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非国際的武力紛争の国際化に関するICTY判例の形成と展開（三）

論
説

川

岸

　

伸

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るIC

TY

判
例
の
形
成
と
展
開
（
三
）

第
三
章　

IC
TY

判
例
の
検
討

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY
判
例
の
内
容
を
把
握
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
て
き
た
の
が
、
タ

ジ
ッ
チ
定
式
で
あ
る）

145
（

。
そ
こ
で
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
が
提
示
さ
れ
る
前
と
後
と
を
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
、
同
定
式
が
ど
の
よ

う
な
判
断
の
下
に
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
に
実
際
上
用
い
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
。
こ
の
分
析

を
通
じ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
の
内
実
を
解
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

一　

タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
前
の
判
決

（
一
）Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
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（
1
）
事
案
の
概
略

被
疑
者
のTadic

は
、
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
で
あ
る
「
セ
ル
ビ
ア
民
主
党
」
の
地
方
指
導
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
か

ら
同
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
間
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
のPrijedor

地
区
に
お
い
て
非
セ
ル
ビ
ア
系
住
民
に
対
し
て
殺
人
な

ど
を
行
っ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

146
（

。

Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
は
、ICTY

が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
初
め
て
取
り
組
ん
だ
判
決
で
あ
る
。
そ
の

理
由
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、ICTY

対
象
犯
罪
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
を
要
件
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
力
紛
争
が
生
じ
て
い

な
い
と
異
議
申
し
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る）

147
（

。

こ
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
は
、
弁
護
側
と
検
察
側
か
ら
、
発
想
を
異
に
す
る
二
つ
の
捉
え
方
が
そ
れ
ぞ

れ
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

弁
護
側
は
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
に
お
け
る
紛
争
は
複
雑
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
も
あ
る
」
と
し

た）
148
（

上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の
期
間
を
通
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
に
お
け
る
紛
争
は
時
間
と
場

所
に
応
じ
て
国
内
的
性
格
と
国
際
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

149
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
の
立
場
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に

対
し
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
格
が
あ
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
側
は
、「
特
定
の
地
域
に
お
い
て
生
じ
る
小
物
だ
け
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
、
事
実
上
、
木
を
見
て

森
を
見
な
い
こ
と
に
等
し
い
」
と
し）

150
（

、
弁
護
側
を
批
判
す
る
。
そ
の
上
で
、
検
察
側
は
、「
全
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ）

151
（

」、
言
い
換
え
れ
ば
、

「
あ
る
国
家
が
国
際
的
武
力
紛
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
場
合
、
当
該
国
全
体
が
国
際
的
武
力
紛
争
に
従
事
す
る
」）

152
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
述
べ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
み
が
存
在
す
る
と
理
解
し
て
い
る
。
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こ
の
弁
護
側
と
検
察
側
の
捉
え
方
の
違
い
は
、
前
章
に
お
け
る
「
混
合
説
」
と
「
統
合
説
」
の
対
立
に
基
本
的
に
対
応
し
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
弁
護
側
の
捉
え
方
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の

併
存
を
認
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
混
合
説
」
に
接
近
す
る
の
に
対
し
、
検
察
側
の
捉
え
方
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
一
つ
の
「
武

力
紛
争
」
の
存
在
だ
け
を
自
動
的
に
認
め
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
統
合
説
」
に
接
近
す
る
か
ら
で
あ
る）

153
（

。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
発
想
の
異
な
る
二
つ
の
捉
え
方
に
直
面
し
て
、ICTY

は
本
判
決
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
か）

154
（

。

（
2
）
判
断

①
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
併
存

Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
は
、
弁
護
側
の
捉
え
方
に
立
脚
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
。
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、「
我
々
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
に
お
け
る
紛
争
が
国
内
的
側
面
と
国
際
的
側
面
の
双
方
を
有
す
る
こ
と
…
を
結
論
付
け
る）

155
（

」

（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
の
判
断
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
持
つ

こ
と
を
認
め
る
と
い
う
内
容
で
あ
る）

156
（

こ
と
か
ら
、
弁
護
側
の
捉
え
方
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
の
判
断
に
対
し
て
、Li

判
事
は
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
を
見
て
、
そ
れ
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
見
な
す
検
察
側
の
主
張
が

正
し
い
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
い
る
」
と
し）

157
（

、
検
察
側
の
主
張
を
支
持
す
る
旨
の
反
対
意
見
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し

て
、
重
要
な
の
は
、
あ
く
ま
で
もICTY

の
判
断
と
し
て
は
、
弁
護
側
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と

い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
が
併
存
す
る
と
い
う
捉
え
方
に
立
脚
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
判
断
の
結
果
、ICTY

規
程
第
二
条
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
を
要
件
と
し
た）

158
（

こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
同
条
に
基
づ
く
訴
追
に
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あ
た
っ
て
は
、ICTY

は
、
犯
罪
行
為
の
発
生
し
た
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
紛
争
分
類
を
個

別
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、「Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的

側
面
と
国
内
的
側
面
の
双
方
を
持
つ
こ
と
を
決
定
し
た
が
故
に
、
裁
判
部
に
対
し
て
、
各
事
案
に
お
い
て
紛
争
の
性
質
を
決
定
す
る
こ
と

を
委
ね
る
こ
と
に
な
っ
た）

159
（

」
と
評
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武

力
紛
争
」
の
併
存
を
結
論
付
け
る
た
め
に
、
本
判
決
が
次
の
二
つ
の
点
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

ICTY

設
立
以
前
の
要
素
で
あ
る
こ
と
か
ら
、ICTY

設
立
前
史
を
扱
っ
た
前
章
の
検
討
を
適
宜
参
照
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
根
拠
を

見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

②
そ
の
根
拠

（
ａ
）
国
連
の
機
関

第
一
に
、
本
判
決
は
、ICTY

設
立
に
向
け
て
主
体
的
な
役
割
を
果
し
た
国
連
の
機
関
の
立
場
を
踏
ま
え
る
。
本
判
決
が
依
拠
す
る
の

は
、
安
保
理
と
国
連
事
務
総
長
の
各
立
場
で
あ
る
。

ま
ず
、
安
保
理
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
際
裁
判
所
の
設
立
を
導
く
安
保
理
の
多
く
の
声

明
は
紛
争
の
混
合
的
な
性
格
の
認
識
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

160
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
こ
に
言
う
「
混
合
的
な
性
格
」
は
、
本
判
決

の
結
論
付
け
か
ら
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
格
を

持
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
本
判
決
は
、
決
議
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
明
示
的
に
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
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る
。
本
判
決
は
、「
一
連
の
連
続
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
決
議
に
お
い
て
安
保
理
は
紛
争
の
性
質
に
触
れ
る
こ
と
な
く
関
連
実
行
に
焦
点
を
当
て

た
」
と
し）

161
（

、
そ
の
一
例
と
し
て
、
決
議
七
七
一
を
対
象
に
「
こ
の
決
議
は
問
題
の
武
力
紛
争
の
性
質
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
」
と
し

て
い
る）

162
（

。

前
章
の
検
討
は
、
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
決
議
に
関
し
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
明
示
的
に
示
す
箇
所
が
見
当
た

ら
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
前
章
の
検
討
は
、
こ
れ
ら
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
明
示
的
で
は
な

い
も
の
の
、
そ
の
文
言
か
ら
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
黙
示
的
に
窺
い
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

本
判
決
は
、
こ
の
こ
と
に
十
分
配
慮
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
は
、「
検
察
側
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
の
み
適
用
可
能
で
あ

る
と
一
般
的
に
捉
え
ら
れ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
の
規
定
に
安
保
理
が
繰
り
返
し
言
及
し
た
こ
と
を
重
視
し
た
」
と
し）

163
（

、

こ
の
検
察
側
の
主
張
を
取
り
上
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
存

在
を
前
提
と
す
る
文
言
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
安
保
理
が
こ
の
文
言
に
言
及
し
た
と
い
う
事
実
は
、
安
保
理
と
し
て
、
国
際
的
武
力

紛
争
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
存
在
し
た
こ
と
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ
の
検
察
側
の
主
張
を
相
対
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
検
察
側
の
主
張
は
、
安
保
理
が
重

大
な
違
反
の
規
定
を
援
用
す
る
時
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
国
内
的
武
力
紛
争
に
適
用
可
能
な
法
を
カ
バ
ー
す
る
文
言
で
あ
る
『
国
際
人
道

法
の
そ
の
他
の
違
反
』
に
対
し
て
も
一
般
的
に
言
及
す
る
こ
と
を
無
視
し
て
い
る）

164
（

」
と
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
可
能
な
法
を
カ
バ
ー

す
る
「
国
際
人
道
法
の
そ
の
他
の
違
反
」
と
い
う
文
言
に
安
保
理
が
言
及
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
本
判
決
は
、
安
保
理
と
し
て
、
さ
ら
に

非
国
際
的
武
力
紛
争
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
存
在
し
た
こ
と
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
決
議
を
め
ぐ
っ
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
明
示
的
に
示
し
て
い
な
い
も
の
の
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」、「
国
際
人
道
法
の
そ
の
他
の
違
反
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
文
言
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
格
が
存
在
し
た
こ
と
を
安
保
理
が
認
識
す
る
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
い
る）

165
（

。

次
に
、
国
連
事
務
総
長
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
こ
の
安
保
理
の
立
場
を
支
持
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決

は
、「
国
際
的
性
質
ま
た
は
国
内
的
性
質
の
問
題
に
触
れ
ず
に
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
促
進
す
る
安
保
理
の
意
図
は
、
一
九
九
三
年
五
月
三

日
の
国
連
事
務
総
長
の
報
告
書
…
に
反
映
さ
れ
て
い
る
」
と
し）

166
（

、
安
保
理
の
立
場
と
同
じ
も
の
と
し
て
国
連
事
務
総
長
の
そ
れ
を
捉
え
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
報
告
書
が
紛
争
分
類
に
対
し
て
判
断
回
避
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、「
国
連
事
務
総
長
の
報
告
書
は
、
国
際
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
に
関
す
る
規
程
の
条
項
が
『
紛
争
の
国
際
的
性
質
ま
た

は
国
内
的
性
質
に
関
し
て
い
か
な
る
判
断
も
行
わ
れ
な
い
と
い
う
考
え
を
伝
え
る
こ
と
を
明
ら
か
に
意
図
』
し
て
い
た
こ
と
を
明
示
的
に

述
べ
て
い
る）

167
（

」
と
。

前
章
の
検
討
は
、
こ
の
紛
争
分
類
の
判
断
回
避
が
何
を
対
象
と
し
た
か
に
応
じ
て
、
国
連
事
務
総
長
の
立
場
の
捉
え
方
に
違
い
が
生
じ

る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
解
釈
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
そ
れ
自
体
を
対
象
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
国
連
事
務
総
長
の
立
場
と
し
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
対
し
て
沈
黙
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

い
ま
一
つ
の
解
釈
は
、
対
象
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
個
別
の
事
件
・
出
来
事
に
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
解
釈
は
、
個
別
の
事
件
・
出
来
事
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
ど
ち
ら
と
し
て
性
格
付
け
る
か
と
い
う
判
断
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を
国
連
事
務
総
長
が
回
避
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
の
角
度
か
ら
見
直
す
と
、
国
連
事
務
総
長
と
し
て
、

あ
く
ま
で
も
個
別
の
事
件
・
出
来
事
の
全
体
集
合
で
あ
る
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
は
潜
在
的
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際

的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
質
が
あ
り
得
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
解
釈
を
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
本
判
決
は
、
少
な
く
と
も
結
論
と
し
て
は
、
後
者
の
そ
れ
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
と

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う

二
つ
の
性
格
が
あ
る
こ
と
を
安
保
理
が
認
識
し
た
と
判
断
し
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
判
断
を
支
持
す
る
証
拠
と
し
て
国
連
事
務
総
長
の
報
告

書
を
挙
げ
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
因
み
に
、
前
章
の
検
討
は
、
国
連
事
務
総
長
の
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、

本
判
決
引
用
箇
所
の
前
後
を
全
体
と
し
て
解
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
者
の
解
釈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
後
者
の
解
釈
の
方
が
理
に
適

う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
質
が
存
在
す
る
こ

と
を
国
連
事
務
総
長
が
認
識
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の

「
武
力
紛
争
」
の
併
存
を
結
論
付
け
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
安
保
理
と
国
連
事
務
総
長
と
い
う
国
連
の
機
関
の
立
場
を
踏
ま
え
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

（
ｂ
）
紛
争
当
事
者
合
意

第
二
に
、
本
判
決
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
を
踏
ま
え
る
。
本
判
決
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
紛
争
の
様
々
な
性
質
は
、
人
道
法
の
一
定
の
規
則
を
遵
守
す
る
た
め
に
様
々
な
当
事
者
が
締
結
し
た

合
意
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る）

168
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
こ
に
言
う
「
紛
争
の
様
々
な
性
質
」
は
、
本
判
決
の
結
論
付
け
か
ら
推
測
で
き
る
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よ
う
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
質
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
次
の
二
つ
の
紛
争
当
事
者
合
意
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
紛
争
当
事
者
合
意
は
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ボ

ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
つ
は
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
に
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和

国
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
人
民
軍
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
、
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
の
代
表
者
が
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
一
九
七
七

年
第
一
追
加
議
定
書
の
実
施
に
関
し
て
合
意
を
締
結
し
た
」
と
し
、「
こ
の
こ
と
が
紛
争
の
国
際
的
側
面
を
反
映
し
て
い
る
」（
傍
点
引
用

者
）
と
し
て
い
る）

169
（

。

前
章
の
検
討
は
、
確
か
に
、
本
了
解
覚
書
が
、
国
家
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
を
示
す
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
前
章
の
検
討
は
、
本
了
解
覚
書
の
内
容
に
関
し
て
言
え
ば
、
上
記

引
用
箇
所
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
す
べ
て
の
規
定
の
適
用
を
謳
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
そ
の
一
部
の
規
定
の
適
用
を
謳
う
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

170
（

。

こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
事
実
レ
ベ
ル
に
お
い
て
誤
認
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
前
章
の
検
討

は
、
最
終
的
に
本
了
解
覚
書
が
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
へ
の
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補
に
よ
っ
て
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条

約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
す
べ
て
の
規
定
を
適
用
す
る
よ
う
改
正
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考

慮
す
る
と
、
少
な
く
と
も
本
了
解
覚
書
の
最
終
的
な
内
容
と
し
て
は
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書

の
す
べ
て
の
規
定
の
適
用
を
是
認
す
る
も
の
に
な
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

い
ま
一
つ
は
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「
反
対
に
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
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ビ
ナ
共
和
国
に
お
い
て
紛
争
の
様
々
な
党
派
の
間
に
締
結
さ
れ
た
協
定
は
、
紛
争
の
国
内
的
側
面
を
反
映
し
て
い
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と

し）
171
（

、（
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
と
は
対
照
的
に
）
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
を
示
す
と

し
て
い
る
。

前
章
の
検
討
は
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
に
お
い
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
、
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
、
ボ
シ
ュ
ニ
ャ

ク
叛
徒
、
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
が
、
共
通
第
三
条
三
項
に
基
づ
き
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
一
部
の
規
定
の
適
用
を
認

め
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
前
章
の
検
討
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
敵
対
行
為
に
関
す

る
規
則
、
と
り
わ
け
、
第
一
追
加
議
定
書
の
第
三
五
条
か
ら
第
四
二
条
ま
で
の
規
定
、
さ
ら
に
第
一
追
加
議
定
書
の
第
四
八
条
か
ら
第
五
八

条
ま
で
の
規
定
が
追
加
規
定
の
中
に
入
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

172
（

。

こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
の
次
の
判
断
は
至
当
で
あ
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、「﹇
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
﹈
協
定
は
、
関
係

当
事
者
が
武
力
紛
争
を
国
内
的
武
力
紛
争
と
し
て
捉
え
た
上
で
、
規
模
を
考
慮
し
て
、
通
常
は
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
の
み
適
用
可

能
で
あ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
若
干
の
規
定
の
適
用
を
こ
の
武
力
紛
争
に
拡
大
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る）

173
（

」

（
傍
点
引
用
者
）
と
。

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
、
特
定
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、

一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
質
が
存
在
す
る
と
し
て
い
る
。

以
上
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
判
断
を
検
討
し
て
き
た
。
本
判
決
の
判
断
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
は
、

国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
が
併
存
す
る
こ
と
を
結
論
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
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こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
結
論
を
導
く
た
め
に
、
本
判
決
の
判
断
は
、
国
連
の
機
関
（
安
保
理
と
国
連
事
務
総
長
）
の
立
場
、
さ

ら
に
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
と
い
うICTY

設
立
以
前
の
要
素
を
勘
案
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る）

174
（

。

こ
の
本
判
決
の
判
断
に
対
し
て
は
、
少
な
く
と
も
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
、
事
実
レ
ベ
ル
に
お
け
る
誤
認
は
見
ら
れ
た

け
れ
ど
も
、
概
し
て
、ICTY

設
立
前
史
を
考
察
対
象
と
し
た
前
章
の
検
討
と
基
本
的
に
符
合
す
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
と
い
う
本
判
決
の
判
断
は
、
こ
れ
以
降
のICTY

の
審

理
を
複
雑
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
も
、ICTY

規
程
第
二
条
に
基
づ
く
訴
追
が
あ
っ
た
場
合
、ICTY

と
し
て
は
、
犯
罪
行
為

が
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
紛
争
分
類
の
問
題
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

る）
175
（

。「﹇
本
判
決
﹈
は
裁
判
所
の
更
な
る
作
業
を
不
必
要
に
複
雑
化
す
る
も
の
で
あ
る）

176
（

」
と
批
判
さ
れ
た
所
以
に
他
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、ICTY

の
起
点
と
し
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併

存
に
あ
る
こ
と
を
本
判
決
が
宣
言
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
で
は
、
そ
の
後
、ICTY

は
ど
の
よ
う
な
進
展
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
解
答
は
、
い
わ
ゆ
る
手
続
証
拠
規
則
六
一
に
関
す
る
判
決
か
ら
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
鑑
み
て
、
次
に
、
手
続
証
拠
規
則
六
一
に
関
す
る
判
決
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
入

念
に
論
じ
たRajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

（
二
）Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決

（
1
）
事
案
の
概
略
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被
疑
者
のRajic

は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
で
あ
るH

VO

（
ク
ロ
ア
チ
ア
防
衛
評
議
会
）
の
指

揮
官
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
一
九
九
三
年
一
〇
月
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
のStupni D

o

村
に
対
し
て
破
壊
な
ど
を
行
っ
た
と
し
て

起
訴
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

177
（

。

こ
の
手
続
証
拠
規
則
六
一
は
、ICTY

が
逮
捕
状
を
発
行
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
執
行
さ
れ
な
い
場
合
に
、
被
疑
者
不
在
の
ま

ま
審
理
を
進
め
、
す
べ
て
の
国
連
加
盟
国
に
国
際
的
な
逮
捕
状
を
発
行
す
る
な
ど
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る）

178
（

。
こ
の
手
続
は
、
被
疑
者
の

身
柄
を
確
保
す
る
手
段
を
持
た
な
いICTY

に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
の
国
連
加
盟
国
に
協
力
義
務
を
課
し
、
被
疑
者
の
出
廷
を
促
進
す
る
も

の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
ば
し
ば
、
こ
の
手
続
が
「
画
期
的
で
あ
る）

179
（

」
と
評
さ
れ
て
き
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
。Rajic

事

件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
は
一
九
九
六
年
九
月
一
三
日
に
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

形
式
的
に
言
え
ば
、
手
続
証
拠
規
則
六
一
に
関
す
る
判
決
は
、
被
疑
者
が
有
罪
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
無
罪
で
あ
る
か
と
い
う
有
罪
・

無
罪
の
決
定
を
下
す
訳
で
は
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い）

180
（

。
し
か
し
、
実
質
的
な
見
地
か
ら
言
え
ば
、
被
疑
者

が
犯
罪
を
行
っ
た
と
信
じ
る
だ
け
の
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
被
疑
者
の
行
為
がICTY

の
事
項
的
管
轄
権

に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
手
続
証
拠
規
則
六
一
に
関
す
る
判
決
は
、ICTY

判
例
の
内
容
を
把

握
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
一
定
の
先
例
的
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
き
た）

181
（

。

実
際
、
手
続
証
拠
規
則
六
一
に
関
す
る
判
決
の
う
ち
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
取
り
組
ん
だ
判
決
は
少
な
く
な
い
。

Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
以
外
の
も
の
と
し
て
、
一
九
九
五
年
一
〇
月
二
〇
日
のN

ikolic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決）

182
（

、

一
九
九
六
年
七
月
一
一
日
のKaradzic and M

ladic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決）

183
（

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二

つ
の
判
決
と
比
較
し
た
場
合
、Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
は
詳
細
で
あ
る
の
み
な
ら
ずTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
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判
断
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
判
決
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
判
決
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

（
2
）
判
断

①Tadic
事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
へ
の
再
訪

興
味
深
い
の
は
、Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
がTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
を
再
訪
し
た
上
で
、
判
断
を
下
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
判
決
はTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
次
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
ボ
ス
ニ
ア
政
府
軍
と
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
と
の
間
の
衝
突
、
さ
ら
に
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る
ク
ロ
ア

チ
ア
政
府
軍
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
と
の
間
の
衝
突
に
制
限
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
紛
争
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共

和
国
（
セ
ル
ビ
ア
）
の
直
接
の
関
与
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り
、
国
内
的
武
力
紛
争
で
あ
っ
た）

184
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。

こ
の
一
節
は
看
過
し
得
な
い
意
義
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、ICTY

に
と
っ
て
の
起
点
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い

う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
に
あ
っ
た
も
の
の
、
こ
の
一
節
は
外
国
の
関
与
の
存
否
に
よ
っ
て
は
別
の
状
況
が
生
じ
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る）

185
（

。
こ
の
一
節
に
対
し
て
は
、
外
国
の
関
与
が
な
い
場
合
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
ま

ま
の
性
格
を
維
持
す
る
の
に
対
し
、
外
国
の
関
与
が
あ
る
場
合
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
、
言
い

換
え
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
導
か
れ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る）

186
（

。

実
際
、
本
判
決
は
こ
の
解
釈
に
立
っ
て
論
を
進
め
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る）

187
（

。
で
は
、
こ
の
外
国
の
関
与
は
何
を
意
味
す
る
か
。
本

判
決
は
、「Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
は
国
内
紛
争
を
国
際
紛
争
に
変
化
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
第
三
国
の
関
与
の
量
を

提
示
し
な
か
っ
た
」
と
し）

188
（

、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
が
こ
の
問
題
に
応
答
し
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
判
決
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は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
の
直
接
的
な
軍
事
干
渉
」
と
「
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
へ
の
ク
ロ
ア
チ
ア
の
支
配
」
と
い
う
外
国
の
二
つ
の
関

与
を
提
示
し
て
い
る）

189
（

。
そ
こ
で
、
こ
の
干
渉
と
支
配
を
内
容
と
効
果
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
よ
う
。

②
外
国
の
二
つ
の
関
与

（
ａ
）
干
渉
―
―
そ
の
内
容
と
効
果
を
中
心
と
し
て

（
ア
）
干
渉
の
内
容

ま
ず
、
干
渉
の
内
容
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
の
た
め
の
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
の

重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
（significant and continuous m

ilitary intervention

）
の
結
果
、
中
央
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
ボ
ス
ニ

ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
と
ボ
ス
ニ
ア
政
府
と
の
間
の
国
内
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
っ
た
こ
と
、
こ
の
紛
争
が
一
九
九
三
年
一
〇
月

のStupni D
o

村
へ
の
攻
撃
時
に
継
続
し
た
こ
と
を
本
手
続
の
目
的
か
ら
確
証
す
る
た
め
の
十
分
な
証
拠
が
あ
る）

190
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
し

て
い
る
。

こ
の
箇
所
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
の
「
重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う
「
重
大
か

つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
判
決
は
、
こ
の
箇
所
の
直
前
に
お
い
て
、
次
の
こ
と
に
付
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
資

料
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
の
部
隊
が
一
九
九
二
年
終
わ
り
か
ら
一
九
九
四
年
三
月
ま
で
の
期
間
内
に
中
央
ボ
ス
ニ
ア
に
存
在
し
、
そ
し
て
、

ク
ロ
ア
チ
ア
軍
が
ク
ロ
ア
チ
ア
政
府
に
よ
っ
て
ボ
ス
ニ
ア
に
派
遣
さ
れ
、
か
つ
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
と
一
緒
に
ボ
ス
ニ
ア
政

府
軍
と
の
戦
闘
に
従
事
し
た
と
い
う
一
応
の
証
拠
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る）

191
（

」
と
。

こ
の
箇
所
は
、
外
国
軍
（
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
）
が
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
の
側
に
立
っ
て
領
域
国
政
府
軍
（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
）
と
交
戦
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
外
国
軍
（
ク
ロ
ア
チ
ア
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軍
）
が
領
域
国
（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
）
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
を
繰
り
返
し
摘
示
し
て
い
る）

192
（

。
こ
の
点
を
考
慮
す
る

と
、
こ
こ
に
言
う
「
重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
」
は
、
外
国
軍
の
存
在
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、「
軍
事
干
渉
」
と
い
う
文
言
の
前
に
「
重
大
か
つ
継
続
的
な
」
と
い
う
修
飾
語
が

慎
重
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
修
飾
語
の
含
意
に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
と
し
て
は
、
規
模
を
重
視
し
、
外
国
軍
の
存
在
の
中

で
も
、
あ
く
ま
で
も
重
大
性
・
継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る）

193
（

。
少
な
く
と

も
本
判
決
に
関
し
て
は
、
干
渉
（
本
判
決
の
表
現
を
借
り
る
と
「
重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
」）
の
内
容
は
、
こ
の
よ
う
に
重
大
性
・

継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
に
あ
っ
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
イ
）
干
渉
の
効
果

次
に
、
こ
の
干
渉
の
効
果
を
確
認
し
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
本
判
決
が
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四
条
約
の
重
大
な
違
反
の
規
定
の
適
用
と
い
う
目
的
か
ら
は
、
ボ
ス
ニ
ア
領
域
内
に
お
い
て
ボ
ス
ニ
ア
政
府

軍
と
対
立
す
る
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
の
た
め
の
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
の
重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
行
動
が
あ
れ
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ク

ロ
ア
チ
ア
叛
徒
と
ボ
ス
ニ
ア
政
府
と
の
間
の
国
内
紛
争
を
国
際
紛
争
に
変
化
さ
せ
る
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た）

194
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。

こ
こ
に
言
う
「
国
内
紛
争
を
国
際
紛
争
に
変
化
さ
せ
る
」
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
う
こ
と
、
言
い
換

え
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
注

目
に
値
す
る
の
は
、
本
判
決
の
次
の
一
節
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
紛
争
の
性
質
に
関
す
る
裁
判
部
の
﹇
干
渉
に
関
す
る
﹈
上
記
判
断
は

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四
条
約
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
要
件
を
満
た
す
た
め
に
必
要
と
な
る
す
べ
て
の
こ
と
で
あ
る
」）

195
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
。

こ
の
一
節
は
、
干
渉
の
効
果
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
、
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
元
々
、
本
件
は
非
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国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
叛
徒
が
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
一
節
は
、
干
渉
の
結
果
、ICTY

規
程
第
二
条
の
適
用
が
肯
定
さ

れ
る
に
至
っ
た
（
叛
徒
の
犯
罪
行
為
が
今
や
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
）
こ
と
を
結
論
付
け
る
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る）

196
（

。
こ
の
こ
と
は
、
干
渉
の
効
果
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）

197
（

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
干
渉
の
効
果
を
捉
え
る
こ
と
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
提
示
し
たICTY

判
例
の
起
点
と
必
ず

し
も
合
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
理
由
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武

力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
を
結
論
付
け
た
こ
と
に
あ
る
。
確
か
に
、
外
国
軍
の
存
在
は
国
際
的
武
力
紛
争
を
発
生
さ

せ
る
も
の
の
、
こ
の
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
外
国
と
領
域
国
と
の
間
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
際
的
武
力
紛
争
の

発
生
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
性
格
を

維
持
す
る
こ
と
に
な
る
。ICTY

判
例
の
起
点
は
こ
こ
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
本
判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
矛
盾
な
く
一
貫
性
を
持
っ
てICTY

判

例
の
内
容
を
把
握
す
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
干
渉
の
結
果
と
し
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
導
か
れ
て
い
る
以
上
、

推
論
に
よ
っ
て
、
本
判
決
の
判
断
とTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
そ
れ
と
を
調
和
的
に
解
釈
す
る
し
か
な
い
。
論
理
構
成
と
し
て

は
、
次
の
も
の
が
あ
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
、
外
国
軍
の
存
在
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
か
な
い
も
の
の
、
例

外
と
し
て
、
外
国
軍
の
存
在
の
規
模
が
重
大
で
あ
る
場
合
な
ど
に
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
本
判

決
が
、
外
国
軍
の
存
在
の
う
ち
、
と
り
わ
け
、
重
大
性
・
継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
を
想
定
し
た
こ
と
は
、
こ
の
考
え
方
の
可
能

性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
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に
立
っ
た
上
で
、
外
国
軍
の
存
在
の
規
模
が
重
大
で
あ
る
場
合
な
ど
に
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
と
い
う
考
え
方
は
、
実
際

上
、
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
論
者
は
、「
た
と
え
紛
争
の
分
解
が
法
制
度
の
相
違
を
導
く
と
し
て
も
、
そ

れ
自
体
に
奇
妙
な
こ
と
は
何
も
な
い
」
と
し）

198
（

、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
を
是
認

す
る
立
場
に
立
つ
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、「
諸
国
の
重
大
な
参
加
は
国
内
戦
争
を
国
際
戦
争
の
範
疇
に
変
化
さ
せ
る
」
と
し）

199
（

、
あ
く
ま

で
も
外
国
軍
の
存
在
が
「
重
大
」
で
あ
る
場
合
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
、
言
い
換

え
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
導
か
れ
る
こ
と
を
唱
え
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
学
説）

200
（

と
国
家
実
行）

201
（

の
双
方
に
お
い
て
散
見

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

勿
論
、
こ
の
考
え
方
は
、
本
判
決
に
お
い
て
明
示
的
に
取
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
推
論
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
本
判
決
とTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
二
つ
の
判
断
の
相
互
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
曖
昧
な
部
分
が
残
る
も
の
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
重
要
な
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
本
判
決
に
お
い
て
は
、
干
渉
（
本
判
決
の
表
現
を
借
り

る
と
「
重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
」）
の
結
果
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
導
か
れ
た
と
判
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

202
（

。
こ

れ
に
対
し
て
、
本
判
決
は
も
う
一
つ
の
外
国
の
関
与
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
支
配
で
あ
る
。

（
ｂ
）
支
配
―
―
そ
の
内
容
と
効
果
を
中
心
と
し
て

（
ア
）
支
配
の
内
容

ま
ず
、
支
配
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
第
一
審
裁
判
部
と
し
て
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
が
全
体
と
し

て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
（general political and m

ilitary control
）
を
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
に
対
し
て
行
使
し
た
か

ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
る）

203
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
、「
全
体
と
し
て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
」
の
関
係
が
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
と
叛
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徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
と
の
間
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。

こ
の
「
全
体
と
し
て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
本
判
決
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
は
…
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒

の
軍
事
的
組
織
と
政
治
的
組
織
の
双
方
に
対
し
て
高
い
程
度
の
支
配
を
行
使
し
た
よ
う
で
あ
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
い
る）

204
（

。
こ
の
点

に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
と
し
て
は
、
こ
の
「
全
体
と
し
て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
」
に
対
し
て
は
、
文
字
通
り
、
軍
事
的
な
側
面
と

政
治
的
な
側
面
と
い
う
二
つ
の
側
面
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

第
一
に
、
軍
事
的
な
側
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
判
決
は
、
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
が
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
に
対
し
て
（
武
器

取
得
の
た
め
の
）
資
金
提
供
・
後
方
支
援
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
証
拠
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
が
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
に
対
し
て
、
特
に
武
器
の
購
入
の
た
め
の
資
金

提
供
、
さ
ら
に
兵
器
の
購
入
と
軍
事
装
備
の
提
供
に
あ
た
っ
て
の
後
方
支
援
を
行
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る）

205
（

」
と
。
こ
の
箇
所
は
、

本
判
決
が
資
金
提
供
・
後
方
支
援
を
以
っ
て
支
配
の
軍
事
的
な
側
面
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
政
治
的
な
側
面
に
つ
い
て
言
え
ば
、
本
判
決
は
、
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
と
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
が
同
じ
実
体
に
よ
っ

て
統
治
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
て
い
る
。
本
判
決
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
ボ
ス
ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
が
ク
ロ
ア

チ
ア
の
同
一
政
党
の
部
門
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
た）

206
（

」
と
し
、
こ
の
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
支
配
（
本

判
決
の
言
葉
を
借
り
る
と
「
全
体
と
し
て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
」）
の
内
容
を
、
軍
事
的
な
側
面
と
政
治
的
な
側
面
と
い
う
二
つ
の

側
面
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
と
把
握
し
て
い
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
イ
）
支
配
の
効
果

次
に
、
支
配
の
効
果
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
重
要
な
こ
と
は
、
本
判
決
が
「
ク
ロ
ア
チ
ア
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
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ア
チ
ア
叛
徒
に
対
し
て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
を
行
使
し
た
結
果
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア

の
政
府
職
員
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

207
（

。
こ
の
箇
所
は
、
支
配
の
結
果
と
し
て
、
叛
徒
（
ク

ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
を
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
の
政
府
職
員
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
と
の
間
の
政
府

機
関
の
関
係
は
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
と
ボ
ス
ニ
ア
政
府
と
の
間
の
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
証
す
る
の
に

十
分
な
も
の
で
あ
っ
た）

208
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
の
箇
所
は
、
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
が
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
の
政
府
機
関
（
ま

た
は
政
府
職
員
）
化
す
る
結
果
と
し
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
非
国
際
的
武

力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
支
配
の
効
果
が
叛
徒
の
政
府
機
関
（
ま
た
は
政
府
職
員
）
化
、
さ
ら
に
そ
れ
に
伴
う
非
国
際
的
武
力
紛
争
の

国
際
化
に
あ
る
と
し
て
い
る）

209
（

。
本
判
決
は
、「
証
拠
に
よ
れ
ば
、
本
手
続
の
目
的
か
ら
、
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸

条
約
の
重
大
な
違
反
の
規
定
に
違
反
す
る
と
疑
わ
れ
る
個
々
の
行
為
に
関
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
の
政
府
職
員
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
決

定
す
る
た
め
の
合
理
的
な
根
拠
が
あ
る
」
と
し）

210
（

、
本
件
に
お
い
て
、
こ
の
支
配
の
効
果
が
生
じ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
点
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
支
配
の
法
的
性
質
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い

う
論
点
に
関
係
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、「
人
の
集
団
を
国
家
の
政
府
職
員
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
政
府
職
員

の
行
為
に
関
し
て
国
家
に
責
任
を
課
す
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
頻
繁
に
検
討
さ
れ
て
き
た
」
と
し）

211
（

、
こ
れ
ま
で
、
こ
の
問
題
が
国
家
責
任

法
上
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
判
決
は
、
国
際
法
委
員
会
の
国
家
責
任
条
文
草
案）

212
（

、
さ
ら
にICJ

の
判

決）
213
（

に
言
及
し
、
私
人
の
行
為
の
国
家
へ
の
帰
属
（
行
為
帰
属
論
）
を
説
明
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
注
目
す
べ
き
は
、
本
判
決
が
「
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
の
行
為
に
関
し
て
ク
ロ
ア
チ
ア
の
責
任
を
決
定
す
る
こ
と
は

第
一
審
裁
判
部
に
求
め
ら
れ
て
い
な
い
」（
傍
点
引
用
者
）
と
し）

214
（

、「
む
し
ろ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
の
規
定
に
違
反
す
る
と

疑
わ
れ
る
個
々
の
行
為
に
事
項
的
管
轄
権
を
設
定
す
る
た
め
に
ボ
ス
ニ
ア
の
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
を
ク
ロ
ア
チ
ア
の
政
府
職
員
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が
第
一
審
裁
判
部
に
要
請
さ
れ
て
い
る
」
と
判
断
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

215
（

。

こ
の
判
断
は
、
本
判
決
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
国
家
責
任
法
か
ら
は
一
線
を
画
し
て
、
支
配
の
法
的
性
質
を
捉
え
て
い
る
こ
と
を
宣

言
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
本
判
決
が
、
支
配
（
本
判
決
の
表
現
を
借
り
る
と
「
全
体
と
し
て

政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
」）
を
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ

の
支
配
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
の
論
点
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
に
よ
っ
て
詳
し
く
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
、Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
の
判
断
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
の
判
断
を
め
ぐ
っ
て
は
、Tadic

事

件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
判
断
に
再
び
立
ち
帰
っ
た
上
で
、
外
国
の
二
つ
の
関
与
、
す
な
わ
ち
、
干
渉
（
本
判
決
の
表
現
を
借
り
る
と

「
重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
」）
と
支
配
（
本
判
決
の
表
現
を
借
り
る
と
「
全
体
と
し
て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
」）
に
基
づ
き
、

そ
れ
ぞ
れ
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
と
い
う
内
容
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
で
は
、

こ
の
本
判
決
の
判
断
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
を
嚆
矢
と
す
る
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
後
の
判
決
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
に
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
後
の
判
決
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
検
討
を

加
え
て
い
き
た
い
。
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〈
注
〉

（
145
） 
実
際
、
例
え
ば
、Stew

art

は
、「﹇
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
﹈
国
際
化
の
た
め
の
テ
ス
ト
」
と
し
て
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
引
用
し
た
上
で
、
そ
れ
に
沿
っ
て
、
非

国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
を
検
討
し
て
い
る
。Stew
art, supra note 6, p. 323.

（
146
） K. Gustafson, 
“Tadi,

” in A. Cassese (ed.), The O
xford Com

panion to International Crim
inal Justice (O

xford U.P., 2009), p. 944. 

一
九
九
四

年
二
月
、Tadic
は
、
ド
イ
ツ
国
内
法
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
の
規
定
に
違
反
し
た
と
し
て
、
滞
在
先
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
お
い
て
逮
捕
・
拘
束
さ
れ
た
と
こ
ろ
、

ICTY

がTadic

の
身
柄
の
引
き
渡
し
を
求
め
、
ド
イ
ツ
が
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
のTadic

の
移
送
に
関
す
る
諸
々
の
論
点
に
つ
い
て
は
、 

L. V
ierucci, 

“The First Step of the International Crim
inal Tribunal for the Form

er Yugoslavia,

” The European Journal of International 

Law, Vol. 6 (1995), pp. 136-143. 
な
お
、Tadic

事
件
の
裁
判
記
録
を
叙
述
し
た
論
考
と
し
て
、M

. Scharf, Balkan Justice: The Story Behind the 

First International W
ar Crim

es Trial Since N
urem

berg (Carolina Academ
ic Press, 1997), pp. 93-205.

（
147
） 

こ
の
異
議
申
立
て
はICTY

の
事
項
的
管
轄
権
に
関
連
す
る
。
こ
れ
以
外
にICTY

設
立
の
根
拠
、
さ
ら
にICTY

と
国
内
裁
判
所
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
も

異
議
申
立
て
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
異
議
申
立
て
は
本
稿
の
問
題
関
心
に
直
結
し
な
い
こ
と
か
ら
、
取
り
扱
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
対
す

る
本
判
決
の
判
断
に
つ
い
て
は
、C. W

arbrick and P. Row
e, 

“The International Crim
inal Tribunal for Yugoslavia: The D

ecision of the Appeals 

Cham
ber on the Interlocutory Appeal on Jurisdiction in the Tadic Case,

” International and Com
parative Law Q

uarterly, Vol. 45 (1996), 

pp. 691-696.

（
148
） ICTY, Prosecutor v. Tadic, Transcript, Trial Cham

ber, 25th July 1995, p. 91.

（
149
） Ibid., pp. 91-92.

（
150
） ICTY, Prosecutor v. Tadic, Transcript, Trial Cham

ber, 26th July 1995, p. 39.
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（
151
） Ibid., p. 45.

（
152
） Ibid., p. 45.

（
153
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
弁
護
側
と
し
て
も
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
こ
と
を
肯
定

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
弁
護
側
は
、「JN

A

﹇
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
政
府
軍
﹈
と
ム
ス
リ
ム
政
府
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
る
軍

隊
﹇
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
﹈
と
の
間
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
一
部
に
お
い
て
武
力
紛
争
の
応
酬
を

導
く
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
、「
こ
れ
ら
の
紛
争
が
国
際
的
性
質
を
有
す
る
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
関
し
て
は
疑
い
を
抱
い
て
い
な
い
」

と
し
て
い
る
。Supra note 148, p. 97. 

し
か
し
、
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
は
、
あ
く
ま
で
も
国
家
間
の
関
係
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

Tadic

の
犯
罪
行
為
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
別
の
状
況
で
あ
っ
た
」（ibid., p. 99

）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。「
関
連
期
間
の
事
件
は
排
他
的
に
国
内
的
性
質
を
有
す

る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
弁
護
側
の
意
見
で
あ
る
」（ibid., p. 106

）
と
い
う
主
張
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
弁
護
側
はTadic

の
犯
罪
行
為
が
非
国
際
的

武
力
紛
争
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
と
認
識
し
て
い
る
。「Tadic

の
行
為
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四
条
約
第
二
条
の
意
味
に
お
い
て
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
連
し
て

生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（ibid., p. 106

）
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
弁
護
側
の
捉
え
方
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際

的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
を
認
め
る
と
い
う
点
に
そ
の
骨
子
が
あ
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
弁
護
側

に
よ
っ
て
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。ICTY, Prosecutor v. Tadic, Transcript, Appeals Cham

ber, 7th Septem
ber 1995, pp. 55, 57, 

76.

（
154
） 

こ
の
弁
護
側
と
検
察
側
の
捉
え
方
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
本
件
の
当
事
者
は
一
九
九
一
年
以
降
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
内
的
側
面
と
国
際
的

側
面
の
双
方
を
有
し
た
こ
と
に
合
意
し
て
い
る
」（supra note 24, para. 72
）
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
判
決
の
依
拠
す
る
典
拠
を
調
査
し
て
も
、
こ

の
点
に
つ
い
て
の
弁
護
側
と
検
察
側
の
合
意
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

（
155
） Ibid., para. 77.
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（
156
） G

reenw
ood, supra note 10, p. 115; G

reenw
ood, supra note 56, p. 270.

（
157
） Separate O

pinion of Judge Li, ICTY, Prosecutor v. Tadic, D
ecision on the D

efence M
otion for Interlocutory A

ppeal on Jurisdiction, 

Appeals Cham
ber, para. 17.

（
158
） Supra note 24, para. 84.

（
159
） C. H

arris, 
“Precedent in the Practice of the ICTY,

” in R. M
ay, D. Tolbert, J. H

ocking, K. Roberts, B. Jia, D. M
undis and G. O

osthuizen 

(eds.), Essays on ICTY Procedure and Evidence in H
onour of G

abrielle Kirk M
cD

onald (Kluw
er Law

 International, 2001), p. 354.

（
160
） Supra note 24, para. 74.

（
161
） Ibid., para. 74. 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
国
際
裁
判
所
を
設
立
す
る
前
、
安
保
理
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
ク
ロ
ア
チ
ア
に
お
け
る

JN
A

﹇
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
政
府
軍
﹈
の
存
在
を
こ
れ
ら
の
国
家
の
主
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
非
難
す
る
多
く
の
決
議
を
採
択
し
た
」
と

し
た
上
で
、「
こ
れ
ら
の
多
く
の
決
議
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
安
保
理
は
、
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
的
に
述
べ
な
か
っ
た
」
と

し
て
い
る
。Ibid., para. 74.

（
162
） Ibid., para. 74.

（
163
） Ibid., para. 74.

（
164
） Ibid., para. 74.

（
165
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
当
時
の
安
保
理
理
事
国
、
特
定
し
て
言
う
と
、
米
国
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
保
理
の
こ
の
認
識
を

補
強
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
他
の
諸
国
は
、
紛
争
が
国
内
的
武
力
紛
争
と
国
際
的

武
力
紛
争
の
双
方
を
併
せ
持
つ
と
い
う
理
解
を
明
確
に
反
映
す
る
﹇
米
国
の
﹈
解
釈
に
異
議
申
し
立
て
な
か
っ
た
」
と
。Ibid., para. 75. 

こ
の
箇
所
は
、

米
国
と
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
格
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
存
在
す
る
と
捉
え
て
い
た
こ
と
（
さ
ら
に
、
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そ
の
他
の
安
保
理
理
事
国
が
こ
の
米
国
の
見
解
に
異
論
を
唱
え
な
か
っ
た
こ
と
）
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
米
国
が
こ
の
よ
う
に
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
捉
え
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
の
前
に
米
国
がICTY

に
提
出
し
た

意
見
書
は
、「
あ
る
戦
闘
を
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
残
り
の
戦
闘
か
ら
切
り
離
し
て
国
内
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
う
」（supra note 81, p. 27

）
と

い
う
主
張
を
「
完
全
に
非
現
実
的
な
考
え
方
」（ibid., p. 27

）
で
あ
る
と
断
定
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争

と
い
う
二
つ
の
性
格
が
存
在
し
た
と
い
う
捉
え
方
に
対
し
て
、
反
対
の
意
向
を
表
明
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
も
そ
も
、
本

判
決
が
判
断
す
る
よ
う
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
性
格
が
こ
の
紛
争
に
存
在
し
た
と
い
う
安
保
理
の
認
識
を
補
強
す

る
証
拠
と
し
て
米
国
の
見
解
を
扱
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
い
が
残
る
と
言
え
る
。

（
166
） Supra note 24, para. 75.

（
167
） Ibid., para. 75.

（
168
） Ibid., para. 73.

（
169
） Ibid., para. 73. 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
重
要
な
の
は
当
事
者
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
共
通
第
三
条
に
触
れ
る
こ

と
を
控
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
し
（ibid., para. 73
）、
本
了
解
覚
書
に
共
通
第
三
条
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

（
170
） 

こ
の
た
め
、
本
了
解
覚
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
多
く
の
規
則
を
繰
り
返
す
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
全
部
を
繰
り

返
す
も
の
で
は
な
い
」
と
評
さ
れ
て
き
た
。M

. Sassòli, 

“La Prem
iere D

écision de la Cham
bre d’Appel du Tribunal Pénal International pour 

l’Ex-Yougoslavie: Tadic (Com
petence),

” Revue G
énéral de D

roit International Public, Vol. 100 (1996), p. 120.

（
171
） Supra note 24, para. 73.

（
172
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
追
加
規
定
を
示
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
大
統
領
」、「
民
主
行
動
党
党
首
」、「
セ

ル
ビ
ア
民
主
党
党
首
」、「
ク
ロ
ア
チ
ア
民
主
同
盟
党
首
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
を
挙
げ
た
上
で
、「
本
協
定
に
お
い
て
、
共
通
第
三
条
を
内
容
と
す
る
国
内
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的
武
力
紛
争
の
実
体
規
則
を
遵
守
す
る
こ
と
を
約
束
し
、
加
え
て
共
通
第
三
条
三
項
に
基
づ
き
国
際
紛
争
に
関
す
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
一
定
の
規
定

を
適
用
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。Ibid., para. 73.

（
173
） Ibid., para. 73.

（
174
） ICTY
設
立
以
前
の
要
素
以
外
に
本
判
決
が
根
拠
と
す
る
の
は
誤
謬
法
（reductio ad absurdum

 argum
ent

）
と
い
う
論
法
で
あ
る
。H

. Ascensio et A. 

Pellet, 

‶L’Activité du Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (1993-1995),

” Annuaire Français de D
roit International, Vol. 

41 (1995), p. 127. 
こ
の
誤
謬
法
と
い
う
論
法
は
、
仮
に
国
際
的
武
力
紛
争
の
み
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、「
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
系
住
民
を
ボ

ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
中
央
当
局
と
の
関
係
に
お
い
て
実
質
的
に
不
利
な
立
場
に
置
く
こ
と
に
な
る
」（supra note 24, para. 76

）
と
唱
え
る
も
の

で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
権
力
内
に
あ
る
ボ
ス
ニ
ア
住
民
に
対
し
て
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
系
叛
徒
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
虐
殺
に
関
し
て
は
、
当
該
住

民
は
、
文
民
条
約
に
お
け
る
『
保
護
さ
れ
る
者
』
で
あ
る
」
の
に
対
し
、「
権
力
内
に
あ
る
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
系
住
民
に
対
し
て
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
国
際
人
道
法
の
深
刻
な
違
反
に
関
し
て
は
、
当
該
住
民
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
国
籍
を
有
す
る
か
ら
、

文
民
条
約
第
四
条
一
項
に
お
け
る
『
保
護
さ
れ
る
者
』
と
見
な
さ
れ
な
い
」（ibid., para. 76

）
か
ら
で
あ
る
。 

こ
の
結
果
、
前
者
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約

の
「
重
大
な
違
反
」
と
な
る
の
に
対
し
、
後
者
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
と
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
不
均
衡
が
生
じ
る
こ
と
を
根
拠

と
し
て
、
こ
の
誤
謬
法
と
い
う
論
法
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
み
が
存
在
す
る
と
い
う
主
張
を
否
定
す
る
（
代
わ
り
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的

武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
が
併
存
す
る
と
い
う
主
張
を
肯
定
す
る
）。
し
か
し
、
こ
の
誤
謬
法
と
い
う
論
法
に
対
し
て
は
、
国
際
的
武
力
紛

争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
を
根
拠
付
け
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
批
判
が
少

な
く
な
い
。
例
え
ば
、G

reenw
ood, supra note 56, pp. 272-273.

（
175
） 

こ
の
こ
と
か
ら
、
検
察
側
に
つ
い
て
は
、「
複
数
の
事
件
に
お
い
て
検
察
側
は
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
に
関
す
る
訴
追
を
撤
回
す

る
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。S. M

urphy, 

“Progress and Jurisprudence of the International Crim
inal Tribunal for 
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the Form
er Yugoslavia,

” The A
m
erican Journal of International Law, Vol. 93 (1999), p. 69.

（
176
） G. Aldrich, 

“Jurisdiction of the International Crim
inal Tribunal for the Form

er Yugoslavia,

” The A
m
erican Journal of International Law, 

Vol. 90 (1996), p. 68.

（
177
） F. M

oneta, 
“Raji

,

” in Cassese, supra note 146, p. 882.

（
178
） A. Cassese, P. Gaeta, L. Baig, M

. Fan, C. Gosnell and A. W
hiting, Cassese’s International Crim

inal Law (O
xford U.P., 2013), pp. 361, n. 65.

（
179
） ICTY, Prosecutor v. N

ikolic, Transcript, Trial Cham
ber, 9th O

ctober 1995, p. 5.

（
180
） G

reenw
ood, supra note 10, p. 113.

（
181
） 

手
続
証
拠
規
則
六
一
に
関
す
る
判
決
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
証
拠
規
則
六
一
がICTY

判
例
に
お
い
て
一
定
の
先
例
的
価
値
を
持
つ
こ
と
を
緻

密
に
論
証
す
る
論
考
と
し
て
、S. Furuya, 
“Com

m
entary: Rule 61 Procedure in the International Crim

inal Tribunal for the Form
er Yugoslavia: 

A Lesson for the ICC,

” Leiden Journal of International Law, Vol. 12 (1999), pp. 649-657.

（
182
） ICTY, Prosecutor v. N

ikolic, Review
 of the Indictm

ent Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, Trial Cham
ber, para. 

30. 

こ
のN

ikolic

事
件
の
事
案
の
概
略
に
つ
い
て
は
、N. Farrell, 

“Nikoli
,

” in Cassese, supra note 146, pp. 844-846. 

な
お
、
こ
のN

ikolic

事
件
手

続
証
拠
規
則
六
一
判
決
に
対
す
る
簡
潔
な
評
釈
と
し
て
、R. M

aison, 

“La décision de la Cham
bre de prem

ière instance n

。I du Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie dans l’affaire N
ikolic,

” The European Journal of International Law, Vol. 7 (1996), pp. 284-299.

（
183
） ICTY, Prosecutor v. Karadzic and M

ladic, Review
 of the Indictm

ent Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, Trial 

Cham
ber, para. 88. 

こ
のKaradzic and M

ladic

事
件
の
事
案
の
概
略
に
つ
い
て
は
、D. G

room
e, 

“Karadži
 and M

ladi
,

” in Cassese, supra note 

146, pp. 750-752.

（
184
） ICTY, Prosecutor v. Rajic, Review

 of the Indictm
ent Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence, Trial Cham

ber, para. 11.
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（
185
） R. H

einsch, Die W
eiterentwicklung des hum

anitären Völkerrechts durch die Strafgerichtshöfe für das ehem
alige Jugoslawien und Ruanda: 

Zur Bedeutung von internationalen Gerichtsentscheidungen als Rechtsquelle des Völkerstrafrechts (Berliner W
issenschafts-Verlag, 2007), 

pp. 104-105.

（
186
） Tadic
事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
は
、
異
な
る
一
節
に
お
い
て
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
は
…
外
国
の
支
援
を
理
由
に
国
際
化
さ
れ
た
国
内
的
武
力
紛

争
と
し
て
…
性
格
付
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
（supra note 24, para. 72

）、
同
様
の
趣
旨
の
こ
と
を
判
断
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
言
う
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
の
意
味
は
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
こ
の
異
な
る
一
節
は
、
外
国
の
支
援
の
結

果
、
言
い
換
え
れ
ば
、
外
国
の
関
与
の
結
果
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
187
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「Stupni D
o

村
の
文
民
た
る
住
民
に
対
す
る
嫌
疑
あ
る
攻
撃
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
一
部
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
は
中
央
お
よ
び
南
部
ボ
ス
ニ
ア
に
お
け
る
ボ
ス
ニ
ア
政
府
軍
とH

VO

﹇
ク
ロ
ア
チ
ア
防
衛
評
議
会
﹈
と
の
間
の
衝
突
へ
の
外
部
の
関
与
の
存
在
と
そ
の

程
度
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
し
て
い
る
。Supra note 184, para. 11. 

こ
の
箇
所
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
叛
徒
が
犯
罪
行
為
を
行
っ
て
い
る

も
の
の
、
そ
れ
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
当
該
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
外
国
の
関
与
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

（
188
） Ibid., para. 12.

（
189
） 

本
判
決
は
、「
検
察
側
が
本
件
に
お
け
る
問
題
の
紛
争
の
国
際
性
に
関
し
て
二
つ
の
理
論
を
提
示
し
た
」
と
し
（ibid., para. 12

）、
検
察
側
の
主
張
か
ら
着

想
を
得
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
検
察
側
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
の
直
接
の
軍
事
的
な
関
与
と
そ
れ
か
ら
生
じ
る
敵
対
行
為
の
存
在
」、

「
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
に
非
常
に
密
接
に
関
連
し
、
か
つ
、
支
配
さ
れ
た
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
ボ
ス
ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
共
同
体
と
ボ
ス
ニ
ア
と
の
間
の
敵

対
行
為
の
存
在
」
に
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
て
い
る
。Ibid., para. 12. 

こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
検
察
側
がICTY

に
提
出
し
た
意
見
書
（Prosecutor’s Brief 
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on the Applicable Law
 for the Arm

ed Conflict involving Bosnia-H
erzegovina and Croatia and the Self-Proclaim

ed Croatian Com
m
unity 

of H
erceg-Bosna, 1st April 1996, Rajic Case N

o. IT-95-12-R61, p. 4

）、
さ
ら
に
検
察
側
の
口
頭
弁
論
（ICTY, Prosecutor v. Rajic, Transcript, 

Trial Cham
ber, 2nd April 1996, pp. 9-10; ICTY, Prosecutor v. Rajic, Transcript, Trial Cham

ber, 3rd April 1996, pp. 48-49

）
に
よ
っ
て
繰
り

返
し
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
190
） Supra note 184, para. 21.

（
191
） Ibid., para. 21.

（
192
） Ibid., paras. 14-17.

（
193
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
の
判
断
は
、
ど
の
程
度
の
外
国
軍
の
存
在
が
あ
れ
ば
、
重
大
性
・
継
続
性
を
備
え
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問

題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
終
始
、
曖
昧
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
本
判
決
は
、
五
〇
〇
〇
人
か
ら
七
〇
〇
〇
人
の
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ビ
ナ
領
域
内
に
存
在
し
た
こ
と
を
わ
ず
か
に
指
摘
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
（ibid, para. 13

）、
そ
も
そ
も
、
こ
の
数
字
が
根
拠
に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然

と
し
な
い
。
こ
の
た
め
、「
重
大
か
つ
継
続
的
な
干
渉
に
関
し
て
は
、
と
て
も
正
確
な
用
語
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
」（Stew

art, supra note 6, p. 329

）
と

い
う
評
価
が
下
さ
れ
て
き
た
。 

し
か
し
、
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に
曖
昧
で
は
あ
る
も
の
の
、「
重
大
か
つ
継
続
的
な
」
と
い
う
修
飾
語
が
存
在
す
る
こ
と
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
考
慮
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
外
国
軍
の
存
在
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ
の
中
で
も
重
大
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
と
述
べ
る
こ
と
は
許
さ

れ
る
だ
ろ
う
。Kolb, supra note 4, p. 187.

（
194
） Supra note 184, para. 13.

（
195
） Ibid., para. 22.

（
196
） 

こ
の
こ
と
は
、
本
判
決
の
次
の
一
節
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四
条
約
に
お
け
る
被
保
護
者
に
関
す
る
検
察
官
の

主
張
の
目
的
か
ら
は
、
裁
判
部
は
、
ボ
ス
ニ
ア
政
府
と
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
ボ
ス
ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
と
の
間
の
紛
争
が
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
ボ
ス
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ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
と
の
間
の
関
係
を
根
拠
と
し
て
国
際
的
武
力
紛
争
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
検
察
官
の
追
加
的
な
主
張
を
検
討
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
。Ibid., para. 22. 

こ
の
一
節
は
、
あ
く
ま
で
も
文
民
条
約
上
の
被
保
護
者
（「
文
民
」）
で
あ
る
か

ど
う
か
と
い
う
論
点
と
の
関
連
に
お
い
て
、
も
う
一
つ
の
外
国
の
関
与
で
あ
る
支
配
が
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の

こ
と
は
、
本
文
に
記
す
よ
う
に
、
本
件
に
お
い
て
、
元
来
は
叛
徒
が
犯
罪
行
為
を
実
施
し
た
も
の
の
、
干
渉
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
でICTY

規
程
第
二
条
が
適

用
さ
れ
る
に
至
っ
た
（
叛
徒
の
犯
罪
行
為
が
今
や
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
）
こ
と
を
認
め
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。

（
197
） 

こ
の
よ
う
に
干
渉
の
効
果
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
本
判
決
を
捉
え
る
こ
と
は
学
説
上
の
評
価
と
基
本
的
に
軌
を
一
に

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
評
価
を
与
え
る
代
表
的
な
論
考
と
し
て
、Stew

art, supra note 6, p. 329; Kolb, supra note 4, p. 187; Johnston, supra 

note 22, p. 97. 

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
例
外
が
な
い
訳
で
は
な
い
。「
し
か
し
こ
の
こ
と
だ
け
で
は
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
共
和
国
と
の
間
に
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
こ
のStupni D

o

村
攻
撃
はH

B

の
軍
隊
で
あ
るH

VO

に
よ
り
な
さ
れ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
人
道
法
が
本
事
件
に
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
のH

B

あ
る
い
はH

VO

が
ク
ロ
ア
チ
ア
の
機
関
で
あ
る
こ
と

を
示
す
必
要
が
あ
る
」
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
樋
口
「
前
掲
論
文
」（
注
78
）
二
七
六
―
二
七
七
頁
。
こ
の
評
価
は
、
干
渉
の
効
果
が
非
国
際
的
武
力

紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
に
あ
っ
た
と
本
判
決
を
捉
え
る
も
の
で
は
な
い
（
言
い
換
え
れ
ば
、
本
判
決
に
お
い
て
、
干
渉
の
効
果
は
、
あ
く
ま
で
も
外

国
と
領
域
国
の
間
に
国
際
的
武
力
紛
争
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
だ
け
に
あ
る
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
）。

（
198
） H

. M
eyrow

itz, 

“Le droit de la guerre dans le conflit vietnam
ien,

” Annuaire français de droit international, Vol. 13 (1967), pp. 161-162.

（
199
） Ibid., p. 167.

（
200
） 

本
文
に
記
し
た
論
者
はM

eyrow
itz

で
あ
る
。M

eyrow
itz

の
見
解
と
同
様
の
そ
れ
に
立
つ
論
者
は
、
と
り
わ
け
、
一
九
六
〇
年
代
と
一
九
七
〇
年
代
に
存

在
し
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、Frow

ein

とBindschedler
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。J. Frow

ein, 

“Völkerrechtliche 
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Aspekte des V
ietnam

-Konfliktes,

” Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 27 (1967), p. 18; D. Bindschedler-

Robert, 

“A Reconsideration of the Law
 of Arm

ed Conflicts,

” Report of the Conference on Contem
porary Problem

s of the Law of A
rm

ed 

Conflict (Carnegie Endow
m
ent for International Peace, 1971), p. 53. 

こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
、
こ
の
見
解
を
唱
え
る
論
者
と
し
て
、V. Koutroulis, 

“International O
rganizations involved in Arm

ed Conflict: The M
aterial and G

eographical Scope of Application of IH
L,

” Proceeding of 

the Bruges Colloquium
, International O

rganizations’ Involvem
ent in Peace O

perations: A
pplicable Legal Fram

ew
ork and the Issue of 

Responsibility, 12
th Bruges Colloquium

, 20-21 O
ctober 2011, p. 36.

（
201
） 

一
九
七
一
年
と
一
九
七
二
年
の
「
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
政
府
専
門
家
会
議
」
の
や
り
取
り
に
お
い
て
こ
の
考

え
方
に
立
脚
す
る
も
の
と
解
し
得
る
政
府
専
門
家
が
見
ら
れ
た
。Rapport sur les travaux de la conférence d’experts gouvernem

entaux sur la 

réaffi
rm

ation et le développem
ent du droit international hum

anitaire applicable dans les conflits arm
és (ICRC, Août 1971), p. 58, paras. 

297-298; Rapport sur les travaux de la conférence d’experts gouvernem
entaux sur la réaffirm

ation et le développem
ent du droit international 

hum
anitaire applicable dans les conflits arm

és, Vol. I (ICRC, Juillet 1972), p. 100, para. 2.344.

（
202
） Stew

art, supra note 6, p. 329; Kolb, supra note 4, p. 187; Johnston, supra note 22, p. 97.

（
203
） Supra note 184, para. 25.

（
204
） Ibid., para. 26.

（
205
） Ibid., para. 27.

（
206
） Ibid., para. 29.

（
207
） Ibid., para. 22.

（
208
） Ibid., para. 23.
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（
209
） O. Sw

aak-Goldm
an, 

“International Decisions: Prosecutor v. Rajic, Review
 of the Indictm

ent Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure 

and Evidence. N
o. IT-95-12-R61. International Crim

inal Tribunal for the form
er Yugoslavia, Septem

ber 13, 1996,

” The A
m
erican Journal 

of International Law, Vol. 91 (1997), pp. 525-526.

（
210
） Supra note 184, para. 32.

（
211
） Ibid., para. 24.

（
212
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
一
九
八
〇
年
国
家
責
任
条
文
草
案
第
八
条
に
言
及
し
、「
草
案
第
八
条
は
個
人
ま
た
は
個
人
の
集
団
の
行
為
が
『
個
人
ま

た
は
個
人
の
集
団
が
事
実
上
国
家
の
た
め
に
行
動
し
て
い
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
』
場
合
に
『
国
際
法
上
当
該
国
の
行
為
と
見
な
さ
れ
る
』
こ
と
を
関
連

部
分
に
お
い
て
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。Ibid., para. 24. 

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
私
人
が
事
実
上
国
家
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
か
ど

う
か
と
い
う
基
準
を
国
家
責
任
条
文
草
案
が
提
示
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
213
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、
一
九
八
六
年N

icaragua

事
件
本
案
判
決
に
言
及
し
、
次
の
一
節
を
引
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「﹇
裁
判
所
は
関
連
基

準
が
﹈
コ
ン
ト
ラ
を
法
的
目
的
か
ら
米
国
政
府
の
機
関
と
し
て
、
ま
た
は
米
国
政
府
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
と
し
て
同
一
視
す
る
こ
と
が
正
し
い
程
に

ま
で
関
係
が
一
方
へ
の
依
存
と
他
方
へ
の
支
配
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
﹇
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
﹈」
と
。Ibid., para. 24. 

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、Nicaragua

事
件
本
案
判
決
が
「
依
存
と
支
配
」
の
基
準
を
提
示
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
214
） Ibid., para. 25. 

（
215
） Ibid., para. 25. 

こ
の
判
断
の
前
提
と
し
て
、
本
判
決
は
、「
第
一
審
裁
判
部
は
、N

icaragua

事
件
に
関
し
てICJ

が
本
事
案
の
第
一
審
裁
判
部
の
文
脈
と
は

非
常
に
異
な
る
文
脈
に
お
い
て
政
府
機
関
の
問
題
を
検
討
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
必
要
が
あ
る
と
捉
え
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。Ibid., para. 25. 

こ
の
結

果
、
本
判
決
は
、「
特
定
の
作
戦
へ
の
支
配
は
本
件
の
検
討
に
と
っ
て
不
可
欠
で
は
な
い
」
と
し
（ibid., para. 25

）、N
icaragua

事
件
本
案
判
決
の
提
示

し
た
「
依
存
と
支
配
」
の
基
準
に
従
う
必
要
は
な
い
（「
全
体
と
し
て
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
支
配
」
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
）
と
結
論
付
け
て
い
る
。


