
学生論文

米
国
通
商
政
策
の
国
際
法
的
分
析
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i
w
T
O体
制
は
自
由
貿
易
の
守
護
神
と
し
て
の
機
能
を
全
う
で
き
る
か
？

i

ー
は
じ
め
に

背
景
と
問
題
意
識

保
護
主
義
の
台
頭
、
一
方
的
な
貿
易
制
限
措
置
の

応
酬
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
長
き
に
渡
り

自
由
で
公
正
な
国
際
貿
易
体
制
を
支
え
て
き
た
G
A

T
T－

w
T
O
体
制
が
、
こ
こ
へ
き
て
大
き
な
危
機

に
陥
っ
て
い
る
。
国
際
的
ル

l
ル
に
整
合
的
か
否
か

と
い
う
「
ル
ー
ル
志
向
」
の
観
点
で
は
な
く
、
自
国

の
貿
易
赤
字
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
で
不
公
正
貿
易

を
認
定
す
る
「
結
果
志
向
」
の
観
点
に
基
づ
く
通
商

政
策
が
横
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
主
要
な
例

が
、
米
ト
ラ
ン
プ
政
権
の

2

通
商
政
策
で
あ
る
。
同

政
権
は
国
際
通
商
を
「
デ
ィ

l
ル
」
と
捉
え
、
一
方

的
な
貿
易
制
限
措
置
を
濫
用
し
、
そ
れ
が
国
際
貿
易

体
制
の
不
安
定
化
に
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現

状
に
対
し
W
T
O
の
ア
ゼ
ベ
ド
事
務
局
長
は
深
刻
な

懸
念
を
表
明
し
、
締
約
国
に
対
し
貿
易
障
壁
の
エ
ス
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カ
レ
ー
ト
を
避
け
る
よ
う
呼
び
か
け
た

3
0

国
の

措
置
に
対
し
W
T
O
と
い
う
国
際
機
構
の
ト
ッ
プ
が

こ
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
残
す
こ
と
は
極
め
て
異
例

で
あ
り
、
今
回
の
事
態
の
深
刻
さ
を
物
語
っ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
果
た
し
て
、
か
く
も
深
刻
な
事
態
に

対
し
、
既
存
の

W
T
O
体
制
は
適
切
に
対
処
し
、
自

由
貿
易
の
守
護
神
と
し
て
の
機
能
を
全
う
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
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l

経
済
産
業
省
「
不
公
正
貿
易
報
告
書
加
」
（
概
要
版
）

よ
り
。

2

こ
と
通
商
交
渉
に
関
し
て
は
寸
司
〉
法
に
よ
り
大
統

領
府
に
実
質
的
な
交
渉
権
限
が
与
え
ら
れ
、
主
語
を

「
ト
ラ
ン
プ
政
権
」
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
状
況
が

存
在
す
る
。
関
沢
洋
二
司
〉
と
司
司
・
ア
メ
け
ど
刀

の
通
商
交
渉
の
制
度
的
政
治
的
背
景
」
（
回
目
白
・
加
）

mw許
可

H
t
u
m山
一
＼
＼
老
若
者
・
ュ

o
t－m
0
・E
＼
百
＼
∞
℃

2
5］＼

若
宮
古
可
3
0
2
＼ミ
ω・
宮

E

－

3
君、
H，
o
z。d

〈

ω
・冨
mH円－

p
m
w
H
F砕
け
官
一
＼
＼
当
者
名
・
要
件
。
・

。
円
肉
＼
。
口
問
］
広
げ
＼
ロ
ot司
mー
。
＼
ロ
。
者
己
∞
ー
。
＼
【
日
間
一
『
m
y
I
C印

目
白
円

5
0・
宮

B

本
稿
の
趣
旨
、
及
び
議
論
の
流
れ

本
稿
に
お
い
て
は
、

二
O
一
八
年
三
月
に
米
政
権

が
打
ち
出
し
た
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
へ
の
高
関
税
措
置
に

か
か
る
紛
争
案
件

4

を
検
討
対
象
と
し
、
同
措
置
に

対
す
る
国
際
法
的
な
評
価
を
行
う
と
と
も
に
、
保
護

主
義
の
抑
止
と
い
う
至
上
命
題
の
達
成
に
向
け
て
の
、

今
後
の

W
T
O
体
制
の
課
題
を
導
出
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。
以
下
、
本
稿
の
構
造
を
示
す
。
ま
ず
、

検
討
対
象
と
す
る
米
政
権
に
よ
る
貿
易
制
限
措
置
、

及
び
そ
の
法
的
な
問
題
の
概
要
を
示
す
問
。
そ
し
て
、

本
件
の
鍵
を
握
る

G
A
T
T
の
条
文
の
解
釈
に
つ
き
、

既
存
の
研
究
の
蓄
積
、
及
び
判
例
の
動
向
を
ま
と
め

側
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
論
理
を
本
件
に
応
用
し
、

本
件
の
国
際
法
的
な
評
価
を
行
っ
た
後
、
今
後
の
W
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T
O
体
制
の
展
望
に
つ
い
て
述
べ
、
結
論
と
す
る
冊
。

II 

問
題
の
概
要

通
商
拡
大
法

m条
と
本
件
の
概
要

ま
ず
、
米
国
が
本
貿
易
制
限
措
置
を
打
ち
出
す
根

拠
法
と
し
て
い
る
、
一
九
六
二
年
通
商
拡
大
法

m条
5

に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
同
法
は
米
国

の
対
外
経
済
法

の
一
つ
で
あ
る
が
、
米
商
務
省
に

対
し
、
特
定
産
品
の
輸
入
が
国
家
安
全
保
障
に
与
え

る
影
響
を
調
査
し
た
上
で
、
貿
易
制
限
措
置
発
動
の

必
要
性
、
及
び
適
当
な
措
置
の
内
容
に
つ
き
、
勧
告

を
す
る
権
限
を
与
え
る
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
大
統

領
が
同
商
務
省
調
査
、
及
び
勧
告
の
内
容
に
合
意
を

II 

1 
5
∞
g
－
E
仲間
vm一
＼
＼
割
当
者
－
Fmw言
。
。
門
口
∞
ロ
－

E
戸＼

己切の。門目。＼

Z
Mけ＼
H
h
v
＼］戸∞∞
N

6
換
言
す
れ
ば
、
対
外
経
済
関
係
に
か
か
る
行
政
府
の

行
為
を
規
定
す
る
米
国
の
「
圏
内
法
」
で
あ
る
。
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貿
易
制
限
措
置
が
発
動
す
る
。

本
件
に
お
い
て
も
商
務
省
が

m条
に
基
づ
き
、

鉄
鋼
及
び
ア
ル
ミ
の
輸
入
が
米
国
の
国
家
安
全
保
障

に
与
え
る
影
響
を
調
査
し
、
そ
の
内
容
に
大
統
領

が
合
意
を
与
え
、
貿
易
制
限
措
置
が
発
動
す
る
運
び

と
な
っ
た

。
そ
の
内
容
、
及
び
ロ
ジ
ッ
ク
を
簡
単

凡
そ
下
記
の
通
り
に
な
る
。

与
え
る
こ
と
に
よ
り
、

さ
て
、

に
要
約
す
る
と、

1 

国
家
安
全
保
障
と
い
う
概
念
は
、

で
の
軍
事
製
品
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
ベ

l
ス

と
な
る
産
業
の
保
護
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
幅

広
く
と
っ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

軍
事
製

品
の
素
材
と
し
て
の
鉄
鋼

・
ア
ル
ミ
産
業
の

重
要
性
に
鑑
み
れ
ば
、
安
全
保
障
の
た
め
に

そ
れ
ら
の
産
業
の
国
内
生
産
を
保
護
す
る
こ

と
は
必
要
で
あ
る

。

国
際
競
争
の
激
化
、

狭
い
意
味
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中
国
の
過
剰
生
産
等
に
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・
E
】
・
巴

よ
り
園
内
生
産
が
逼
迫
し
、
工
場
の
閉
鎖
、

雇
用
の
減
少
な
ど
が
見
ら
れ
る
現
状
も
併
せ

て
、
国
内
鉄
鋼
・
ア
ル
ミ
産
業
の
保
護
の
た

め
、
貿
易
制
限
措
置
を
発
動
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
1
0

「安
全
保
障
と

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
問
題
の
根
幹
は

い
う
言
葉
を
い
か
に
解
釈
す
る
か
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
帰
着
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
ま
で
見

た
の
は

「米
国
の
国
内
事
情
に
基
づ
く
、
米
国
国
内

ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
か
ら
は
国

法
的
な
」

際
法
的
な
見
地
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

本
件
に
お
け
る
国
際
法
的
問
題
の
概
要

国
際
通
商
の
包
括
的
規
定
で
あ
る
関
税
及
び
貿
易

に
関
す
る

一
般
協
定
（
C
k
r
↓同J
0

0
口
角
包
〉
開
店
。
．

E

O

E

S

E
民
同
；
E

P

E

O
）
に
基
っ
き

本
件
に

つ
会
挟
討
し
て
い
く
。
最
初
に
、
本
件
米
国
の
留
寡
制
限
量
直

、が、

G
A
T
T
2
条
の
譲
許
関
税
率
規
定
に
違
反
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
同
条
文
は
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
で
引
き
下
げ
ら

れ
た
譲
許
関
税
率
よ
り
高
い
関
税
を
賦
課
す
る
際
に

は
締
約
国
の
合
意
が
必
要
で
あ
る
旨
定
め
て
い
る
と

こ
ろ
、
本
件
に
お
け
る
措
置
は
米
国
が

一
方
的
に
同

II 

2 
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関
税
率
を
引
き
上
げ
る
も
の
で
あ
り
、

条
と
整
合
性
の
取
れ
な
い
措
置
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

の
余
地
が
な
い
。

そ
れ
で
は
、
米
国
は
法
的
に
こ
の
措
置
を
ど
う
正

当
化
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
商
務
省

m調
査

で
度
々
「
国
家
安
全
保
障
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に

言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
米
政

権
は
G
A
T
T
別
条
の
安
全
保
障
例
外
規
定
を
用
い

る
こ
と
と
な
る
。
同
条
文
は
、
下
記
の
通
り
規
定
す

G
A
T
T
2
 

る

別
条
「
安
全
保
障
の
た
め
の
例
外
」

一
こ
の
協
定
の
い
か
な
る
規
定
も
、
次
の
い
ず
れ
か
の

一
こ
と
を
定
め
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

a
：・

一
同
自
国
の
安
全
保
障
上
の
重
大
な
利
益
の
保
護
の
た
一

め
に
必
要
で
あ
る
と
締
約
国
が
認
め
る
次
の
い
ず
一

れ
か
の
措
置
を
執
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
。

ω
核
分
裂
性
物
質
ま
た
は
そ
の
生
産
原
料
で
あ
る
一

物
質
に
関
す
る
措
置

は
武
器
、
弾
薬
及
び
軍
需
品
の
取
引
な
ら
び
に
軍

事
施
設
に
供
給
す
る
た
め
直
接
ま
た
は
間
接
に

行
わ
れ
る
そ
の
他
の
貨
物
及
び
原
料
の
取
引
に

関
す
る
措
置

回
戦
時
そ
の
他
の
国
際
関
係
の
緊
急
時
に
執
る
措
一

置

一

こ
の
条
文
の
解
釈
に
つ
き
問
題
と
な
る
の
は
、

ω

の
「
重
大
な
安
全
保
障
上
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
締
約
国
が
認
め
る
措
置
を
と
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
の
文
言
を

文
字
通
り
解
釈
す
れ
ば
、

m条
措
置
が
米
国
の
国
家

安
全
保
障
に
必
要
か
否
か
と
い
う
の
は
一
重
に
米
国

の
判
断
に
委
ね
ら
れ
、
他
の

G
A
T
T締
約
国
は
米

国
の
主
張
を
丸
ご
と
鵜
呑
み
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
う
し
た
条
文
は
自
己
判
断

条
項
（
∞
。
早
匂
ロ
島
m
吋百四

Q
m
g
o）
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
様
々

な
議
論
を
呼
ん
で
い
る
。

我
々
は
、
こ
の
い
わ
ゆ
る

「自
己
判
断
条
項
」
で

あ
る
G
A
T
T
m
条
を
い
か
に
解
釈
す
べ
き
な
の
だ

ろ
う
か
。
締
約
国
は
自
身
の

「国
家
安
全
保
障
の
重

大
な
利
益
」
に
つ
い
て
完
全
に
自
身
で
判
断
し
、
一

切
の
法
的
審
査
を
排
除
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
、
締
約
国
の
判
断
に
は
何
ら
か
の
制
約
が
あ
っ
て

然
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
も
し
答
え
が
後

者
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
、
そ
し
て
ど
の
程

度
W
T
O
紛
争
処
理
機
関
は
管
轄
権
を
有
す
る
こ
と

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
本
件
に
お
け
る
問
題

の
核
心
で
あ
る
。

E
．
先
行
研
究
、
及
び
最
近
の
判
例
の
動
向
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こ
の
章
に
お
い
て
は
、
現
存
す
る
G
A
T
T
別
条
、

及
び
自
己
判
断
条
項
に
関
す
る
先
行
研
究
に
加
え
、

W
T
O
紛
争
処
理
機
関
が
初
め
て
G
A
T
T幻
条
に
つ

き
判
断
を
示
し
た
直
近
の
判
例
に
つ
き
言
及
す
る
。

E
E
l
－
先
行
研
究

別
条
の
解
釈
に
つ
き
、
解
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
主

要
な
聞
い
が

2
つ
存
在
す
る
。
ま
ず
、

G
A
T
T
m

条
は
一
切
の
司
法
審
査
を
排
除
す
る
の
か
川
。
そ
し

て
、
川
に
対
す
る
答
え
が
ノ
ー
で
あ
る
な
ら
ば
、
締

約
国
の
自
己
判
断
は
ど
の
程
度
司
法
審
査
に
服
す
る

こ
と
に
な
る
の
か
川
。
以
下
、
川
、

ωの
そ
れ
ぞ
れ

に
つ
き
検
討
し
て
い
き
た
い
。

川
に
関
し
て
は
大
き
な
見
解
の
対
立
は
存
在
し
な

い
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
学
説
の
大
半

、が、

G
A
T
T
m
条
の
よ
う
な
自
己
判
断
条
項
で
あ
っ

て
も
そ
の
法
的
妥
当
性
に
つ
い
て
締
約
国
に
完
全
な

自
己
判
断
を
認
め
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

も
し
当
該
条
文
が
紛
争
処
理
機
関
の
管
轄
権
を
完
全

に
排
除
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
条
文
は
も
は
や
法

的
約
束
と
し
て
の
性
質
を
有
し
な
い
も
の
と
な
る

（F
S
Z弓
営
Z
L
8
4）
。
ま
た
、
自
己
判
断
条
項



の
解
釈
が
争
点
と
な
っ
た
国
際
司
法
裁
判
所
（

FE

Z
Eー巳
宮
ロ
色
。
。
ロ
丘
え
』
ロ
旦
片
P
H（
〕
匂
）
の
事
例
ー

に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
自
己
判
断
的
な
文
言
を
備

え
た
条
文
で
あ
っ
て
も
、
誠
実
遵
守
義
務
（
ウ
ィ
ー

ン
条
約
法
条
約
l
加
条
）
の
対
象
と
な
る
旨
を
判
示

し
た

l
o
多
く
の
学
者
は
こ
の

I
C
J判
決
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
で

G
A
T
T
m
条
を
捉
え
、
同
条
文
も
ま
た

誠
実
遵
守
義
務
の
対
象
と
な
る
と
主
張
す
る

（由。『口町田円仲⑦
m
o
w
N
C
C
＠）。

他
方
、

ωに
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
学
説
は
そ
れ

に
対
す
る
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
回
答
を
導
き
出
す
こ
と

に
成
功
し
て
い
な
い
。
結
局
の
と
こ
ろ
誠
実
遵
守
義

務
と
は
具
体
的
に
何
を
指
し
て
い
る
の
か
、
国
際
裁

判
所
に
大
き
す
ぎ
る
権
限
を
与
え
ず
に
そ
れ
が
履
行

さ
れ
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
こ
の

点
に
つ
き
学
説
は
ま
だ
明
確
な
答
え
を
出
す
に
至
っ

て
い
な
い
。

口
町
内
ユ
ミ
ロ
心
室
川
白
色
。
己
的
。
＼
〉
h
R円
宮
内

H
N
b
g
U円
。
『

H
2
5

町
立

5
3
Q
N
足。

5
2
B
K
B・
C
－
守
・
ト
白

E
m
g
o
E
W

N
C
C

∞
H

の』問。℃・］｛斗、ア
M
M
日・

臼
条
約
解
釈
に
か
か
る
基
本
原
則
を
示
し
た
条
約
。

。
〉
↓
↓
を
は
じ
め
と
す
る
巧
寸
O
法
の
解
釈
に
お
い

て
も
条
約
法
条
約
に
依
拠
す
る
こ
と
が
幅
広
く
合
意

さ
れ
て
い
る
。

日
h
N
h

也、1Q
『

N
O円
何

回

ゲ

同

】

O
H，m－－∞・］

E
U

E
E
2
．
直
近
の
判
例

直
近
の
判
例
で
あ
る
「
ロ
シ
ア
貨
物
通
過
事
件
1
」

を
検
討
対
象
と
す
る
。
本
件
は
、
山
一
年
ク
リ
ミ
ア
危

機
に
際
し
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
経
由
で
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
や

キ
ル
ギ
ス
に
陸
路
で
向
か
う
貨
物
の
通
過
を
ロ
シ
ア

が
禁
止
・
制
限
し
た
措
置
に
つ
い
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が

提
訴
し
た
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
W
T
O紛
争
処

理
機
関
l
（
口
広
間
己
Z
m
a巴
⑦
目
。
巳
回
。
ιuコ
ロ
回
一
回
）

、が

G
A
T
T
m
条
に
つ
き
判
断
を
示
し
た
史
上
初
の

事
例
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
パ
ネ
ル

ー
は
こ
の
問

題
を
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と

と
す
る
。

本
件
に
お
い
て
、

D
S
B
は

「締
約
国
が
認
め
る
」

と
い
う
文
言
が
ど
こ
ま
で
か
か
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
焦
点
を
当
て、

示
し
た
。

3
つ
の
あ
り
う
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を

u
t司
斗
＼
ロ

m
E
N＼
戸

£
5
2
m
g『
a
o
g
t
g
B冨
S
2
2
m

。
。
ロ
口
mv
円
巳
ロ
肉
寸
円
hw一
町
出
口
肝
ロ
↓
円
m
呂
田
E
J
（〉日】
H
e
・P
N

C
日
由
）
喝

丘
町
仲
仲
間
】
回
一
＼
＼
者
名
詞
・
4
司け。・
0
円
町
一
＼
∞
ロ

E
F回目
H
＼
可
mw件
。
匂
l
o＼

門
町
田
宮
｜
∞
＼

g
m
gー
の
＼
岳
町
H
M
l。・

E
E

日
当
寸
O
紛
争
処
理
機
関
は
、
当
寸
O
内
部
に
存
在
す
る
、

者
寸
（
）
法
に
か
か
る
紛
争
の
処
理
に
特
化
し
た
準
司

法
機
関
で
あ
る
。
強
制
管
轄
権
の
存
在
、
パ
ネ
ル
・

上
級
審
の
設
置
、
及
、
び
報
告
の
採
択
に
お
け
る
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
・
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
に
よ
る
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

な
処
理
な
ど
に
特
徴
が
あ
る
。

－
当
該
措
置
の

み
に
か
か
る
。

「
必
要
性
」
に
か
か
る
判
断
の

2 

自
国
の
重
大
な
安
全
保
障
上
の
利
益
が
何
か

と
い
う
判
断
に
か
か
る
。

幻
条
仰
の

ωi凶
の
各
号
の
記
載
の
事
実
の

存
否
に
ま
で
か
か
る
。

3 ま
ず
パ
ネ
ル
は
選
択
肢
3
を
否
定
し
た
。
川
1
出

の
各
号
は
別
条
を
援
用
す
る
締
約
国
の
裁
量
を

一
定

程
度
制
限
す
る
役
割
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ

ら
川

1
凶
は
そ
れ
ぞ
れ
事
実
に
基
づ
き
客
観
的
に
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理

由
か
ら
、

パ
ネ
ル
は
別
条
の
自
己
判
断
的
な
性
質
が

こ
れ
ら
の
事
実
認
定
に
ま
で
及
ば
な
い
と
結
論
づ
け

た
1
0

選
択
肢
2
に
つ
い
て
、
パ
ネ
ル
は
同
条
文
を
援
用

す
る
締
約
国
の
幅
広
い
裁
量
を
認
め
た
上
で
、

当
該

締
約
国
の
完
全
な
自
由
裁
量
は
否
定
し
た
。
彼
ら
は
、

条
約
法
条
約
却
条
、
出
条
に
言
及
し
た
上
で
、

当
該

日
巧
寸
O
紛
争
処
理
機
関
は
二
審
制
が
採
用
さ
れ
て
お

り
、
第
一
審
が
パ
ネ
ル
、

第一

一審
が
上
級
委
員
会
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
今
回
取
り
扱
う
の
は
第

一
審
の
パ

ネ
ル
の
判
断
と
い
う
こ
と
で
あ
る。
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裁
量
が
「
誠
実
遵
守
義
務
」
に
服
す
る
と
主
張
し
目
、

そ
し
て
G
A
T
T
別
条
を
援
用
す
る
締
約
国
は
具
体

的
に
ど
ん
な
事
実
が
そ
の
国
家
の
重
大
な
安
全
保
障

上
の
利
益
で
あ
る
の
か
を
説
明
す
る
義
務
が
あ
る
と

結
論
ゃ
つ
け
た
1
0

最
後
に
、
選
択
肢
1
に
つ
き
、
パ
ネ
ル
は
誠
実
遵

守
義
務
に
基
づ
い
た
上
で
、
少
な
く
と
も
当
該
締
約

国
は
、
別
条
に
よ
る
正
当
化
の
た
め
に
は
、
当
該
貿

易
制
限
措
置
と
自
国
の
重
大
な
安
全
保
障
上
の
利
益

の
関
係
に
つ
き
、
「
最
低
限
の
尤
も
ら
し
さ
」
を
備
え

た
説
明
を
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
と
判
示
し
た
2
0

最
終
的
に
パ
ネ
ル
は
、
本
件
で
は
ク
リ
ミ
ア
危
機
と

い
う
国
連
総
会
に
お
い
て
武
力
衝
突
に
か
か
る
と
認

定
さ
れ
た
自
体
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
こ
か
ら

生
じ
る
ロ
シ
ア
の
安
全
保
障
上
の
利
益
は
不
明
瞭
な

も
の
で
は
な
く
、
最
低
限
要
件
を
満
た
す
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
ロ
シ
ア
の
措
置
は
G
A
T
T
m
条
に
よ

り
正
当
化
可
能
で
き
る
と
結
論
づ
け
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
パ
ネ
ル
は
最
後
ま
で
誠
実
遵
守

義
務
の
具
現
化
と
い
う
フ
ェ
ー
ズ
に
ま
で
は
到
達
し

な
か
っ
た
が
、
別
条
の
自
己
判
断
的
文
言
は
D
S
B

20 19 18 17 
ト→ト『←→ r,、
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ー司

m 
C点

『司

ー司
『司

の
管
轄
権
を
排
除
し
な
い
こ
と
を
明
示
し
、
同
条
文

の
解
釈
、
及
び
締
約
国
に
よ
る
自
由
裁
量
の
制
限
に

つ
い
て
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
提
示
し
た
と
い
う
点

で
、
極
め
て
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

町
．
結
論

最
終
章
で
は
、
既
存
の
学
説
の
蓄
積
、
及
び
直
近

の
判
例
で
あ
る
ロ
シ
ア
・
貨
物
通
過
事
件
の
判
示
か

ら
得
ら
れ
る
論
理
を

m条
事
件
に
適
用
し
、
本
件
の

国
際
法
的
な
評
価
に
つ
い
て
言
及
し
た
上
で
、
今
後

の
W
T
O体
制
へ
の
展
望
を
述
べ
、
結
び
と
す
る
。

m条
事
件
へ
の
適
用

ま
ず
前
述
の
学
説
の

一
般
見
解
や
ロ
シ
ア
貨
物
通

過
事
件
か
ら
、
本
件
に
お
い
て
も
同
様
に
、
パ
ネ
ル

が
別
条
の
解
釈
に
つ
き
管
轄
権
を
行
使
で
き
る
と
い

う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
検
討
す
べ
き

は
下
記
の
3
点
と
な
る
2
0

町

1 1 

m措
置
は
ど
の
よ
う
に
G
A
T
T
m
条

ωの
川

と
関
係
す
る
の
か
？

自
こ
の
3
点
は
先
ほ
ど
示
し
た
ロ
シ
ア
の
事
例
の
フ
レ
I

ム
ワ
l
ク
に
準
ず
る
。

「
重
大
な
安
全
保
障
上
の
利
益
」

2
彼
ら
の

は
何
か
？

3
な
ぜ
、
そ
の
重
大
な
利
益
を
守
る
の
に
、

措
置
が
必
要
な
の
か
？

ま
ず
ー
っ
目
の
問
い
か
ら
始
め
る
。
米
国
は
別
条

ωの
各
号
の
う
ち
川
を
援
用
し
、

m措
置
が
「
武
器
、

弾
薬
及
び
軍
需
品
の
取
引
な
ら
び
に
軍
事
施
設
に
供

給
す
る
た
め
直
接
ま
た
は
間
接
に
行
わ
れ
る
そ
の
他

の
貨
物
及
び
原
料
の
取
引
に

『
関
す
る
』
」
措
置
で

あ
る
と
し
、
正
当
化
を
図
る
と
予
測
さ
れ
る
。
ロ
シ

ア
貨
物
事
件
の
パ
ネ
ル
の
判
断
に
よ
れ
ば
、

上
述
の

よ
う
に

ω川
i
凶
の
事
実
の
存
否
に
つ
い
て
は
客
観

的
に
判
断
す
る
と
し
て
お
り
、
こ
の
「
関
す
る
」
と

い
う
文
言
の
解
釈
に
あ
た

っ
て
も
、

自
国
の
認
定
す

る
安
全
保
障
上
の
重
大
な
利
益
と
川
の
措
置
に
「
目

的
と
手
段
の
密
接
か
つ
真
正
な
関
係
」
を
求
め
、
こ

れ
を
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら、

米
商
務
省
の
公
表
し
た

mレ
ポ
ー
ト

は
ほ
ん
の
数
ペ
ー
ジ
の
部
分
で
抽
象
的
に
鉄
鋼
・

ア

ル
ミ
製
品
が
軍
事
利
用
さ
れ
る
と
と
を
述
べ
た
に
過

ぎ
ず
、
か
か
る
審
査
に
耐
え
う
る
も
の
と
は
到
底
考

え
ら
れ
な
い
。

次
に
2
つ
目
の
問
い
に
移
る
。
ロ
シ
ア
貨
物
事
件 と
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が
示
し
た
よ
う
に
、
「
安
全
保
障
上
の
重
大
な
利
益
」

の
説
明
の
明
確
性
基
準
は
、
自
体
の
緊
急
性
・
重
大

性
に
依
存
す
る
。
ロ
シ
ア
の
事
例
に
お
い
て
は
ク
リ

ミ
ア
危
機
と
い
う
極
め
て
重
大
な
事
態
に
際
し
て
取

ら
れ
た
措
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
パ
ネ
ル
は
ロ
シ
ア
の

暖
昧
な
説
明
で
足
り
る
と
判
断
し
た
も
の
の
、

m措

置
に
つ
い
て
は
、
米
国
は
さ
ら
に
何
が
「
重
大
な
安

全
保
障
上
の
利
益
」
な
の
か
に
つ
き
具
体
的
な
説
明

を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
他
方
で

mレ
ポ
ー
ト

は
そ
れ
に
耐
え
う
る
よ
う
な
安
全
保
障
上
の
利
益
の

具
体
的
説
明
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、

D
S
B
は
や
は

り

m措
置
を
違
法
認
定
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
疑
い
の
余

地
が
な
い
と
い
え
る
。

W
－

2
．
結
び
に
変
え
て

l
今
後
の

W
T
O体
制
へ
の

展
望こ

こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
既
存
の
学
説
の
蓄
積
・

判
例
の
見
解
に
基
づ
け
ば
、

m措
置
は
将
来
違
法
認

定
さ
れ
る
も
の
と
予
測
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

前
述
の
よ
う
に
3
つ
の
問
い
に
よ
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー

ク
の
う
ち
少
な
く
と
も
最
初
の
2
つ
で
容
易
に
違
法

認
定
さ
れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
た
め
、

3
つ
目
の

問
い
、
す
な
わ
ち
当
該
措
置
の
「
必
要
性
」
の
判
断

に
か
か
る
基
準
は
不
明
瞭
な
ま
ま
残
る
こ
と
と
な
っ

た。
し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
は
こ
の
第
3
の
問
い
は
不

明
瞭
な
ま
ま
残
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
幻
条
解
釈
の
最
終
基
準
が

明
確
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
何
か
し
ら
の
貿
易
制
限
措

置
が
幻
条
で
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
の
境
界
線
を
示

す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
（
同
盟
司
S
O
W
N
C

H

∞
）
。
も
し
こ
の
基
準
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、

W
T
O

締
約
国
は
幻
条
で
正
当
化
で
き
る
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ

ろ
を
狙
っ
て
貿
易
制
限
措
置
を
打
つ
こ
と
が
可
能
に

な
っ
て
し
ま
い
、
保
護
主
義
的
な
措
置
を
増
加
さ
せ

る
要
因
と
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

D

S
B
が
G
A
T
T
別
条
解
釈
に
つ
き
何
か
し
ら
の
判

断
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
そ
れ
自

体
が

W
T
O体
制
に
深
刻
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
が
で
き
る
。

ゆ
え
に
、
よ
り
重
要
で
あ
る
の
は
こ
う
し
た
措
置

が
D
S
B
に
提
訴
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
抑
止
さ
れ
、

条
文
解
釈
を
担
う
D
S
B
や
ア
カ
デ
ミ
ア
の
側
へ
高

度
に
政
治
的
な
要
素
を
含
む
案
件
の
判
断
な
ど
の
過

剰
な
負
担
を
防
ぐ
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た

め
に
は
W
T
O
の
主
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
る
政
策
監

視
機
能
回
を
よ
り
効
果
的
に
機
能
さ
せ
、
日
頃
か
ら

締
約
国
に
対
し
相
互
監
視
に
基
づ
く

旬
。
。
吋

日）円。

ω
ω
5
0
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ

は、

W
T
O
体
制
に
お
け
る
法
の
支
配
を
強
化
す
る

た
め
W
T
O
全
締
約
国
が
取
り
組
む
べ
き
重
要
課
題

で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
特
に
、
長
き
に
わ
た
り
自
由

貿
易
体
制
か
ら
思
恵
を
受
け
、
貿
易
立
固
と
し
て
繁

栄
を
手
に
し
て
き
た
日
本
が
国
際
社
会
を
リ
ー
ド
し

て
い
く
べ
き
使
命
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
既

存
の
自
由
で
聞
か
れ
た
国
際
経
済
秩
序
を
道
守
す
る

確
た
る
意
志
と
と
も
に
、
志
を
同
じ
く
す
る
（
ロ
｝
8
・

自
白
骨
島
）
国
々
を
巻
き
込
み
、
機
能
不
全
に
陥
っ

て
い
る
W
T
O改
革
を
主
導
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
決
し
て
一
朝

一
夕
で
決
着
の
つ
く
問
題
で
は

な
い
。
何
十
年
、
あ
る
い
は
何
百
年
と
挑
み
続
け
て
、

よ
う
や
く
1
ミ
リ
動
く
か
ど
う
か
と
い
う
、
途
方
も

な
い
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
ん
な
終
わ
り
の
な

い
課
題
に
挑
み
続
け
る
こ
と
こ
そ
、
今
日
に
お
い
て

内
向
き
が
ち
な
国
際
社
会
の
中
、
我
が
国
に
求
め
ら

れ
る
役
割
な
の
で
あ
ろ
う
。

n
政
策
監
視
機
能
は
ル
ー
ル
メ
イ
キ
ン
グ
機
能
、
紛
争

処
理
機
能
と
合
わ
せ
巧
叶
O
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
君
、
吋
O
の
全
締
約
国
は
定

期
的
に
他
締
約
国
と
事
務
局
か
ら
自
国
通
商
政
策
の

レ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
ル
l
ル
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

相
互
批
評
を
通
じ
て
保
護
主
義
的
な
措
置
の
抑
止
、

国
際
通
商
ル
l
ル
へ
の
遵
守
促
進
と
い
っ
た
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
。
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