わ
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

（
62
） 
ク
ラ
バ
ー
ス
は
、
上
記
の
派
生
的
国
際
法
人
格
説
と
客
観
的
国
際
法
人
格
説
を
「
意
思
説
」（w

ill theory

）、
と
「
客
観
説
」（objective theory

）
に
組

み
替
え
た
。
意
思
説
と
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
根
拠
を
設
立
条
約
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
組
織
を
設
立
し
た
国
家
の
意
思
に
基
づ
か
せ
る
立
場
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
思
説
と
客
観
説
の
内
容
や
得
失
を
述
べ
て
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
、「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
で
両
説
を
部
分
的

に
容
認
す
る
よ
う
な
判
断
も
し
た
が
、
結
局
、
い
ず
れ
の
立
場
も
支
持
し
な
か
っ
た
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
憲
章
に
は
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
明

示
的
規
定
は
な
か
っ
た
が
、
裁
判
所
は
、
憲
章
の
起
草
・
採
択
過
程
や
憲
章
規
定
、
国
連
が
実
際
に
行
使
し
て
い
る
権
利
義
務
や
権
限
（
権
能
）
な
ど
か

ら
、
国
際
法
人
格
を
推
定
（presum

e

）
し
た
。K

labbers, J., Presum
ptive Personality: The European U

nion in International Law, K
oskenniem

i, M
. 

（ed.

）, International Law
 Aspects of the European U

nion, K
luw

er Law
 International, （1998

）, pp.231-253 .　
（
以
下
で
は
、K

labbers, Presum
ptive 

Personality

と
記
す
。）
彼
の
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
学
説
を
「
意
思
説
」
と
「
客
観
説
」
に
区
分
す
る
こ
と
や
国
際
法
人
格
の
推
定
は
、
以

下
の
著
作
で
も
示
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
影
響
力
が
見
ら
れ
る
。K

labbers, J., A
n Introduction to International Institutional Law, C

am
bridge 

U
niversity Press, （2002

）, pp.52-57 . K
labbers &

 W
allendahl, op.cit.supra, note （46

）, pp.34-36 .　
（
以
下
で
は
、K

labbers, International Institutional 

Law

）
と
す
る
。
な
お
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
学
説
の
紹
介
と
説
明
は
、
以
下
の
論
文
で
手
際
よ
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
江
藤
淳
一
「
国
際

機
構
の
国
際
法
人
格

－
非
加
盟
国
に
対
す
る
対
抗
力

－

」
島
田
征
夫
・
古
谷
修
一
編
『
国
際
法
の
新
展
開
と
課
題
』（
林
司
宣
先
生
古
稀
祝
賀
）
信
山
社
、

（
二
〇
〇
九
）、
三
〇
五

－
三
二
九
頁
。
論
文
で
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
学
説
を
主
観
説
と
客
観
説
に
分
け
て
、
ク
ラ
バ
ー
ス
の
立
場
を

「
推
定
説
」（presum

ptive theory

）
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
も
「
推
定
説
」
と
す
る
。

 

　

ク
ラ
バ
ー
ス
の
推
定
理
論
は
、
国
連
や
彼
の
主
た
る
関
心
の
対
象
で
あ
っ
た
一
九
九
三
年
の
欧
州
連
合
条
約
（
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
）
に
基
づ
く
欧
州

連
合
の
よ
う
に
、
設
立
条
約
に
当
該
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
明
示
的
な
規
定
は
な
い
も
の
の
、
国
際
法
人
格
の
存
在
が
確
か
で
あ
る
か
、
想
定

さ
れ
る
場
合
の
状
況
を
う
ま
く
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
設
立
条
約
で
当
該
組
織
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し

て
い
る
場
合
に
は
、
意
味
を
持
た
な
い
。
彼
は
、
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
の
客
観
説
で
は
、「（
国
際
）
組
織
は
、
構
成
国
と
は
独
自
の
意
思
を
も
つ
や
い
な
や

存
在
す
る
。
か
く
し
て
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。」
が
、
国
際
組
織
が
自
ら
の
「
意
思
」（w

ill

）
を
持
つ
と
い
う
の
は
、「
法
律
上
の
擬
制
」（legal 
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fiction

）
で
あ
る
と
問
題
視
し
て
い
る
。（ibid., pp.241 , 243 .

）

 
　

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
国
際
組
織
の
「
意
思
」
は
、
ク
ラ
バ
ー
ス
が
読
み
替
え
た
も
の
で
あ
っ
て
、
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
の
当
該
著
作
の
関
連
個
所
に

は
、
国
際
組
織
の
「
意
思
」
へ
の
言
及
は
な
い
。
そ
れ
に
、
言
及
し
て
い
た
と
し
て
も
、
問
題
は
な
い
。
第
一
に
、
国
家
や
法
人
の
国
内
法
上
の
地
位
の
場

合
と
同
様
に
、
国
家
や
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
に
関
す
る
「
主
体
」、「
主
体
性
」、「
人
格
者
」、「
人
格
」
な
ど
は
、
す
べ
て
擬
制
的
な
用
語
で
あ

る
。
第
二
に
、
国
家
や
法
人
、
個
人
が
契
約
を
結
ぶ
の
は
、
当
事
者
の
「
意
思
」
の
合
致
に
よ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
家
や
国
際
組
織
が
他
の
国
際
法
主

体
と
条
約
を
締
結
す
る
場
合
に
も
、
当
事
者
の
意
思
の
合
致
に
よ
る
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
63
） 

本
稿
（
一
）、
本
文
四
〇

－

四
一
頁
を
参
照
。IC

J. Reports, 1949 , op. cit. supra, note （3

）, p.184 .

（
64
） 

Seyersted, O
bjective International Personality, op. cit. supra, note （60

）, pp.15-20 , 21-31 , 45 , 46-61 , 81-87 . Seyersted, International 
Personality （1

）, Ind. JIL, vol.64 , N
o.1 , op. cit. supra, note （60

）, pp.1-35 , 40-50 , 55-57 , 59-71 , 73-74 . International Personality （2

）, Ind. JIL, 
vol.64 , N

o.2 , op. cit. supra, note （60
）, pp.240-252 .

（
65
） 

ザ
イ
ド
ル･

ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
デ
ル
ン
が
ソ
連
の
国
際
法
学
者
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
見
解
の
一
般
的
傾
向
と
し
て
指
摘
し
た
「
機
能
的
法
人
格
」

（functional personality

）
と
い
う
表
現
も
類
似
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。Seidle- H

ohenveldern, R. Egyp. D
I, op. cit. supra, note （2

）.

（
66
） 

国
際
法
委
員
会
で
は
、
法
典
化
の
た
め
の
「
条
約
法
」
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
条
約
案
の
作
成
過
程
で
、
国
際
組
織
の
国
際
法
上
の
地
位
や
法
的

権
能
が
議
論
さ
れ
た
が
、
国
際
組
織
の
定
義
に
お
い
て
国
際
法
人
格
に
関
す
る
明
確
な
規
定
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
の
第
五
四
会

期
の
委
員
会
で
国
際
組
織
の
責
任
に
関
す
る
特
別
報
告
者
ガ
ヤ
（G

. G
aya

）
の
第
一
報
告
書
の
審
議
の
開
始
後
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
が
問
題
に

な
っ
て
、
状
況
が
大
き
く
変
っ
た
。

 

　

こ
の
第
一
報
告
書
の
条
文
案
第
二
条
の
国
際
組
織
の
定
義
に
は
、
国
際
法
人
格
の
文
言
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
五
月
五
日
の
第
二
七
五
一
回
会
合
で
、

特
別
報
告
者
は
、
国
際
組
織
の
国
際
責
任
に
関
し
て
は
、
国
際
法
人
格
が
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
組
織
の
行
為
は
、
他
の
実
体
、

多
分
、
構
成
員
国
に
帰
属
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。The responsibility of international organizations （A/ C

N
.4/529 , Sec. E, A/  C

N
. 

4/532 , A/ C
N

.4 , L.632

）, Sum
m

ary R
ecords of the First Part of the 54 th Sess. 2751 st M

eeting, 5  M
ay 2003 , ILC

 Report 2003 , vol.I, p.3 , para.21 .
 

　

第
二
七
五
三
回
会
合
に
お
い
て
、
ペ
レ
（A

. Pellet

）
委
員
は
、「
国
際
組
織
は
、
国
際
法
人
格
を
も
ち
、
そ
れ
は
必
然
的
に
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
。（ibid., pp.12 , para.43 .

）
こ
れ
に
対
し
て
、
特
別
報
告
者
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
を
否
定
す
る
意
図
は
な
い
が
、「
多
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く
の
」
国
際
組
織
が
法
人
格
を
も
っ
て
い
る
と
し
て
、
第
二
条
で
明
示
的
に
規
定
す
る
必
要
を
認
め
ず
、
同
条
の
「
能
力
」（capacity

）
は
国
際
組
織
の
国

際
法
人
格
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
、
文
言
を
改
善
す
る
余
地
を
認
め
た
が
、
法
人
格
に
つ
い
て
議
論
す
る
必
要
は
な
い
と
し
つ
つ
、
法

人
格
が
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。ibid., p.11 , para.36 .

こ
の
よ
う
な
応
接
と
他
の
委
員
の
意
見
も
あ
っ
て
、
起
草
委
員
会
が
提
出
し
た
条

文
案
第
二
条
で
は
、「
国
際
組
織
は
、
条
約
ま
た
は
国
際
法
の
規
律
を
受
け
る
そ
の
他
の
文
書
で
設
立
さ
れ
、
組
織
自
身
の
国
際
法
人
格
」
を
も
つ
こ
と
が

明
記
さ
れ
た
。R

esponsibility of International O
rganizations, Titles and texts of the draft articles 1 , 2  and 3  adopted by the D

rafting C
om

m
ittee, 

ILC
. 55 th Sess. G

eneva, 5  M
ay-6  June 2003  and 7  July-8  A

ugust 2003 , U
N

. G
A. D

istr. Lim
ited, A/ C

N
.4/ L.632 , 4  June 2003 . pp.1-2 .　

註
（
43
）

を
参
照
。

（
67
） 

国
際
法
学
会
で
は
、
一
九
八
九
年
か
ら
第
五
委
員
会
に
お
い
て
、
ヒ
ギ
ン
ス
（R

. H
iggins

）
委
員
が
報
告
者
と
な
っ
て
、
国
際
組
織
の
第
三
者
に
対

す
る
義
務
の
不
履
行
が
組
織
の
構
成
員
国
に
ど
の
よ
う
な
責
任
（liability

）
を
生
じ
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
（Les conséquences juridiques pour les états 

m
em

bres de l’inexécution par de organisations internationals de leurs obligations envers des tiers, The Legal C
onsequences for m

em
ber states of 

the non- fulfilm
ent by international organizations of their obligations tow

ard third parties

）
を
検
討
し
た
。
学
会
は
、
一
九
九
五
年
の
リ
ス
ボ
ン
会
期

で
こ
の
問
題
を
審
議
し
て
、
一
二
カ
条
か
ら
な
る
決
議
（R

esolution

）
を
採
択
し
た
（ibid., Part 2 , pp.233-453 .

）
こ
の
作
業
の
過
程
で
、
国
際
組
織
の

国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
も
行
わ
れ
た
。
本
稿
に
直
接
関
係
す
る
部
分
の
主
要
点
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。（ID

I, Annuaire: Yearbook, 

Session of Lisbon, 1995 , vol.66 , Part 1 , pp.243-469 .
）

 

　

報
告
者
は
、
一
九
八
九
年
の
予
備
的
報
告
書
で
、
第
三
者
に
対
す
る
直
接
責
任
に
関
し
て
構
成
員
国
へ
の
法
的
帰
結
と
国
際
組
織
の
法
人
格
に
つ
い
て
、

ま
ず
、
国
際
組
織
が
独
自
の
法
人
格
を
持
た
な
い
場
合
を
検
討
し
、
法
人
格
を
も
た
な
い
実
体
が
権
利
義
務
の
担
い
手
に
な
り
得
な
い
こ
と
は
、
広
く
認
め

ら
れ
て
い
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
あ
る
実
体
が
国
際
法
上
の
権
利
義
務
を
持
つ
か
否
か
は
、
国
際
法
人
格
を
持
つ
か
否
か
と
同
義
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
事

実
か
ら
導
か
れ
る
と
し
た
。（ibid., vol.66 , part 1 , p.253 .

）
つ
ぎ
に
、
国
際
組
織
が
独
自
の
法
人
格
を
持
つ
こ
と
は
、
組
織
が
そ
の
義
務
に
対
し
て
責
任

を
負
う
（liable

）
前
提
条
件
で
あ
る
が
、
こ
の
法
人
格
は
、
当
該
組
織
の
構
成
員
が
共
同
責
任
や
残
余
責
任
を
負
う
こ
と
の
決
定
的
な
要
因
で
は
な
い
と

す
る
立
場
か
ら
、
判
例
や
著
作
、
国
家
実
行
を
検
証
し
て
、
第
三
者
（
非
構
成
員
国
や
他
の
国
際
組
織
）
と
組
織
と
の
関
係
か
ら
生
じ
る
問
題
を
検
討
し
た

（ibid., pp.257  et seq.

）

 

　

報
告
者
は
、
国
際
組
織
に
対
す
る
第
三
者
の
地
位
に
関
係
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
普
遍
的
な
国
連
が
客
観
的
国
際
法
人
格
も
つ
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
国
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際
組
織
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
従
来
の
有
力
な
主
張
に
言
及
し
、
そ
の
立
場
を
以
下
の
よ
う
に
補
足
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
際
組
織
の
設
立

条
約
の
第
三
者
に
は
、
当
該
組
織
の
法
人
格
を
認
め
る
義
務
は
な
く
、
組
織
が
そ
の
名
で
負
う
義
務
も
構
成
員
の
義
務
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
し
、
そ
の
よ

う
な
条
約
は
、res inter alios acta

で
あ
り
、
第
三
国
に
は
効
果
を
も
た
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。（ibid., p.274 .

）
こ
れ
は
、「
国
際
ス
ズ
理
事
会
事

件
」
の
原
告
が
イ
ギ
リ
ス
の
高
等
裁
判
所
で
主
張
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
こ
の
議
論
に
つ
な
が
る
論
者
と
し
て
、
シ
ュ
バ
ル
ツ
ェ
ン
バ
ー
ガ
ー
や
ビ
ン
ト

シ
ェ
ド
ラ
ー
、
ザ
イ
ド
ル
・
ホ
ー
エ
ン
フ
ェ
ル
デ
ル
ン
、
モ
ー
ス
ラ
ー
、
ベ
ン
グ
ラ
ー
な
ど
を
示
し
た
。

 

　

そ
の
う
え
で
、
長
年
支
持
者
の
少
な
か
っ
た
サ
イ
エ
ル
ス
テ
ッ
ド
の
説
に
言
及
し
て
、
国
際
場
裡
に
お
け
る
国
際
組
織
の
客
観
的
存
在
は
、（
国
連
の
よ

う
に
）
設
立
条
約
へ
の
諸
国
の
広
範
な
参
加
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、（
当
該
組
織
が
存
在
す
る
と
い
う
）
客
観
的
事
実
（objective reality

）
で
あ

る
と
い
う
見
解
に
賛
同
し
た
。（ibid., pp.276 , 385-386 .

）
そ
し
て
、
組
織
と
契
約
を
結
ん
で
関
係
を
持
つ
第
三
者
は
、
こ
の
事
実
を
暗
黙
に
受
け
入
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
組
織
の
構
成
員
国
と
契
約
を
締
結
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
義
務
は
、
第
三
者
に
あ
る
と
し
た
。
ま
た
、
組
織
の
客
観
的
存
在
は
、
設
立
条

約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
国
家
の
参
加
の
問
題
で
は
な
く
、
非
契
約
責
任
に
関
す
る
場
合
と
同
様
に
、
一
般
国
際
法
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し

て
、
権
利
主
張
者
が
「
承
認
」
を
求
め
ら
れ
な
い
国
際
的
な
団
体
（associations and bodies

）
は
世
界
中
に
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
団
体
の
出
資
者
や
管

理
者
が
当
該
団
体
の
義
務
違
反
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
法
に
基
づ
く
責
任
を
負
わ
な
い
場
合
で
も
、
権
利
主
張
者
は
、
団
体
を
設
立
す
る
取
極
の
当
事
者
で

は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
国
際
組
織
が
団
体
の
規
約
で
は
な
く
、
条
約
で
設
立
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
立
場
を
変
更
せ

ず
、res inter alios acta

の
要
素
が
生
じ
る
余
地
は
な
い
と
し
た
。（ibid., pp.276 , 386 .

）

 

　

第
五
委
員
会
に
お
け
る
議
論
を
み
る
限
り
で
は
、
報
告
者
と
大
多
数
の
委
員
は
、
普
遍
的
組
織
か
地
域
的
組
織
か
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
国
際
組
織
が
国

際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
客
観
的
国
際
法
人
格
説
の
立
場
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
の
存
在
は
、
当
該
組
織
の
存

在
と
い
う
客
観
的
事
実
に
基
づ
き
、
慣
習
国
際
法
上
の
効
果
と
し
て
確
定
す
る
と
い
う
立
場
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
は
、
当
該

組
織
の
設
立
条
約
、
な
い
し
は
組
織
を
設
立
し
た
国
家
の
意
思
に
基
づ
く
と
い
う
、
従
来
の
多
数
の
論
者
の
立
場
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
報
告
者
と
大
多

数
の
委
員
に
よ
れ
ば
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
は
、
非
構
成
員
国
の
承
認
を
必
要
と
せ
ず
、
そ
の
法
人
格
は
対
抗
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら

は
、
報
告
者
の
予
備
的
報
告
書
や
決
議
案
、
最
終
報
告
書
と
こ
れ
ら
に
関
す
る
委
員
会
の
議
論
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
明
確
な
形
で
従
来
の
派
生
的
国
際
法

人
格
説
の
立
場
を
示
し
た
の
は
、
サ
ル
モ
ン
（J. Salm

on

）
委
員
だ
け
で
あ
っ
た
。（ibid., pp.336-337 , 386 .

）

 

　

し
か
し
、
第
五
委
員
会
の
報
告
者
や
多
数
派
の
立
場
が
リ
ス
ボ
ン
会
期
の
学
会
で
支
持
さ
れ
た
の
か
否
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
学
会
が
採
択
し
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た
決
議
に
は
、
す
べ
て
の
国
際
組
織
が
客
観
的
国
際
法
人
格
を
持
つ
こ
と
を
認
め
た
規
定
は
な
く
、
第
五
委
員
会
に
お
け
る
決
議
案
や
最
終
報
告
書
に
含
ま

れ
て
い
た
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
が
対
抗
力
を
も
つ
こ
と
を
示
す
文
言
も
含
ま
れ
て
い
な
い
。（ibid., vol.66 , Part 2 , pp.233-242 , 242-263 .

）　

国
際
法

学
会
の
リ
ス
ボ
ン
会
期
の
動
き
や
、
国
連
国
際
法
委
員
会
の
国
際
組
織
の
責
任
条
文
案
の
審
議
に
お
け
る
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
議
論
に
つ
い

て
は
、
江
藤
、
前
掲
論
文
、
註
（
62
）、
三
二
一

－

三
二
八
頁
が
詳
し
い
。

（
68
） 

国
際
組
織
の
客
観
的
国
際
法
人
格
の
有
無
に
関
す
る
議
論
を
深
め
る
う
え
で
一
定
の
意
味
を
も
ち
う
る
特
別
な
事
例
と
し
て
、
欧
州
安
全
保
障
協
力

機
構
（O

SC
E

）
と
冷
戦
期
の
一
時
期
の
欧
州
経
済
共
同
体
（EEC

）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
国
家

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
例
で
あ
り
、
後
者
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
が
非
構
成
員
で
あ
る
国
家
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
た
例
で
あ
る
。

 

　

O
SC

E

の
前
身
は
、
一
九
七
五
年
八
月
一
日
に
欧
州
首
脳
会
議
で
署
名
さ
れ
た
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
の
下
で
、
欧
州
の
政
治
・
軍
事
、
経
済
・
環

境
、
人
道
・
人
権
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
促
進
を
目
指
し
て
開
催
さ
れ
て
い
た
欧
州
安
全
保
障
協
力
会
議
（C

SC
E

）
で
あ
る
。
同
会
議
は
、
冷
戦
期
の

緊
張
が
緩
和
し
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
欧
州
地
域
の
安
全
保
障
と
協
力
を
実
現
す
る
目
的
で
信
頼
醸
成
や
人
権
・
人
道
問
題
を
協
議
す
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
と

し
て
開
催
さ
れ
、
東
西
間
の
信
頼
醸
成
と
協
力
関
係
の
構
築
に
相
当
な
成
果
を
あ
げ
た
。
し
か
し
、
冷
戦
後
の
東
欧
諸
国
の
解
体
に
と
も
な
う
市
場
経
済
の

導
入
と
民
主
化
、
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
な
ど
に
よ
っ
て
欧
州
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
が
激
変
し
て
、
従
来
の
よ
う
な
会
議
の
開
催
だ
け
で
は
効
果
的
に
対

応
で
き
な
く
な
り
、C

SC
E

を
常
設
的
な
国
際
組
織
に
改
編
し
て
法
的
地
位
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。

 

　

一
九
九
〇
年
の
首
脳
会
合
に
お
け
る
「
新
し
い
欧
州
の
た
め
の
パ
リ
憲
章
」（C

harter of Paris for A
 N

ew
 Europe

）
の
採
択
後
、
一
九
九
三
年
の
ロ
ー

マ
に
お
け
る
組
織
面
の
強
化
な
ど
を
め
ざ
す
外
相
理
事
会
の
決
定
を
経
て
、
一
九
九
四
年
一
二
月
の
ブ
ダ
ペ
ス
ト
首
脳
会
合
で
一
九
九
五
年
一
月
一
日
か
ら

欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
（O

SC
E

）
と
呼
ぶ
こ
と
を
決
定
し
た
。
し
か
し
、
機
構
の
設
立
条
約
は
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
締
結
さ
れ
て
い
な
い
。O

SC
E

は
、
欧
州
諸
国
、
中
央
ア
ジ
ア
（
モ
ン
ゴ
ル
）、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
を
含
む
五
七
カ
国
の
構
成
員
を
擁
す
る
最
大
規
模
の
地
域
的
組
織
で
あ
る
。

 

　

ウ
ィ
ー
ン
の
本
部
事
務
局
、
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
首
脳
会
合
（Sum

m
it

）
や
外
相
理
事
会
、
常
設
理
事
会
の
主
要
機
関
と
複
数
の
フ
ォ
ー
ラ
ム

や
委
員
会
な
ど
の
下
部
機
関
を
も
ち
、
構
成
員
国
の
三
二
三
名
の
国
会
議
員
か
ら
な
る
議
会
（Parliam

entary A
ssem

bly

）
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
活
動
範

囲
も
欧
州
全
域
の
安
全
保
障
と
人
権
の
擁
護
か
ら
経
済
や
環
境
の
分
野
に
広
が
り
、
地
域
紛
争
の
監
視
や
国
政
レ
ベ
ル
の
選
挙
の
支
援
と
監
視
を
す
る
ま
で

に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
も
国
際
的
な
法
的
地
位
を
強
化
す
る
た
め
に
国
際
法
人
格
を
付
与
す
る
こ
と
が
繰
り
返
し
試
み
ら
れ
て
い
る

が
、
成
功
し
て
い
な
い
。
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ロ
シ
ア
政
府
は
、O

SC
E

が
欧
米
諸
国
の
対
東
欧
政
策
の
推
進
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
権
限
や
地
位
の
強
化
を
認
め
な
い
姿
勢
を
維
持
し
て
い

る
。
ア
メ
リ
カ
も
、C

SC
E

の
発
足
以
来
、
条
約
上
の
根
拠
を
与
え
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
。O

SC
E

が
国
家
や
他
の
国
際
組
織
と
正
式
の
条
約
を
締
結

し
た
こ
と
を
示
す
資
料
も
な
い
。
機
構
は
、
本
部
所
在
地
国
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
や
下
部
機
関
の
事
務
所
所
在
地
国
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
や
オ
ラ
ン
ダ
、
ハ
ン
ガ

リ
ー
な
ど
の
諸
国
で
特
権
免
除
や
契
約
の
締
結
権
な
ど
の
行
為
能
力
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
国
内
法
上
の
人
格
を
も
つ
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
が
、
国
際
法

人
格
を
持
つ
こ
と
を
示
す
資
料
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、O

SC
E

の
国
際
組
織
と
し
て
の
地
位
は
未
確
定
で
あ
る
。B

rander, S., M
aking a credible case 

for a legal personality for the O
SC

E, O
SC

E M
agazine, M

arch- A
pril 2009 , pp.18-23 . Shapiro, M

., C
hanging the C

SC
E into the O

SC
E: Legal 

A
spects of a Political Transform

ation, Am
. JIL, vol.89 , （1995

）, pp.631-637 . O
SC

E docum
ents cited O

SC
E hom

e pages:　

①
The H

elsinki Final 

A
ct. http:// w

w
w

.osce.org/ m
c39501 ?dow

nlord=
true （2015 .10 .25 .

）　②
The C

harter of Paris for A
 N

ew
 Europe, Paris, 19-21  N

ovem
ber 1990 . 

http:w
w

w.osce.org/ m
c/39516 ?dow

nload=
true　

③
C

SC
E and the N

ew
 Europe- O

ur Security is Indivisible, D
ecision of the R

om
e C

ouncil M
eeting, 

4 th M
eeting, R

om
e 1993 , http:// w

w
w.osce.org/ m

c/40342 ?dow
nload=

true　

④
O

SC
E B

udapest Sum
m

it D
eclaration 1994 , Tow

ards a G
enuine 

Partnership in a N
ew

 Era, D
O

C
.R

C/1/95  C
orrected version, 21  D

ecem
ber 1994 , http:// w

w
w.osce.org/ m

c/399544 ?dow
nload=

true　

⑤
⒜

O
SC

E 

Participating States. http:// w
w

w
.osce.org/ states ⒝

O
SC

E Partner States. http:// w
w

w
. osce.org/ partners　

⑥
O

SC
E Parliam

entary A
ssem

bly 

http:// w
w

w.oscepa.org （2015 .11 .3 .

）

 

　

冷
戦
期
に
、
ソ
連
を
中
心
と
す
る
共
産
主
義
国
は
、
欧
州
経
済
共
同
体
（EEC

）
の
国
際
法
人
格
を
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
八
八
年
六
月
二
二

日
に
共
同
体
と
ソ
連
圏
の
経
済
協
力
会
議
（C

O
M

EC
O

N
, C

M
EA

）
の
間
で
協
力
協
定
（
共
同
宣
言
）
が
締
結
さ
れ
、
問
題
が
実
質
的
に
解
消
さ
れ
た
。

一
九
七
五
年
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
最
終
議
定
書
の
枠
組
み
の
進
展
を
受
け
て
、
ソ
連
指
導
部
が
資
本
主
義
圏
と
社
会
主
義
圏
の
二
つ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
共
存
を

受
け
入
れ
る
方
向
に
政
策
転
換
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。G

rzybow
ski, K

., The C
ouncil for M

utual Econom
ic A

ssistance and European 

C
om

m
unity, Am

. JlL., vol.84 , N
o.1 , （1990

）, pp.284-292 .

（
69
） 

筆
者
は
、
議
論
の
展
開
を
詳
細
に
把
握
し
て
い
な
い
が
、「
国
連
損
害
賠
償
事
件
」
に
お
け
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
判

断
に
つ
い
て
、
対
抗
力
の
問
題
と
し
て
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
勧
告
的
意
見
後
か
な
り
経
過
し
て
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
ラ
マ
・
モ
ン
タ
ル
ド
も
論
文
で
問
題
に
言
及
し
て
い
る
が
、
詳
し
く
論
じ
て
い
な
い
。R

am
a- M

ntaldo, op. cit. supra, note （61

）, p.130 .

（
70
） 

註
（
67
）
を
参
照
。
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（
71
） 

国
際
組
織
の
国
際
行
為
能
力
の
典
型
的
な
条
約
締
結
権
に
つ
い
て
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
の
実
行
と

学
説
を
詳
細
に
検
討
し
て
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
権
は
、
国
際
法
人
格
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
主
張
し
、
国
家
の
条
約
締
結
権
さ
え
国
際
法
人
格
に
よ
っ

て
説
明
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
権
は
、
慣
習
国
際
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。Schneider, J.W

., 

Treaty M
aking Pow

er of International O
rganizations, Librairie E. D

aroz &
 Librairie M

inard, pp.129-133 , 135-142 .　

チ
ュ
ウ
（
丘
）
も
、
国
際
組
織

の
条
約
締
結
に
関
す
る
詳
細
な
実
証
的
研
究
と
学
説
を
検
討
し
て
、「
国
際
組
織
の
条
約
締
結
能
力
の
基
礎
を
説
明
す
る
た
め
に
国
際
法
人
格
の
概
念
に
頼

る
こ
と
の
難
し
さ
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
理
論
も
な
ぜ
国
際
法
人
格
が
必
然
的
に
条
約
締
結
権
を
伴
う
の
か
を
満
足
に
説
明
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
た
。

そ
し
て
、
シ
ュ
ナ
イ
ダ
―
に
同
調
し
て
、
国
際
組
織
の
条
約
締
結
権
の
関
連
性
を
否
定
し
た
。
彼
も
国
際
組
織
の
条
約
締
結
権
の
基
礎
は
、
慣
習
国
際
法
で

あ
る
と
し
た
。C

hiu, op. cit. supra, note （46

）, pp.22-24 , 25-31 .

（
72
） 

Seyersted, O
bjective International Personality, op. cit. supra, note （60

）, p.98 . Seyersted, International Personality （2

）, Ind. JIL, op. cit. 
supra, note （60

）, p.260 .　

し
か
し
、
こ
の
引
用
は
、
筆
者
が
彼
の
国
際
組
織
の
客
観
的
国
際
法
人
格
説
を
全
面
的
に
支
持
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
。
国
際
組
織
は
、
設
立
さ
れ
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
国
際
法
人
格
を
も
ち
、
す
べ
て
の
国
家
と
同
様
の
主
権
的
（
国
際
的
）
行
為
を
行

う
権
能
を
も
つ
と
い
う
彼
の
見
解
は
、
国
際
法
の
現
状
で
は
、
や
は
り
行
き
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。　

（
73
） 

オ
コ
ン
ネ
ル
は
、
若
干
の
国
際
組
織
の
設
立
条
約
で
当
該
組
織
が
国
際
法
人
格
も
つ
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
が
、
問
題
の
解
決
と
同
じ
だ
け
問
題
を

作
り
出
す
と
指
摘
し
た
。
国
際
法
人
格
を
設
立
条
約
で
明
示
的
に
規
定
し
て
も
、
実
質
的
な
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
循
環
論
法
を
戒
め
て
、

国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
か
ら
当
該
組
織
の
能
力
や
権
能
を
導
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
彼
の
立
場
か
ら
は
、
当
然
と
も
い
え
る
が
、
彼
の
真
意
は
、
国
際

組
織
の
構
成
員
国
が
組
織
の
行
為
と
任
務
の
関
係
を
決
定
す
る
唯
一
の
判
定
者
で
あ
り
、
若
干
の
憲
章
が
行
為
能
力
の
性
格
づ
け
を
国
内
法
に
委
ね
て
い
る

と
い
う
点
に
あ
っ
た
。O

’C
onnell, op. cit. supra, note （3

）, p.111 .　

構
成
員
国
の
意
思
を
絶
対
視
す
る
こ
と
に
は
同
調
で
き
な
い
が
、「
国
連
損
害
賠
償

事
件
」
に
お
け
る
国
連
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
断
を
考
慮
す
れ
ば
、
設
立
条
約
に
お
け
る
国
際
法
人
格
の
規
定
が
想
定
外
の
働
き

を
す
る
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
註
（
52
）
も
参
照
。

（
74
） 

世
界
観
光
機
関
（U

N
W

TO

）
規
程
（Statute

）
第
三
一
条
で
は
、
機
関
が
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
単
独
の
条
文
で
規
定
し
て
お
り
、
国
際
法
人
格
を

さ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
条
文
規
定
だ
け
で
は
明
確
で
は
な
い
。U

N
W

TO
, B

asic D
ocum

ents, Vol.I, Statutes, p.10 .

（
75
） 

後
述
す
る
国
際
商
品
機
構
に
関
す
る
記
述
を
参
照
。
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（
76
） 

A
greem

ent establishing the International Fund for A
gricultural D

evelopm
ent, A

rticle 10  Legal Status, Privileges and Im
m

unities, IFA
D

’s 

basic legal texts, B
asic D

ocum
ents, pp.1-19 , at p.16 . http:// w

w
w.ifad.org/ docum

ents/10180/3162024 b-49 d9-4961- a5 de-8 e2 bbfabrfad IFA
D

の
設

立
協
定
は
、
一
九
七
六
年
六
月
一
三
日
に
ロ
ー
マ
で
採
択
さ
れ
、
一
九
七
七
年
一
一
月
三
〇
日
に
発
効
し
た
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
加
盟
国
は

一
七
六
カ
国
で
あ
る
。http:// w

ebapps.ifad.org/ m
em

bers/ m
em

berstates （2016 .10 .17 .

）

（
77
） 

C
onvention on the Settlem

ent of Investm
ent D

isputes betw
een States and N

ationals of O
ther States, IC

SID
 C

onvention, R
egulation and 

R
ules, IC

SID/15  A
pril 2006 , pp.11-33 , at p.16 .　

こ
の
「
完
全
な
国
際
法
人
格
」
の
文
言
も
意
味
内
容
が
不
明
で
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
本
文
の
「
勧
告
的
意
見
の
問
題
点
」
の
関
連
部
分
と
註
（
52
）
を
参
照
。
同
条
に
お
け
る
「
法
律
上
の
能
力
」（legal capacity

）
が
法
律
行
為
能
力
を

指
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
国
連
憲
章
の
公
定
訳
第
一
〇
四
条
、
国
連
特
権
免
除
条
約
と
専
門
機
関
特
権
免
除
条
約
の
正
文
の
一
つ
で
あ
る
中
国
語
版
の

第
一
条
も
英
語
版
のcapacity
を
「
行
為
能
力
」
と
規
定
し
て
い
る
。IC

SID

は
、
一
九
六
五
年
三
月
一
八
日
に
ワ
シ
ン
ト
ンD

C

で
署
名
さ
れ
、
一
九
六

六
年
一
〇
月
一
四
日
に
発
効
し
た
「
国
家
と
他
の
国
家
の
国
民
と
の
間
の
投
資
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
条
約
」
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
。

 
https:// icsid.w

orldbank.org/ apps/ IC
SID

W
EB/ icsiddocs/ D

ocum
ents/ IC

SID%
20 C

onvention%
20 English.pdf （2016 .10 .17 .

）

 

　

一
九
四
八
年
三
月
二
四
日
に
、
ハ
バ
ナ
で
五
三
カ
国
が
参
加
し
て
国
際
貿
易
機
関
（International Trade O

rganization: ITO

）
を
設
立
す
る
憲
章

（C
harter

）
が
採
択
さ
れ
た
が
、
自
由
貿
易
の
推
進
に
議
会
が
反
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
批
准
せ
ず
、
憲
章
は
発
効
し
な
か
っ
た
。
同
憲
章
第
九
〇
条
「
機
構

の
国
際
的
な
法
的
地
位
」（International Legal Status of the O

rganization

）
は
、「
機
関
は
、
法
人
格
（legal personality

）
を
も
ち
、
そ
の
任
務
の
遂
行

に
必
要
な
法
律
上
の
能
力
（legal capacity

）
を
享
有
す
る
。」
と
定
め
て
い
た
。
同
条
は
、ITO

の
国
際
法
人
格
を
さ
し
て
い
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。

（
78
） 

U
N

C
LO

S

は
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
第
一
一
会
期
の
一
九
八
二
年
四
月
三
〇
日
に
採
択
さ
れ
、
一
九
九
四
年
一
一
月
一
六
日
に
発
効
し
た
。
同

条
約
第
一
五
六
条
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
国
際
海
底
機
構
（ISA
）
は
、
深
海
底
の
資
源
管
理
を
主
た
る
目
的
と
し
、
深
海
底
に
お
け
る
活
動
を
組
織

し
、
管
理
す
る
た
め
の
国
際
組
織
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
構
成
員
数
は
、
一
六
八
カ
国
と
欧
州
連
合
（EU

）
で
あ
る
。U

nited 

N
ations C

onvention on the Law
 of the Sea, p.96 . http:// w

w
w.un.org/ depts/ los/ convention- agreem

ents/ texts/ unclos/ unclos- e.pdf　

http:// w
w

w.

isa.org.jm
/ legal/ instrum

ents （2016 .10 .18 .

）

（
79
） 

「
裁
判
所
は
、
国
際
法
上
の
人
格
を
有
す
る
。
裁
判
所
は
、
ま
た
自
ら
の
任
務
の
遂
行
及
び
目
的
の
達
成
の
た
め
に
必
要
な
法
的
能
力
を
有
す
る
。」

同
条
二
項
に
よ
れ
ば
、「
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
の
当
事
国
の
領
域
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
特
別
協
定
に
基
づ
き
、
他
の
い
ず
れ
の
国
家
の
領
域
に
お
い
て
も
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こ
の
規
程
で
定
め
る
任
務
と
権
能
（pow

ers

）
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」International C

rim
inal C

ourt, R
om

e Statute of the International 

C
rim

inal C
ourt, A

rticle 4 , Legal Status and Pow
ers of the C

ourt, C
ore IC

C
 texts, U

N
 D

oc A/ C
onf.183/9 . 2187  U

N
TS. 90 , http:// w

w
w.icc- cpi/ get-

involved/ pages/ academ
ics- and- researchers.aspx　

IC
C

は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
一
日
の
ロ
ー
マ
規
程
の
発
効
に
と
も
な
っ
て
発
足
し
た
。
二
〇
一
六
年

一
〇
月
一
日
現
在
、
規
程
の
当
事
国
は
一
二
三
カ
国
で
あ
る
。

（
80
） 

A
greem

ent establishing A
frican D

evelopm
ent B

ank, 2016  Edition, C
hapter V

II Stataus, Im
m

unites, Exem
ptions and Privileges, A

rticle 50 , 
Status, p.39 . IC

SID
条
約
第
一
八
条
と
同
趣
旨
の
も
の
と
思
わ
れ
、
同
様
の
評
価
が
当
て
は
ま
る
。A

D
B

設
立
協
定
は
、
一
九
六
三
年
八
月
四
日
に
署
名

さ
れ
、
一
九
六
四
年
九
月
一
〇
日
に
発
効
し
た
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
五
四
カ
国
が
加
盟
し
て
い
る
。
な
お
、
第
五
一
条
は
、
銀
行
が
各
加
盟

国
の
領
域
に
お
い
て
「
完
全
な
法
人
格
」
及
び
と
く
に
以
下
の
法
律
的
能
力
を
も
つ
と
し
て
、
⑴
契
約
を
結
ぶ
こ
と
、
⑵
不
動
産
及
び
動
産
を
取
得
し
、
処

分
す
る
こ
と
、
⑶
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
開
発
基
金
（A

D
F

）
設
立
協
定
第
四
二
条
や
カ
リ
ブ
共
同
体
（C

A
R

IC
O

M

）
設
立

条
約
第
二
〇
条
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。A

greem
ent establishing A

frican D
evelopm

ent Fund 2011  Edition, A
rticle 42 , pp.1-47 , at p.24 . http:// w

w
w.

adb/ filesadm
in/ uploads/ afdf/ D

ocum
ent/ Legal- D

ocum
ents/ A

greem
ent- establishing- african- developm

ent- bank　

http:// w
w

w
.afdb..org/

fileadm
in/ uploads/ afdb/ D

ocum
ents/ Legal- D

ocum
ents/ A

greem
ent%

20 Establishing%
20 the%

20 A
D

F%
20 A

N
G%
20 FIN

A
L%
202011 .pdf

（
81
） 

Treaty establishing the C
om

m
on M

arket for Eastern and Southern A
frica, A

rticle 186  Status, Privileges and Im
m

unities, C
O

M
ESA

 TR
EATY, 

pp.246-247 .　

同
条
二
項
で
、
共
同
市
場
が
⒜
各
加
盟
国
の
領
域
で
条
約
に
基
づ
く
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
法
的
能
力
を
も
ち
、
⒝
各
加
盟
国
の
法
と
規
則

に
従
い
動
産
及
び
不
動
産
を
取
得
し
処
分
す
る
権
能
（pow

er
）
を
持
つ
こ
と
を
定
め
、
第
三
項
で
は
共
同
市
場
の
法
人
格
の
行
使
に
お
い
て
事
務
総
長
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
。C

O
M

ESA

条
約
は
、
一
九
九
四
年
一
一
月
五
日
に
署
名
さ
れ
、
一
九
九
四
年
一
二
月
八
日
に
発
効
し
た
。
ア
フ

リ
カ
東
・
南
部
地
域
の
経
済
貿
易
圏
の
樹
立
を
め
ざ
し
て
お
り
、
構
成
員
国
は
、
一
九
カ
国
で
あ
る
。http:// w

w
w.com

esacom
petition.org/ w

p- content/
uploads/2016/03/ C

O
M

ESA- treaty.pdf （2016 .10 .23 .

）

（
82
） 

二
〇
〇
八
年
の
一
九
五
八
年
ベ
ネ
ル
ク
ス
経
済
共
同
体
設
立
条
約
を
改
正
し
た
条
約Traité portant R

evision du Traité Instituant L’U
nion 

Econom
ique, A

rticle 28  《L’U
nion B

enelux bénéficie de la personalité juridique internationale aux fin de l’octroi de privilè ges et im
m

unités.

》　

条

約
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
一
七
日
に
署
名
さ
れ
、
二
〇
一
二
年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
。
一
九
五
八
年
の
経
済
共
同
体
設
立
条
約
に
は
、
国
際
法
人
格
に
関

す
る
規
定
は
な
か
っ
た
。http:// w

w
w.benelux.int/ files/3914/0067/7093/ trait- B

enelus.17 .06 .2008 O
ndekend.pdf （2016 .10 .23 .

）
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（
83
） 

そ
し
て
、
委
員
会
の
行
為
能
力
に
つ
い
て
、「
と
く
に
国
際
的
レ
ベ
ル
で
条
約
を
締
結
す
る
能
力
」
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
条
は
、
機
関
が

「
そ
の
法
的
及
び
外
交
上
の
地
位
に
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
締
結
、
動
産
・
不
動
産
の
取
得
、
訴
訟
当
事
者
の
能
力
を
も
つ
」
こ
と
も
規
定
し
、
加
盟
国
の

国
内
法
上
の
地
位
も
示
し
て
お
り
、
そ
の
意
図
は
明
ら
か
で
は
な
い
。W

IO
TO

は
、
一
九
九
一
年
六
月
一
九
日
に
締
結
さ
れ
た
条
約
に
基
づ
い
て
一
九
九

二
年
一
二
月
二
日
に
発
足
し
た
。http:// w

w
w.jus.uio.no/ english/ services/ library/ treaties08/8-02/ w

est- indian- ocean- tuna.xm
l （2016 .10 .19 .

）

（
84
） 

W
C

PFC
は
、
二
〇
〇
四
年
六
月
一
九
日
に
発
効
し
た
「
中
西
部
太
平
洋
高
度
回
遊
性
魚
種
保
存
管
理
条
約
」
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
。
構
成
員
は
、

日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
二
六
カ
国
と
一
組
織
（
欧
州
連
合
：EU

）
で
あ
る
。http:// w

w
w.w

cpfc.int/ system
/ files/ text.pdf （2016 .10 .15 .

）

（
85
） 

SC
O

憲
章
第
一
五
条
で
は
、
同
機
構
が
「
国
際
法
の
主
体
と
し
て
、
国
際
法
上
の
行
為
能
力
を
有
す
る
」
と
し
て
、
国
際
法
上
の
主
体
と
し
て
の
性

格
と
そ
の
属
性
で
あ
る
国
際
法
上
の
行
為
能
力
に
言
及
し
て
、
と
く
に
条
約
締
結
能
力
を
あ
げ
て
お
り
、
明
確
性
と
具
体
性
に
お
い
て
他
の
国
際
組
織
の
設

立
条
約
と
異
な
る
特
徴
が
み
ら
れ
る
。SC

O

は
、
二
〇
〇
一
年
六
月
一
五
日
の
ロ
シ
ア
、
中
国
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
、
タ
ジ
キ
ス
タ
ン
、
ウ
ズ

ベ
キ
ス
タ
ン
間
の
宣
言
で
設
立
が
決
定
さ
れ
た
政
治
的
・
経
済
的
・
軍
事
的
協
力
組
織
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
七
月
に
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
加
盟
が
認

め
ら
れ
た
。http:// w

w
w.sectsco.org/ EN123/ show.asp?id=69　

（2016 .10 .18 .

）

（
86
） 

EFI

は
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
森
林
産
業
団
体
の
研
究
機
関
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
三
年
九
月
九
日
に
欧
州
の
関
係
研
究
機
関
の
代
表
が
研
究
所
を
設
立

す
る
文
書
（A

ct of C
onstitution

）
に
署
名
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
法
に
基
づ
く
非
政
府
間
組
織
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
三
年
八
月
二
八
日

に
欧
州
一
二
カ
国
の
代
表
が
欧
州
森
林
条
約
（C

onvention

）
に
署
名
し
、
国
際
組
織
と
し
て
発
足
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
日
現

在
、
ロ
シ
ア
を
除
い
た
東
欧
圏
を
含
む
欧
州
の
諸
国
で
条
約
を
批
准
し
た
二
五
カ
国
と
大
学
を
含
む
三
五
カ
国
の
森
林
や
木
材
関
係
の
一
二
〇
の
研
究
機
関

が
構
成
員
に
な
っ
て
い
る
。http:// w

w
w.efi.int/  Portal/

 

　

な
お
、
第
二
次
大
戦
後
の
欧
州
の
経
済
復
興
の
一
環
と
し
て
一
九
四
五
年
九
月
二
七
日
に
設
立
さ
れ
た
欧
州
中
央
内
陸
輸
送
機
関
（EC

ITO

）
に
関
す
る

条
約
第
八
条
一
三
項
は
、
す
べ
て
の
構
成
国
政
府
が
機
関
の
「
国
際
的
人
格
と
法
律
行
為
能
力
」（the international personality and the legal capacity

）

を
認
め
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
同
機
関
は
、
加
盟
国
の
非
協
力
の
た
め
一
九
四
七
年
春
に
財
政
的
困
難
に
陥
り
、
執
行
委
員
会
（Executive B

oard

）

と
事
務
局
長
（D

irector G
eneral

）
の
勧
告
を
う
け
て
、
国
連
欧
州
経
済
委
員
会
に
任
務
を
移
譲
し
、
同
年
九
月
二
七
日
ま
で
に
廃
棄
さ
れ
た
。

（
87
） 

SELA

は
、
一
九
七
五
年
一
〇
月
一
七
日
に
パ
ナ
マ
・
シ
テ
ィ
で
署
名
さ
れ
た
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
経
済
機
構
」（Sistem

a Econó m
ico 

Latinoam
ericano, Latin A

m
erican Econom

ic System
,

）
設
立
協
定
に
基
づ
き
、
一
九
七
六
年
に
発
足
し
た
地
域
的
経
済
協
力
組
織
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
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年
の
理
事
会
第
二
一
回
通
常
会
合
で
パ
ナ
マ
条
約
に
お
け
る
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
文
言
を
「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
及
び
カ
リ
ブ
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
を

決
定
し
、「
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
機
構
」（Sistem

a Econó m
ico Latinoam

ericano y del C
aribe, Latin A

m
erican and C

aribbean Econom
ic 

System
）
と
な
っ
た
。
中
南
米
と
カ
リ
ブ
地
域
の
諸
国
二
八
カ
国
が
参
加
し
て
い
る
。http:// w

w
w.sela.org/ m

edia/267489/ t023600002379-0-
panam

á_ convention_ establishing_ the_ latin_ am
erican_ and_ caribbean_ econom

ic_ system
- sela-2006 .pdf

（
88
） 

同
条
は
、M

ER
C

O
SU

R

が
「
国
際
法
上
の
法
人
格
」（personalidad juridica de D

erecho International

）
を
も
つ
と
規
定
し
て
い
る
。Protoclo 

A
dicional al Tratado de A

suncí on sobre la Estructura Institucional del M
ercosur 

－Protocolo de O
uro Preto

－, C
apitulo II Personalidad Juridica, 

A
rticulo 34 , http:// w

w
w.m

ercosur.int/ innovaportal/ file/721/1994_ protocoloouropreto_ es.pdf　

共
同
市
場
は
、
南
米
地
域
に
お
け
る
域
内
関
税
の

撤
廃
と
域
外
共
通
関
税
を
実
施
し
、
自
由
貿
易
の
推
進
を
目
的
と
す
る
組
織
で
あ
る
。
一
九
九
一
年
三
月
二
六
日
に
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
パ
ラ
グ

ア
イ
、
ウ
ル
グ
ア
イ
の
四
カ
国
で
署
名
さ
れ
、
同
年
一
一
月
二
九
日
に
発
効
し
た
ア
ス
ン
シ
オ
ン
条
約
と
一
九
九
四
年
一
二
月
一
七
日
に
署
名
さ
れ
た
ア
ウ

ロ
・
プ
レ
ッ
ト
議
定
書
に
も
と
づ
い
て
設
置
さ
れ
、
一
九
九
五
年
一
月
一
日
に
発
足
し
た
。
正
式
の
構
成
員
は
、
上
記
四
カ
国
と
発
足
後
に
参
加
し
た
ウ
ル

グ
ア
イ
と
ベ
ネ
ズ
エ
ラ
を
加
え
た
六
カ
国
で
あ
る
。
正
式
名
称
は
、M

ercado C
om
ú n del Sur

ま
た
はM

ercado C
om

un do Sul

で
あ
る
。http:// w

w
w.

m
ercosur.int/ innvapc （2016 .10 .18 .

）

（
89
） 

A
ndean Subregional Integration A

greem
ent, C

artagena A
greem

ent, A
rticle 48 .　

同
条
は
、
共
同
体
が
「
国
際
法
上
の
能
力
ま
た
は
地
位
を
も
つ

小
地
域
組
織
で
あ
る
」
と
定
め
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。C

A
N

は
、
一
九
六
九
年
五
月
二
六
日
に
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ペ
ル
ー
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ボ
リ
ビ
ア
、

チ
リ
の
五
カ
国
が
ア
ン
デ
ス
地
域
の
統
合
を
目
指
し
て
ア
ン
デ
ス
共
同
市
場
（A

N
C

O
M

）
を
創
設
し
た
カ
ル
タ
ヘ
ナ
協
定
を
締
結
し
た
。
一
九
九
六
年
三

月
一
〇
日
の
ト
ル
ヒ
ー
ヨ
議
定
書
と
そ
の
付
属
書
、
カ
ル
タ
ヘ
ナ
協
定
改
正
議
定
書
の
採
択
を
通
じ
てA

N
C

O
M

を
改
組
し
て
設
立
さ
れ
た
。
ア
ン
デ
ス

地
域
諸
国
の
自
由
貿
易
と
関
税
同
盟
組
織
で
あ
る
。
構
成
員
国
は
、
ボ
リ
ビ
ア
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
ペ
ル
ー
の
四
カ
国
で
あ
る
。
正
式
名
称

は
、C

om
unidad A

ndina

（
英
語
で
はA

ndean C
om

m
unity

）
で
あ
る
。http:// w

w
w. com

unidadanidina.org/  （2016 .10 .18 .

）

（
90
） 

同
条
で
は
、
機
関
が
「
国
際
法
人
格
と
任
務
の
遂
行
及
び
目
的
の
達
成
に
必
要
な
法
律
上
の
能
力
」
を
も
つ
と
規
定
し
て
い
る
。C

D
EM

A

は
、
一
九

九
一
年
九
月
の
カ
リ
ブ
災
害
緊
急
対
応
機
関
（C

D
ER

A

）
に
代
わ
る
組
織
と
し
て
二
〇
〇
九
年
九
月
に
設
立
さ
れ
た
。
二
〇
一
五
年
九
月
三
〇
日
現
在
、

カ
リ
ブ
海
地
域
の
一
八
カ
国
が
参
加
し
て
い
る
。http:// w

w
w.ifrc.org/ docs/ ifrl/ N740 EN

.pdf　

先
行
組
織
のC

D
ER

A

の
設
立
条
約
第
二
六
条
一
項
に

も
ま
っ
た
く
同
じ
規
定
が
あ
っ
た
。http:// w

w
w.caricom

.org/ jsp/ secretariat/ secretariat/ legalinstrum
ent.cdem

a.jsp　
（2016 .10 .18 .

）
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（
91
） 

A
SEA

N

憲
章
は
、
二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
〇
日
に
署
名
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
五
日
に
発
効
し
た
。http:// w

w
w.asean.org./ archive/

publications/ A
SEA

N- C
harter.pdf. （2015 .10 .5 .

）　

以
下
を
参
照
。C

hesterm
an, S., D

oes A
SEA

N
 Exist? The A

ssociation of Southeast A
sian N

ations 

as an International Legal Person, Singp. YBILC
., vol.12 .

（2008

）, pp.199-211 .
 

　

東
部
カ
リ
ブ
諸
国
機
構
（O

EC
S

）
改
正
条
約
（R

evised B
asseterre Treaty, 2010

）、
第
二
一
条
一
項
も
以
下
の
よ
う
な
規
定
で
あ
る
。「
機
構
は
、
国

際
組
織
と
し
て
法
人
格
を
享
有
す
る
。」
二
項
で
は
、O

EC
S

が
⒜
構
成
員
国
の
領
域
内
で
条
約
に
も
と
づ
く
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
法
的
能
力
を
も
ち
、

⒝
動
産
・
不
動
産
を
保
持
し
、
処
分
す
る
権
能
（pow

er

）
を
も
つ
と
し
、
国
内
法
上
の
人
格
を
も
つ
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
〇
条
で
は
、

機
構
の
目
的
の
達
成
を
容
易
に
す
る
よ
う
な
関
係
を
他
の
国
際
組
織
や
国
家
と
樹
立
し
て
、
そ
の
た
め
の
正
式
な
協
定
を
締
結
し
、
効
果
的
な
関
係
を
樹
立

す
る
旨
規
定
し
て
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。
一
九
八
一
年
六
月
一
八
日
のO

EC
S

設
立
条
約
（Treaty of B

asseterre

）
第
一
七

条
一
項
に
も
同
内
容
の
規
定
が
あ
っ
た
。U

nited N
ations Treaty Series （U

N
TS

）, vol.916 , （1983

）, pp.17  et seq.　

な
お
、
二
〇
一
〇
年
六
月
二
八
日
の

改
正
条
約
に
は
、O

EC
S

の
経
済
連
合
を
設
立
す
る
議
定
書
が
付
さ
れ
た
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
八
日
現
在
、O

EC
S

の
構
成
員
国
は
九
カ
国
で
あ
る
。

http:// w
w

w.oecs.org/ m
edia- center/ press- release/535- tatem

ent- on- passing- of- basseterre- signatory （2016 .10 .18 .

）

（
92
） 

一
九
五
二
年
七
月
二
三
日
に
発
足
し
て
二
〇
〇
二
年
に
廃
止
さ
れ
た
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（EC

SC

）
の
設
立
条
約
第
六
条
は
、
次
の
よ
う
な
規
定

で
あ
っ
た
。「
共
同
体
は
、
法
人
格
（juridical personality

）
を
有
す
る
。
共
同
体
は
、
そ
の
国
際
関
係
に
お
け
る
任
務
の
遂
行
と
目
的
の
達
成
の
た
め
に

必
要
な
法
的
能
力
（juridical capacity

）
を
有
す
る
。（
以
下
省
略
）」
一
九
五
八
年
一
月
一
日
に
発
足
し
た
欧
州
経
済
共
同
体
（EEC

）
の
設
立
条
約
第
二

一
〇
条
と
欧
州
原
子
力
共
同
体
（EU

R
ATO

M

）
の
設
立
条
約
第
八
四
条
は
、
い
ず
れ
も
「
共
同
体
は
、
法
人
格
を
有
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
た
。「
法
人

格
」
が
国
際
法
人
格
を
含
む
こ
と
は
、
共
同
体
の
内
外
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。
一
九
六
七
年
七
月
の
統
合
条
約
で
三
共
同
体
の
運
営
機
関
が
統
一
さ
れ

て
、EC

SC

とEU
R

ATO
M

の
運
営
機
関
は
、EEC

に
引
き
継
が
れ
た
、
法
的
に
独
立
し
た
三
共
同
体
は
、「
欧
州
共
同
体
」（EC

s

）
と
総
称
さ
れ
た
。
二

〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
に
発
効
し
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
従
来
の
欧
州
連
合
の
三
本
柱
の
構
造
が
廃
止
さ
れ
て
、EC

が
消
滅
し
た
。EU

R
ATO

M

は

存
続
し
て
い
る
。
一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
も
と
づ
く
欧
州
連
合
（EU

）
の
成
立
に
と
も
な
い
、EEC

は
、
単
独
の
欧
州
共

同
体
（EC

）
と
な
っ
た
が
、
そ
の
設
立
条
約
第
二
八
一
条
も
、
共
同
体
の
法
人
格
を
明
示
的
に
規
定
し
、
国
際
法
人
格
を
含
む
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
で
は
、EU

の
法
人
格
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
ず
、
同
条
約
の
起
草
過
程
で
意
図
的
に
見
送
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
こ

と
、EU

が
法
人
格
を
も
た
な
い
旨
の
一
部
の
有
力
な
関
係
者
の
発
言
な
ど
か
ら
、
連
合
の
法
人
格
を
否
認
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
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イ
ー
ト
ン
は
、EU

の
法
人
格
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
、
以
下
の
点
を
あ
げ
た
。
⑴
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
は
、EC

条
約
第
二
一
〇
条
の
よ
う
に

法
人
格
を
認
め
た
明
示
的
な
規
定
が
な
い
。
⑵
同
条
約
で
は
、
対
外
的
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
に
関
す
る
権
限
（
規
定
）
が
共
同
体
に
あ
る
な
ど
、EU

が

法
人
格
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
、
期
待
さ
れ
る
任
務
が
実
際
に
は
連
合
で
は
な
く
、
共
同
体
に
あ
る
。
⑶
同
条
約
の
準
備
作
業
（traveaux prépatoires

）（
非

公
表
）
に
お
け
る
連
合
に
法
人
格
を
与
え
な
い
と
い
う
明
確
な
意
図
が
証
拠
に
な
る
。
理
事
会
の
議
長
職
（
オ
ラ
ン
ダ
）
が
連
合
の
法
人
格
を
明
確
に
否
認

し
、
委
員
会
の
法
務
局
長
が
支
持
し
た
こ
と
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
九
六
年
の
政
府
間
会
議
に
向
け
て
作
成
さ
れ
たEU

議
会
の
白
書
な

ど
に
お
け
る
関
係
国
や
理
事
会
、
委
員
会
な
ど
の
見
解
に
は
、
上
記
の
よ
う
な
論
者
の
主
張
に
重
み
を
持
た
せ
る
も
の
が
あ
る
。Eaton, M

.R
., C

om
m

on 

Foreign and Security Policy, O
’K

eeffe, D
. &

 Tw
om

ey, P.M
. （eds.

） Legal Issues of the M
aastricht Treaty, C

hancery Law
 Publishing, （1994

）, 
pp.215-225 , at p.224 . C

hesterm
an, ibid., p.203 .　

山
根
裕
子
『
新
版EU/ EC

法 

欧
州
連
合
の
基
礎
』、
有
信
堂
、（
一
九
九
六
）、
一
五

－

一
六
頁
。

 

　

一
九
九
六
年
一
月
三
〇
日
付
の
欧
州
議
会
事
務
局
の
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
が
起
草
し
た
主
要
問
題
に
関
す
る
文
書
（B

riefing

）
で
は
、
連
合
の
法
人
格
に

関
す
る
要
約
（Sum

m
ary

）
に
お
い
て
、「
現
在
の
と
こ
ろ
欧
州
連
合
は
、
法
人
格
を
も
っ
て
い
な
い
。」（The European U

nion does not at present enjoy 

legal personality.

）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
問
題
に
関
す
る
欧
州
理
事
会
、
欧
州
委
員
会
、
欧
州
議
会
、（
ブ
リ
ー
フ
ィ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
の
一
九

九
五
年
一
二
月
五
日
の
報
告
書
）、
構
成
国
政
府
な
ど
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
のEU

の
法
人
格
に
関
す
る
主
要
点
を
示
せ
ば
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
欧
州
理
事
会
：
欧
州
連
合
条
約
（
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
）
は
、
連
合
に
法
人
格
を
明
示
的
に
与
え
な
か
っ
た
（did not 

expressly assign legal personality

）
の
で
、
連
合
は
、
と
く
に
連
合
の
外
部
（outside w

orld

）
へ
の
法
的
な
約
束
に
関
し
て
は
、
共
同
体

（C
om

m
unity

）
お
よ
び/

ま
た
は
構
成
国
を
通
じ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
②
欧
州
委
員
会
：「
委
員
会
は
、EU

条
約
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
関

す
る
一
九
九
五
年
五
月
一
〇
日
の
報
告
書
の
欠
陥
に
気
付
い
て
い
る
。
こ
れ
は
委
員
会
が
連
合
の
法
人
格
に
賛
成
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。」
③
欧
州
議

会
：「
欧
州
議
会
は
、
一
九
九
六
年
の
政
府
間
会
議
を
予
想
し
、
欧
州
連
合
条
約
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
関
す
る
一
九
九
五
年
五
月
一
七
日
の
決
議
に
お
い

て
欧
州
連
合
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
（in its ow

n right

）
法
人
格
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。」

 

　

European Parliam
ent Intergovernm

ental C
onference Task Force, W

hite Paper on the 1996  Intergovernm
ental C

onference, Provisional Version, 

Vol.III, N
o.20 , B

riefing on the Legal Personality of the U
nion, Luxem

bourg, 30  January 1996 , pp.1-6 .　

一
九
九
六
年
六
月
一
七
日
の
理
事
会
フ
ロ
レ

ン
ス
会
期
の
議
長
職
報
告
書
お
よ
び
補
遺
に
お
け
るEU

に
法
人
格
を
明
示
的
に
付
与
す
る
内
容
のEU

条
約
草
案
に
関
す
る
以
下
の
部
分
も
参
照
。W

hite 

Paper on the 1996  Intergovernm
ental C

onference （Stenographic

）, A
nnex （vol.I

）, O
fficial Texts of the European U

nion Institutions, 1 .B
 Florence 
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European C
ouncil 21  and 22  June 1996 , Presidency C

onclusions, R
eport from

 Presidency- Florence, 17 .06 .96 . C
hapter III, G

reater capacity for 

external action, I. Legal Personality for the U
nion, pp.101-103 , A

ddendum
 to R

eport, 18 .06 .96 , D
raft Texts, 7 .Legal Personality for the U

N
IO

N
, 

pp.154-158 .
 

　

し
か
し
、
ク
ラ
バ
ー
ス
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
基
づ
く
欧
州
連
合
の
共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
を
推
進
す
る
に
は
、
対
外
的
な
行
動
が
不
可
欠
で

あ
り
、
連
合
が
国
際
法
人
格
を
も
た
ず
に
対
外
的
行
為
を
行
う
こ
と
は
想
定
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
連
合
が
一
九
九
四
年
に
ノ
ル
ウ
ェ
ー
や
オ
ー
ス

ト
リ
ア
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
と
交
換
書
簡
を
取
り
交
わ
し
て
い
た
こ
と
や
、
同
年
のEU

に
よ
る
モ
ス
タ
ル
（M

ostar

）
の
統
治
は
、

国
際
法
人
格
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
国
連
の
場
合
と
同
様
に
連
合
の
国
際
法
人
格
が
推
定
さ
れ
る
と
し
た
。K

labbers, Presum
ptive 

Personality, op. cit. supra, note （62

）, pp.232-233 , 249-252 .
 

　

ク
ラ
バ
ー
ス
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
九
四
年
八
月
二
九
日
にEU

と
ノ
ル
ウ
ェ
ー
な
ど
の
四
カ
国
の
間
で
こ
れ
ら
の
諸
国
のEU

加
盟
ま
で
の

期
間
に
行
わ
れ
る
決
定
や
措
置
に
つ
い
て
の
情
報
と
協
議
手
続
に
関
す
る
交
換
書
簡
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
。
交
換
書
簡
で
は
、EU

が
協
議
手
続
に
同
意
す

る
旨
確
認
し
た
。1994 N/ A

FI/ EC
L, O

fficial Journal C241 , 29/08/1994 .P.0399 .　

条
約
法
上
、
簡
易
手
続
の
交
換
書
簡
も
当
事
者
の
権
利
義
務
を
定

め
る
限
り
条
約
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、EU
が
協
議
手
続
に
関
し
て
一
定
の
義
務
を
負
っ
た
と
み
ら
れ
る
た
め
、
こ
の
交
換
書
簡
も
条
約
と
し
て
の
要
件
を

満
た
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。EU
は
、
た
し
か
に
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
に
関
す
るJ.3

条
に
基
づ
い
て
一
九
九

四
年
七
月
二
三
日
か
ら
二
年
間
に
わ
た
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
内
の
モ
ス
タ
ル
の
統
治
を
行
っ
た
。
こ
の
統
治
は
、
理
事
会
が
一
九
九
三
年
一
一
月

八
日
の
以
降
の
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
対
す
る
人
道
的
支
援
の
一
環
と
し
て
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
三
一
日
の
理
事
会
決
定
で
確
定
し
、
同
年
一

二
月
一
二
日
の
理
事
会
の
決
定
で
確
認
さ
れ
た
。31994 D0790 , 94/790/ C

FSP, O
fficial Journal L326 , 17/12/1994 .P.0002-0002 .

 

　

共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
た
領
域
の
統
治
は
、EU

条
約
の
明
示
的
な
規
定
に
基
づ
い
て
お
ら
ず
、EU

条
約
の
目
的
の
達
成

に
必
要
な
、
い
わ
ば
黙
示
的
権
限
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
み
る
ほ
か
は
な
い
。
条
約
の
締
結
や
領
域
の
統
治
は
、
国
際
法
人
格
を
持
た
な
い
主
体
が
行
い
え

な
い
国
際
法
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、
ク
ラ
バ
ー
ス
が
主
張
す
る
よ
う
に
、EU
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
も
と
で
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
地
位
に
あ
っ
た
と
み
る
ほ
か
は
な
い
。

 

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
お
け
る
法
人
格
に
関
す
る
明
確
な
規
定
の
欠
如
は
、EU

の
国
際
法
人
格
を
否
定
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
条
約
締
結
権
な
ど
の
対
外
的
権
能
がEC

に
あ
っ
た
に
し
て
も
、EU

の
共
通
外
交
安
全
保
障
政
策
（C

FSP

）
に
関
す
る
任
務
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やEU

に
よ
る
他
の
国
家
と
の
交
換
書
簡
の
形
式
に
よ
る
条
約
の
締
結
や
モ
ス
タ
ル
の
統
治
が
示
す
よ
う
な
実
行
を
考
慮
す
れ
ば
、
後
者
の
国
際
法
人
格
を

否
定
す
る
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、EU

条
約
の
採
択
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
た
理
事
会
議
長
職
と
委
員
会
法
務
局
長

のEU
の
法
人
格
を
否
定
す
る
見
解
は
、
相
当
な
重
み
と
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
は
りEU

の
実
行
を
通
じ
て
覆
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
も
と
づ
くEU

の
国
際
法
人
格
の
存
在
は
、EU

と
関
係
国
の
事
後
の
実
行
を
通
じ
てEU

条
約
の
解
釈
と
し
て
確
認
さ
れ

た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

 

　

他
方
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
にEU

の
法
人
格
に
関
す
る
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
は
、
意
図
的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
見
落
と
し
に

過
ぎ
な
い
と
い
う
ク
ラ
バ
ー
ス
の
見
解
（ibid., p.239 .

）
も
疑
問
で
あ
る
。
同
条
約
の
起
草
に
関
わ
っ
た
関
係
者
のEU

の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
消
極
的

な
発
言
や
、
上
記
の
一
九
九
六
年
の
政
府
間
会
議
の
関
係
文
書
な
ど
の
事
実
か
ら
も
、
た
ん
な
る
見
落
と
し
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。

（
93
） 

国
際
商
品
組
織
（international com

m
odity organizations

）
は
、
国
際
的
な
商
取
引
の
対
象
と
な
る
一
次
産
品
の
穀
物
や
コ
ー
ヒ
ー
、
コ
コ
ア
、
砂

糖
，
ジ
ュ
ー
ト
、
天
然
ゴ
ム
、
熱
帯
木
材
な
ど
の
生
産
、
輸
出
入
量
、
価
格
の
安
定
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
輸
出
入
国
間
で
締
結
し
た
協
定
に
基
づ
い
て
運

営
さ
れ
る
複
数
の
国
際
組
織
の
こ
と
で
あ
る
。
活
動
が
世
界
的
規
模
で
あ
る
が
、
構
成
員
の
数
が
限
ら
れ
て
い
て
、
地
域
的
国
際
組
織
や
普
遍
的
国
際
組
織

と
し
て
扱
い
に
く
い
た
め
、
こ
の
項
目
を
設
け
る
こ
と
に
し
た
。

（
94
） 

一
九
九
二
年
一
一
月
二
〇
日
に
署
名
さ
れ
、
一
九
九
三
年
一
月
一
日
に
発
効
し
た
国
際
砂
糖
協
定
第
六
条
一
項
は
、ISO

の
国
際
法
人
格
を
規
定
し
、

二
項
で
機
関
の
契
約
の
締
結
、
動
産
・
不
動
産
の
取
得
及
び
処
分
、
訴
訟
を
提
起
す
る
能
力
を
掲
げ
て
い
る
が
、
三
項
で
は
、
本
部
所
在
地
国
の
イ
ギ
リ
ス

に
お
け
る
地
位
や
特
権
免
除
に
関
し
て
は
、
一
九
六
九
年
の
イ
ギ
リ
ス
政
府
と
の
間
の
本
部
協
定
が
継
続
し
て
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
六
年
一

〇
月
一
一
日
現
在
、
構
成
員
は
、
六
二
カ
国
と
欧
州
連
合
（EU
）
で
あ
る
。International Sugar A

greem
ent 1992 , C

hapter III, International Sugar 

O
rganization, p.3 . http:// w

w
w.isosugar.org/ A

bout English%
20 ISA%

2092 .pdf （2016 .10 .19 .

）

（
95
） 

IO
C

の
設
立
条
約
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
二
五
日
に
発
効
し
た
「
オ
リ
ー
ブ
油
及
び
卓
上
オ
リ
ー
ブ
に
関
す
る
国
際
協
定
」（International A

greem
ent 

on O
live O

il and Table O
lives

）
で
あ
る
。IO

C

の
構
成
員
は
、
一
六
カ
国
とEU

で
あ
る
。 U

N
. International A

greem
ent on O

live O
il and Table 

O
lives, C

hapter III International O
live C

ouncil, A
rticle 5 , 1 .p.12 . http:// w

w
w

.internationaloliveoil.org/ estaticos/ view
/101- B

asic- texts 

（2016 .10 .19 .

）

（
96
） 

IJSG

は
、
国
際
ジ
ュ
ー
ト
機
関
（IJO

）
の
後
継
組
織
で
あ
る
。
協
定
は
、
二
〇
〇
一
年
三
月
三
〇
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
締
結
さ
れ
た
国
際
ジ
ュ
ー
ト
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研
究
会
（IJSG

）
の
任
務
設
定
協
定
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
研
究
会
の
構
成
員
は
、
イ
ン
ド
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
二
カ
国
とEU

及

び
構
成
国
二
七
カ
国
で
あ
る
。U

N
. A

greem
ent establishing the Term

s of R
eference of the International Jute Study G

roup, p.16⒜
, Legal Status, p.8 . 

http:// w
w

w.jute.org/ A
greem

ent.pdf （2016 .10 .19 .

）

 

　

な
お
、
国
際
コ
ー
ヒ
ー
機
関
（IC

O

）
の
設
立
条
約
で
あ
る
二
〇
〇
七
年
の
国
際
コ
ー
ヒ
ー
協
定
第
七
条
一
項
や
国
際
コ
コ
ア
機
関
（IC

C
O

）
の
設
立

条
約
で
あ
る
国
際
コ
コ
ア
協
定
第
五
条
一
項
、
国
際
ゴ
ム
研
究
会
（IR

SG

）
憲
章
（C

onstitution

）
第
一
三
条
一
項
、
国
際
穀
物
理
事
会
（IG

C

）
の
設
立

条
約
で
あ
る
国
際
穀
物
協
定
を
構
成
す
る
一
九
九
五
年
の
穀
物
貿
易
条
約
第
二
〇
条
一
項
、
国
際
熱
帯
木
材
機
関
の
設
立
条
約
で
あ
る
二
〇
一
一
年
の
国
際

熱
帯
木
材
協
定
第
一
七
条
な
ど
で
は
、
こ
れ
ら
の
組
織
が
「
法
人
格
」（legal personality

）
を
も
つ
こ
と
を
明
示
的
に
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
条

文
で
組
織
が
「
と
く
に
」
契
約
を
締
結
す
る
能
力
、
動
産
及
び
不
動
産
を
取
得
し
処
分
す
る
能
力
、
訴
訟
を
提
起
す
る
能
力
な
ど
を
も
つ
と
し
て
お
り
、
国

内
法
上
の
人
格
を
さ
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
法
人
格
を
規
定
し
た
条
文
や
別
の
項
で
は
、
組
織
が
本
部
所
在
地
国
と
の

間
で
締
結
し
た
本
部
協
定
に
言
及
し
て
い
て
、
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。IC

O
, International C

offee A
greem

ent 2007 , A
rticle 7 , （1

）, 
p.8 . http:// w

w
w

.ico.org/ docum
ents/ ica2007 e.pdf U

N
C

TA
D

, International C
ocoa A

greem
ent 2010 , A

rticle 5 , 1 , p.8 . http:// w
w

w
.igc.int/ en/

D
ow

nloads/ brochure/ iga1995 .pdf （2016 .10 .20 .

） UN
C

TA
D

, ITTO
, International Tropical Tim

ber A
greem

ent. 2006 , A
rticle 17 , p.13 . http:// w

w
w.

itto.int/ ja/ itta.pdf （2016 .10 .21 .

）

（
97
） 

註
（
91
）
を
参
照
。

（
98
） 

⑴
普
遍
的
国
際
組
織
の
設
立
条
約
の
例
で
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
国
際
海
底
機
構
（ISA

）
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
国
連
海
洋
法
条
約
第
一
七

六
条
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（IC

C

）
の
国
際
法
人
格
に
関
す
る
裁
判
所
規
程
第
四
条
一
項
を
参
照
。
⑵
地
域
的
国
際
組
織
の
設
立
条
約
で
は
、
ア
フ
リ
カ
開

発
銀
行
（A

D
B

）
の
設
立
協
定
第
五
〇
条
、
東
・
南
部
ア
フ
リ
カ
共
同
市
場
（C

O
M

ESA

）
条
約
第
一
八
六
条
、
西
イ
ン
ド
洋
ま
ぐ
ろ
類
機
関

（W
IO

TO

）
の
設
立
条
約
第
八
条
一
項
、
中
西
部
太
平
洋
マ
グ
ロ
類
委
員
会
（W

C
PFC

）
の
設
立
条
約
（
高
度
回
遊
性
魚
種
保
存
管
理
条
約
）
第
九
条
六

項
、
上
海
協
力
機
構
（SC

O

）
憲
章
第
一
五
条
な
ど
が
あ
る
。
本
文
の
関
連
個
所
を
参
照
。
ベ
ネ
ル
ク
ス
新
条
約
第
二
八
条
は
、
ベ
ネ
ル
ク
ス
共
同
体
に
特

権
免
除
を
与
え
る
た
め
に
国
際
法
人
格
を
も
た
せ
る
こ
と
を
定
め
た
条
文
で
あ
る
。
註
（
82
）
参
照
。

（
99
） 

註
（
92
）
を
参
照
。

（
（11
） 

佐
藤
哲
夫
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
点
に
関
し
て
明
確
な
立
場
を
示
し
て
い
る
数
少
な
い
論
者
で
あ
る
。
佐
藤
哲
夫
『
国
際
組
織
法
』
有
斐
閣
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（
二
〇
〇
五
）、
九
六

－

九
八
頁
。

（
（1（
） 

本
文
三
頁
と
註
（
46
）
を
参
照
。

（
（10
） 
国
内
法
に
お
い
て
は
、
法
人
格
者
は
、
基
本
的
に
権
利
・
義
務
関
係
の
主
体
、
す
な
わ
ち
法
上
の
主
体
と
し
て
、
当
然
の
よ
う
に
一
定
の
権
利
や
義

務
を
享
有
す
る
こ
と
か
ら
、
法
人
格
と
権
利
（
義
務
）
や
法
律
上
の
行
為
を
行
う
能
力
と
結
び
付
け
て
論
じ
て
も
、
さ
ほ
ど
不
自
然
と
も
い
え
な
い
側
面
が

あ
る
。
し
か
し
、
国
内
法
に
お
い
て
も
、
法
人
格
の
概
念
に
は
、
法
主
体
の
権
利
・
義
務
を
持
つ
資
格
や
地
位
を
示
す
以
上
の
意
味
は
な
い
。
実
際
、
こ
れ

が
法
人
格
の
概
念
か
ら
循
環
論
法
が
生
じ
る
こ
と
を
回
避
す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。

（
（10
） 

「
国
際
法
人
格
は
、
た
ん
な
る
レ
ッ
テ
ル
で
は
な
い
」
と
い
う
ラ
マ
・
モ
ン
タ
ル
ド
の
主
張
に
は
、
法
人
格
概
念
の
重
要
性
と
い
う
意
味
で
は
、
肯
定

で
き
る
要
素
も
あ
る
が
、
彼
の
よ
う
に
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
か
ら
国
際
法
上
の
行
為
能
力
を
導
く
こ
と
は
、
循
環
論
法
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
具
体
的

な
行
為
能
力
の
認
定
に
お
い
て
も
恣
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
他
方
、
国
際
法
人
格
か
ら
す
べ
て
の
国
際
的
な
権
利
義
務
（
能
力
）
や
国
際
法
上
の
行

為
能
力
で
は
な
く
、
若
干
の
能
力
の
み
を
導
く
と
す
れ
ば
、
選
別
の
根
拠
が
恣
意
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。R

am
a- M

ontaldo, op. cit. supra, note （61

）, 
p.113 .

（
（10
） 

ILC
. 55 th Sess.275 th M

eeting 8  M
ay 2003 , The R

esponsibility of International O
rganizations （A/ C

N
.4/529 , sec. E, A/ C

N
.4/532 , A/ C

N
.4/

L.632

）, ILC
. Yearbook 2003 , vol.1 , p.15 , para.1 .

（
（10
） 

Seidle- H
ohenveldern, vol.25  （1965

）, pp.35-72 .at, p.36 . R. Egyp. D
I, op. cit. supra, note （2

）, p.36 .　

そ
の
他
の
論
者
に
つ
い
て
は
、
註
（
59
）

を
参
照
。

（
（10
） 

国
際
法
委
員
会
が
一
九
八
二
年
の
第
三
四
会
期
に
条
文
案
を
採
択
し
、
国
連
が
主
催
し
た
外
交
全
権
会
議
で
一
九
八
六
年
三
月
二
一
日
に
採
択
さ
れ

た
「
国
と
国
際
機
関
と
の
間
又
は
国
際
機
関
相
互
の
間
の
条
約
に
つ
い
て
の
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
」
第
六
条
は
、「
国
際
機
関
が
条
約
を
締
結
す
る

能
力
は
、
当
該
国
際
機
関
の
規
則
に
よ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
と
条
約
締
結
能
力
を
結
び
付
け
て
い
な
い
。

Q
uestion of Treaties concluded betw

een States and International O
rganizations or betw

een tw
o or m

ore organizations, ILC
.R

eport, 34 th Sess. D
oc. 

A/37/10 , ILC
 Yearbook, 1982 , Vol.II, Part Tw

o, pp.9-77 , at 33-34 .
 

　

国
際
法
委
員
会
の
起
草
委
員
会
が
二
〇
一
一
年
の
第
六
三
会
期
の
第
二
読
後
に
条
文
案
（A/ C

N
.4/ L.778

）
を
採
択
し
、
委
員
会
の
報
告
書
に
も
と
づ

い
て
国
連
総
会
が
二
〇
一
一
年
一
二
月
九
日
の
決
議
六
六/

一
〇
〇
と
二
〇
一
四
年
一
二
月
一
〇
日
の
決
議
六
九/

一
二
六
で
「
留
意
」（take note

）
し
た
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「
国
際
組
織
の
国
際
責
任
に
関
す
る
条
文
」
の
用
語
の
使
用
法
に
関
す
る
第
二
条
⒜
は
、
国
際
組
織
が
国
際
法
人
格
を
も
つ
こ
と
を
明
示
的
に
定
め
た
画
期

的
な
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
法
委
員
会
に
は
、
国
際
組
織
の
国
際
法
人
格
と
国
際
違
法
行
為
（
能
力
）
や
責
任
能
力
を
結
び
付
け
る
意
図
が
な
か
っ

た
こ
と
は
、
第
三
条
の
国
際
組
織
の
国
際
違
法
行
為
と
責
任
の
関
係
、
第
四
条
の
国
際
違
法
行
為
の
要
素
に
関
す
る
規
定
か
ら
も
窺
え
る
。ILC

. R
eport, 

63 rd Sess. 26  A
pril-3  June and 4  July-12  A

ugust 2011 , R
esponsibility of International O

rganizations, Texts and titles of draft articles 1  to 67  
adopted by the D

rafting C
om

m
ittee on second reading, 2011 , ILC

 R
eport, A/66/10 , 2011 , C

hap. V, paras. 77-88 .


