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●
規
範
変
容
の
基
本
的
構
図

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
は
、
内
政
不
干
渉
原
則
や

コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
意
思
決
定
手
続
き
と
い
っ

た
規
範
を
通
し
て
互
い
の
主
権
を
尊
重
し
あ
う
な

か
で
、
信
頼
醸
成
を
進
め
て
き
た
。
コ
ン
セ
ン
サ

ス
方
式
は
基
本
的
に
は
不
文
律
で
あ
っ
た
が
、
内

政
不
干
渉
原
則
は
一
九
七
一
年
の
「
平
和・自
由・

中
立
地
帯
（
Ｚ
Ｏ
Ｐ
Ｈ
Ａ
Ｎ
）
宣
言
」
や
七
六
年

の
「
東
南
ア
ジ
ア
友
好
協
力
条
約
」
な
ど
の
重
要

な
意
味
を
持
つ
条
約
で
確
認
さ
れ
て
き
た
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
中
心
的
な
規
範
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
主
権
尊
重
の
規
範
を
絶
対
視
す
る
こ
と
で

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
域
内
の
平
和
を
実
現
し
て
き

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
基
礎
に
あ
っ
た
の

は
、
何
ら
か
の
普
遍
的
な
理
念
を
主
張
す
る
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
互
い
の
国
内
事
情
に
は
関
与

し
あ
わ
な
い
こ
と
を
通
し
て
地
域
の
国
際
関
係
を

安
定
さ
せ
よ
う
と
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で

あ
っ
た
。
参
加
は
コ
ス
ト
・
フ
リ
ー
で
あ
り
と
に

か
く
対
立
を
避
け
る
こ
と
が
第
一
、
と
い
う
の
が

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
伝
統
的
な
姿
で
あ
る
。

そ
う
考
え
て
み
る
と
、
民
主
主
義
や
人
権
と

い
っ
た
理
念
を
掲
げ
国
内
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
「
正

し
い
」
あ
り
方
を
地
域
的
に
定
め
る
こ
と
は
そ
れ

ま
で
の
秩
序
の
あ
り
方
か
ら
の
重
要
な
逸
脱
で
あ

る
と
言
え
る
。
そ
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
規

範
の
変
動
も
し
く
は
規
範
を
め
ぐ
る
論
争
と
は
基

本
的
に
、
内
政
不
干
渉
原
則
を
始
め
と
す
る
主
権

尊
重
の
規
範
と
民
主
主
義
／
人
権
と
い
う
国
内
統

治
の
あ
り
方
を
問
う
規
範
の
間
の
相
克
と
し
て
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
、
焦
点
と
な
る

の
が
国
内
の
民
主
化
や
人
権
が
国
際
的
に
問
題
視

さ
れ
て
い
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
加
盟
国
と
し
て
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
に
お
け
る
規
範
論
争
は
抽
象
的
な
政
策
論
争

と
い
う
よ
り
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
関
与
の
あ
り
方

を
念
頭
に
置
い
た
も
の
に
な
り
が
ち
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
の
対

ミ
ャ
ン
マ
ー
政
策
と
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
主

要
な
規
範
策
定
の
試
み
と
い
う
二
点
の
変
遷
を

追
っ
て
い
く
こ
と
で
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
伝
統
的
規

範
の
変
容
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

●
伝
統
的
規
範
の
固
守

（
一
九
九
七
―
二
〇
〇
二
）

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
民
主
主
義
や
人
権
を
め

ぐ
る
論
争
は
、
九
七
年
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
加
盟
時
に
遡
る
。
こ
の
時
、
域
内
に
お
い
て

い
ち
早
く
民
主
化
を
進
め
て
い
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
と

タ
イ
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
内
問
題
を
理
由
に
加

盟
の
延
期
を
主
張
し
た
。
し
か
し
両
国
の
主
張
は

ほ
か
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
か
ら
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の

内
政
不
干
渉
原
則
に
反
す
る
」「
そ
れ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ　

Ｗ
ａ
ｙ
で
は
な
い
」
と
し
て
退
け
ら
れ
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
は
予
定
通
り
九
七
年
七
月
に
加
盟
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。

加
盟
後
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
関
与
を
求
め
る
タ

イ
は
、
翌
九
八
年
に
は
加
盟
国
へ
の
介
入
を
部
分

的
に
認
め
て
い
こ
う
と
す
る
「
柔
軟
関
与
（flexi-

ble engagem
ent

）」
と
い
う
概
念
を
提
示
し

た
。
こ
れ
は
明
確
に
従
来
の
内
政
不
干
渉
原
則
を

乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
り
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
歴
史
上
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

や
は
り
こ
の
場
合
も
タ
イ
の
提
案
に
賛
成
し
た
の

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
だ
け
で
あ
り
、
主
権
を
絶
対
視
す

る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
伝
統
的
規
範
は
維
持
さ
れ
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
国
内
問
題
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
は
問

題
化
し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
内
政
不

干
渉
原
則
や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
を
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
規
範
」、す
な
わ
ち「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ　
Ｗ
ａ
ｙ
」

と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
内
政
不
干

渉
原
則
は
国
連
憲
章
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
一
般

的
な
規
範
で
あ
る
し
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
で
物

湯
川
　
拓

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
規
範
の
変
容
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事
を
決
め
る
こ
と
は
（
と
く
に
安
全
保
障
分
野
で

は
）
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
と
く
に
珍
し
い
こ

と
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
問

題
に
お
け
る
改
革
派
へ
の
対
抗
と
い
う
明
確
な
目

的
意
識
の
下
に
守
旧
派
に
よ
っ
て
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ　

Ｗ
ａ
ｙ
」
と
し
て
再
定
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ　

Ｗ
ａ
ｙ
」
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規

範
を
指
す
用
語
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
特

異
さ
は
内
政
不
干
渉
原
則
や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式

と
い
っ
た
制
度
そ
れ
自
体
と
し
て
の
側
面
よ
り
も

む
し
ろ
そ
れ
ら
が
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ 

Ｗ
ａ
ｙ
」
と

し
て
表
出
さ
れ
た
と
い
う
観
念
と
し
て
の
側
面
に

あ
る
わ
け
で
あ
る
。

●
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
策
の
硬
化
と
共
同

体
へ
の
志
向 （
二
〇
〇
三
―
〇
四
）

こ
の
よ
う
に
伝
統
的
な
規
範
を
固
守
す
る
姿
勢

が
変
化
し
始
め
る
の
が
、
〇
三
年
五
月
に
ミ
ャ
ン

マ
ー
の
デ
ィ
ペ
ー
イ
ン
に
お
い
て
民
主
化
勢
力
が

暴
徒
に
襲
わ
れ
ア
ウ
ン
サ
ン
・
ス
ー
・
チ
ー
が
再

び
自
宅
軟
禁
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
事
件
で

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
六
月
の

外
相
会
議
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
批
判
し
、
民
主
化
に

向
け
た
対
話
再
開
を
求
め
る
と
い
う
異
例
の
強
硬

的
な
姿
勢
を
見
せ
、
こ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
で
も
「
内

政
不
干
渉
原
則
の
打
破
」
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
姿
勢
に
変
化
が

見
ら
れ
る
一
方
で
、
〇
三
年
一
〇
月
の
首
脳
会
議

で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
共
同
体
を
目
指
す
こ
と
が
謳

わ
れ
、「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
第
二
協
和
宣
言
」
と
い
う

形
で
改
め
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
を
策
定
す
る
試

み
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
第
二
協
和
宣
言
は
一
方
で

内
政
不
干
渉
原
則
や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
と
い
っ

た
従
来
の
規
範
を
再
確
認
す
る
意
味
合
い
を
持
っ

て
お
り
、
と
く
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
は
そ
れ
ま

で
は
不
文
律
だ
っ
た
の
も
の
が
初
め
て
明
記
さ
れ

た
。
他
方
、
こ
の
宣
言
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
公
式

文
書
と
し
て
は
「
公
正
、
民
主
的
か
つ
調
和
的
な

環
境
（just, dem
ocratic and harm

onious 
environm

ent

）
の
も
と
で
」
と
い
う
形
で
初

め
て
「
民
主
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
盛
り
込
ま
れ

て
い
る
と
い
う
新
し
さ
が
あ
る
。
わ
ず
か
一
語
の

挿
入
で
は
あ
る
が
、
そ
の
是
非
を
め
ぐ
り
加
盟
国

間
で
論
争
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
ヴ
ェ
ト

ナ
ム
・
ラ
オ
ス
・
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
い
っ
た
九
〇
年

代
に
な
っ
て
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
加
盟
し
た
新
参

国
が
民
主
主
義
規
範
の
導
入
に
反
対
し
、
原
加
盟

国
、
特
に
九
八
年
に
民
主
化
を
進
め
た
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
が
新
た
な
規
範
の
導
入
を
積
極
的
に
主
張
し

た
。
ま
た
、
こ
の
第
二
協
和
宣
言
は
「
安
全
保
障

共
同
体
」「
経
済
共
同
体
」「
社
会
文
化
共
同
体
」

と
い
う
形
で
三
つ
の
共
同
体
を
構
築
す
る
こ
と
を

謳
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
分
野
ご
と

に
共
同
体
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
イ
シ
ュ
ー
に

よ
っ
て
行
動
規
範
を
差
別
化
す
る
こ
と
が
よ
り
明

確
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
る
。
安
全
保

障
分
野
で
は
主
権
尊
重
の
姿
勢
が
維
持
さ
れ
る
一

方
、
と
く
に
経
済
分
野
で
は
合
意
が
で
き
た
国
か

ら
履
行
し
て
い
く
と
い
う
「
マ
イ
ナ
ス
Ｘ
」
方
式

を
初
め
と
し
て
効
率
化
が
優
先
さ
れ
た
。

翌
〇
四
年
の
首
脳
会
議
で
は
共
同
体
形
成
を
具

体
化
さ
せ
る
た
め
に
「
ヴ
ィ
エ
ン
チ
ャ
ン
行
動
計

画
」
が
採
択
さ
れ
、
こ
こ
で
も
伝
統
的
な
主
権
尊

重
の
規
範
と
共
に
「
民
主
主
義
」
規
範
が
明
記
さ

れ
た
。
ま
た
、
同
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
安
全
保
障
共
同
体
行
動
計
画
」
で
は
「
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
違
法
も
し
く
は
非
民
主
的
な
政
府

の
交
代
を
容
認
し
な
い
」
と
い
う
か
な
り
踏
み
込

ん
だ
表
現
が
見
ら
れ
た
。

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
の
策
定
へ 

（
二
〇
〇
五
―
）

〇
五
年
以
降
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
は
、
①
ミ
ャ

ン
マ
ー
へ
の
批
判
が
常
態
化
し
、
②
民
主
主
義
や

人
権
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
を
し
て
掲
げ
る
こ
と

が
よ
り
明
確
化
す
る
、
と
い
う
形
で
変
容
を
遂
げ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
に
は
、
〇
五
年
に
は
議
長
国
問
題
が
起

こ
っ
た
。
こ
れ
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
〇
六
年
後
半
か

ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
そ
れ
に
関
連
す
る
域
外
国
を
含

む
会
議
で
議
長
国
を
務
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た

の
に
対
し
ア
メ
リ
カ
と
Ｅ
Ｕ
が
強
硬
に
反
対
し
た

問
題
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ
ス
は
あ
く
ま

で
「
外
圧
に
屈
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
主
張
し

た
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
働
き
か
け
の
結
果
、
結

局
〇
五
年
七
月
の
外
相
会
議
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
内

政
に
専
念
し
た
い
と
し
て
議
長
国
を
辞
退
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
同
年
一
二
月
の
首
脳
会
議

で
は
議
長
声
明
で
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
と
拘
留

者
の
釈
放
を
求
め
、
民
主
化
状
況
を
監
視
す
る
使

節
団
の
派
遣
を
決
定
し
た
。

さ
ら
に
〇
七
年
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
諸
国
の
対

ミ
ャ
ン
マ
ー
政
策
を
さ
ら
に
硬
化
さ
せ
る
よ
う
な

事
件
が
起
こ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
〇
七
年
八
月
か

ら
九
月
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
大
規
模
デ
モ
と
そ
の
弾
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圧
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
九
月
の
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
非
公
式
外
相
会
議
に
お
い
て
ミ
ャ
ン

マ
ー
批
判
が
続
出
し
、
議
長
国
で
あ
る
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
は
「
強
い
嫌
悪
（revulsion

）」
と
い
う

異
例
の
厳
し
い
言
葉
で
非
難
し
た
。

こ
の
よ
う
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
国
内
の
民
主
化
や
人

権
状
況
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
場
で
問
題
化
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
な
か
、
進
め
ら
れ
た
の
が
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
憲
章
の
策
定
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
は

改
め
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
目
的
や
原
則
を
明
文
化
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
規
範
と
い
う
面
か
ら

見
て
も
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
〇
五

年
一
二
月
の
「
憲
章
制
定
宣
言
」
で
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
目
的
」
と
し
て
「
民
主
主
義
の
促
進
」
が
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
〇
六
年
四
月
の
非
公
式
外
相
会

議
で
は
内
政
不
干
渉
原
則
の
見
直
し
が
議
論
さ
れ

る
な
ど
の
変
化
が
見
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
は
従
来
の
内
政
不
干
渉
原
則
を

超
え
て
、
あ
る
い
は
民
主
主
義
や
人
権
と
い
っ
た

規
範
を
た
だ
掲
げ
る
の
み
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、

そ
こ
に
実
効
力
を
も
た
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。

実
際
、
憲
章
策
定
の
前
段
階
と
し
て
設
置
さ
れ

た
加
盟
国
の
有
識
者
一
〇
人
か
ら
成
る
賢
人
グ

ル
ー
プ
（
Ｅ
Ｐ
Ｇ
）
が
〇
六
年
の
首
脳
会
議
に
提

出
し
た
提
言
書
で
は
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
内
容
が

見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
民
主
主
義
の
促
進
が
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
目
的
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
に
、

①
内
政
不
干
渉
原
則
は
あ
く
ま
で
域
外
国
と
の
関

係
に
お
い
て
の
み
明
記
さ
れ
る
に
留
め
ら
れ
、
②

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
目
的
や
理
念
へ
の
違
反
に
対
し
て

除
名
を
含
む
制
裁
が
く
だ
さ
れ
る
こ
と
、
③
意
思

決
定
は
基
本
的
に
は
コ
ン
セ
ン
サ
ス
だ
が
合
意
に

至
ら
な
か
っ
た
場
合
は
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
な
領
域

（
首
脳
会
議
が
判
断
）
以
外
で
は
表
決
制
を
と
る

こ
と
、
が
そ
れ
ぞ
れ
明
記
さ
れ
た
。
②
の
制
裁
や

③
の
表
決
制
は
と
く
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
内
問
題

を
念
頭
に
お
い
て
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
を

始
め
と
す
る
新
規
加
盟
国
に
加
え
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
や
タ
イ
も
変
革
に
は
慎
重
な
姿
勢
を
見
せ
た
。

他
方
、
一
貫
し
て
民
主
主
義
や
人
権
と
い
っ
た
規

範
を
重
視
し
た
の
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
フ
ィ
リ
ピ

ン
と
い
う
域
内
で
も
と
く
に
民
主
化
を
進
め
た
二

国
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
思
惑
の
異
な

る
加
盟
国
間
の
議
論
を
経
て
〇
七
年
の
首
脳
会
議

で
署
名
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
は
、
Ｅ
Ｐ
Ｇ
提

言
書
と
は
か
な
り
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。
民
主

主
義
や
人
権
の
価
値
が
謳
わ
れ
て
い
る
点
で
は
変

わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
①
内
政
不
干
渉
原
則
は

加
盟
国
の
国
内
問
題
に
つ
い
て
も
明
記
さ
れ
、
②

制
裁
は
実
質
的
に
は
見
送
り
、
③
コ
ン
セ
ン
サ
ス

方
式
に
よ
る
意
思
決
定
も
温
存
、
と
い
う
形
で
従

来
の
あ
り
方
と
の
連
続
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
を
変
容
さ
せ
よ
う
と
す
る
側

（
主
に
原
加
盟
国
）
と
従
来
の
も
の
に
留
め
よ
う

と
す
る
側
（
お
も
に
新
規
加
盟
国
）
の
間
の
妥
協

の
産
物
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

民
主
主
義
や
人
権
を
推
進
す
る
こ
と
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
原
則
と
し
て
掲
げ
る
一
方
で
、
そ
れ
が
新
規

加
盟
国
を
中
心
と
す
る
変
革
に
消
極
的
な
国
々
の

不
利
益
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
内
政
不
干
渉
原
則

や
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
を
一
種
の
「
安
全
弁
」
と

し
て
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ

れ
ら
を
盾
に
し
て
自
国
に
不
利
な
決
定
が
な
さ
れ

る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
お
い
て
そ
の
他
で
目
を
引
く
の

は
地
域
人
権
機
構
の
設
立
だ
が
、
こ
れ
も
果
た
し

て
ど
の
程
度
ま
で
効
果
を
も
つ
の
か
に
つ
い
て
は

か
な
り
疑
問
で
あ
り
、
今
後
の
取
り
組
み
次
第
と

い
う
部
分
が
大
き
い
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
続
く
重
要
な
文
書
と
し
て

は
、
〇
九
年
二
月
末
か
ら
三
月
初
め
に
か
け
て
行

わ
れ
た
首
脳
会
議
で
提
出
さ
れ
た
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

政
治
・
安
全
保
障
共
同
体
の
青
写
真
」
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
政
治
・
安
全
保
障
分
野

に
つ
い
て
の
文
書
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と
に
内
政

不
干
渉
原
則
へ
の
言
及
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
は

こ
れ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
規
範
の
更
な
る
変

化
と
見
な
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
他
方
、
民
主

主
義
の
推
進
に
つ
い
て
は
掲
げ
ら
れ
て
は
い
る
も

の
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
ま
ま
で

あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
は
伝
統
的
な
主
権
尊

重
の
規
範
と
民
主
主
義
／
人
権
規
範
の
間
で
、
変

化
を
嫌
う
新
規
加
盟
国
を
満
足
さ
せ
う
る
範
囲
内

で
揺
れ
動
い
て
い
る
と
言
え
る
。

●
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
規
範
の
現
地
点

以
上
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
加
盟
し

た
一
九
九
七
年
か
ら
現
在
ま
で
の
変
容
を
概
観
し

た
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
国
内
問
題
は
〇
三
年
の
デ
ィ

ペ
ー
イ
ン
事
件
以
降
、
〇
五
年
の
議
長
国
や
〇
七

年
の
デ
モ
の
弾
圧
を
通
し
て
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い

う
場
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
常
態
化
し
始
め

て
い
る
。
ま
た
、
民
主
主
義
や
人
権
と
い
っ
た
規

範
も
明
確
に
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
原
則
」
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
あ
く
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ま
で
内
政
不
干
渉
原
則
を
絶
対
視
し
て
、
加
盟
国

間
の
国
際
関
係
を
安
定
さ
せ
る
伝
統
的
な
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
の
あ
り
方
と
は
異
な
り
、
加
盟
国
内
の
統
治

の
あ
り
方
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
地
域
機
構
の
関

与
す
る
部
分
と
さ
れ
始
め
た
と
い
う
意
味
で
大
き

な
変
化
だ
と
み
な
し
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
規
範
の
変

容
の
要
因
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
国
際

社
会
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

例
え
ば
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
う
ち
、
シ
ン
ガ

ポ
ー
ル
や
マ
レ
ー
シ
ア
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
そ

の
も
の
を
変
え
る
こ
と
に
は
消
極
的
だ
が
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
国
内
問
題
に
つ
い
は
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の

国
際
的
な
評
判
を
損
な
う
」
と
い
う
理
由
で
非
難

を
繰
り
返
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
社
会
に
存
在

す
る
地
域
機
構
を
概
観
し
て
も
Ｅ
Ｕ（
欧
州
連
合
）

や
Ｏ
Ａ
Ｓ（
米
州
機
構
）、Ａ
Ｕ（
ア
フ
リ
カ
連
合
）

も
民
主
主
義
や
人
権
を
自
ら
の
規
範
と
し
て
掲
げ

て
お
り
、
地
域
機
構
に
お
い
て
加
盟
国
の
国
内
統

治
の
あ
り
方
を
問
う
こ
と
は
ご
く
一
般
的
な
も
の

に
な
っ
て
き
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
な

か
、
時
に
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
保
護
し
て
い
る
」
と

い
う
よ
う
な
批
判
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
規
範
と
し
て
民
主
主

義
や
人
権
を
盛
り
込
む
こ
と
は
対
外
的
な
ア
ピ
ー

ル
と
し
て
意
味
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
は
言
っ
て
も
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
に
つ
い
て
は
加
盟

国
間
で
鋭
い
意
見
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え

る
と
、
結
局
規
範
の
変
容
に
関
し
て
最
も
重
要
な

の
は
加
盟
国
の
民
主
化
で
あ
る
と
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
か
つ
て
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
は
何
よ
り
も
外
相

が
集
ま
っ
て
協
議
を
す
る
場
、
と
い
う
意
味
合
い

が
強
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
は
極

め
て
エ
リ
ー
ト
中
心
的
な
機
構
で
あ
る
と
い
う
批

判
も
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
加
盟
国

の
民
主
化
は
そ
の
構
図
に
変
化
を
も
た
ら
し
始
め

て
い
る
。
例
え
ば
〇
五
年
の
議
長
国
問
題
で
は

フ
ィ
リ
ピ
ン
や
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
の
議
会
で

ミ
ャ
ン
マ
ー
に
議
長
国
の
辞
退
を
求
め
る
動
議
や

決
議
が
出
さ
れ
た
。
あ
る
い
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国

の
議
員
か
ら
な
る「
ミ
ャ
ン
マ
ー
問
題
議
員
連
盟
」

の
よ
う
な
組
織
も
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
民
主
化
へ
の
圧

力
を
加
え
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
も
し
く
は

〇
三
年
以
降
、
盛
ん
に
民
主
主
義
や
人
権
を
主
張

す
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
の
対
外
政
策
も
、
国
内

へ
の
ア
ピ
ー
ル
と
い
う
面
が
少
な
く
な
い
。
す
な

わ
ち
、
原
加
盟
国
を
中
心
に
民
主
化
に
と
も
な
っ

て
対
外
政
策
決
定
過
程
が
複
雑
化
し
始
め
、
そ
れ

が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
地
域
機
構
の
規
範
を
変
化

さ
せ
る
ひ
と
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
変
化
ば
か
り
を
強
調
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
す
な
わ
ち
、
前
述
し
た
よ
う
に
民
主
主
義

／
人
権
の
促
進
に
実
効
力
を
持
た
せ
る
こ
と
を
期

待
さ
れ
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
は
、
そ
の
面
で
は
従

来
の
よ
う
に
加
盟
国
の
主
権
を
尊
重
す
る
内
容
に

留
ま
っ
た
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
憲
章
に
対
す
る
評
価
は
、
〇
七
年
の
首
脳
会

議
で
署
名
さ
れ
た
憲
章
の
、
そ
の
後
の
批
准
の
さ

れ
方
か
ら
も
伺
え
る
。
保
守
的
な
国
々
が
早
々
と

批
准
を
済
ま
せ
た
の
に
対
し
て
、
変
革
を
求
め
る

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
議
会
か
ら
は
不

満
の
声
が
起
こ
り
批
准
が
大
幅
に
遅
れ
た
。
つ
ま

り
、
憲
章
の
内
容
は
伝
統
的
な
規
範
を
超
え
て
人

権
や
民
主
主
義
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
側
か
ら
す

れ
ば
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
〇
八
年
に
サ
イ
ク
ロ
ン
・
ナ
ル
ギ
ス

に
見
舞
わ
れ
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
が
内
政
へ
の
干

渉
を
恐
れ
て
欧
米
か
ら
の
支
援
が
滞
る
な
か
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
を
窓
口
と
し
て
認
め
た
の
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
な
ら
ば
自
国
に
過
度
の
圧
力
を
加
え
る
こ
と
は

な
い
だ
ろ
う
と
目
算
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
は
、
依
然
と
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
に

と
っ
て
そ
の
よ
う
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
て
ま
と
め
る
と
、
人
権

や
民
主
主
義
と
い
っ
た
規
範
を
掲
げ
は
す
る
が
、

そ
の
促
進
に
実
効
力
を
持
た
せ
る
こ
と
は
保
留
し

て
い
る
、
と
い
う
の
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
規
範
の
現

地
点
で
あ
る
。
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
と
い
う
形
を
と
る

に
せ
よ
制
裁
と
い
う
形
を
と
る
に
せ
よ
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
を
始
め
と
す
る
保
守
派
の
国
の
反
対
が
依
然

と
し
て
強
固
な
な
か
、
具
体
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

ど
の
よ
う
に
構
築
し
て
い
く
か
が
今
後
の
焦
点
と

な
っ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。

（
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／
東
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大
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研
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科
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課
程
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