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237 主権とEUの問題

主
権
と
E
U
の
問
題

オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
カ
ミ
ィ

徳
永
貴
志
訳

主
権
概
念
の
性
質
お
よ
び
適
用
の
問
題
は
、
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
理
論
的
な
論
点
だ
け
で
な
く
実
践
的
な
論
点
も
含
ん
で
い

る
。
憲
法
、
国
際
法
、
と
り
わ
け
今
日
で
は
西
洋
法
の
枠
組
に
お
い
て
こ
の
問
題
は
提
起
さ
れ
る
。
E
U
の
場
合
に
、
主
権
の
問
題
は
、
欧

州
の
諸
制
度
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
正
統
性
の
危
機
を
本
質
的
に
説
明
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
さ
え
で
き
よ
う
。
と
り
わ
け
そ
れ
は
、

二
〇
〇
五
年
に
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
欧
州
憲
法
条
約
が
拒
絶
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
顕
在
化
し
た
。

第
一
に
、
私
は
主
権
の
概
念
を
明
確
に
し
、
第
二
に
、
E
U
の
枠
組
に
お
け
る
主
権
の
概
念
の
適
用
に
関
わ
る
様
々
な
困
難
を
提
示
し

た
い
。

Ⅰ　

主
権
概
念
の
明
確
化

主
権
と
い
う
用
語
は
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
語
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
異
な
る
意
味
を
有
す
る
。
す
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な
わ
ち
、

―
 

主
権
と
は
最
高
権
威
（autorité

）
で
あ
る
。

―
 

主
権
と
は
国
家
権
力
（puissance

）
で
あ
る
。

第
一
の
意
味
に
よ
る
と
、
主
権
と
は
国
家
内
部
に
お
け
る
最
高
権
威
で
あ
り
、
主
権
者
と
呼
ば
れ
る
法
的
存
在
の
中
に
そ
の
座
（
あ
る
い

は
、
そ
の
起
源
）
を
有
し
て
い
る
。
一
つ
の
共
和
国
に
お
い
て
、
主
権
者
は
人
民
（peuple

）
あ
る
い
は
国
民
（nation

）
で
あ
る
）
1
（

。
主
権

は
、
立
法
権
と
同
一
視
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
狭
義
で
は
法
律
を
制
定
す
る
権
限
、
広
義
で
は
国
家
に
作
用
規
範
を
付
与
す
る
権
限
で
あ
る
。

主
権
的
権
威
（autorité souveraine
）
は
、
不
可
分
で
譲
渡
不
可
能
な
も
の
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

第
二
の
意
味
に
よ
る
と
、
主
権
は
国
家
権
力
（puissance

）
で
あ
り
、
国
家
の
諸
機
関
（organes

）
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
権
力
は
、
警
察
権
、
通
貨
発
行
権
の
よ
う
な
様
々
な
権
限
と
同
一
視
さ
れ
る
。
国
家
権
力
は
分
割
可
能
で
あ
り
譲
渡
可
能
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
言
語
に
お
い
て
は
、
こ
の
二
つ
の
意
味
は
容
易
に
区
別
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
二
つ
の
異

な
る
語
に
一
致
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
語
に
お
い
て
は
、Souveränität 

と
い
う
語
は
第
一
の
意
味
に
対
応
し
、

Staatsgew
ald 

と
い
う
語
は
第
二
の
意
味
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
ラ
テ
ン
語
の A

uctoritas 

とPotest

）
2
（as 

の
区
別
に
対

応
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

西
洋
法
に
お
け
る
第
一
の
意
味
は
、
主
に
、（
対
外
的
あ
る
い
は
対
国
内
的
な
）
実
定
法
の
作
成
者
お
よ
び
そ
の
解
釈
者
（
学
説
）
に
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239 主権とEUの問題

よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
厳
密
な
意
味
で
の
主
権
の
概
念
に
一
致
し
て
い
る
。

（
第
一
の
意
味
に
お
け
る
）
主
権
と
（
第
二
の
意
味
に
お
け
る
）
国
家
権
力
の
間
に
は
、
一
定
の
結
び
つ
き
が
あ
る
。
事
実
、
国
家
権
力

は
主
権
者
の
名
に
お
い
て
行
使
さ
れ
、
主
権
者
意
思
を
表
現
す
る
機
関
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
置
か
れ
る
。
国
家
権
力
は
主
権
的
権
威
に
実

効
力
を
付
与
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
権
者
の
代
表
者
た
ち
（
例
え
ば
、
国
民
議
会
に
お
け
る
代
議
士
）
は
、
国
家
の
行
政
官
僚
に
対
し
て

優
位
な
立
場
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
優
位
性
は
、
西
洋
の
民
主
主
義
諸
国
家
に
お
け
る
代
表
者
と
行
政
官
僚
の
明
確
に
異
な
る
地
位
に
現
れ

て
い
る
。

―
 

代
表
者
は
選
挙
に
よ
り
選
ば
れ
、
主
権
者
の
意
思
を
表
現
す
る
。
よ
っ
て
、
代
表
者
に
は
大
き
な
活
動
の
自
由
が
与
え
ら
れ
る
。

―
 

国
家
の
行
政
官
僚
は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
権
者
の
代
表
者
の
意
思
を
実
行
す
る
の
み
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

行
政
官
僚
に
与
え
ら
れ
る
活
動
の
自
由
は
小
さ
い
。

主
と
し
て
西
洋
の
実
定
法
の
中
に
浸
み
込
ん
で
い
る
の
は
、
第
一
の
意
味
の
主
権
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
の
主
権
は
、
絶
対
的
な
る
も
の

（absolu

）
と
い
う
考
え
方
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
事
実
、
こ
の
意
味
は
、
至
高
性
（suprém

atie

）
の
考
え
方
を
前
提
と
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
上
位
す
る
も
の
も
比
肩
す
る
も
の
も
持
た
な
い
、
固
有
の
法
の
権
力
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
至
高
性
は
、
国
際
法
の

枠
組
に
お
い
て
は
全
く
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
際
法
に
お
い
て
は
、（
し
ば
し
ば
主
権
国
家
と
呼
ば
れ
る
）
い
か
な
る
国
家
も
他
に

優
越
せ
ず
、
対
等
な
国
家
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
る
。

第
一
の
意
味
に
お
け
る
主
権
は
、
日
本
語
で
は
「
主
権
（
シ
ュ
ケ
ン
）」
と
い
う
語
に
し
ば
し
ば
翻
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
ほ

し
い
。「
主
（
シ
ュ
）」
と
い
う
語
は
、
1
．中
心
的
な
人
、
統
治
者
、
家
長
、
大
家
、
2
．集
団
の
長
、
を
指
し
、「
権
（
ケ
ン
）」
と
い
う
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語
は
、
他
者
を
支
配
し
う
る
力
、
他
者
に
対
し
て
自
己
を
明
確
に
主
張
す
る
資
格
あ
る
い
は
、
こ
と
を
な
す
権
利
を
指
す
。
日
本
語
の
「
主

権
（
シ
ュ
ケ
ン
）」
と
い
う
語
は
中
国
語
に
由
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
）
3
（

。
つ
ま
り
、
中
国
語
の
主
权
（zhuquan

）
で
あ
る
。
主
（zhu

）

は
、（
皇
帝
や
神
の
た
め
の
）
権
力
あ
る
い
は
遺
産
の
保
持
者
で
あ
り
、
权
（quan

）
は
、
決
定
権
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
意
味
す
る
。
中

国
語
で
主
权
（zhuquan

）
は
、
と
り
わ
け
対
外
的
な
主
権
（
つ
ま
り
、
国
家
の
独
立
あ
る
い
は
作
用
規
範
を
唯
一
決
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
国
家
の
権
力
）
を
指
し
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
翻
訳
は
、
主
権
と
い
う
西
洋
の
概
念
の
抽
象
的
で
絶
対
的
な
特
徴
）
4
（

を
完

全
に
は
表
現
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

憲
法
に
お
け
る
至
高
性
の
思
想
は
、
重
要
な
帰
結
を
も
た
ら
す
。
つ
ま
り
、
主
権
者
の
意
思
を
表
現
す
る
機
関
が
、
憲
法
制
定
権
力

（pouvoir constituant

）、
す
な
わ
ち
（
形
式
的
あ
る
い
は
実
際
的
な
レ
ベ
ル
で
）
最
高
法
規
と
み
な
さ
れ
て
い
る
憲
法
を
制
定
し
、
修
正

し
、
廃
止
す
る
権
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
憲
法
制
定
権
力
を
有
効
に
枠
付
け
る
超
憲
法
的
実
定
規
範
は
存
在
し
な
い
が
ゆ

え
に
、
こ
の
よ
う
な
憲
法
制
定
権
力
に
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
真
の
意
味
で
の
限
界
は
存
在
し
な
い
と
一
部
の
論
者
は
認
め
て
い
る
。

絶
対
的
な
る
も
の
と
い
う
考
え
方
と
主
権
と
の
間
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
明
ら
か
な
リ
ス
ク
を
伴
う
。
主
権
に
つ
い
て
の
古
い
学
説

は
、
絶
対
主
義
さ
ら
に
は
独
裁
主
義
（
人
民
に
よ
る
専
制
も
あ
り
う
る
）
を
正
当
化
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
主
張
は
、
と
り
わ
け
哲
学
者
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
は
、
憲
法
の
シ
ス
テ

ム
は
一
八
世
紀
以
後
、
主
権
概
念
を
拒
絶
し
た
の
だ
と
指
摘
す
る
。
こ
こ
で
の
憲
法
と
は
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女

は
、《
政
治
学
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
最
も
大
き
な
革
新
は
…
…
主
権
を
放
棄
し
た
こ
と
で
あ
る
》
と
『
革
命
に
つ
い
て
）
5
（

』
の
中
で
説
明
し

て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
国
民
は
主
権
者
（
あ
る
い
は
還
俗
し
た
神
）
た
る
地
位
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
あ
ら

ゆ
る
権
力
は
ア
メ
リ
カ
国
民
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
国
民
は
、
単
な
る
選
挙
の
た
め
の
機
関
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
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241 主権とEUの問題

の
よ
う
な
他
の
憲
法
上
の
機
関
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
バ
ン
ジ
ャ
マ
ン
・
コ
ン
ス
タ
ン
の
よ
う
な
一
部
の

フ
ラ
ン
ス
の
自
由
主
義
者
た
ち
は
、
一
九
世
紀
以
降
、《
あ
ら
ゆ
る
政
府
に
適
用
し
う
る
諸
原
理
》（
一
八
〇
六
年
）
の
名
の
下
に
、
い
か
に

し
て
主
権
の
行
使
を
制
限
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
思
索
を
試
み
た
こ
と
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

今
日
に
至
る
ま
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
実
定
法
や
国
際
法
の
枠
組
に
お
い
て
、
主
権
に
つ
い
て
の
第
一
の
意
味
は
支
配
的
で
あ
り
続
け
て
い

る
。
こ
の
第
一
の
意
味
は
、
と
り
わ
け
西
洋
の
政
治
的
法
（
ル
ソ
ー
）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
基
本
的
な
理
由

の
た
め
に
、
潜
在
的
に
《
絶
対
主
義
的
》
で
あ
る
と
も
危
険
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
主
主
義
の
枠
組
に
お
い
て
、
主
権
者
人
民
は
、（
対
国
内
的
次
元
に
お
い
て
）
完
全
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

人
民
の
名
の
下
に
行
動
す
る
国
家
は
（
国
際
的
次
元
に
お
い
て
）
完
全
に
独
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
え

て
、
人
民
は
自
分
自
身
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
民
の
完
全
な
る
自
由
あ
る
い
は
独
立
は
必
然

で
あ
り
、
リ
ス
ク
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
人
民
の
集
団
的
自
由
と
主
権
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
主
権
の
概
念
を
正
当
化
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
発
展
は
、
民
主
主
義
と
必
然
的
関
連
性
を
有
し
な
い
、
主
権
に
関
す
る
第
二
の
考
え
方
の
棄
損
の
上
に
築
か

れ
る
だ
け
で
な
く
、
人
民
の
基
本
的
人
権
を
侵
害
す
る
リ
ス
ク
を
伴
う
無
制
限
の
権
限
移
譲
を
可
能
に
す
る
が
ゆ
え
に
、
民
主
主
義
を
脅
威

に
さ
ら
す
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
。

そ
れ
で
も
、
主
権
に
つ
い
て
の
第
一
の
考
え
方
は
次
第
に
再
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
西
洋
の
一
部
の
学
説
は
、
絶
対
主

義
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
《
制
限
主
権
》
へ
の
道
は
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
学
説
は
、
近
年
の
二
つ
の
法
現
象
の
存
在
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
。
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―
 

対
国
内
の
憲
法
に
お
け
る
、
と
り
わ
け
基
本
的
人
権
の
領
域
に
お
け
る
憲
法
裁
判
所
の
法
解
釈
の
発
展
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
裁
判

官
は
選
挙
さ
れ
た
代
表
者
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
民
主
主
義
的
主
権
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
な
い
暗
黙
の
規
範
創
造
的
権
力
に
依

拠
し
て
い
る
。

―
 

国
際
法
に
お
け
る
、
諸
国
家
に
よ
る
主
権
の
行
使
を
制
限
し
う
る
国
際
刑
事
裁
判
所
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
拘
束
力
を
有
す

る
慣
習
法
、
さ
ら
に
強
行
規
範
（jus cogens

）
に
依
拠
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
第
一
の
意
味
に
お
け
る
主
権
を
問
い
直
す
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
展
開
す
る
こ
と

は
せ
ず
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

―
 

第
一
に
、
主
権
者
（
正
確
に
は
、
主
権
者
の
名
の
下
で
自
ら
を
表
現
す
る
諸
機
関
）
は
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憲
法

裁
判
所
の
判
決
に
常
に
対
抗
し
う
る
。

―
 

第
二
に
、
拘
束
力
を
有
す
る
慣
習
法
の
形
成
が
、
諸
国
家
の
意
思
か
ら
独
立
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。

逆
に
、
第
三
の
法
現
象
、
つ
ま
り
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
仕
方
で
主
権
の
第
一
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
意
味
に
依
拠
す
る
古

典
的
な
民
主
主
義
モ
デ
ル
を
乗
り
越
え
る
E
U
の
建
設
が
行
わ
れ
て
い
る
。

Ⅱ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
枠
組
に
お
け
る
主
権
の
概
念
の
適
用

し
ば
し
ば
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
E
U
の
近
年
の
発
展
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
E
U
は
、
連
合
（confédération

）
と
理
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解
さ
れ
た
後
、
現
在
は
連
邦
（fédération

）
と
い
う
地
位
に
近
づ
い
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
立
憲
国
家
モ
デ
ル
を
採
用
し
つ
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
連
邦
的
外
観
は
、
と
り
わ
け
E
U
法
の
《
直
接
適
用
》
あ
る
い
は
、（
ど
の
国
家
に
も
あ
る
よ
う
な
執
行

権
、
立
法
権
、
司
法
権
と
い
う
三
権
を
構
成
す
る
）
E
U
の
中
央
諸
機
関
の
国
家
的
外
観
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
E
U
は

い
ま
だ
多
く
の
理
由
か
ら
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
体
制
と
比
較
で
き
る
よ
う
な
一
つ
の
連
邦
国
家
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
例
え
ば
、
E
U
の
存
在
は
、
対
国
内
的
な
一
つ
の
憲
法
で
は
な
く
、
複
数
の
国
際
条
約
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
理
由
が
挙
げ
ら
れ

る
。こ

の
よ
う
な
E
U
建
設
の
過
渡
的
な
段
階
を
把
握
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
第
一
の
意
味
に
お
け
る
主
権
の
概

念
は
、
独
特
な
（sui generis

）
組
織
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
一
つ
の
組
織
体
に
適
用
さ
れ
る
《
混
合
的
な
概
念
》
の
構
築
を
認
め

な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な
概
念
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
次
の
よ
う
な
選
択
肢
の
前
に
立
た
さ
れ
る
。

―
 

一
つ
は
、
E
U
は
連
合
（confédération
）
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
様
々
な
国
家
に
よ
っ

て
国
際
的
に
表
現
さ
れ
る
欧
州
の
各
国
民
の
主
権
は
、
潜
在
的
に
は
原
型
の
ま
ま
で
あ
る
。

―
 

一
つ
は
、
E
U
は
連
邦
（fédération

）
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
欧
州
の
各
国
民
の
主
権
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
デ
モ
ス
（dem

os

）
と
み
な
さ
れ
る
新
た
な
主
権
者
の
主
権
に
よ
り
消
滅
す
る
。

別
の
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
民
は
そ
れ
ぞ
れ
が
主
権
者
の
ま
ま
で
あ
る
の
か
、
つ
ま
り
独
立
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ

と
も
、
唯
一
独
立
し
て
い
る
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
民
だ
け
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
間
的
な
状
態
と
い
う
の
は
存
在
し
得

な
い
の
で
あ
る
。
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（
裁
判
官
や
学
説
と
い
っ
た
よ
う
な
）
法
に
従
事
す
る
者
た
ち
は
、
E
U
と
い
う
独
特
の
存
在
（
あ
る
い
は
、
単
に
E
U
と
い
う
積
極
的

な
現
実
）
を
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
主
権
と
い
う
絶
対
主
義
的
特
性
を
拒
絶
す
る
こ
と
を
も
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
妥
協

的
な
解
決
策
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
二
者
択
一
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
次
に
、
そ
れ
ら
の
解
決
策
は
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
の
解
決
策
︱︱
諸
国
家
の
主
権
す
な
わ
ち
諸
国
民
の
主
権
の
制
限
（
あ
る
い
は
共
有
）

こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、
と
り
わ
け
欧
州
司
法
裁
判
所
（
C
J
C
E
）
の
裁
判
官
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
の
判
事
た
ち
に
よ
っ
て
採
用

さ
れ
た
。
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
E
U
の
法
シ
ス
テ
ム
は
、《
す
べ
て
の
加
盟
国
は
自
ら
の
主
権
的
権
利
を
一
定
の
領
域
に
お
い
て

制
限
す
る
》
段
階
に
至
っ
て
い
る
（
欧
州
司
法
裁
判
所 Van G

end en Loos 

判
決 

一
九
六
三
年
）。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
は
一
九
九
二

年
以
前
の
判
決
の
中
で
、《
主
権
の
制
限
》
と
い
う
、
一
九
五
八
年
憲
法
（
一
九
四
六
年
憲
法
前
文
第
一
五
項
）
か
ら
援
用
し
た
表
現
を
用

い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
が
有
す
る
（
国
際
関
係
や
国
防
と
い
っ
た
）
対
外
的
な
主
権
と
、
各
州
が
有
し
て
い
る

（
教
育
や
司
法
と
い
っ
た
）
対
内
的
な
主
権
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
連
邦
制
を
記
述
す
る
た
め
に
時
々
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
枠
組
に
お
い
て
は
、
そ
の
役
割
を
ち
ょ
う
ど
逆
さ
に
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
対
外
的

な
主
権
は
各
加
盟
国
に
属
し
、
対
内
的
な
主
権
は
E
U
に
属
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、
非
論
理
的
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
で
の
主
権
は
、
分
割
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
は
ア
メ
リ
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カ
合
衆
国
や
E
U
の
場
合
に
お
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
は
、《
至
高
な
る
法
律
》（
第
六
条
）
で
あ
り
、

各
州
に
対
し
て
課
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
権
限
領
域
を
配
分
す
る
の
は
憲
法
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も

主
権
の
分
割
は
存
在
し
な
い
。
E
U
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
主
権
の
分
割
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
各
加
盟
国
は
、
原
則

と
し
て
自
ら
の
主
権
を
保
持
し
表
明
す
る
国
際
条
約
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
れ
ば

各
加
盟
国
は
E
U
を
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
四
九
条
A
）。

実
際
に
も
、
こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、
国
家
権
力
と
し
て
の
主
権
と
い
う
第
二
の
意
味
を
暗
黙
裡
に
採
用
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
第
一
の
意
味
に
お
け
る
主
権
の
概
念
は
い
ま
だ
適
用
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
主

権
者
は
理
論
的
に
は
国
家
権
力
の
分
割
の
プ
ロ
セ
ス
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
E
U
の
場
合
、
誰

が
こ
の
よ
う
な
主
権
者
で
あ
る
の
か
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
各
加
盟
国
な
の
か
、
各
国
民
な
の
か
、
超
国
家
的
な
諸

機
関
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
解
決
策
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
解
決
策
︱︱
加
盟
国
の
主
権
の
自
己
制
約
と
い
う
テ
ー
ゼ

こ
の
よ
う
な
古
典
的
な
解
決
策
は
、
と
り
わ
け
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
の
学
説
（
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
学
説
は
、

主
権
が
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
も
喪
失
す
る
こ
と
も
な
く
、
主
権
者
は
自
ら
を
制
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
レ
ベ
ル

で
は
、
こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
し
ば
し
ば
加
盟
国
の
主
権
を
擁
護
す
る
者
た
ち
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
学
説
は
、
次
の
こ
と
を
主
張

す
る
た
め
に
よ
み
が
え
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
E
U
内
部
に
お
い
て
各
加
盟
国
（
し
た
が
っ
て
各
加
盟
国
が
そ
の
名
の
下
に
行
動
す

る
と
こ
ろ
の
各
国
民
）
は
主
権
者
の
地
位
を
維
持
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
各
加
盟
国
は
自
分
た
ち
が
採
用
し
た
規
範
と
自
分
た
ち
が
受
け
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入
れ
た
権
限
移
譲
を
尊
重
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
仮
説
は
、
次
の
よ
う
な
要
素
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

―
 

E
U
法
の
優
越
性
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
各
加
盟
国
の
憲
法
に
よ
っ
て
実
際
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
憲
法
五
五
条
が
通
常
法
律
に
対
す
る
条
約
の
優
越
性
を
基
礎
づ
け
て
お

り
、
憲
法
八
八
条
の
一
が
E
U
へ
の
加
盟
を
正
当
化
し
て
い
る
。

―
 

加
盟
国
は
、
す
べ
て
の
規
範
的
な
権
限
の
移
譲
に
つ
い
て
監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
加
盟
国
は
こ
の
よ
う
な
権
限

移
譲
の
範
囲
を
決
定
し
、（
外
交
、
防
衛
な
ど
の
）
基
本
的
な
権
限
に
つ
い
て
拒
否
権
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

―
 

E
U
の
諸
機
関
は
、
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
（
第
五
条
）
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
た
権
限
と
目
的
の
枠
内
で
の
み
活
動
す
る
も
の

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、
あ
ら
ゆ
る
絶
対
主
義
の
考
え
方
を
回
避
で
き
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
制
約
概
念
と
い
う
間

接
的
な
方
法
で
、
い
か
な
る
条
件
に
も
制
約
さ
れ
な
い
と
同
時
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
法
の
創
造
を
把
握
す
る
こ
と
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
権
限
委
任
の
プ
ロ
セ
ス
は
特
定
の
明
確
に
同
定
さ
れ
た
主
権
者
、
す
な
わ
ち
加
盟
国
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
決
策
は
、
い
く
つ
か
の
よ
く
知
ら
れ
た
限
界
に
直
面
し
て
い
る
。

1　

加
盟
国
の
主
権
が
保
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
全
会
一
致
投
票
を
後
退
さ
せ
て
多
数
決
に
よ
る
投
票
を
押

し
進
め
る
こ
と
は
、
主
権
は
少
な
く
と
も
一
定
の
領
域
に
お
い
て
、
加
盟
国
だ
け
で
な
く
（
欧
州
共
同
体
で
あ
れ
政
府
相
互
間
で
あ
れ
）
超
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国
家
機
関
に
お
い
て
も
恐
ら
く
同
様
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
我
々
は
第
一

の
解
決
策
お
よ
び
そ
の
欠
陥
に
立
ち
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

2　

E
U
の
主
権
者
を
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
条
約
自
体
は
主
権
者
を
示
し
て
は

い
な
い
。
近
年
の
諸
条
約
は
、
と
り
わ
け
既
に
失
効
し
た
条
約
は
、
諸
国
家
と
市
民
を
単
に
主
体
（
Ⅰ
―
1
条
）
と
し
て
言
及
し
て
い
る
だ

け
で
あ
る
。
E
U
が
連
邦
（fédération

）
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
諸
条
約
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
デ
モ
ス
（dem

os

）
に
依
拠
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
E
U
の
各
国
民
が
主
権
者
と
し
て
任
命

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
連
邦
（fédération

）
に
お
い
て
は
、
多
様
な
主
権
者
の
存
在
は
異
常
で
あ
り
非
論
理
的
で

あ
る
。
逆
に
、
E
U
が
連
合
（confédération

）
で
あ
る
な
ら
ば
、
多
様
な
主
権
者
の
存
在
は
も
っ
と
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
場
合
に
は
、
条
約
は
各
国
民
を
主
権
者
と
し
て
、
各
国
家
を
そ
の
代
弁
者
と
し
て
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際

に
は
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
は
い
な
い
）
6
（

。

3　

各
加
盟
国
お
よ
び
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
各
国
民
が
主
権
者
の
ま
ま
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
条
約
が
、
各
加
盟
国
お
よ
び
そ
の
国
民

の
意
思
と
欧
州
の
諸
機
関
の
意
思
と
の
《
結
合
》
を
生
み
出
す
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
別
の
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
条
約
が
委
任
と

い
う
間
接
的
な
方
法
で
欧
州
の
民
主
主
義
的
な
政
府
を
組
織
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
実
際
、
欧
州
の
各
国
民
が
欧
州
の
諸
機
構
を
通
じ
て

統
治
を
行
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
諸
条
約
は
、
投
票
権
お
よ
び
限
定
的
な
被
選
挙
権
の
行
使
に
よ
り
、
政
治
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
欧
州
市
民
権

の
み
を
組
織
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
実
際
、
こ
の
権
利
は
、
地
方
議
会
選
挙
、
お
よ
び
古
典
的
な
議
会
の
諸
権
限
を
持
た
な
い
欧
州
議
会
の
選

挙
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
の
上
、
庶
民
院
（
あ
る
い
は
上
院
）
は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
欧
州
の
（
欧
州
議
会
を
含
め
た
）

諸
機
構
は
フ
ラ
ン
ス
の
下
院
議
員
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
人
民
を
代
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
E
U
の
法
を
正
当
化
で
き
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
民
が
第
二
次
法
（législation 
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secondair

）
7
（e

）
の
方
向
性
を
直
接
決
め
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
条
約
の
変
更
を
要
求
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
国

家
の
諸
法
に
対
す
る
欧
州
の
法
の
優
越
性
は
ど
の
よ
う
に
正
当
化
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

結
論

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
危
機
は
、
次
の
よ
う
な
方
法
で
要
約
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
（
第
一
の
意
味
で
の
）
主
権
の
危
機
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
、
同
定
し
う
る
主
権
者
も
、
各
国
民
と
欧
州
諸
機
構
と
の
明
確
な
結
び
つ
き
も
、
各
加
盟
国
あ
る
い
は

超
国
家
的
機
関
の
主
権
的
意
思
に
対
す
る
明
確
な
制
限
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
と
し
て
E
U
は
、
操
縦
者
も
管
理

者
も
な
く
自
ら
動
く
機
械
に
似
て
い
る
。
そ
の
上
、
主
権
の
絶
対
性
の
問
題
が
再
び
提
起
さ
れ
て
い
る
。
操
縦
者
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
ど
の
よ
う
に
機
械
を
止
め
た
り
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
り
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
各
加
盟
国
（
あ
る
い
は
仮
定
上
の
欧
州
人
民
）
の
介
入

が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
民
主
的
正
統
性
が
そ
れ
自
身
か
ら
は
認
め
ら
れ
な
い
裁
判
官
に
よ
る
ブ
レ
ー
キ
し
か
残
っ
て
い
な
い
。

主
権
に
つ
い
て
再
考
す
る
と
い
う
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
部
の
問
題
は
ま
だ
漠
然
と
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、

常
に
文
脈
の
上
で
特
定
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
日
本
の
法
律

家
に
も
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
日
本
も
ま
た
何
度
も
繰
り
返
し
主
権
の
問
題
に
遭
遇
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
領
土
の
一
定

部
分
（
と
り
わ
け
一
九
五
一
〜
一
九
七
一
年
の
間
の
沖
縄
）
に
対
す
る
、
い
わ
ゆ
る
《
潜
在
（résiduelle

）》
主
権
）
8
（

の
維
持
、
そ
し
て
、
帝

国
憲
法
の
制
定
者
で
あ
り
憲
法
を
改
正
し
う
る
唯
一
の
存
在
と
考
え
ら
れ
て
い
た
天
皇
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
た
神
格
的
主
権
の
放
棄
、
あ

る
い
は
ま
た
、
一
九
四
六
年
以
後
に
お
け
る
戦
争
遂
行
お
よ
び
軍
隊
保
持
の
憲
法
上
の
禁
止
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
問
題
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

1　

主
権
者
と
は
必
然
的
に
、
実
定
法
に
よ
っ
て
同
定
さ
れ
う
る
法
的
な
主
体

0

0

0

0

0

な
の
だ
ろ
う
か
。
国
民
主
権
の
理
論
は
、
主
権
者
は
法
的

主
体
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
法
的
意
味
で
の
国
民
（nation

）
は
、
そ
の
名
の
下
で
代
表
機

関
が
行
動
す
る
と
こ
ろ
の
純
粋
に
抽
象
的
な
決
定
機
関
（
神
秘
的
な
コ
ー
ルcorps

）
な
の
だ
ろ
う
か
。

2　

主
権
は
、
具
体
的
な
法
的
意
思

0

0

0

0

と
同
一
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
主
権
の
概
念
と
、
譲
渡
不
可
能
で
破
壊
不
可
能
で

は
あ
る
が
代
表
す
る
こ
と
の
で
き
る
権
威
と
し
て
の
オ
ク
ト
リ
タ
ス
（auctoritas

）
の
概
念
と
を
結
び
つ
け
る
の
は
む
し
ろ
不
適
切
な
こ

と
な
の
だ
ろ
う
か
。
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
、
国
民
（nation

）
の
主
権
が
E
U
の
よ
う
な
超
国
家
的
法
秩
序
に
お
け
る
抑
圧
な
い
し
統
合
の

中
で
ど
う
や
っ
て
生
き
残
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
我
々
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

3　

主
権
概
念
の
使
用
は
、
諸
規
範

0

0

0

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
認
識
さ
れ
る
実
定
法
か
ら
の
退
場
へ
と
行
き
つ
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
、

主
権
は
、
す
べ
て
の
法
的
権
力
は
実
定
法
規
範
に
よ
っ
て
必
然
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
制
限
さ
れ
て
い
る
と
す
る
規
範
の
シ
ス
テ
ム
の
概
念
と

両
立
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
に
よ
っ
て
、
法
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
あ
る
い
は
自
然
法
秩
序
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
主

権
の
絶
対
性
の
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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注

（
1
） 

民
主
的
共
和
国
に
お
い
て
、
人
民
あ
る
い
は
国
民
が
、《
主
権
の
座
》
を
占
め
る
唯
一
の
存
在
で
は
な
い
。
有
権
者
団
と
し
て
み
な
さ
れ
る
人
民

あ
る
い
は
国
民
は
、
法
律
の
制
定
を
任
さ
れ
る
代
表
者
を
自
由
に
選
挙
す
る
こ
と
に
参
加
す
る
。

（
2
） 

ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
、「
主
権
」
は im

perium
 

と
い
う
語
に
よ
っ
て
一
般
に
表
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、auctoritas 

と
い
う
語
は
、（
第
一
の

意
味
の
）
近
代
的
な
主
権
を
指
し
示
す
の
に
、
よ
り
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
） 

丸
山
真
男
、
加
藤
周
一
に
よ
る
と
、
西
洋
法
に
お
け
る
主
権
概
念
の
輸
入
は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
ホ
イ
ー
ト
ン
（H

enry W
heaton

）『
万
国
公
法
』

（
一
八
三
六
年
）（
原
題
：E

lem
ents of International Law

）
の
中
国
語
訳
と
関
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
書
物
は
、
宣
教
師
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
・
マ
ー
テ
ィ
ン
（W

illiam
 A

lexander Parsons M
artin

）（1827

―1916

）
に
よ
っ
て
中
国
語
に
翻
訳

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
書
物
は
一
八
六
五
年
な
い
し
一
八
六
六
年
に
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
、
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。『
翻
訳
と

日
本
の
近
代
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
）
一
一
九
頁
を
参
照
。

（
4
） 

そ
れ
は
必
ず
し
も
運
用
に
お
け
る
難
点
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
西
洋
法
に

関
す
る
近
代
の
理
論
家
た
ち
の
論
争
の
種
に
な
る
リ
ス
ク
を
伴
う
か
ら
で
あ
る
。

（
5
） H

. A
rendt, O

n R
evolution, N

ew
 York, Penguin B

ooks C
lassics, 2006, p. 144.

（
6
） 

連
合
（confédération

）
の
場
合
に
お
い
て
は
、
主
権
者
に
任
命
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
各
国
家
で
あ
っ
て
各
国
民
で
は
な
い
。
し
か
し
、（
国
際

組
織
の
よ
う
な
）
連
合
（confédération

）
は
、
一
般
に
民
主
主
義
的
な
組
織
で
は
な
い
と
い
う
事
実
を
結
果
と
し
て
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

（
7
） 

第
二
次
法
と
は
、
指
令
や
規
則
な
ど
、
E
U
の
諸
条
約
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
諸
機
関
が
定
立
す
る
法
規
範
を
指
す
。
他
方
、
第
一
次
法
と
は
、

E
U
の
設
立
を
根
拠
づ
け
る
諸
条
約
を
指
す
。

（
8
） Pierre M

ichel E
isem

ann, « Le statut d ’O
kinaw

a : de la souveraineté résiduelle à la restitution au Japon », A
nnuaire français de 

droit international, 1971, Volum
e 17, pp. 255-278.
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﹇
訳
者
補
記
﹈

本
稿
は
、
学
術
研
究
会
と
し
て
二
〇
一
〇
年
四
月
一
一
日
に
京
都
大
学
で
開
催
さ
れ
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
カ
ミ
ィ
（O

livier C
A

M
Y

）

教
授
（
フ
ラ
ン
ス
・
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
学
／
パ
リ
政
治
学
院
）
の
講
演
「
主
権
と
E
U
の
問
題
」（Le problèm

e de la souveraineté 

et l ’U
nion E

uropéenne
）
の
基
礎
と
な
っ
た
原
稿
に
、
同
氏
が
後
日
修
正
を
加
え
た
も
の
の
日
本
語
訳
で
あ
る
。
本
講
演
会
は
、
京

都
大
学
・
曽
我
部
真
裕
准
教
授
の
主
催
に
よ
り
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
講
演
の
内
容
は
、
二
〇
一
〇
年
刊
行
予
定
の
カ

ミ
ィ
教
授
の
論
文
、“E

urope and the constitutional legal m
odel in the light of Political Law

, ” A
sser Press （T

he H
ague

） 

and C
am

bridge U
P 

が
元
に
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
E
U
は
、
伝
統
的
な
国
際
機
構
と
主
権
国
家
の
中
間
に
位
置
す
る
超
国

家
的
な
存
在
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
ま
た
、
そ
の
制
定
す
る
立
法
は
加
盟
国
だ
け
で
な
く
個
人
を
も
直
接
に
規

制
す
る
た
め
、
そ
こ
に
は
主
権
に
関
す
る
新
た
な
課
題
が
生
じ
て
い
る
（
須
網
隆
夫
「
超
国
家
機
関
に
お
け
る
民
主
主
義
」『
法
律
時

報
』
七
四
巻
四
号
、
二
〇
〇
二
年
を
参
照
）。
本
講
演
は
、
こ
う
し
た
E
U
統
合
の
進
展
に
よ
り
伝
統
的
な
主
権
概
念
が
直
面
し
て
い

る
困
難
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
カ
ミ
ィ
教
授
は
日
本
、
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
に
も
関
心
が
深
い
。
二
〇
〇
八
年

に
愛
媛
大
学
で
行
わ
れ
た
日
仏
修
好
一
五
〇
周
年
の
記
念
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
も
、「
地
域
に
お
け
る
大
学
の
新
た
な
役
割  

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
〝
新
し
い
大
学
の
自
治
〞
に
つ
い
て
」（
原
題
：R

éflexions sur l ’autonom
ie nouvelle de l ’U

niversité en 

France

）
と
題
す
る
講
演
を
行
い
、
日
本
の
大
学
と
の
学
術
交
流
を
行
っ
て
い
る
。（
同
講
演
に
つ
い
て
は
、
愛
媛
大
学
地
域
創
成
研

究
セ
ン
タ
ー
『
地
域
創
成
研
究
年
報
』
四
号
（
二
〇
〇
九
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。）
ま
た
、
中
国
の
四
川
外
国
語
学
院
等
と
も
ブ
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ル
ゴ
ー
ニ
ュ
大
学
を
代
表
し
て
し
ば
し
ば
学
術
交
流
を
行
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
京
都
大
学
の
曽
我
部
真
裕
准
教
授
に
は
、
講
演
会
の
準
備
段
階
か
ら
様
々
な
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
こ
の
度

の
訳
出
に
際
し
て
は
同
僚
の
小
松
﨑
利
明
氏
（
聖
学
院
大
学
・
放
送
大
学
講
師
）
か
ら
国
際
法
・
E
U
法
関
係
の
専
門
用
語
に
関
し
て

懇
切
丁
寧
な
ご
教
示
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
本
稿
の
内
容
が
京
都
大
学
で
の
講
演
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
土
方
透
・

聖
学
院
大
学
政
治
経
済
学
部
教
授
（
現
学
部
長
）
に
は
、『
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
で
の
発
表
を
勧
め
て
い
た
だ
い
た
。
本

稿
は
、
こ
れ
ら
の
方
々
の
ご
厚
意
・
ご
協
力
の
賜
物
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。
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