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①
私
た
ち
と
国
際
法
は
関
係

あ
る
か

　

国
際
法
の
最
初
の
授
業
で

は
、「
国
際
法
は
私
た
ち
に

関
係
あ
る
か
」
と
い
う
内
容

で
講
義
を
す
る
こ
と
に
し
て

い
る
。

国
際
法
は
法
律
学
の
一
分

野
で
、
条
約
や
慣
習
国
際
法

を
扱
う
学
問
で
あ
る
。
高
校

公
民
の
範
囲
で
履
修
す
る
国

際
法
の
知
識
は
、国
家
主
権
、

領
土
・
領
海
・
領
空
、
国
際

連
合
や
そ
の
下
部
機
関
の
名

前
、
国
際
人
権
条
約
の
名
前

な
ど
で
あ
る
。
学
生
は
、
こ

の
わ
ず
か
な
知
識
か
ら
、
講

義
を
通
じ
て
さ
ら
に
広
く
て

深
い
国
際
法
の
海
へ
漕
ぎ
出

す
こ
と
に
な
る
。

国
際
法
と
は
国
と
国
と
の

国
際
約
束
を
扱
う
も
の
で
、

国
を
拘
束
す
る
。
例
え
ば
国

と
国
と
の
間
で
条
約
を
結
べ

ば
、そ
れ
は
国
際
法
で
あ
る
。

法
で
あ
る
の
で
、
国
は
、
国

際
社
会
に
対
し
て
そ
の
約
束

を
「
遵
守
し
た
」
と
言
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
日

本
の
よ
う
な
国
は
、
条
約
を

結
ぶ
際
に
、
国
内
法
を
新
し

く
作
っ
た
り
、
既
存
の
国
内

法
を
改
正
し
た
り
し
て
条
約

に
対
応
さ
せ
る
。
こ
れ
は
、

国
際
社
会
に
向
け
て
「
日
本

は
条
約
を
遵
守
し
た
」
と
言

え
る
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ

る
。さ

て
、
そ
の
よ
う
に
し
て

立
法
あ
る
い
は
改
正
さ
れ
た

国
内
法
の
内
容
は
、
国
、
都

道
府
県
、
市
町
村
の
政
策
に

反
映
さ
れ
て
い
く
。そ
し
て
、

我
々
市
民
の
生
活
に
影
響
を

及
ぼ
す
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
2
0
1
3
年
に

採
択
さ
れ
た
「
水
銀
に
関
す

る
水
俣
条
約
」
と
い
う
条
約

が
あ
る
（
熊
本
県
で
開
催
さ

れ
た
国
際
会
議
で
採
択
さ
れ

た
た
め
、
会
議
の
地
の
名
前

を
と
っ
て
水
俣
条
約
と
い
う

名
前
が
つ
い
て
い
る
）。

日
本
は
こ
の
条
約
に
対
応

す
る
た
め
、
水
銀
汚
染
防
止

法
と
い
う
法
律
を
新
設
し

た
。
こ
の
水
銀
汚
染
防
止
法

の
第
16
～
17
条
で
は
、
適
正

に
水
銀
使
用
製
品
を
回
収
す

る
た
め
に
国
や
市
町
村
が
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
、
と
い

う
規
定
が
あ
る
。

さ
て
例
え
ば
酒
田
市
で

は
、
2
0
2
0
年
4
月
1
日

か
ら
水
銀
ご
み
を
分
別
回
収

し
て
い
る
。
ご
み
カ
レ
ン

ダ
ー
に
黄
色
い
マ
ー
ク
が
増

え
た
こ
と
に
お
気
づ
き
の
市

民
も
多
か
ろ
う
と
思
う
。
面

倒
が
増
え
た
な
と
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
実
は
日

本
が
締
結
し
て
い
る
条
約
の

実
施
に
関
わ
っ
て
い
る
措
置

で
あ
る
。
ぜ
ひ
分
別
回
収
に

取
り
組
ま
れ
た
し
。

②
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
14
に
関
す

る
講
義

2
0
2
2
年
の
11
月
、
大

学
院
に
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
講
座
の

講
師
を
務
め
る
機
会
に
恵
ま

れ
た
。
そ
こ
で
は
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ

の
目
標
14
（
海
を
き
れ
い
に

し
よ
う
）
の
講
義
を
実
施
し

た
の
で
、
少
し
だ
け
紹
介
し

た
い
。

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
目
標
14
は
、

海
洋
汚
染
、
生
態
系
の
崩

壊
（
魚
の
乱
獲
に
よ
る
も
の

を
含
む
）、
海
洋
酸
性
化
な

ど
の
「
海
洋
へ
の
危
機
」
へ

対
処
し
よ
う
、
と
い
う
目
標

で
あ
る
。
庄
内
も
、
海
沿
い

の
地
域
と
い
う
こ
と
で
関
係

が
深
い
目
標
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
ら
「
海
洋
へ
の
危

機
」
に
対
処
す
る
た
め
の
国

際
法
は
数
多
く
存
在

し
、
条
約
が
あ
る
分

野
で
は
お
お
む
ね
汚

染
低
減
の
成
果
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
国
際
法

の
整
備
が
不
十
分
な

分
野
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
固
形
廃
棄

物
に
よ
る
汚
染
の
分

野
で
あ
る
。

固
形
廃
棄
物
に
よ

る
海
洋
汚
染
（
い
わ

ゆ
る
「
海
ご
み
」）
に

つ
い
て
は
、
効
果
的

な
規
制
の
根
拠
と
な

る
デ
ー
タ
不
足
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
目
標
14
の
達

成
状
況
を
評
価
す
た
め
の
指

標
（indicators

）
と
し
て
、

国
連
は
「
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ご

み
の
密
度
」
を
指
定
し
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
評

価
の
基
礎
と
な
る
観
測
デ
ー

タ
が
世
界
的
に
不
足
し
て
い

る
状
態
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
た
め
、
定
期
的
に

観
測
を
行
い
、
報
告
を
行
う

た
め
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
仕
組

づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い

る
。な

お
、
2
0
2
2
年
5
月

に
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み

を
作
る
た
め
、
国
連
環
境
総

会
に
お
い
て
条
約
作
成
の
作

業
が
始
動
し
た
。
こ
の
条
約

も
、
水
銀
に
関
す
る
水
俣
条

約
の
よ
う
に
、
我
々
市
民
の

生
活
に
関
わ
っ
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
。
今
後
の
展
開
に

注
目
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。

国内法

1.国際法は国内の法政策（身近な生活）に関わるから
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