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第二部　外国における分権と統合

　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
は
じ
め
に

　
か
つ
て
樋
口
陽
一
教
授
は
、
欧
州
に
お
け
る
、
国
家
間
の
統
合
と
国
家
内
で
の
分
権
化
の
動
き
を
憲
法
状
況
の
「
変
化

す
る
も
の
」
と
し
て
取
上
げ
、
そ
こ
で
は
近
代
立
憲
主
義
が
そ
の
前
提
と
し
て
き
た
国
民
国
家
概
念
の
自
明
性
が
動
揺
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。
憲
法
理
論
研
究
会
で
は
、
本
書
の
主
題
を
「
国
際
化
の
な
か
の
分
権
と
統
合
」
と
し
、

憲
法
学
の
様
々
な
観
点
か
ら
の
研
究
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
そ
の
う
ち
「
統
合
」
を
、
な
か
で
も
「
欧
州
統

合
」
を
題
材
と
し
て
選
択
し
、
そ
れ
が
憲
法
学
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
か
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
本
稿
で
は
、
欧
州
統
合
加
盟
国
の
な
か
で
も
フ
ラ
ン
ス
を
と
り
あ
げ
る
。
以
下
順
に
主
権
に
関
す
る
議
論
、
E
C
法

の
優
越
性
に
関
す
る
裁
判
例
、
そ
し
て
E
C
の
民
主
的
正
統
性
を
あ
ぐ
る
議
論
を
瞥
見
す
る
が
、
主
権
論
に
つ
い
て
は
、

（
3
）

別
稿
に
お
い
て
す
で
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
と
重
な
る
の
で
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
た
い
。
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一
　
主
権
論

　
一
九
九
二
年
四
月
九
日
、
憲
法
院
は
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
に
対
す
る
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
第
五
共

和
国
憲
法
は
重
要
な
改
正
を
施
さ
れ
る
が
、
右
条
約
が
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
理
由
は
、
右
条
約
の
三
種
の
規
定
が
「
国
の

主
権
行
使
の
本
質
的
条
件
」
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
右
判
決
以
前
に
も
憲
法
院
は
、
欧
州
統
合
関
連

の
国
際
協
約
の
違
憲
審
査
を
行
う
機
会
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
主
権
概
念
を
鍵
と
し
て
合
憲
判
断
を
繰
返
し
て

き
て
い
た
。
欧
州
統
合
を
契
機
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
の
主
要
な
議
論
の
一
つ
は
、
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
の
憲
法
院
判
決

が
用
い
た
鍵
概
念
、
す
な
わ
ち
主
権
概
念
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
現
代
フ
ラ
ン
ス

憲
法
学
説
の
、
憲
法
院
判
決
に
反
応
し
て
の
主
権
論
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
い
く
つ
か
の
こ
と
が
ら
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
ま
ず
、
主
権
概
念
の
「
脱
神
話
化
」
で
あ
る
。
欧
州
統
合
反
対
派
が
そ
の
政
治
的
発
言
の
な
か
で
し
ば
し
ば
用
い
た
よ

う
な
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
無
制
約
で
い
か
な
る
制
限
・
分
割
に
も
な
じ
ま
な
い
も
の
と
し
て
の
主
権
概
念
の
理
解
は
、
少
な

く
と
も
憲
法
院
判
決
や
憲
法
学
の
主
流
的
見
解
に
お
い
て
は
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
カ
レ
・
ド
・
マ
ル
ベ
ー
ル
の
有
名
な
整

理
に
依
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
主
権
概
念
は
、
彼
が
そ
の
第
二
の
意
義
と
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
国
家
権
力
に
含
ま
れ

る
諸
権
限
の
総
体
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
「
国
家
権
力
」
の
同
義
語
と
な
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
主
権
概
念
が
脱
神
話
化
さ
れ
た
代
わ
り
に
、
憲
法
制
定
権
力
概
念
が
絶
対
無
制
約
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か

の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
。
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
第
一
判
決
を
受
け
て
の
憲
法
改
正
が
、
憲
法
の
主
権
規
定
そ
の
も
の
を
変
更

し
な
い
で
、
憲
法
院
が
違
憲
と
判
断
し
た
権
限
の
E
C
へ
の
移
譲
を
認
め
る
新
た
な
条
文
を
付
加
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
と

き
に
は
、
そ
も
そ
も
、
主
権
行
使
の
本
質
的
条
件
へ
の
侵
害
と
な
る
権
限
の
移
譲
を
認
め
る
よ
う
な
憲
法
改
正
が
可
能
で
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あ
る
の
か
､

と
い
う
か
た
ち
で
議
論
と
な
っ
た
問
題
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
'
国
の
主
権
原
理
は

｢超
憲
法
規
範
性

(s
u
p

racon
stitu
tion
n
alite)｣
を
持

つ
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
.
右
改
正
を
受
け
た
憲
法
に
､
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条

約

は

な
お適
合
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
元
老
院
議
員
に
よ
る
訴
え
は
こ
の
点
に
つ
い
て
､
主
権
原
理
に
超
憲
法
規
範
性

を
認
め
る
主
張
を
述
べ
て
い
た
が
､
こ
れ
に
対
し
て
､
憲
法
院
は

1
九
九
二
年
九
月
二
日
の
い
わ
ゆ
る
マ
ー
ス
ト
-
ヒ
ト

第
二
判
決
に
お
い
て
'
｢意
法
制
定
権
力
は
主
権
的
で
あ
る
｣
と
し
て
'
あ
る
憲
法
的
価
値
を
有
す
る
原
理
あ
る
い
は
規

範
に
抵
触
す
る
よ
う
な
新
し
い
規
定
を
憲
法
典
に
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
し
'
右
の
主
張
を
退
け
た
｡
戦
後
フ
ラ

ン
ス
の
実
証
主
義
憲
法
学
に
お
い
て
は
'
意
法
改
正
権
力
を
意
法
制
定
権
力
と
質
的
に
同

一
の
も
の
と
捉
え
'
前
者
は
手

続
上
の
制
限
を
受
け
る
も
の
の
実
質
的
に
は
万
能
で
あ
る
と
す
る
憲
法
改
正
無
限
界
論
が
ヴ
デ
ル
に
代
表
さ
れ
る
通
説
的

(4
)

地
位
を
占
め
て
お
り
､
右
判
決
は
か
か
る
主
流
的
見
解
に
沿

っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
｡

最
後
に
'
主
権
論
議
の
変
質
で
あ
る
｡
た
し
か
に
'
主
権
概
念
は
し
ば
し
ば
憲
法
学
の
欧
州
統
合
を
め
ぐ
る
論
敦
に
お

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
し
'
意
法
院
判
決
に
お
い
て
は
鍵
概
念
で
す
ら
あ
る
が
､
右
の
よ
う
に
そ
れ
を
国
家
権
力
の
同
義

語
と
し
て
用
い
る
と
い
う

一
定
の
理
解
が
生
じ
て
い
る
結
果
'
｢主
権
｣
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
議
論
は
､
も
は
や
そ
れ

以
上
に
概
念
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
'
そ
の
よ
う
な
国
家
権
力
の
移
転
の
対
象
で
あ
る
E
C

の
性
質
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
が
重
要
な
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
現
時
点
の
E
C
は
､
連
邦
国
家
制
度
と
は

異
な
る
特
殊
な
制
度
で
あ
っ
て
､
そ
の
限
り
に
お
い
て
､
フ
ラ
ン
ス
が
主
権
す
な
わ
ち
国
家
権
力
の
一
部
を
そ
れ
に
移
転

す
る
こ
と
は
主
権
論
上
の
問
題
を
生
じ
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
t
E
C
が

｢欧
州
合
衆

国
｣
へ
と
そ
の
性
質
を
変
え
る
こ
と
に
な
る
日
が
来
な
い
限
り
'
主
権
を
め
ぐ
る
議
論
は
､
E
C
の
性
質
を
め
ぐ
る
議
論
､

(5
)

民
主
政
論
に
包
摂
さ
れ
､
い
わ
ば
退
潮
傾
向
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡



　
　
　
二
　
E
C
法
の
優
越
性

　
あ
る
E
C
法
上
の
規
定
と
そ
れ
よ
り
後
に
制
定
さ
れ
た
国
内
法
が
矛
盾
す
る
場
合
に
、
国
内
裁
判
所
は
い
ず
れ
を
適
用

す
べ
き
か
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
問
題
で
あ
り
、
E
C
法
に
優
越
性
を
認
め
る
理
論
は
、
E
C
設
立
条
約
の
わ
ず
か
な
規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

定
を
手
が
か
り
に
、
E
C
裁
判
所
が
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
目
的
論
的
解
釈
」
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
五
共
和
国
憲
法
五
五
条
は
、
「
適
法
に
批
准
さ
れ
ま
た
は
承
認
さ
れ
た
条
約
ま
た
は
協
定
は
、
他
方
当
事
国
に
よ
る

各
条
約
も
し
く
は
各
協
定
の
施
行
を
留
保
条
件
と
し
て
、
公
示
後
直
ち
に
、
法
律
の
権
威
に
優
越
す
る
権
威
を
も
つ
」
と

定
め
る
。
こ
の
条
文
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
法
律
の
条
約
適
合
性
が
裁
判
に
お
い
て
争
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
の
判
断
は
次
に
見
る
よ
う
に
、
裁
判
制
度
の
多
元
性
を
反
映
し
て
長
ら
く
一
致
を
見
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
ω
　
憲
法
院
が
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
求
め
ら
れ
た
最
初
の
例
は
、
一
九
七
五
年
一
月
十
五
日
判
決
で
あ
る
。
本

件
に
お
い
て
、
前
年
十
一
月
二
八
日
に
可
決
さ
れ
た
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
法
律
の
違
憲
審
査
と
、
同
法
の
欧
州
人
権

条
約
へ
の
適
合
性
審
査
と
を
併
せ
て
求
め
ら
れ
た
憲
法
院
は
、
前
者
に
つ
き
合
憲
と
判
断
し
、
後
者
に
つ
き
審
査
権
限
が

な
い
と
し
た
。
憲
法
院
は
、
た
と
え
憲
法
が
「
条
約
に
、
そ
の
定
め
る
要
件
の
も
と
で
、
法
律
に
優
る
権
威
を
付
与
す
る

と
し
て
も
、
そ
れ
は
憲
法
六
一
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
法
律
の
憲
法
適
合
性
の
統
制
の
場
面
に
お
い
て
こ
の
原
理
（
す
な

わ
ち
条
約
の
対
法
律
優
位
性
原
理
）
の
尊
重
が
確
保
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
規
定
し
て
も
い
な
い
し
ま
た
要
請
し
て

も
い
な
い
」
、
「
憲
法
六
一
条
の
適
用
に
お
い
て
下
さ
れ
る
判
決
は
絶
対
的
か
つ
決
定
的
な
性
格
を
持
つ
」
が
、
「
五
五
条

に
お
い
て
そ
の
原
理
が
規
定
さ
れ
て
い
る
法
律
に
対
す
る
条
約
の
優
位
性
は
、
一
方
に
お
い
て
そ
れ
が
条
約
の
適
用
範
囲

に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
他
方
に
お
い
て
そ
れ
が
条
約
署
名
国
の
行
動
と
そ
れ
を
互
い
に
尊
重
す
べ
き
時
に
よ
っ
て

そ
の
現
実
化
が
変
化
し
う
る
相
互
性
の
条
件
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
相
対
的
か
つ
偶
然
的
な
性
格
を
持
つ
」
、
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｢条
約
に
反
す
る
法
律
は
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
憲
法
に
遠
反
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
｣､
｢従
っ
て
'
憲
法
五
五
条
で

表
明
さ
れ
て
い
る
こ
の
原
理
の
尊
重
の
統
制
は
､
こ
れ
ら
二
つ
の
統
制
の
性
質
の
違
い
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
､
六

一
条

に
定
め
ら
れ
て
い
る
審
査
の
場
面
に
お
い
て
は
行
わ
れ
得
な
い
｣､
な
ど
と
述
べ
､
結
論
と
し
て

｢憲
法
六

一
条
の
適
用

に
よ
っ
て

(審
査
を
)
付
託
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
､
法
律
と
条
約
ま
た
は
国
際
協
定
の
規
定
と
の
適
合
性
を
審
査
す
る

(8
)

こ
と
は
憲
法
院
の
権
限
に
属
さ
な
い
｣
と
し
た
の
で
あ
る
｡

法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
が
憲
法
院
の
権
限
で
な
い
と
す
る
右
の
判
断
を
受
け
て
､
学
説
の
大
多
数
は
､
右
権
限
が
司

法

こ
け
政
両
裁
判
所
に
属
す
る
こ
と
が
黙
示
的
に
認
め
ら
れ
た
と
理
解
し
て
お
り
､
実
際
憲
法
院
自
身
も
そ
の
後
t
よ
り

(9
)

明
確
に
通
常
裁
判
所
に
条
約
の
優
越
性
確
保
権
限
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
0

竹
破
穀
院
に
お
い
て
は
'
長
ら
-
'
条
約
と
法
律
と
の
関
係
に
つ
き
'
｢
マ
テ
ー
ル
･
ド
ク
ト
-
ン
｣
と
呼
ば
れ
る

(10
)

判

例理
論
が
存
在
し
て
き
た
｡
こ
れ
は

一
九
三

一
年
の
民
事
部
判
決
に
お
け
る
検
事
長
マ
テ
ー
ル
の
意
見
に
お
い
て
示
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
'
条
約
と
国
内
前
法
と
に
矛
盾
が
認
め
ら
れ
る
場
合
'
右
国
内
前
法
は
改
廃
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う

べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
そ
の
第

一
の
内
容
で
あ
り
'
条
約
と
矛
盾
す
る
国
内
後
法
に
つ
い
て
は
､
裁
判
官
の
解
釈
に
よ

っ
て
も
両
者
の
矛
盾
を
解
消
し
得
な
い
場
合
､
条
約
で
は
な
-
､
右
国
内
後
法
を
優
位
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が

そ
の
第
二
の
内
容
で
あ
る
｡
マ
テ
ー
ル
は
'
な
ぜ
な
ら
ば

｢法
律
に
あ
ら
わ
れ
る
意
思
の
は
か
に
意
思
は
あ
り
得
ず
｣'

(;
)

｢
こ
れ
こ
そ
が
ま
さ
に
我
々
の
司
法
制
度
が
基
礎
を
お
く
原
理
で
あ

る

｣

か
ら
で
あ
る
､
と
言
う
｡
結
局
マ
テ
ー
ル
･
ド

ク
ト
リ
ン
は
'
条
約
と
国
内
法
に
つ
き
後
法
優
位
原
則

(le
x
pos
terio
r
derog
a
t
P
riori)
を
表
明
す
る
も
の
に
は
か

な
ら
ず
'
こ
れ
は
国
内
法
の
条
約
に
対
す
る
制
定
時
の
前
後
を

区
別
し
な
い
第
五
共

和
国
憲
法
五
五
条
と
常
に
両
立
す
る

｢ー2
)

も
の
で
は
な
い
｡
か
か
る
ド
ク
ト
リ
ン
は
長
-
判
例
と
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
､
先
に
見
た
意
法
院
の
七
五

(2
)

年
判
決
の
四
ケ
月
後
の
判
決
に
お
い
て
､
破
穀
院
は
右
ド
ク
ー
リ
ン
の
放
棄
に
至
る
｡
す
な
わ
ち
同
院
は
､
ロ
ー
マ
条
約
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九
五
条
と
一
九
六
六
年
制
定
の
関
税
法
と
が
矛
盾
す
る
と
い
う
主
張
に
対
し
、
「
控
訴
院
が
関
税
法
二
六
五
条
が
後
法
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
で
右
条
約
九
五
条
が
本
件
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
決

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

し
た
こ
と
は
正
当
で
あ
る
」
と
述
べ
、
明
確
に
後
方
優
位
原
則
を
廃
し
、
関
税
法
の
適
用
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
破
殿
院
は
、
憲
法
院
が
自
ら
に
そ
の
権
限
な
し
と
し
た
、
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
自
ら
の
権
限
と
認
め
、
E
C

法
の
国
内
適
用
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
㈹
　
国
務
院
は
長
ら
く
、
い
わ
ば
マ
テ
ー
ル
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
忠
実
な
態
度
を
と
り
続
け
て
お
り
、
そ
れ
は
憲
法
院
の

七
五
年
判
決
の
後
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
憲
法
五
五
条
は
、
条
約
の
国
内
忍
法
の
み
に
対
す
る
優
位
を
定
め
て
お

り
、
国
内
後
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の
条
約
適
合
性
審
査
は
国
務
院
の
権
限
で
は
な
く
、
同
院
は
た
と
え
条
約
不
適
合
の
主

張
が
な
さ
れ
て
も
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
な
く
、
国
内
後
法
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
一
九
六
八
年
三
月
一
日
判
決
は
、
課
徴
金
に
関
す
る
一
九
六
二
年
四
月
四
日
付
E
E
C
理
事
会
規
則
と
関
税
に
関
す
る

同
年
九
月
十
九
日
付
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
い
ず
れ
が
優
先
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
国
務
院
は
、
後
発
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
対
し
て
先
行
す
る
理
事
会
規
則
の
優
先
適
用
を
拒
否
し
た
。
本
件
に
お
い
て
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

告
担
当
官
（
政
府
委
員
）
ケ
ス
チ
オ
は
、
そ
の
意
見
に
お
い
て
、
憲
法
五
五
条
に
従
っ
て
条
約
を
法
律
に
対
し
て
優
先
さ

せ
る
こ
と
は
、
法
律
が
憲
法
五
五
条
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
法
律
の
違
憲
審
査
を
行
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
憲
法
院
に
の
み
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
通
常
裁
判
所
に
は
そ
の
権
限
は
な
く
、
そ
の
使
命
は
法
律
を
適
用
す

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
た
が
、
国
務
院
は
こ
の
主
張
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
く
一
九
〇

一
年
の
国
務
院
判
決
に
遡
る
、
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
学
に
お
い
て
伝
統
的
な
「
法
律
遮
蔽
の
原
理
」
に
従
っ
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
彼
女
の
意
見
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
国
務
院
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
憲
法
院
に
法
律
の
条
約
適
合

性
審
査
権
限
が
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
憲
法
院
が
か
か
る
権
限
を
自
ら
に
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否
定
し
た
後
に
お
い
て
も
、
国
務
院
は
右
の
立
場
を
変
え
よ
う
と
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
一
九
七
九
年
十
月
二
二
日
合
同
部
判
決
に
お
い
て
、
国
務
院
は
右
の
立
場
を
変
更
す
る
ど
こ
ろ
か
よ
り
い
っ
そ
う
明
確

に
す
る
。
こ
れ
は
E
C
議
会
議
員
選
挙
に
関
す
る
一
九
七
七
年
七
月
七
日
法
が
、
ロ
ー
マ
条
約
お
よ
び
一
九
七
六
年
九
月

二
十
日
付
E
C
理
事
会
決
定
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
国
務
院
は
条
約

と
の
適
合
性
を
審
査
せ
ず
に
国
内
後
法
を
適
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
国
務
院
の
判
例
が
変
更
さ
れ
、
よ
う
や
く
司
法
裁
判
所
と
軌
を
同
じ
く
す
る
に
至
る
の
が
、
有
名
な
ニ
コ

　
　
　
（
1
8
）

ロ
訴
訟
判
決
で
あ
る
。
本
件
も
右
判
決
と
同
様
、
七
七
年
法
の
ロ
ー
マ
条
約
違
反
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
件
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

お
け
る
論
告
担
当
官
ブ
リ
ド
マ
ン
は
、
そ
の
意
見
の
な
か
で
、
憲
法
院
の
七
五
年
判
決
が
法
律
の
違
憲
審
査
と
条
約
適
合

性
審
査
と
が
異
な
る
と
し
た
こ
と
を
引
き
、
国
務
院
が
法
律
の
条
約
適
合
性
審
査
を
行
う
こ
と
は
な
ん
ら
憲
法
院
の
権
限

を
侵
さ
な
い
し
、
国
務
院
に
与
え
ら
れ
た
権
限
を
出
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
、
ま
た
、
憲
法
五
五
条
は
条
約
の
対
法
律
優

位
性
原
理
の
実
効
性
確
保
を
裁
判
官
に
委
ね
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
破
書
院
と
判
例
を
一
致
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
憲
法
院
が
自
ら
に
権
限
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
裁
判
の
否
認
の
状
況
を
作
る
べ
き
で
な
い
こ
と
な

ど
を
主
張
し
、
国
内
後
法
に
対
し
て
先
行
条
約
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
承
認
す
る
よ
う
求
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
国
務
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

は
、
つ
い
に
国
内
後
法
と
先
行
条
約
の
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
こ
う
し
て
国
務
院
は
、
国
内
に
お
け
る
他
の
裁
判
機
関
と
も
、
ま
た
他
の
加
盟
国
の
判
例
と
も
同
調
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
そ
の
長
い
「
孤
軍
奮
闘
」
に
は
、
ひ
と
つ
の
重
要
な
思
想
が
底
流
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
翻
っ
て
E
C
の
あ
り
方
に
対
す
る
広
い
範
囲
か
ら
の
批
判
と
も
共
鳴
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

権
力
分
立
原
理
で
あ
る
。
一
七
九
〇
年
八
月
十
六
一
二
四
日
法
お
よ
び
刑
法
典
二
七
条
が
、
裁
判
官
が
直
接
に
も
間
接
に

も
立
法
権
に
携
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
立
法
府
の
所
産
で
あ
る
法
律
の
効
力
を
廃
す
る
こ
と
も
停
止
す
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る
こ
と
も
し
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
第
三
共
和
国
憲
法
が
徹
底
し
た
法
律

中
心
主
義
を
と
り
､
そ
の
思
想
的
背
景
は

｢法
律
は

1
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
｣
と
す
る
人
権
宣
言
六
条
に
遡
る
こ
と
も
'

そ
し
て
そ
の
人
権
宣
言
十
六
条
で
は
'
権
力
分
立
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
社
会
に
は
憲
法
は
存
在
し
な
い
t
と
し
て
近
代

立
憲
主
義
の
基
本
原
理
と
し
て
人
権
保
障
と
並
び
権
力
分
立
を
張
っ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
､
同
様
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
フ

ラ
ン
ス
で
は
､
長
-
違
憲
審
査
制
は
否
定
さ
れ
て
き
た
し
､
法
律
中
心
主
義
か
ら
大
き
な
変
容
を
遂
げ
た
と
さ
れ
る
第
五

共
和
国
憲
法
の
も
と
に
至
っ
て
も
､
新
た
に
創
設
さ
れ
た
意
法
院
の
違
憲
審
査
は
大
統
領
に
よ
る
審
書
前
の
法
律
し
か
対

象
と
し
な
い
の
で
あ
っ
た
｡
E
C
法
の
優
越
性
の
問
題
は
'
こ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
流
の
近
代
立
憲
主
義
思
想
に
対
し
て
､

(22
)

新
た
な
構
成
を
迫
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
通
常
裁
判
所
が
'

一
般
意
思
の
表
明
で
あ
る
は
ず
の

法
律
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
条
約
に
違
背
す
る
と
の
理
由
で
そ
の
適
用
を
否
定
す
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
'
す
で
に
発
効
し
確
定
し
て
い
る
法
律
に
ま
で
'
裁
判
官
に
よ
る
統
制
が
及
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ

の
こ
と
は
'
国
内
に
お
け
る
権
力
分
立
原
理
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
､
国
内
法
の
適
用
を
排
除
す
る
E
C
法
が
'
委
員
会

あ
る
い
は
理
事
会
と
い
う
国
外
の
行
政
機
構
に
よ
り
定
立
さ
れ
た
規
範
で
あ
る
と
い
う
点
で
､
そ
の
民
主
的
正
統
性
の
問

題
を
も
提
起
す
る
｡
最
後
に
'
こ
の
民
主
的
正
統
性
の
問
題
を
見
る
こ
と
に
す
る
0

三

民
主
的
正
統
性

著
名
な
E
C
法
学
者
で
あ
る
プ
ル
イ
へ
の
記
念
論
文
集
に
寄
稿
し
た
あ
る
論
者
は
､
｢
E
C
と
同
様
の
決
定
権
限
行
使

の
制
度
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
国
家
が
E
C
に
加
盟
を
申
請
し
た
と
し
た
ら
､
そ
の
加
盟
は
拒
否
さ
れ
る
は
か
な
い
｡
民

主
主
義
国
家
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
加
盟
各
国
の
憲
法
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
諸
原
理
を
こ
の
国
家
は
適
用
し
て
い

(23
)

な
い
の
だ
か
ら
｣
と
痛
烈
な
皮
肉
を
述
べ
て
い
る
.
実
際
多
-
の
場
面
で

｢民
主
主
義
の
欠
損

(赤
字
)
(
deficit
d
em
o･
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cratique)｣
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
近
代
立
憲
主
義
の
民
主
政
モ
デ
ル
は
､
個
人
の
権
利

･
自
由
の
尊
重
'
自
由
に
選

挙
さ
れ
た
代
表
に
よ
る
決
定
､
権
力
の
分
立
と
い
う
諸
原
理
を
要
請
す
る
が
､
こ
れ
が
E
C
内
部
に
お
い
て
も
'
ま
た
E

c
法
の
各
国
に
お
け
る
適
用
の
場
面
に
お
い
て
も
'
満
足
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
噴
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

一
方
で
､
欧
州
市
民
の
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
欧
州
議
会
が
､
E
C
の
立
法
手
続
に
は
ほ
と
ん
ど
関
与
せ
ず
､

閣
僚
理
事
会
お
よ
び
委
員
会
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
手
続
を
独
占
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
t
E
C
法
定
立
場
面
に
お
け
る
民

主
的
正
統
性
の
問
題
を
提
起
す
る
0
た
し
か
に
､
ロ
ー
マ
条
約
以
来
､
欧
州
議
会
は
理
事
会
か
ら
立
法
案
に
つ
い
て
諮
問

さ
れ
る
権
限
を
持

っ
て
い
る
が
､
義
務
的
'
任
意
的
諮
問
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
､
議
会
の
意
見
は
理
事
会
を
拘
束
す
る

(24
)

こ
と
が

な

い

｡

欧
州
単

一
議
定
書
､
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
'
そ
し
て
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
に
お
い
て
'
議
会
の
立
法

(25
)

手
続
へ
の
関
与
は
拡
大
さ
れ
て
は
い
る
が
､
そ
の
権
限
が

｢拒
否
権
ど
ま
り
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｣｡
さ
ら
に
'

理
事
会
の
審
議
は
非
公
開
で
あ
る
た
め
､
各
国
議
会
が
理
事
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
各
国
の
元
首

･
閣
僚
に
立
法
過
程
に
お

け
る
政
治
的
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
他
方
で
､
こ
の
よ
う
に
し
て
定
立
さ
れ
る
E
C
法
の
各
国
に
お
け
る

執
行
の
場
面
に
お
け
る
民
主
的
正
統
性
の
欠
損
も
問
題
と
な
る
｡
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
'
第
五
共
和
国
憲
法
の
い
わ
ゆ
る

｢合
理
化
さ
れ
た
議
会
主
義
｣

の
も
と
で
'
意
法
三
四
条
に
よ
り
立
法
事
項
が
制
限
さ
れ
て
お
り
､
さ
ら
に
立
法
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
へ
の
委
任

(憲
法
三
八
条
)
も
膨
大
な
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
｡
条
約
の
批
准
こ
そ
法
律
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
が
､
E
C
派
生
法
の
ほ
と
ん
ど
は
こ
こ
で
い
う
条
約
に
あ
た
ら
ず
､
し
た
が
っ
て
議
会
は
そ
の
国
内
に
お
け
る
執
行

に
関
与
し
得
な
い
の
で
あ
る

(そ
も
そ
も
E
C
法
に
は
直
接
効
が
認
め
ら
れ
て
い
る
)0

つ
ま
り
､
欧
州
議
会
も
各
国
議
会
も
そ
の
定
立
に
十
分
関
与
し
得
な
い
E
C
法
が
､
各
加
盟
国
に
お
い
て
議
会
の
関
与

の
な
い
ま
ま
に
執
行
さ
れ
る
と
い
う
'
二
重
の
執
行
権
優
位
と
い
う
事
態
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
よ

う
な

｢民
主
主
義
の
欠
損
｣
を
い
か
に
穴
埋
め
す
る
か
と
い
う
問
題
に
対
す
る
回
答
と
し
て
は
､
欧
州
レ
ベ
ル
で
の
も
の
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と
、
各
国
レ
ベ
ル
で
の
も
の
が
あ
り
得
る
が
、
欧
州
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
欧
州
議
会
が
真
の
立
法
権
を
持
た
な
い
と
い

う
こ
と
が
、
欧
州
連
合
が
「
欧
州
合
衆
国
」
で
は
な
い
こ
と
の
一
つ
の
重
要
な
論
拠
な
の
で
あ
り
、
欧
州
連
邦
主
義
者
で

な
い
限
り
、
欧
州
議
会
に
真
の
立
法
権
を
与
え
る
こ
と
で
「
民
主
主
義
の
欠
損
」
を
埋
め
よ
う
と
す
る
主
張
は
容
易
に
は

出
し
得
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
他
方
国
内
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
多
く
の
加
盟
国
に
お
い
て
、
議
会
内
部
に
E

C
問
題
を
扱
う
特
別
・
常
任
委
員
会
を
設
置
し
て
、
定
期
的
に
行
政
権
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
り
、
合
議
の
場
を
設
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

議
会
側
の
見
解
を
伝
え
る
な
ど
の
慣
行
が
制
度
化
し
つ
つ
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
に
伴
う

憲
法
改
正
の
際
に
、
議
会
修
正
で
導
入
さ
れ
た
八
八
1
四
条
に
よ
っ
て
、
立
法
の
性
格
を
持
つ
E
C
法
の
審
議
過
程
に
お

い
て
、
政
府
が
議
会
に
そ
の
内
容
を
報
告
す
る
義
務
を
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
は
な
く
、
し

か
も
立
法
の
性
格
を
持
つ
か
ど
う
か
は
憲
法
院
で
は
な
く
国
務
院
が
決
定
す
る
こ
と
か
ら
、
結
局
は
政
府
の
良
心
に
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

効
果
的
運
用
が
か
か
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
な
お
十
全
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。

　
こ
の
よ
う
な
「
民
主
主
義
の
欠
損
」
に
つ
い
て
、
先
年
ナ
ン
ト
大
学
に
「
欧
州
統
合
と
加
盟
各
国
憲
法
」
と
題
す
る
博

士
論
文
を
提
出
し
た
ド
・
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
二
十
世
紀
末
に
お
い
て
、
代
表
民
主
政
と
は
も

は
や
、
議
会
が
政
治
権
力
の
中
心
に
座
す
る
そ
れ
で
は
な
い
。
実
際
、
議
会
の
権
力
は
、
現
代
民
主
政
に
お
い
て
は
、
徐

徐
に
、
そ
し
て
大
が
か
り
に
執
行
権
へ
と
移
譲
さ
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
E
C
法
の
定
立
お
よ
び
運
用
に
お
い
て
看

取
さ
れ
る
民
主
主
義
の
欠
損
は
、
各
国
議
会
及
び
欧
州
議
会
の
そ
れ
へ
の
参
加
が
欠
け
て
い
る
か
ら
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
、
議
会
に
よ
る
、
す
な
わ
ち
主
権
者
の
代
表
に
よ
る
、
委
員
会
と
理
事
会
と
い
う
二
人
組
の
手
中
に
あ
る
決
定
シ
ス
テ

ム
に
対
す
る
統
制
が
実
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。
（
…
…
…
）
つ
ま
り
、
普
通
選
挙
に
よ
っ

て
選
ば
れ
た
者
た
ち
が
、
欧
州
建
設
を
た
だ
じ
っ
と
見
て
い
る
権
利
し
か
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
が
異
常
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
民
主
主
義
の
欠
損
を
非
難
す
る
こ
と
は
、
各
国
に
よ
る
統
制
の
不
十
分
さ
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
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立
法
府
の
権
力
を
強
め
る
た
め
に
憲
法
制
度
を
柔
軟
化
さ
せ
る
働
き
を
す
る
｡
逆
説
的
な
が
ら
'
欧
州
統
合
は
､
こ
う
し

て
､
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
が
､
各
国
の
憲
法
が
時
と
し
て
弱
め
て
き
た
議
会
の
権
限
の
再
強
化
を

(28
)

促
す
働
き
を
し
て
い

る

｣

と
｡

さ
ら
に
'
欧
州
レ
ベ
ル
で
の

｢民
主
的
正
統
化
｣
に
関
し
て
､
欧
州
議
会
の
立
法
権
強
化
と
ひ
と
ま
ず
切
離
し
て
近
時

(29
)

議
論
さ
れ
て
い
る
の
が
､
｢欧
州
レ
フ
ェ
ラ
ン
ド
ム
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
欧
州
統
合
の
拡
大
に
伴
い
'
加
盟
申
請
撰
内

に
お
い
て
加
盟
の
是
非
を
問
う
た
め
に
実
施
さ
れ
る
レ
フ
ェ
ラ
ン
ド
ム
だ
け
で
な
-
'
そ
の
深
化
に
伴
い
､
加
盟
国
全
体

の
国
民
に
よ
り

一
斉
に
実
施
す
る
と
い
う
構
想
を
も
含
む
議
論
で
あ
り
､
と
り
わ
け
後
者
の
厳
密
な
意
味
で
の

｢欧
州
レ

フ
ェ
ラ
ン
ド
ム
｣
が
､
そ
の
実
現
の
善
し
悪
し
や
可
能
性
の
多
寡
と
は
別
に
､
理
論
的
問
題
を
提
起
し
て
い
る
｡
設
立
諸

条
約
'
あ
る
い
は
そ
れ
を
根
元
的
に
変
更
す
る
よ
う
な
条
約
を
､
欧
州
市
民
の
レ
フ
ェ
ラ
ン
ド
ム
に
よ
っ
て
採
択
し
よ
う

と
い
う
構
想
は
'
憲
法
学
が
憲
法
の
正
統
性
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
展
開
し
て
き
た
議
論
を
類
推
す
る
な
ら
ば
'
た
し
か
に

(30
)

欧
州
統
合
の
民
主
的
正
統
性
を
強
固
に
す
る
方
向
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
の
よ
う
な
憲
法
理
論
の
類

推
が
欧
州
統
合
に
関
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
､
と
い
う
の
が
ま
さ
に
こ
こ
で
問
わ
れ
る
理
論
的
問
題
で
あ
る
｡

一
国
で
行

わ
れ
る
レ
フ
ェ
ラ
ン
ド
ム
は
､
す
で
に
存
在
す
る
政
治
的
統

一
体
と
し
て
の
国
民
の
意
思
表
明
と
し
て
通
常
理
解
さ
れ
る

(31
)

が
'
｢欧
州
レ
フ
ェ
ラ
ン
ド
ム
｣
の
場
合
'
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の

｢欧
州
国
民
｣
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
｡
ま

た
､
設
立
諸
条
約
や
欧
州
人
権
条
約
を

｢欧
州
憲
法
｣
に
擬
し
て
そ
の

｢正
統
化
｣
を

｢欧
州
レ
フ
ェ
ラ
ン
ド
ム
｣
に
帰

(32
)

(33
)

そ
う
と
す
る
構

想

に

つ
い
て
は
､
そ
れ
が
必
ず
し
も
論
理
的
に
は

｢欧
州
合
衆
国
｣
構
想
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な

い

に

し
て
も
､
欧
州
の
諸
条
約
は
1
国
の
憲
法
と
は
異
な
り
､
限
定
的
個
別
的
授
権

(E
inz
e
lerm
a
ch
tigu
n
g
)
に
基
づ
-

合
目
的
的
権
限
し
か
欧
州
に
与
え
て
い
な
い

(
つ
ま
り
欧
州
連
合
は
権
限
創
設
権
限
(
K

om
peten
z･k
om
p
eten
z)
杏

持
た
な
い
)
こ
と
'
ま
た
諸
条
約
は
､
い
っ
た
ん
成
立
し
た
憲
法
の
よ
う
な

一
方
的
か
つ
包
括
的
な
義
務
性
を
持
た
な
い
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こ
と
（
イ
ギ
リ
ス
は
ユ
ー
ロ
を
実
施
し
な
い
！
）
、
さ
ら
に
憲
法
の
観
念
が
な
に
よ
り
も
「
政
治
的
実
存
」
を
前
提
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
存
在
が
「
欧
州
」
の
レ
ベ
ル
で
も
「
国
民
」
の
レ
ベ
ル
で
も
認
め
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
存
す
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
容
易
に
は
賛
同
し
得
な
い
と
い
う
批
判
が
当
然
あ
り
得
る
。
そ

の
よ
う
な
意
味
で
、
現
時
点
で
は
な
お
主
と
し
て
経
済
的
統
合
に
と
ど
ま
る
欧
州
連
合
の
「
民
主
主
義
の
欠
損
」
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

「
欧
州
レ
フ
ェ
ラ
ソ
ド
ム
」
に
よ
っ
て
穴
埋
め
し
ょ
う
と
い
う
構
想
は
、
「
憲
法
学
の
楽
観
主
義
」
と
し
て
い
わ
ば
荒
削
り

に
過
ぎ
る
と
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

　
は
じ
め
に
述
べ
た
通
り
、
本
稿
は
、
欧
州
統
合
が
憲
法
学
に
い
か
な
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
か
を
、
フ
ラ
ン
ス
を
題

材
と
し
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
紹
介
し
た
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
の
議
論
は
、
ひ
と
こ
と
で
言
う
な
ら
ば
、

民
主
政
論
に
収
監
す
る
。
民
主
政
が
、
E
C
法
の
優
越
性
に
関
し
て
は
裁
判
権
優
位
の
も
の
と
し
て
、
欧
州
統
合
の
深
化

と
拡
大
に
関
し
て
は
執
行
権
優
位
の
も
の
と
し
て
、
近
代
立
憲
民
主
政
の
立
法
権
優
位
と
い
う
範
型
か
ら
そ
の
ひ
ず
み
を

大
き
く
し
な
が
ら
変
容
し
て
い
る
と
い
う
事
態
に
対
し
て
、
憲
法
学
が
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で

は
、
原
理
的
な
問
題
と
し
て
、
欧
州
統
合
に
固
有
の
原
因
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
憲
法
制
定
権
力
論

を
含
あ
て
、
戦
後
フ
ラ
ン
ス
の
実
証
主
義
憲
法
学
が
、
そ
の
領
域
か
ら
駆
逐
し
て
き
た
「
政
治
学
的
傾
向
」
が
、
再
び
呼

び
も
ど
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
欧
州
統
合
が
憲
法
学
に
突
き
つ
け
て
い
る
問
題
は
、
そ
の
ア
ク

チ
ュ
エ
ル
な
装
い
と
は
裏
腹
に
、
実
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
本
稿
は
、
著
者
の
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
と
り
わ
け
日
本
語
文
献
に
つ
い
て
十
分
な
引
用
を



第二部 外国における分権と統合

行
い
得
て
い
な
い
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
-
0

(
2
)

樋
口
陽

1

｢憲
法
状
況

･
変
化
す
る
も
の
と
動
か
ぬ
も
の
｣
ジ
ュ
-
ス
ト

1
〇
二
二
号
'

1
九
九
三
年
'

一
三

-
一
八
頁
｡
た

だ
し
､
同
教
授
の
別
所
に
お
け
る
'
欧
州
統
合
が

｢欧
州
市
民
｣
と
い
う
人
為
的

な
概
念
を
作
り
出
し
た
こ
と
に
注

意
を
促
し
､
そ

こ
で
は
血
や
文
化
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
指
標
で
は
な
く
'

一
つ
の
価
値
理
念
に
よ
る
人
間
の
結
合
が
進
行
し
て
い
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
'
逆
説
的
な
が
ら
､
国
民
国
家
の
論
理
の
否
定
で
は
な
-
､
む
し
ろ

｢共
に
生
き
る
意
思
｣
を
軸
と
し
て
人
為
的
に
国
民

を
作
り
上
げ
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
範
型
と
す
る
'
近
代
国
民
国
家
の
論
理
の
徹
底
こ
そ
が
見
ら
れ
る
と
す
る
指
摘

(｢N
a
tio
n
な
き

国
家
?
-

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
と

『国
家
』
再
定
位
の
こ
こ
ろ
み
｣
北
村

1
郎
編
集
代
表

『現
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
展
望
』､
東
京
大

学
出
版
会
､

一
九
九
八
年
､
四
三
-
五
六
頁
)
が
､
同
様
に
重
要
で
あ
る
｡

(3
)

拙
稿

｢欧
州
統
合
と
主
権
論
-

フ
ラ
ン
ス
憲
法
学
の
場
合
｣
本
郷
法
政
紀
要
五
号
､

一
九
九
六
年
'
二
三
九

～
二
七
四
百
｡

(
4
)

か
か
る
通
説
的
見
解
に
近
時
異
を
唱
え
て
い
る
ボ
ー
の
所
説
を
中
心
に
'
戦
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
意
法
制

定
権
力
論
を
紹
介

･
分
析
す
る
も
の
と
し
て
､
山
元

一
｢最
近
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

『意
法
制
定
権
力
論
』
の
復
権
-

オ
-
ヴ
ィ
エ
･
ボ
ー
の

『国
家
権
力
論
』
を
中
心
に
I

｣
新
潟
大
学
法
政
理
論
二
九
巻
三
号
t

l
九
九
七
年
､

1
-
七
三
頁
が
あ
る
｡

(
5
)

こ
の
傾
向
に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
唯

1
の
例
外
が
t
O
liv
ier
B
E
A
UD
.L
a
P
u
issa
n

ce
de
l'E
ta
t.
P
U
F
.
)
9
9
4
で
あ
る
｡
本
書

は
'

そ
の
第

一
部
に
お
い
て
'
主
権
概
念
を
そ
の
歴
史
を
丹
念
に

掘

り
起
こ
す
こ
と
か

ら

始
め
て
き

わ

め

て

詳

細
に
論
じ
る
も
の
で
'

す
で
に
主
権
論
の
古
典
と
呼
び
う
る
ほ
ど
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
｡

(6
)

E
C
裁
判
所
が
t
E
C
法
の
国
内
後
法
に
対
す
る
優
越
性
を
初
め
て
明
確
に
認
め
た
の
は
､

一
九
六
四
年
七
月
の
コ
ス
タ
判
決

(Ar
ret
du
15
ju
itlet
196
4
,C
o
sT
A
.a
ff1
6
]
6
4
,
R
ec
u
eiL
C
J
C
E
.
p
.
i
)4
1)
に
お
い
て
で
あ
る
｡
E
E
C
条
約
と
イ
タ
リ
ア

の

国

内

後

法

と

を
め

ぐ
っ
て
'
イ
タ
リ
ア
憲
法

裁
判
所
が
国
内
後

法
に優
越
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あ
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す
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