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1
．
概
念
及
び
テ
ー
マ

本
稿
の
テ
ー
マ
と
し
て
、
い
ま
一
度
、
私
は
ド
イ
ツ
環
境
法
を
と
り
あ
げ
る
（
1
）

。
環
境
法
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
次
の
様
に

述
べ
た
。（
国
内
）
環
境
法
と
は
、
自
然
資
源
、
す
な
わ
ち
水
・
土
・
空
気
の
状
況
・
維
持
・
保
全
を
目
的
と
す
る
法
規
で
あ
る
。
こ
れ

に
加
え
、
こ
れ
ら
の
環
境
要
素
の
相
互
関
係
、
特
に
生
物
に
関
す
る
法
規
、
ま
た
は
一
定
の
物
質
か
ら
生
じ
る
危
険
を
防
止
す
る
目
的
の

法
規
、
例
え
ば
化
学
物
質
審
査
法
（C

hem
ikalienrecht

）
や
食
品
衛
生
法
（L

ebensm
ittelrecht

）、
あ
る
い
は
植
物
の
保
護
に
関
わ
る
法

規
な
ど
も
含
ま
れ
る
。
も
は
や
製
造
目
的
に
合
致
し
た
利
用
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
経
済
的
な
利
用
価
値
を
失
っ
た
た
め
に
、
環

翻　

訳
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境
財
（U

m
w
eltgÜter （2

）
）
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
が
あ
る
。
廃
棄
物
が
そ
の
典
型
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外

に
も
、
本
来
の
目
的
以
外
に
は
利
用
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
依
然
と
し
て
経
済
的
価
値
が
あ
る
財
も
こ
れ
に
該
当
す
る
。

環
境
法
は
、
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
自
然
環
境
へ
の
危
険
が
生
じ
る
と
い
う
共
通
点
を
有
し
て
い
る
多
数
の
物
や
状
況
に
関

わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
方
に
お
い
て
は
経
済
的
な
製
造
過
程
に
よ
る
生
産
物
な
い
し
副
産
物
に
関
わ
り
、
他
方
に
お
い
て
は
日
常
的

生
活
に
も
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
消
費
行
動
の
結
果
や
、
│
下
水
お
よ
び
糞
便
の
場
合
に
は
│
人
間
と
い
う
存
在
の
直
接
的
結
果
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
現
代
国
家
は
、
そ
の
完
成
度
や
保
護
水
準
に
は
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
各
国
独
自
の
環
境
法
を
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
水

域
を
保
護
す
る
法
規
は
従
前
の
国
家
組
織
中
に
存
在
し
て
い
た
し
、
今
日
の
公
害
（Im

m
ission （3

）
）
防
止
法
の
前
身
に
あ
た
る
法
規
は
、
欧

州
に
お
い
て
も
日
本
に
お
い
て
も
一
九
世
紀
に
近
代
工
業
生
産
が
開
始
さ
れ
た
当
時
に
す
で
に
制
定
さ
れ
て
い
た
が
、
上
述
し
た
状
況
の
、

で
き
る
だ
け
多
く
を
包
括
的
に
規
制
し
よ
う
と
す
る
環
境
法
は
、
比
較
的
新
し
い
現
象
で
あ
る
。
特
別
の
環
境
法
制
が
制
定
さ
れ
る
以
前

の
段
階
で
は
、
最
初
は
一
般
警
察
法
が
同
時
に
環
境
保
護
法
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
こ
こ
で
、
私
が
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
の
は
、

環
境
法
領
域
（
そ
の
概
念
が
ま
だ
な
か
っ
た
時
代
に
も
）
は
、
危
険
防
止
の
た
め
の
国
内
立
法
の
中
心
領
域
に
属
し
、
ま
た
公
共
の
安
全
と

秩
序
の
維
持
に
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
説
明
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
領
域
で
は
、
国
際
法
か
ら
の
影
響
は
、
ど
の
程
度
の
意
味
を
有
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
そ
う
し
た
影
響
は
、
他
の
古
典
的
な
国
内

政
策
分
野
で
は
む
し
ろ
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
疑
問
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
私
は
「
国
際
法
か
ら
の
影
響
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
稿
に
お
い
て
「
国
際
法
」
と
は
、
多
く
の
場
合
に
は
国
際
公
法
を
意
味
す
る
が
、
他
方
欧
州
法
（E

uroparecht

）
を
も
意

味
す
る
。
欧
州
法
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
法
秩
序
を
理
解
す
る
た
め
に
は
重
要
で
あ
り
、
本
稿
で
対
象
と
し
て
い
る
環
境
法
で
は
特
に
そ
う

言
え
る
。
私
が
思
う
に
、
こ
の
点
は
日
本
に
お
け
る
研
究
で
は
、
二
つ
の
理
由
か
ら
関
心
の
対
象
と
な
り
う
る
。
第
一
は
、
ド
イ
ツ
法
を

理
解
す
る
た
め
に
必
要
、
と
の
理
由
で
あ
る
。
第
二
は
、
今
日
で
は
欧
州
経
済
統
合
共
同
体
モ
デ
ル
は
同
時
に
法
律
上
の
統
合
で
も
あ
り
、

こ
の
こ
と
が
、
多
く
の
人
び
と
か
ら
模
範
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
。
統
合
共
同
体
を
設
立
し
た
り
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
近

づ
け
よ
う
と
し
た
り
す
る
こ
と
は
他
の
地
域
に
も
見
ら
れ
、
ア
ジ
ア
圏
に
お
い
て
も
法
に
基
づ
き
経
済
的
な
関
連
を
高
め
よ
う
と
す
る
こ

と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
二
国
間
の
統
合
は
ど
こ
ま
で
進
め
る
こ
と
が
可
能
か
、
ま
た
は
進
む
べ
き

か
、
こ
の
統
合
が
加
盟
国
の
法
秩
序
、
お
よ
び
そ
の
国
民
に
ど
の
よ
う
な
結
果
を
発
生
さ
せ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

し
か
し
、
ま
ず
は
国
際
法
に
戻
ろ
う
。
古
典
的
国
際
法
は
、
国
家
間
の
法
で
あ
り
、
法
に
規
制
さ
れ
る
主
体
、
す
な
わ
ち
第
一
義
的
に

は
国
家
が
、
自
分
で
自
ら
を
拘
束
す
る
規
範
を
制
定
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
国
家
は
、
そ
の
成
立
後
に
自
ら
が
服
す
る
こ
と
に
な
る
法

を
、
合
意
の
下
に
、
す
な
わ
ち
、
二
ヶ
国
間
ま
た
は
多
国
間
の
条
約
を
通
じ
て
、
な
い
し
は
、
国
際
法
で
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
法

規
を
発
展
さ
せ
る
慣
行
、
す
な
わ
ち
慣
習
法
を
通
じ
て
創
造
す
る
。
市
民
と
国
家
の
関
係
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
は
、
上
位
の
法
制
定
機

関
は
存
在
し
な
い
（
4
）

。

法
の
執
行
の
段
階
で
も
、
同
様
の
基
本
構
造
が
妥
当
す
る
。
普
遍
的
な
法
秩
序
と
し
て
の
国
際
法
秩
序
に
は
、
極
め
て
部
分
的
に
し
か
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司
法
権
が
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
統
一
的
な
執
行
機
関
も
、
ほ
と
ん
ど
整
備
さ
れ
て
い
な
い
。
紛
争
の
解
決
や
違
法
行
為
に
対
す

る
制
裁
も
、
主
と
し
て
合
意
の
下
に
、
分
散
的
に
行
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
少
な
く
と
も
原
則
と
し
て
は
そ
う
で
あ
り
、
こ
の
原
則

か
ら
の
例
外
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
部
分
的
に
し
か
成
立
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
機
能
は
拙
劣
で
あ
る
。

古
典
的
国
際
法
も
国
際
組
織
を
認
め
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
加
盟
国
間
の
条
約
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
独
自
の
法
人
格
を
有
し
、
そ
の

独
自
に
制
定
し
た
規
制
に
よ
り
加
盟
国
を
相
互
協
力
さ
せ
、
そ
の
意
思
形
成
に
、
加
盟
国
を
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
組
織
体
も
存
在
す

る
。
但
し
、
通
常
は
、
そ
れ
ら
組
織
は
、
加
盟
国
に
対
し
、
特
定
の
行
動
を
と
る
よ
う
に
法
的
に
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
単
に
勧

告
を
行
う
に
と
ど
ま
る
。
そ
し
て
自
ら
加
盟
国
に
対
し
て
法
的
義
務
を
制
定
で
き
る
場
合
に
も
、
従
来
の
型
の
国
際
組
織
は
、
い
ず
れ
に

せ
よ
、
加
盟
国
の
国
内
法
に
直
接
に
機
能
せ
ず
、
そ
れ
故
に
国
内
法
秩
序
の
う
ち
に
あ
る
法
的
主
体
に
対
し
て
義
務
を
課
し
、
権
利
を
与

え
る
よ
う
な
法
規
範
を
創
造
す
る
よ
う
な
地
位
に
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
市
民
そ
の
他
の
経
済
主
体
に
及
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
点
は
、
欧
州
法
で
は
異
な
る
。
こ
こ
に
欧
州
法
と
い
う
概
念
は
、
欧
州
経
済
共
同
体
と
し
て
成
立
し
、
後
に
欧
州
共
同
体
と
称
さ

れ
、
現
在
は
欧
州
連
合
（E
uropa U

nion

）
と
し
て
存
在
す
る
組
織
の
形
成
物
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。
こ
の
組
織
は
、
当

初
は
中
欧
の
六
ヶ
国
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
五
〇
年
以
上
を
か
け
て
加
盟
国
を
拡
大
し
、
欧
州
の
政
治
的
分
裂
も
前
世
紀
の
九
〇
年
代
に

克
服
さ
れ
た
結
果
、
当
初
は
排
除
さ
れ
て
い
た
加
盟
国
も
、
こ
の
拡
大
の
対
象
と
な
っ
た
。

こ
の
欧
州
の
統
合
組
織
も
、
古
典
的
な
国
際
法
上
の
組
織
と
し
て
出
発
し
た
。
現
代
の
欧
州
法
は
、
国
際
法
上
の
基
礎
を
有
し
、
今
日

も
国
際
法
上
の
組
織
と
し
て
の
面
を
有
す
る
が
、
同
時
に
、
私
が
先
に
述
べ
た
国
際
法
上
の
基
本
構
造
を
超
え
る
側
面
も
有
し
て
い
る
。

七
〇



国
際
法
の
ド
イ
ツ
環
境
法
へ
の
影
響
（
甲
斐
）

（
七
一
）

す
な
わ
ち
、
欧
州
法
は
、
加
盟
国
に
優
越
す
る
立
法
権
を
有
し
て
い
る
。
欧
州
法
は
、
独
自
の
執
行
お
よ
び
監
督
機
構
を
発
展
さ
せ
た
。

欧
州
法
は
独
自
の
司
法
権
を
有
し
て
い
る
。
特
に
次
の
諸
点
が
重
要
で
あ
る
。
欧
州
法
は
、
加
盟
国
内
法
秩
序
を
直
接
的
に
規
制
し
、
そ

の
法
に
服
す
る
市
民
に
義
務
を
課
し
、
権
利
を
与
え
る
と
い
う
形
で
拘
束
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
欧
州
法
は
、
国
内
法
秩

序
の
構
成
要
素
と
し
て
、
各
国
の
国
内
裁
判
所
の
判
断
基
準
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
効
果
は
国
際
法
秩
序
の
枠
内
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
と
し
て
は
任
意
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
そ
れ
は
原
則
に

対
す
る
例
外
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
欧
州
法
で
は
そ
れ
が
原
則
と
な
る
。

2
．
国
際
法
お
よ
び
欧
州
法
の
国
内
法
へ
の
影
響
の
方
法
と
効
果

国
際
法
の
国
内
法
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
対
立
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
二
元
論
と
一
元
論
が
対
立
し
、
若
干
の
中
間
説
も

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
理
論
の
実
務
に
お
け
る
実
益
は
限
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
に
言
及
し
な
い
（
5
）

。

私
の
検
討
の
出
発
点
は
、
国
際
法
は
、
確
か
に
、
諸
国
家
に
対
し
、
す
べ
て
の
拘
束
力
を
有
す
る
規
制
に
配
意
し
、
遵
守
す
る
こ
と
を

要
請
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
規
制
と
は
、
当
該
国
家
が
加
盟
し
た
条
約
、
お
よ
び
普
遍
的
ま
た
は
地
域
的
な
拘
束
力
を
有

す
る
国
際
慣
習
法
、
お
よ
び
す
べ
て
の
法
体
系
で
共
通
す
る
一
定
の
法
の
一
般
原
則
で
あ
る
。
他
方
、
国
際
法
は
、
単
に
結
果
と
し
て
の

遵
守
を
要
求
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
国
際
法
上
の
法
規
を
ど
の
よ
う
な
方
法
で
遵
守
す
る
か
は
、
当
該
国
家
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
換
言

す
れ
ば
、
国
際
法
の
国
内
法
化
は
、
各
国
が
自
ら
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
各
国
は
、
国
際
法
秩
序
を
結
果
と
し
て
遵
守
す
る
義
務
を

七
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負
う
が
、
そ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
保
障
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
自
己
責
任
で
判
断
で
き
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
当
該
国
家
の
国
内
憲
法
秩
序
の
問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
の
場
合
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
際
法
上
の
条
約

は
、
国
内
立
法
機
関
が
法
律
制
定
の
方
式
と
手
続
に
よ
り
承
認
し
た
場
合
に
は
、
憲
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
律
と
し
て
の
効
力

を
有
す
る
（
6
）

。
し
た
が
っ
て
、
国
内
法
秩
序
に
お
い
て
法
律
と
し
て
効
力
を
有
す
る
。
他
の
法
律
と
の
矛
盾
が
発
生
す
る
場
合
、
一
般
的
な

抵
触
規
定
が
妥
当
す
る
。
よ
り
具
体
的
な
法
律
が
よ
り
一
般
的
な
法
律
に
優
先
す
る
、
ま
た
は
、
よ
り
新
し
い
法
律
が
よ
り
古
い
法
律
に

優
先
す
る
な
ど
の
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
国
際
慣
習
法
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
に
よ
る
と
、
国
内
で
は
こ
の
よ
う
な
承
認
行
為
が
な
く

て
も
妥
当
す
る
（
7
）

。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
憲
法
と
そ
の
他
の
法
律
の
『
中
間
』
の
効
力
を
有
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
他
の
国
家
で
の
法
的
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
学
問
的
に
も
実
践
的
に
も
非
常
に
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
き
わ
め
て
多
様
な
類
型
が
あ
る
。
英
国
の
よ
う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
際
法
が
コ
モ
ン
・

ロ
ー
と
し
て
機
能
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
そ
れ
に
抵
触
す
る
成
文
法
が
優
越
す
る
と
い
う
条
件
下
に
あ
る
。
合
衆
国
憲
法

は
明
確
に
国
際
条
約
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
が
、
不
文
の
国
際
慣
習
法
は
、
そ
こ
で
も
連
邦
法
の
一
部
と
し
て
効
力
を
有
し
、
そ
れ
故

に
州
法
に
優
越
す
る
が
、
合
衆
国
憲
法
に
は
劣
後
す
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
す
べ
て
の
国
際
慣
習
法
が
イ
タ
リ
ア
国
内
法
秩
序
の
構
成
要

素
と
さ
れ
る
が
、
憲
法
と
同
等
の
地
位
を
有
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
国
際

法
上
の
原
則
お
よ
び
国
際
条
約
が
、
あ
ら
ゆ
る
ギ
リ
シ
ア
国
内
法
に
優
越
す
る
の
で
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ト
ル
コ
で
は
、
国

際
条
約
法
の
う
ち
、
人
権
に
関
わ
る
部
分
が
法
律
に
も
、
そ
し
て
憲
法
規
定
に
も
優
越
す
る
。

七
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こ
の
よ
う
に
、
様
々
の
国
家
を
検
討
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
今
は
、
そ
の
た
め
の
時
間
が
な
い
。
日
本
で
の
状
況
に
つ
い
て

は
、
以
下
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
日
本
国
憲
法
九
八
条
二
項
に
よ
り
、
国
際
条
約
法
お
よ
び
国
際
慣
習
法
に
原
則
と
し
て
拘
束
力
が

あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
の
国
際
法
に
対
す
る
優
越
は
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
問
題
が
重
要
と
な
る
の
は
稀
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
最
高
裁
判
所
は
、
国
際
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
義
的
に
は
内

閣
・
国
会
の
判
断
に
委
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
状
況
が
ま
っ
た
く
異
な
る
。
ド
イ
ツ
に
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
あ
り
、

そ
こ
が
国
際
慣
習
法
の
範
囲
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
判
断
す
る
権
限
は
、
他
の
す
べ
て
の
国
家
機
関
に
対
し
、
優
越
的
な
拘
束
力
を
有
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
憲
法
異
議
手
続
き
の
枠
内
に
お
い
て
さ
え
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
国
際
法
上
の
条
約
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
効
力
や
内
容
に
よ
っ
て
、
国
民
が
基
本
権
に
対
す
る
制
限
受
忍
の
要
否
と
い
う
問
題
が
決
ま
る
場
合
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

欧
州
法
は
、
国
際
法
に
つ
い
て
上
述
し
た
と
こ
ろ
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
新
し
い
段
階
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
欧
州
法
は
、
そ

れ
に
よ
り
義
務
を
負
担
し
て
い
る
権
利
主
体
、
す
な
わ
ち
欧
州
共
同
体
加
盟
国
に
、
国
際
法
と
は
異
な
り
、
欧
州
法
の
優
越
的
適
用
を
認

め
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
欧
州
連
合
設
立
条
約
（
こ
れ
は
既
に
数
次
の
改
正
を
経
て
い
る
が
）
の
解
釈
に
つ
い
て
、
ま
た
国
内

憲
法
秩
序
の
観
点
か
ら
、
極
め
て
激
し
い
論
争
が
あ
る
。
し
か
し
、
欧
州
法
が
国
内
法
に
優
越
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
見
解
は
完
全
に
一

致
し
て
い
る
。
通
説
に
よ
る
と
、
欧
州
法
は
、
欧
州
連
合
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
の
原
則
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
国
際
法
上

の
原
則
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
所
在
の
欧
州
連
合
裁
判
所
は
、
一
九
六
四
年
に
決
定
的
な
判
例
変
更
を
行
い
、
欧
州

法
の
加
盟
国
に
お
け
る
統
一
的
適
用
を
要
求
し
た
（
8
）

。
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
欧
州
連
合
法
に
よ
る
規
範
命
令
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
が
現
行
の
形

七
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式
を
維
持
す
る
限
り
、
憲
法
に
抵
触
す
る
と
い
う
問
題
は
生
起
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
原
則
に
関
す
る
問
題
か
ら
離
れ
て
、
欧
州
連
合
法
の
種
類
と
い
う
観
点
に
立
つ
と
、
そ
れ
は
混
乱
と
多
様
化
を
極
め
て
い

る
。
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
一
次
法
と
二
次
法
の
区
別
が
存
在
す
る
。
一
次
法
と
は
、
い
う
な
れ
ば
欧
州
連
合
の
憲
法
で
、
欧
州
連
合
設
立
条

約
ま
た
は
そ
れ
に
加
え
て
、
欧
州
連
合
法
の
う
ち
、
法
的
一
般
原
則
に
関
す
る
規
定
か
ら
な
る
。
二
次
法
は
、
欧
州
連
合
な
い
し
そ
の
機

関
が
制
定
し
た
法
で
、
様
々
な
決
定
形
式
が
あ
る
。
特
に
重
要
な
の
が
規
則
（V

erordnung

）
と
い
う
法
形
式
で
、
こ
れ
は
、
加
盟
国
の

国
内
法
と
し
て
、
直
接
的
に
適
用
さ
れ
る
法
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
指
令
（R

ichtlinien

）
は
、
加
盟
国
の
立
法
府
に
対
す
る
拘
束
的

指
図
で
あ
る
が
、
適
切
な
国
内
法
化
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
ま
た
制
限
期
間
の
満
了
後
で
あ
れ
ば
未
だ
国
内
立
法
化
が
な
さ
れ

て
い
な
い
場
合
で
も
、
一
定
の
条
件
の
下
に
お
い
て
、
あ
た
か
も
法
律
で
あ
る
か
の
よ
う
に
直
接
に
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
結

果
、
指
令
そ
れ
自
体
が
無
視
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
民
が
そ
れ
を
現
行
法
と
し
て
主
張
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
発
展
に
つ
い
て
も
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
所
在
の
欧
州
連
合
裁
判
所
が
判
例
変
更
を
行
っ
て
い
る
（
9
）

。

国
際
的
な
法
の
、
こ
の
二
種
類
の
、
全
く
異
な
る
機
能
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
法
に
対
し
て
何
を
意
味
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
こ

の
点
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
環
境
保
護
分
野
で
国
際
法
お
よ
び
欧
州
連
合
法
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
規
制
が
あ
る
か
、
と
の
点

に
つ
い
て
視
線
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

3
．
国
際
法
と
環
境
保
護

国
際
法
上
の
環
境
保
護
は
、
様
々
な
段
階
で
発
展
し
た
（
10
）

。
最
初
は
二
か
国
間
・
地
域
条
約
に
よ
り
、
特
に
国
境
に
近
い
河
川
等
の
保
護

七
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を
目
的
と
す
る
環
境
保
護
条
約
よ
り
出
発
し
た
。
次
の
段
階
は
、
慣
習
法
に
よ
る
法
規
定
の
形
成
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
も
、
国
境
を
超
え

る
環
境
被
害
に
関
す
る
責
任
お
よ
び
賠
償
が
問
題
と
な
っ
た
。
前
世
紀
の
三
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
の
仲
裁
裁
判
で
決
定
さ
れ
た

「
ト
レ
イ
ル
精
錬
所
（T

rail S
m
elter

）」
事
件
は
、
有
名
で
あ
る
（
11
）

。
こ
の
事
件
で
は
、
国
境
を
越
え
て
効
果
が
生
じ
た
空
気
汚
染
に
よ
る

損
害
が
問
題
と
な
っ
た
。
当
時
の
法
状
況
を
基
準
と
す
る
場
合
、
仲
裁
裁
判
は
こ
の
事
件
の
判
断
を
誤
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

当
時
は
、
未
だ
該
当
す
る
慣
習
法
が
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
こ
の
判
決
は
国
家
の
実
務
お
よ
び
学

問
で
の
議
論
で
多
く
賛
成
さ
れ
、
こ
の
判
断
を
法
の
発
展
の
成
功
と
し
て
評
価
で
き
る
。
今
日
で
は
、
い
ず
れ
の
国
家
も
他
国
の
環
境
被

害
に
つ
い
て
原
因
を
与
え
た
場
合
に
は
、
慣
習
法
に
基
づ
く
責
任
を
一
般
に
問
わ
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
例
え
ば
、
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
の
惨
事
に
起
因
す
る
欧
州
各
国
の
被
害
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
（
当
時
）
が
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

前
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
、
初
め
て
、
国
際
法
に
よ
る
環
境
保
護
の
第
三
段
階
に
到
達
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
内
的
規
制
で
は
除
去
が

で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
国
内
的
規
制
で
は
十
分
な
実
効
性
の
な
い
環
境
問
題
に
関
す
る
多
国
間
条
約
が
締
結
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

多
数
の
国
際
条
約
が
海
洋
環
境
保
護
の
領
域
で
成
立
し
た
。
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
船
舶
航
行
に
よ
る
海
洋
汚
染
問
題
、
海
洋
の
ゴ

ミ
捨
て
場
と
し
て
の
使
用
問
題
な
い
し
河
川
か
ら
海
洋
に
流
入
す
る
汚
染
物
質
問
題
に
関
す
る
条
約
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
際
法

は
、
規
制
の
必
要
性
が
示
さ
れ
、
そ
の
必
要
が
明
白
と
な
り
、
国
際
合
意
が
可
能
と
な
っ
た
段
階
に
な
っ
て
、
初
め
て
反
応
す
る
こ
と
が

分
か
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
八
〇
年
代
以
降
に
締
結
さ
れ
た
大
気
汚
染
防
止
、
気
候
変
動
防
止
及
び
生
物
多
様
性
に
関
す
る
条
約

に
つ
い
て
言
え
る
。

七
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国
際
法
に
よ
る
環
境
保
護
の
最
後
の
第
四
段
階
は
、
環
境
保
護
の
人
権
問
題
と
し
て
の
発
見
で
あ
る
。
大
き
な
人
権
条
約
は
環
境
保
護

に
触
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
特
に
国
連
の
枠
組
み
で
の
環
境
政
策
会
議
を
見
る
と
、
国
際
法
に
よ
る
環
境
保
護
は
個
々
人
の
利
益
の

た
め
の
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
国
家
の
利
益
で
は
な
く
、
世
界
の
人
び
と
の
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
疑
問
の
余
地

は
な
い
。
こ
の
点
は
、
特
に
欧
州
人
権
条
約
で
具
体
化
さ
れ
た
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
欧
州
人
権
条
約
の
監
督
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た

シ
ュ
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
所
在
の
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
個
々
の
人
権
規
定
の
拡
大
解
釈
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
公
害
の
防
止
に
つ
い
て
の
個

人
の
権
利
を
認
め
た
（
12
）

。

4
．
環
境
保
護
と
欧
州
連
合
法

一
九
八
七
年
、
欧
州
経
済
共
同
体
の
設
立
か
ら
お
よ
そ
三
〇
年
を
経
過
し
た
こ
の
年
に
、
初
め
て
固
有
の
意
味
に
お
け
る
環
境
政
策
の

根
拠
権
限
が
条
約
に
追
加
さ
れ
た
（
13
）

。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
こ
の
領
域
で
は
多
数
の
規
制
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
際
し

て
は
、
そ
の
権
限
は
、
加
盟
国
間
で
環
境
領
域
に
お
け
る
規
制
が
異
な
る
こ
と
が
競
争
に
影
響
す
る
結
果
、
直
接
的
に
域
内
市
場
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
た
。
そ
れ
以
外
の
立
法
の
根
拠
権
限
も
、
環
境
政
策
を
形
成
す
る
た
め
に
幅
広
く
利
用
さ
れ
た
。
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
条
約
で
は
、
す
で
に
国
連
で
具
体
化
さ
れ
た
持
続
可
能
な
発
展
の
原
則
が
明
示
的
に
採
用
さ
れ
た
（
14
）

。
環
境
保
護
の
推
進
は
、
現
在

の
状
況
下
に
お
い
て
は
、
持
続
可
能
な
発
展
の
推
進
と
い
う
形
で
欧
州
連
合
の
政
策
を
確
立
し
、
実
施
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

現
在
の
一
般
に
承
認
さ
れ
た
欧
州
連
合
の
目
標
と
し
て
、
環
境
保
護
に
大
い
に
努
力
を
傾
注
し
、
産
品
移
動
の
自
由
に
対
す
る
制
限
を
正

当
化
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
係
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
加
盟
国
が
欧
州
連
合
法
の
水
準
以
上
に
強
力
な
保
護
政
策
を

制
定
し
、
実
施
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
比
例
原
則
に
よ
る
制
限
に
服
す
る
し
、
差
別
的
な

七
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効
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
欧
州
連
合
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

欧
州
連
合
が
環
境
保
護
の
領
域
で
一
番
多
く
利
用
し
て
い
る
行
動
形
式
は
指
令
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
加
盟
国
の
立
法
を
拘
束

す
る
命
令
で
は
あ
る
が
、
期
限
内
に
国
内
法
化
し
な
か
っ
た
り
、
不
十
分
な
国
内
法
化
を
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
り
す
る
場
合
に
は
、
加
盟

国
の
国
内
法
と
し
て
直
接
的
効
果
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

欧
州
連
合
の
環
境
保
護
法
に
は
、
実
体
法
ば
か
り
で
な
く
手
続
法
も
含
む
。
特
に
指
令
（
稀
に
は
規
則
）
の
形
式
を
使
用
し
て
、
媒
体

関
連
の
環
境
保
護
（
例
え
ば
物
質
法
（
15
）

お
よ
び
生
命
環
境
保
護
（
16
）

）
に
つ
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
。
水
質
汚
濁
防
止
、
空
気
汚
染
防
止
、
気
候
変

動
防
止
、
騒
音
防
止
及
び
自
然
保
護
が
同
様
に
制
定
さ
れ
、
こ
れ
に
加
え
て
廃
棄
物
法
、
化
学
物
質
法
、
バ
イ
オ
技
術
お
よ
び
遺
伝
子
組

み
換
え
技
術
に
つ
い
て
の
も
の
が
あ
る
。
公
害
の
防
止
お
よ
び
軽
減
の
た
め
の
指
令
は
、
媒
体
を
超
え
て
、
総
括
的
な
構
造
に
よ
り
、
加

盟
国
の
国
内
に
お
い
て
も
様
々
の
法
律
で
改
正
を
必
要
と
し
た
。
実
体
法
と
並
ん
で
、
手
続
法
的
側
面
に
関
し
て
も
指
令
に
よ
り
、
環
境

に
負
担
と
な
る
計
画
の
際
に
、
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
要
求
す
る
指
令
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
よ
る
原
告
適
格
の
認
容
、
国
民
へ
の
情
報
公
開
お
よ

び
意
見
募
集
手
続
き
に
関
す
る
規
制
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

5
．
国
際
的
な
法
の
ド
イ
ツ
環
境
法
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
評
価

以
上
の
結
果
、
ド
イ
ツ
環
境
保
護
法
へ
の
外
部
か
ら
の
、
し
た
が
っ
て
国
際
的
な
影
響
は
、
作
用
機
序
の
面
ば
か
り
で
な
く
、
内
容
面

で
も
、
包
括
的
か
つ
多
様
な
状
況
に
あ
る
。
国
際
法
上
の
要
請
は
、
近
時
、
国
際
的
な
規
制
利
益
が
特
に
明
白
で
あ
る
対
象
、
す
な
わ
ち
、

七
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海
洋
、
気
候
お
よ
び
生
物
多
様
性
の
よ
う
な
対
象
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
そ
の
小
規
模
性
の
故
に
、
一
貫
し
て
国
内
的
な

問
題
で
あ
る
環
境
政
策
領
域
に
つ
い
て
は
、
自
制
し
て
い
る
。
特
に
、
国
内
の
行
政
手
続
き
に
つ
い
て
の
効
率
要
請
に
つ
い
て
は
関
わ
り

を
持
た
な
い
。
欧
州
連
合
法
は
、
そ
の
点
、
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
欧
州
連
合
は
共
通
の
価
値
お
よ
び
共
通
の
文
化
に
基
づ
く
統
合
体
で

あ
る
た
め
、
加
盟
国
に
対
し
て
、
伝
統
的
な
国
内
領
域
に
つ
い
て
も
、
環
境
政
策
の
よ
う
に
、
生
活
水
準
全
体
に
重
要
で
あ
る
領
域
に
つ

い
て
は
、
規
制
す
る
傾
向
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
環
境
保
護
に
つ
い
て
の
水
準
が
異
な
る
場
合
に
は
、
共
通
の
競
争
条
件
を
実
現
す
る
域
内

市
場
の
実
現
を
困
難
と
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
点
も
、
配
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
法
を
手
段
と
す
る
環
境
政
策
は
常
に
経
済
的
自
由
に

対
す
る
制
限
を
伴
い
、
法
的
正
当
化
の
必
要
性
が
生
じ
る
の
で
、
必
然
的
に
環
境
問
題
は
、
欧
州
連
合
制
度
の
問
題
と
も
な
っ
た
。

よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
と
、
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
が
、
そ
れ
に
際
し
て
は
、
ド
イ
ツ
が
（
北
欧
諸
国
や
、
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
と
並
ん
で
）

伝
統
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
比
較
的
環
境
保
護
水
準
が
高
い
国
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
環
境
法
は
、
個
人
の
権

利
保
護
お
よ
び
司
法
化
を
重
視
す
る
法
治
国
家
の
形
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
前
世
紀
の
七
〇
年
代
以
降
、
環
境
利
益
が
政
治
的
に
よ
り
重

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
選
挙
で
勝
つ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
判
明
し
た
結
果
、
国
際
的
な
影
響
を
配
慮
し
な
く

て
も
比
較
的
順
調
に
発
展
し
た
。
そ
れ
で
も
、
ド
イ
ツ
の
環
境
法
は
、
二
つ
の
国
際
領
域
か
ら
多
く
の
影
響
と
刺
激
を
受
け
た
。

国
際
法
的
観
点
か
ら
は
、
私
が
こ
こ
で
説
明
し
た
環
境
国
際
法
の
す
べ
て
の
発
展
段
階
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
が
言
え
る
。
公
海
、
排
他

的
経
済
水
域
ま
た
は
接
続
水
域
の
よ
う
に
、
国
家
の
支
配
下
に
無
い
領
域
に
対
す
る
多
国
間
条
約
に
よ
る
規
制
は
、
領
海
同
様
に
、
ド
イ

ツ
法
の
構
成
要
素
と
な
っ
た
の
で
、
規
制
当
局
の
承
認
や
制
裁
の
決
定
基
準
で
あ
る
。
生
物
保
護
お
よ
び
生
物
多
様
性
の
保
護
に
つ
い
て

も
、
同
様
で
あ
る
。
国
連
の
気
候
変
動
枠
組
協
定
を
具
体
化
し
た
京
都
議
定
書
は
、
多
く
の
複
雑
な
問
題
点
を
抱
え
て
い
る
が
、
削
減
義

七
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務
の
合
意
に
よ
り
、
国
内
に
お
け
る
公
害
の
防
止
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
な
ど
、
実
体
的
な
規
制
を
行
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
排
出
権
取
引

に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
政
策
措
置
の
形
式
を
増
や
し
、
さ
ら
に
、
定
期
的
な
報
告
義
務
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
り
、

監
視
の
仕
組
み
を
強
化
し
た
。

国
家
間
に
お
け
る
隣
接
国
家
へ
の
保
護
に
関
す
る
環
境
国
際
法
の
慣
習
法
的
規
制
は
、
ド
イ
ツ
で
は
直
接
憲
法
を
根
拠
に
適
用
さ
れ
る

が
、
国
内
に
お
け
る
立
法
が
国
際
慣
習
法
よ
り
基
準
が
厳
し
い
限
り
、
実
務
上
の
効
果
は
な
い
。
環
境
財
に
か
か
る
国
際
法
上
の
人
権
保

護
は
、
欧
州
人
権
条
約
が
最
終
的
に
権
利
保
護
可
能
性
を
補
完
し
て
い
る
の
で
、
実
際
問
題
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
環
境
保
護
が
憲

法
問
題
で
あ
り
、
人
権
上
の
保
護
義
務
の
対
象
と
な
る
こ
と
と
重
層
構
造
を
な
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
環
境
政
策
の
立
場
か
ら
み
た
国
際
法
の
機
能
は
、
ド
イ
ツ
の
環
境
政
策
の
決
定
要
素
と
い
う
よ
り
は
、
経
済

と
環
境
の
政
策
目
標
に
関
す
る
優
先
順
位
が
、
特
に
大
陸
間
に
お
い
て
依
然
と
し
て
異
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
の
外

交
が
地
球
規
模
の
環
境
政
策
に
貢
献
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
欧
州
法
の
影
響
に
対
す
る
評
価
は
異
な
る
。
今
日
で
は
、
ド
イ
ツ
の
環
境
法
の
決
定
の
お
よ
そ
七
〇
％
は
欧
州
連
合
法

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
、
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
あ
た
り
、
必
要
な
実
施
行
為
が
多
く
の
場
面
で
不
足
し
て
い
た
。
例
え
ば
、

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
所
在
の
欧
州
連
合
裁
判
所
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
大
気
汚
染
防
止
の
領
域
に
お
け
る
欧
州
連
合
法
の
要
求
は
不
十
分
に

し
か
実
施
さ
れ
て
い
な
い
、
と
判
断
し
た
こ
と
が
あ
る
（
17
）

。
そ
れ
に
際
し
て
は
、
環
境
保
護
の
内
容
に
関
す
る
水
準
が
低
い
と
い
う
こ
と
で

七
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は
な
く
、
様
々
な
規
制
方
式
に
つ
い
て
生
じ
る
難
し
い
手
続
が
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
政
的
に
不
満
足
と
い
う
よ
り
は
、
規
範

的
な
不
十
分
さ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
評
価
す
れ
ば
、
従
来
は
加
盟
各
国
の
国
内
法
を
比
較
す
る
と
、
ド
イ
ツ
が
先
導
役
を

務
め
て
い
た
が
、
そ
れ
が
部
分
的
に
欧
州
連
合
に
引
き
継
が
れ
た
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
国
内
の
環
境
保
護
法
の
欧
州
連
合
化
傾
向
に
は
、

例
え
ば
非
常
に
詳
細
な
規
制
で
あ
る
点
、
複
雑
な
点
、
全
体
が
見
え
な
い
点
、
体
系
的
秩
序
を
欠
け
て
い
る
点
な
ど
、
批
判
を
必
要
と
す

る
副
作
用
を
伴
う
こ
と
も
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
は
ド
イ
ツ
国
内
で
規
制
の
氾
濫
お
よ
び
多
様
化
が
著
し
い
と
判
断
さ
れ

た
た
め
、
既
存
の
法
制
を
体
系
化
し
、
環
境
法
典
と
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
発
想
が
求
め
ら
れ
た
が
、
今
や
、
そ
の
批
判
は
欧
州
連
合
段

階
の
環
境
法
に
つ
い
て
も
妥
当
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
よ
う
な
計
画
が
い
つ
か
実
現
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
予
見
で
き

な
い
。

国
際
法
秩
序
は
、
純
粋
な
国
家
間
の
制
度
と
し
て
成
立
し
、
未
だ
第
一
義
的
に
は
個
別
国
家
の
利
益
を
追
求
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
、
私
個
人
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
問
題
を
提
起
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
国
際
法
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
の
法
律
と
同
様

に
、
個
人
の
利
益
と
発
展
の
機
会
が
調
整
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
き
再
編
の
必
要
性
が
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
国
際

法
に
よ
る
効
率
的
な
環
境
保
護
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
家
の
支
配
下
に
な
い
領
域
や
地
球
規
模
の
環
境
問
題
だ
け
に
限
定
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。
国
内
の
環
境
保
護
水
準
は
、
従
前
以
上
に
強
力
に
、
国
際
的
規
制
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
各
国

の
憲
法
が
、
従
前
以
上
に
明
確
に
国
際
法
秩
序
を
そ
の
一
部
と
し
、
そ
れ
に
対
応
し
て
法
的
保
護
の
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
を
通
じ
て
法

治
国
家
を
完
成
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
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欧
州
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
統
合
の
今
後
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
今
ま
で
の
道
が
最
終
的
に
統

合
欧
州
国
に
導
く
の
か
、
そ
し
て
導
く
べ
き
な
の
か
、
と
い
う
ま
っ
た
く
異
な
る
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
他
国
と
は
異
な
り
、

私
は
、
ド
イ
ツ
憲
法
は
、
そ
れ
に
対
し
て
克
服
で
き
な
い
限
界
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
最
近
、
本
年
九
月
一
二

日
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
世
界
的
に
注
目
さ
れ
た
判
決
（
18
）

を
通
じ
て
、
国
家
債
務
及
び
そ
の
取
り
扱
い
と
い
う
政
治
及
び
人
び
と
を
動
か
し

て
い
る
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
統
合
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
国
内
裁
判
所
は
判
断
で
き
ず
、
全
欧
州
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
判
断
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
手
続
き
は
現
在
、
民
主
主
義
の
欠
如
と
い
う
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
ま
た
、
権
力
を
有
す
る
経
済
的
ア
ク
タ
ー
の

利
益
が
、
社
会
的
平
等
の
な
か
で
個
々
人
の
自
由
の
可
能
性
を
維
持
・
保
障
す
る
目
的
に
優
越
し
て
い
る
、
と
の
問
題
が
明
確
に
な
っ
た
。

そ
の
こ
と
か
ら
、
以
下
の
結
論
が
導
か
れ
る
。
統
合
が
さ
ら
に
進
め
ば
、
お
そ
ら
く
ド
イ
ツ
環
境
法
は
今
以
上
に
強
力
に
欧
州
化
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
実
施
の
不
足
お
よ
び
体
系
の
欠
如
に
対
応
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
治
国
家
に
お
け

る
立
法
の
品
質
に
関
し
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
業
績
を
、
そ
こ
で
も
よ
り
強
力
に
実
現
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
環
境
政
策
が
憲

法
問
題
で
あ
る
点
か
ら
、
欧
州
環
境
法
の
進
展
を
焦
点
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
。
欧
州
憲
法
は
、
そ
れ
が
成

文
か
否
か
、
あ
る
い
は
憲
法
制
定
手
続
を
通
じ
て
成
立
し
た
か
、
判
例
法
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
か
に
関
わ
り
な
く
、
各
国
の
憲
法
学
が

積
み
重
ね
た
法
治
国
家
お
よ
び
民
主
主
義
に
つ
い
て
の
要
求
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尊
重
し
な
い
場
合
、
我
々
は
、
統
合
に
よ

り
我
々
の
本
質
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
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注
﹈
こ
の
論
文“Internalionalrechtliche E

infl üsse auf das D
eulscheum

w
eltrecht”

の
原
文
は
、C

O
M
P
A
R
A
T
IV
E
 L
A
W
 V
ol.30 

八
一



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
八
二
）

2013 

一
三
頁
以
下
に
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

（
1
） 

﹇
原
注
﹈
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
憲
法
問
題
と
し
て
の
環
境
政
策
と
裁
判
的
統
制
に
と
っ
て
の
帰
結
」„U

m
w
eltpolitik als 

V
erfassungsfrage und die K

onsequenzen fÜr die gerichtliche K
ontrolle“

に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

﹇
訳
注
﹈
こ
の
論
文
の
原
文
は
、C

O
M
P
A
R
A
T
IV
E
 L
A
W
 V
ol.29 2012 

四
三
頁
以
下
に
、
ま
た
、
そ
の
翻
訳
は
、
日
本
法
学
七
九
巻
三
号

九
一
頁
以
下
（
藤
井
康
博
翻
訳
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
上
梓
さ
れ
て
い
る
。

（
2
） 

﹇
訳
注
﹈
環
境
財
：
消
費
の
排
除
不
可
能
性
と
消
費
の
集
合
性
と
い
う
公
共
財
と
同
じ
性
質
を
持
ち
、
お
も
に
自
然
に
よ
っ
て
供
給
さ
れ
る
も

の
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
自
然
景
観
、
野
生
動
植
物
は
も
ち
ろ
ん
、
均
衡
し
た
自
然
な
状
態
と
し
て
の
空
気
や
、
未
開
の
原
生
林
な
ど
も
、

こ
れ
に
該
当
す
る
。
な
お
、
公
共
財
の
例
と
し
て
は
、
公
共
の
道
路
や
施
設
が
あ
る
。

（
3
） 

﹇
訳
注
﹈
こ
こ
で
公
害
と
訳
し
た
語
の
原
語
は
「Im

m
ission

」
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
環
境
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、Im

m
ission

と
は
、
典
型
的

に
は
ガ
ス
、
煙
、
悪
臭
、
騒
音
、
振
動
な
ど
環
境
に
影
響
を
与
え
る
あ
ら
ゆ
る
因
子
に
よ
る
権
利
侵
害
を
意
味
し
、
日
本
語
の
公
害
よ
り
は
広
い
概

念
で
あ
る
。

（
4
） 

﹇
原
注
﹈
こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
の
次
の
論
文
を
参
照
。

P
h. K
unig, D

as V
ölkerrecht als R

echt der W
eltbevölkerung, in: A

rchiv des V
ölkerrechts, 41 

（2003

）, 327 ff .

（
5
） 

﹇
原
注
﹈
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
の
次
の
論
文
に
詳
述
し
て
あ
る
。

P
h. K
unig, V

ölkerrecht und staatliches R
echt, K

ap. II, in: W
. G
raf V

itzthum
 

（H
rsg.

）, V
ölkerrecht, 5. A

ufl ., 2010.

（
6
） 

﹇
訳
注
﹈
ド
イ
ツ
憲
法
五
九
条
は
、
一
項
に
お
い
て
大
統
領
の
条
約
締
結
権
を
予
定
し
、
こ
れ
を
受
け
て
二
項
一
文
に
お
い
て
、
次
の
様
に
定

め
て
い
る
。

「
連
邦
の
政
治
的
関
係
を
規
律
し
、
又
は
連
邦
の
立
法
の
対
象
に
関
わ
る
条
約
は
、
そ
れ
ぞ
れ
連
邦
の
立
法
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
機
関
の
、

連
邦
法
律
の
形
式
に
よ
る
承
認
又
は
協
力
を
必
要
と
す
る
。」

（
7
） 

﹇
訳
注
﹈
ド
イ
ツ
憲
法
二
五
条
は
次
の
様
に
定
め
て
い
る
。

「
国
際
法
の
一
般
的
諸
原
則
は
連
邦
法
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
法
律
に
優
先
し
、
連
邦
共
和
国
の
住
民
に
対
し
直
接
的
に
権
利
及
び

八
二



国
際
法
の
ド
イ
ツ
環
境
法
へ
の
影
響
（
甲
斐
）

（
八
三
）

義
務
を
生
ぜ
し
め
る
。」

（
8
） 

﹇
訳
注
﹈
欧
州
裁
判
所
が
一
九
六
四
年
七
月
一
五
日
に
下
し
た
コ
ス
タ
（F
lam
inio C

osta

）
対
Ｅ
．Ｎ
．Ｅ
．Ｌ
．（E

nte nazionale E
nergia 

elettrica im
presa già della E

disonvolta

）
事
件
（6/64

）
の
判
決
で
あ
る
。
事
件
は
、
イ
タ
リ
ア
政
府
が
、
民
間
電
力
会
社
Ｅ
．Ｎ
．Ｅ
．Ｌ
．

を
国
営
化
し
た
の
に
対
し
、
同
社
の
株
主
で
あ
り
、
国
有
化
に
反
対
し
て
い
た
フ
ラ
ミ
ニ
オ
・
コ
ス
タ
が
、
そ
の
抗
議
を
表
す
た
め
に
電
気
代
の
支

払
い
を
拒
否
し
、
そ
の
う
え
で
国
営
化
は
ロ
ー
マ
条
約
第
八
六
条
、
第
八
七
条
に
違
反
す
る
と
し
て
、
同
社
を
訴
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

判
決
で
、
欧
州
裁
判
所
は
、
欧
州
連
合
法
の
、
加
盟
国
の
法
に
対
す
る
絶
対
的
な
優
越
性
を
宣
言
し
た
。

（
9
） 

﹇
訳
注
﹈
欧
州
裁
判
所
が
一
九
九
一
年
一
一
月
一
九
日
に
下
し
た
フ
ラ
ン
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
（A

ndrea F
rancovich

）
事
件
（C

-6/90 und 

C
-9/90, S

lg. 1991, 5357ff 
）
判
決
が
代
表
的
で
あ
る
。
判
決
は
、
加
盟
国
が
指
令
を
期
限
内
に
国
内
法
化
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
指
令
が
規
定

す
る
結
果
が
個
人
へ
の
権
利
付
与
を
伴
う
こ
と
、
指
令
の
規
定
に
基
づ
い
て
権
利
の
内
容
が
特
定
可
能
で
あ
る
こ
と
、
及
び
、
加
盟
国
の
義
務
違
反

と
損
害
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
が
要
件
と
し
て
、
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
認
め
た
。

（
10
） 

﹇
原
注
﹈
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
私
の
次
の
論
文
に
詳
述
し
て
あ
る
。

P
h. K

unig, V
ölkerrechtliche S

taatenverpflichtungen bei G
efährdungen und S

chädigungen der U
m
w
elt, in: B

erichte der 

D
eutschen G

esellschaft fÜr V
ölkerrecht 32, 1991, 9 ff .

（
11
） 

﹇
訳
注
﹈
コ
ミ
ン
コ
（C
O
M
IN
C
O

＝C
onsolidated M

ining and S
m
elting C

om
pany

）
と
い
う
企
業
が
、
カ
ナ
ダ
の
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

コ
ロ
ン
ビ
ア
州
ト
レ
イ
ル
で
、
一
八
九
六
年
以
降
、
鉛
と
亜
鉛
の
精
錬
所
を
運
営
し
て
い
た
。
精
錬
所
か
ら
の
煙
は
、
カ
ナ
ダ
と
米
国
の
国
境
を
越

え
て
、
米
国
側
の
森
林
や
農
作
物
へ
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
コ
ミ
ン
コ
と
、
そ
の
製
錬
事
業
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
土
地
所
有
者
と
の
間
の
紛
争
は
、

直
接
交
渉
で
は
解
決
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
一
九
二
七
年
、
米
国
は
カ
ナ
ダ
に
対
し
て
苦
情
を
申
し
立
て
た
。
一
九
三
五
年
八
月
三
日
、
両
国
は
本

件
解
決
の
た
め
の
仲
裁
協
定
を
締
結
し
、
仲
裁
裁
判
で
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
九
三
八
年
に
中
間
判
決
が
出
さ
れ
、

一
九
四
一
年
に
最
終
判
決
が
下
さ
れ
て
決
着
し
た
。

（
12
） 

﹇
訳
注
﹈
ロ
ペ
ス
・
オ
ス
ト
ラ
事
件
（L

ópez O
stra v. S

pain, S
erie A

 303-C
, §
§
51 ff  .; E

uG
R
Z
 1995, S

. 530.

）。
訴
え
を
起
こ
し

た
女
性
が
家
族
と
住
ん
で
い
た
家
の
隣
に
、
民
間
の
会
社
が
な
め
し
革
製
造
廃
棄
物
処
理
施
設
を
設
置
し
営
業
を
始
め
た
が
、
こ
の
施
設
は
、
健
康

八
三



日
本
法
学　

第
八
十
巻
第
一
号
（
二
〇
一
四
年
六
月
）

（
八
四
）

に
有
害
な
環
境
汚
染
を
引
き
起
こ
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
条
約
八
条
違
反
を
認
定
し
て
被
害
者
を
救
済
し
た
。

（
13
） 

﹇
訳
注
﹈
一
九
八
七
年
一
月
七
日
に
発
効
し
た
単
一
欧
州
議
定
書
（E

inheitliche europäische A
kte

）
を
意
味
し
て
い
る
。

（
14
） 
﹇
訳
注
﹈
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
（A

m
sterdam

er V
ertrag

）
は
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
日
に
調
印
さ
れ
、
一
九
九
九
年
五
月
一
日
に
発

効
し
た
欧
州
連
合
の
基
本
条
約
。
そ
れ
ま
で
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
等
に
く
ら
べ
、
市
民
権
や
個
人
の
権
利
を
よ
り
尊
重
す
る
内
容
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
前
文
に
お
い
て
、「
…
持
続
可
能
な
発
展
の
原
則
を
考
慮
し
、
域
内
市
場
お
よ
び
よ
り
強
固
な
結
束
の
達
成
な
ら
び
に
環
境
保
護
を
背
景

と
し
つ
つ
、
各
国
民
の
た
め
の
経
済
的
お
よ
び
社
会
的
な
進
歩
を
促
進
す
る
こ
と
…
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
15
） 

﹇
訳
注
﹈
物
質
法
（S

toff recht

）
と
は
、
特
定
の
物
質
そ
の
も
の
を
規
制
す
る
立
法
を
意
味
す
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
危
険
物
質
指
令

（
正
式
に
は
「
危
険
な
物
質
の
分
類
、
包
装
及
び
表
示
に
関
す
る
法
律
、
規
則
及
び
行
政
規
定
の
摺
り
合
わ
せ
に
係
る
一
九
六
七
年
六
月
二
七
日
理

事
会
指
令67/548/E

E
C

」）
が
あ
る
。

（
16
） 

﹇
訳
注
﹈
生
命
環
境
保
護
（V

italer U
m
w
eltschutz

）
と
は
、
自
然
保
護
、
森
林
保
護
お
よ
び
動
物
保
護
な
ど
を
指
す
。

（
17
） 

﹇
訳
注
﹈
ド
イ
ツ
は
一
九
六
四
年
に
「
大
気
清
浄
維
持
に
関
す
る
技
術
指
針
（T

echnische A
nleitung zur R

einhaltung der L
uft

＝
通
常

T
A
-L
uft

と
略
称
）」
と
い
う
名
の
大
気
汚
染
防
止
基
準
を
制
定
し
た
。
一
九
七
四
年
に
「
連
邦
公
害
防
止
法
（B

undes-Im
m
issionsschutzgesetz

）

が
制
定
さ
れ
、T

A
-L
uft

は
そ
の
下
位
の
行
政
規
則
と
な
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
九
一
年
、
欧
州
法
裁
判
所
は
、
法
的
拘
束
力
が
な
く
、
裁

判
規
範
性
に
欠
け
る
行
政
措
置
で
は
不
適
格
で
あ
る
と
し
て
、
指
令
の
不
十
分
な
実
施
と
判
決
し
た
（S

lg. 1991, I-2567H
V
, 170

）。

（
18
） 

﹇
訳
注
﹈
二
〇
一
二
年
九
月
一
二
日
判
決
と
は
、
欧
州
安
定
制
度
（E

uropäische S
tabilitätsm

echanism
us 

（E
M
S

））
に
対
す
る
ド
イ
ツ

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
意
味
す
る
。

八
四


