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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（四）

論
説

川

岸

　

伸

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
（
四
）

二
　
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
後
の
判
決

（
一
）Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決

（
１
）
事
案
の
概
略

Tadic

事
件
当
時
の
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
は
複
雑
な
状
況
に
あ
っ
た（

（（（
（

。
一
九
九
一
年
頃
か
ら
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

に
お
い
て
は
、
セ
ル
ビ
ア
が
統
制
を
及
ぼ
すJN

A

（
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
政
府
軍
）
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府

軍
と
戦
闘
を
続
け
て
い
た
た
め
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
発
生
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
安
保
理
が
、JN

A

に
対
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
の
撤
退
を
要
請
し
、JN

A

が
こ
の
要
請

に
応
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
にJN

A

は
同
国
か
ら
正
式
に
撤
退
し
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
同
日
以
降
、
一

見
し
た
と
こ
ろ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
は
消
滅
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
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し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、JN

A

が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
の
撤
退
に
伴
っ
て
二
つ
の
実
体
に

分
か
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
が
、
セ
ル
ビ
ア
の
統
制
が
継
続
す
るV

J

（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
政
府
軍
）

で
あ
り
、
い
ま
一
つ
が
、
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
で
あ
るV

RS

（
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
軍
）
で
あ
る
。
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
（
領
域
国
）

に
と
っ
て
は
、V

J
は
外
国
軍
と
し
て
、V

RS

は
叛
徒
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
結
果
、
確
か
に
、
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
を
境
と
し
て
、
外
国
軍
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
撤
退
す
る
こ
と
に
な
っ

た
も
の
の
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
を
め
ぐ
っ
て
は
、
新
た
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
とV

RS

が
戦
闘
を
繰
り
広

げ
る
紛
争
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
の
一
員
で
あ
るTadic

に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
犯
罪
行
為
は
、
ま
さ
に
こ
の
状
況

に
お
い
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。Tadic
の
犯
罪
行
為
の
多
く
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
のPrijedor

地
区
に
あ
り
、
約
三
〇
〇
〇

人
が
収
容
さ
れ
るO

m
arska

キ
ャ
ン
プ
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
と
申
し
立
て
ら
れ
た（

（（（
（

。

そ
こ
で
、
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以
降
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
とV

RS

と
の
間
の
紛
争
は
ど
の
よ
う
に
性
格
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
定
し
て
述
べ
れ
ば
、ICTY

と
し
て
は
、「
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
ま
で
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
セ
ル
ビ
ア
と
の
間
に
存
在
す
る

こ
と
に
ほ
と
ん
ど
疑
い
は
な
い
も
の
の
、
同
日
以
降
、
ボ
ス
ニ
ア
政
府
と
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
と
の
間
の
対
立
は
国
際
的
武
力
紛

争
の
性
格
付
け
に
値
す
る
の
か（

（（（
（

」
と
い
う
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
判
断

①
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
提
示

Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
の
判
断
に
関
し
て
、
確
認
を
要
す
る
の
は
、
本
判
決
が
本
稿
の
冒
頭
に
あ
る
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
提
示
し
た



3

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（四）

こ
と
に
あ
る
。
改
め
て
こ
こ
に
示
し
て
お
こ
う
。

「
国
内
的
武
力
紛
争
が
一
国
の
領
域
内
に
発
生
す
る
と
し
て
、
次
の
場
合
に
、
そ
れ
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
（
ま
た
は
、
状
況
に
応

じ
て
、
国
内
的
武
力
紛
争
と
並
行
し
て
そ
の
性
質
上
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
）。

（
ⅰ
）
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
、
ま
た
は
代
替
的
に

（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合（

（（（
（

。」

タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
踏
ま
え
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以
降
、
紛
争
が
国
際
的

武
力
紛
争
で
あ
り
続
け
た
か
、
そ
う
で
は
な
く
排
他
的
に
国
内
的
武
力
紛
争
と
な
っ
た
か
と
い
う
争
点
は
、
…
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

徒
を
外
国

4

4

4

4

（
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

）
の
法
上
ま
た
は
事
実
上
の
機
関
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
争
点
に
よ
っ

て
決
ま
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
で
は
、
叛
徒
を
外
国
の
（
法
上
ま
た
は
事
実
上
の
）
機
関
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う

争
点
は
タ
ジ
ッ
チ
定
式
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

こ
の
争
点
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
に
即
す
と
、「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
で
あ
る

か
ど
う
か
を
見
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
は
、「
ど
の
よ
う
な
時
に
、
一
見
し
た
と
こ
ろ

国
内
的
で
あ
る
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
兵
士
が
外
国
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

当
該
国
内
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
の
法
的
基
準（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
題
し
て
、

こ
の
争
点
に
対
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。



4

法政研究23巻２号（2019年）

実
際
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
場
合
、［
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
］
二
つ
の
シ
ナ
リ
オ
の
（
ⅱ
）
が
適
用
可

能
で
あ
っ
て
、
結
果
的
に
上
訴
裁
判
部
は
、
国
内
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
当
事
者
が
事
実
上
他
国
の
た
め
に
行
動
し
て
い
た
か
ど
う
か
を

決
定
す
る
た
め
の
方
法
を
検
討
し
た（

（（（
（

」
と
評
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
叛
徒
を
外
国
の
機
関
と
見
な
す
こ
と
が

「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
に
該
当
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
伴
っ
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
で
き
る
こ
と
を
判
断

し
た
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る（

（（（
（

。

タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
解
釈
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
判
断
は
、「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る

場
合
」
が
「
そ
れ
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
」
と
い
う
柱
書
の
箇
所
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、

ど
の
よ
う
な
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
で
あ

る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
本
判
決
の
判
断
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

②
支
配

（
ａ
）
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
―
―
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言

注
目
に
値
す
る
の
は
、
本
判
決
が
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
配
に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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
、「
一
見
し
た
と
こ
ろ
国
内
的
で
あ
る
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
に
す
る
た
め
に
、
外
国
と
し

て
は
、
ど
の
よ
う
な
程
度
の
権
限
ま
た
は
支
配

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
自
国
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
兵
士
に
対
し
て
及
ぼ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ

と
を
特
定
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る（

（（（
（

」（
強
調
原
文
）
と
。
こ
の
箇
所
は
、
一
定
の
支
配
の
関
係
が
外
国
（
セ
ル
ビ
ア
）
と
叛
徒
（
セ
ル

ビ
ア
叛
徒
）
と
の
間
に
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
摘
示
し
て
い
る
。
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で
は
、
な
ぜ
、
叛
徒
へ
の
支
配
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
の
考
え
方
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
武
力

紛
争
法
が
分
析
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（（（
（

。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
は
、「
こ
の
検
討
の
出
発
点
は
、

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
三
条
約
に
規
定
さ
れ
る
合
法
戦
闘
員

4

4

4

4

4

の
た
め
の
基
準
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
し（

（（（
（

、
分
析

の
端
緒
が
武
力
紛
争
法
上
の
戦
闘
員
資
格
の
規
則
に
あ
る
こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

中
で
も
、
本
判
決
が
依
拠
す
る
の
が
、
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
に
お
け
る
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
で
あ
る
。
こ
の
点

に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
三
条
約
上
、
義
勇
兵
ま
た
は
準
軍
事
的
な
集
団
若
し
く
は
部
隊
は
、
…
『
紛
争
当
事
国

4

4

4

4

4

』
に4

『
属
す
る

4

4

4

』
場
合
（
第
四
条
Ａ
（
二
））
…
合
法
戦
闘
員
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
」（
傍
点
引
用
者
）
と
し（

（（（
（

、
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）

に
お
け
る
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
に
お
け
る
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
を
実
質
的
に
構
成
す
る
の
が
叛
徒
へ
の
支

配
で
あ
る
。
実
際
、
本
判
決
は
、「
不
正
規
兵
を
合
法
戦
闘
員
と
し
て
性
格
付
け
る
た
め
に
、
国
際
規
則
と
国
家
実
行
は
、
国
際
的
武
力
紛

争
の
紛
争
当
事
国
の
不
正
規
兵
へ
の
支
配
、
同
じ
く
不
正
規
兵
の
当
該
紛
争
当
事
国
へ
の
依
存
と
忠
誠
の
関
係
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る（

（（（
（

」
と
し
、「
こ
れ
ら
は
『
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
』
の
文
言
の
構
成
要
素
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る（

（（（
（

」
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
ど
の
程
度
、
叛
徒
へ
の
支
配
が
求
め
ら
れ
る
か
と
い
う
論
点
に
取
り
組
む
理
由
と
し
て
、
第
一
に
分
析
の
端

緒
が
武
力
紛
争
法
上
の
戦
闘
員
資
格
の
規
則
（
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
に
お
け
る
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
）
に
あ
る
こ

と
、
第
二
に
こ
の
文
言
が
実
質
的
に
叛
徒
へ
の
支
配
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
。
な
お
、
叛
徒
が
「
紛
争
当
事
国

に
属
す
る
」
こ
と
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
は
、「
こ
の
論
理
的
帰
結
の
一
つ
は
、
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
準
軍
事
的
な
部
隊
が
対
戦

中
の
国
家
以
外
の
国
家
に
『
属
す
る
』
場
合
、
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
…
こ
と
に
あ
る
」
と
し（

（（（
（

、
準
軍
事
的
な
部
隊
の
対
戦
す
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る
紛
争
（
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
、
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
確
認
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
論
点
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
、
本
判
決
は
、
あ
る
大
き
な
障
害
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ

（
二
）
に
お
け
る
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
関
し
て
は
、
支
配
の
基
準
を
武
力
紛
争
法
そ
れ
自
体
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
極
め

て
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
。
事
実
、
本
判
決
は
、「『
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
』
と
い
う
要
件
の
内
容
が
明
確
ま

た
は
明
瞭
で
あ
る
と
言
う
に
は
ま
っ
た
く
も
っ
て
ほ
ど
遠
い
」
と
し（

（（（
（

、
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。

こ
の
本
判
決
の
認
識
は
、
武
力
紛
争
法
そ
れ
自
体
が
支
配
の
基
準
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決

は
、「
国
際
人
道
法
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
個
人
集
団
が
国
家
の
支
配
の
下
に
あ
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
す
な
わ
ち
、
事

実
上
の
国
家
機
関
と
し
て
行
動
し
て
い
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
の
基
準
を
有
し
て
い
な
い
」

と
し（

（（（
（

、
武
力
紛
争
法
そ
れ
自
体
が
支
配
の
基
準
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
障
害
に
直
面
し
て
、
本
判
決
は
、
支
配
の
基
準
を
武
力
紛
争
法
そ
れ
自
体
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
一
般
国

際
法
に
求
め
る
こ
と
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
結
果
と
し
て
、
個
人
を
事
実
上
の
国
家
機
関
と
し
て
行
動
し
て
い
る
も
の

と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
目
的
か
ら
は
、
一
般
国
際
法
上
、
個
人
へ
の
国
家
の
支
配
の
概
念
を
検
討

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る（

（（（
（

」
と
。
こ
の
こ
と
は
、
本
判
決
と
し
て
、
支
配
の
基
準
を
国
家
責
任
法
の
規
則（

（（（
（

、
特
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
国
家

責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
に
見
出
す
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る（

（（（
（

。

（
ｂ
）
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論

実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
こ
の
［
支
配
の
］
概
念
は
、
国
家
機
関
の
正
式
の
地
位
を
有
し
な
い
個
人
の
行
為
を
国
家
に
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帰
属
さ
せ
る
た
め
の
法
的
基
準
を
定
め
る
国
家
責
任
に
関
す
る
一
般
国
際
法
の
規
則
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し（

（（（
（

、
国
家
責
任

法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
支
配
の
基
準
に
対
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
摘
示
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
手
法
は
、
本
判
決
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下
す

こ
と
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
判
決
の
判
断
の
範
囲
は
、
極
め
て
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
う
ち
、
特
に
重
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
「
全
般
的
支
配
」
を
提
示
し
、
そ
の
内
容
を
定
式
化
し
た
こ
と
に
あ
る
と
言
え
る
。

本
判
決
は
、「［
組
織
さ
れ
階
層
的
に
構
成
さ
れ
る
］
集
団
の
行
為
が
国
家
に
帰
属
す
る
た
め
に
は
、
集
団
全
体
が
国
家
の
全
般
的
支
配

4

4

4

4

4

の
下
に
あ
る
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
十
分
で
あ
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
、「
全
般
的
支
配
」
を
提
示
し
た
上
で
、
そ
の
内
容
を
次
の
よ
う
に

定
式
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
家
が
軍
事
集
団
に
資
金
を
提
供
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
訓
練
し

4

4

4

、
装
備
し

4

4

4

、
ま
た
は
作
戦
上
の
支
援
を
提
供
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と

に
加
え
て
、
そ
の
集
団
の
軍
事
行
動
を
組
織
し

4

4

4

4

4

4

4

4

、
調
整
し

4

4

4

、
ま
た
は
計
画
す
る

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
に
役
割
を
担
う
の
で
あ
れ
ば
、
国
際
法
の
要
求
す
る

支
配
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
こ
か
ら
「
全
般
的
支
配
」
は
資
金
・
武
器
の
供
与
と
軍
事
行
動
の
組

織
・
調
整
・
計
画
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る（

（（（
（

。

こ
の
「
全
般
的
支
配
」
は
、
本
判
決
が
い
わ
ゆ
る
「
実
効
的
支
配
」
へ
の
批
判
を
通
じ
て
提
示
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る（

（（（
（

。
周
知
の

通
り
、
前
者
は
特
定
の
指
示
の
存
在
ま
で
求
め
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
特
定
の
指
示
の
存
在
ま
で
求
め
る
も
の
で
あ
る（

（（（
（

。

こ
の
点
に
お
い
て
「
全
般
的
支
配
」
は
「
実
効
的
支
配
」
と
比
較
し
て
敷
居
が
低
い
。「
実
効
的
支
配
」
を
批
判
す
る
（
代
わ
り
に
「
全
般

的
支
配
」
を
提
示
す
る
）
に
あ
た
っ
て
、
本
判
決
は
次
の
二
つ
を
根
拠
と
し
て
い
る（

（（（
（

。

第
一
の
根
拠
は
、「
実
効
的
支
配
」
が
国
家
責
任
法
の
論
理
に
合
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「［
帰
属
に
関
す
る
］
規
則
の
背

景
に
あ
る
理
論
的
根
拠
は
、
国
家
機
関
が
実
施
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ま
た
は
実
施
す
べ
き
で
な
い
任
務
を
私
的
な
個
人
に
実
施
さ
せ
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
…
国
家
が
国
際
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
て
い
る（

（（（
（

。
こ
の
説
示
に
従
う
と
、「
実
効
的
支

配
」
の
よ
う
に
敷
居
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
国
家
は
国
際
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
る
の
に
対
し
、「
全
般
的
支
配
」
の
よ

う
に
敷
居
が
低
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
国
家
は
国
際
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。

第
二
の
根
拠
は
、「
実
効
的
支
配
」
が
裁
判
実
行
と
国
家
実
行
に
一
致
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本
判
決
は
、「『
実
効
的
支
配
』
は
国
際
的

な
裁
判
実
行
と
国
家
実
行
に
一
致
し
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
こ
れ
ら
の
実
行
は
『
実
効
的
支
配
』
よ
り
緩
や
か
な
程
度
の
支
配
が
行
使
さ

れ
た
状
況
に
お
い
て
国
家
責
任
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る（

（（（
（

。
実
際
の
と
こ
ろ
、
本
判
決
が
列
挙
す
る
の
は
、
米
国
・
メ

キ
シ
コ
一
般
請
求
権
委
員
会
のStephens

事
件
判
決
、
イ
ラ
ン
・
米
国
請
求
権
裁
判
所
のYeager

事
件
判
決
、
欧
州
人
権
裁
判
所
のLoizidou

事
件
判
決
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
高
等
裁
判
所
のJorgic

事
件
判
決
な
ど
で
あ
る（

（（（
（

。

こ
れ
ら
の
二
つ
の
根
拠
に
基
づ
き
、
本
判
決
は
、「
実
効
的
支
配
」
を
批
判
す
る
と
と
も
に
「
全
般
的
支
配
」
を
提
示
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
根
拠
の
う
ち
、
第
二
の
根
拠
に
対
し
て
は
、
学
説
上
、
異
論
が
少
な
く
な
い
。
そ
も
そ
も
、
本
判
決
の
列
挙
す
る

実
行
を
「
全
般
的
支
配
」
を
支
持
す
る
先
例
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
例
え

ば
、
イ
ラ
ン
・
米
国
請
求
権
裁
判
所
のYeager

事
件
判
決
に
関
し
て
言
え
ば
、「
全
般
的
支
配
」
に
基
づ
き
帰
属
が
認
定
さ
れ
た
事
例
で
は

な
く
、
欧
州
人
権
裁
判
所
のLoizidou

事
件
に
関
し
て
言
え
ば
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
二
つ
の
事
例
を
僅
か
に
取
り
上
げ
た
だ
け
で
も
、
本
判
決
の
列
挙
す
る
実
行
の
中
に
、
そ
の
先
例
性
に
対
し
て
疑
義
の
生
じ
る
も

の
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る（

（（（
（

。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
あ
く
ま
で
も
本
判
決
の
判
断
と
し
て
は
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
支
配
の
基
準
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
、「
全
般
的
支
配
」
を
提
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
き
事
案
の
処
理
を
図
っ
て
い
る（

（（（
（

。「
全
般
的
支
配
」
が
外
国
（
セ
ル
ビ
ア
）
と
叛
徒
（
セ
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ル
ビ
ア
叛
徒
）
と
の
間
に
存
在
し
た
こ
と
を
立
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
判
決
が
依
拠
し
た
の
は
、
外
国
軍
と
叛
徒
と
の
間
に
構
成
員
の

移
動
が
あ
っ
た
こ
と
、
外
国
軍
が
叛
徒
に
対
し
て
給
与
を
支
払
っ
て
い
た
こ
と
、
類
似
の
軍
事
的
な
目
標
・
戦
略
が
外
国
軍
と
叛
徒
に
よ
っ

て
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
叛
徒
が
外
国
軍
と
同
一
の
階
級
制
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
外
国
軍
が
資
金
そ
の
他
の
後
方
支
援
を
超
え
て
叛

徒
を
監
督
し
て
い
た
こ
と
な
ど
の
複
数
の
事
実
関
係
で
あ
る（

（（（
（

。

こ
れ
ら
の
一
連
の
判
断
か
ら
、
本
判
決
は
、「
上
訴
裁
判
部
と
し
て
は
、
本
件
の
関
連
時
期
（
一
九
九
二
年
）
に
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
軍

が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
の
全
般
的
支
配
の
下
に
同
国
の
た
め
に
行
動
し
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
た
と
結
論
付
け
る
」
と

し（
（（（
（

、
次
の
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
れ
故
、
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以
降
で
さ
え
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に

お
け
る
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
中
央
当
局
と
の
間
の
武
力
紛
争
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
分

類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

（（（
（

」
と
。
こ
の
こ
と
は
、
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
配
（「
全
般
的
支
配
」）
の
結
果
と
し
て
、
政
府
と
叛
徒
と
の
間

の
紛
争
（
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
、
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
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
上
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
を
検
討
し
て
き
た
。
本
判
決
の
判
断
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
中
で
も
、「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争

の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
も
の
で
あ
っ

た
。「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
に
お
い
て
は
、
支
配
が
関
連
性
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。
こ
の
支
配
に
つ
い
て
の
本
判
決
の
リ
ー
ズ
ニ
ン
グ
は
、
武
力
紛
争
法
上
の
戦
闘
員
資
格
の
規
則
（
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
に
お

け
る
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
）
を
分
析
の
端
緒
と
し
た
上
で
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い

う
手
法
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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こ
れ
ら
の
諸
点
に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
の
判
断
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、
あ

く
ま
で
も
一
つ
の
基
準
（「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
＝
支
配
）
を
設
け
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る（

（（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
前
の
判
決
で
あ
るRajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
が
外

国
の
二
つ
の
関
与
、
す
な
わ
ち
、
干
渉
と
支
配
に
基
づ
き
そ
れ
ぞ
れ
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
い
た
の
と
は
対
照
的
で
あ
る
と

言
え
る
。
で
は
、
本
判
決
に
後
続
す
る
判
決
は
、
ど
の
よ
う
に
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
運
用
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た

め
、
次
に
本
判
決
に
後
続
す
る
判
決
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
二
）N

aletilic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決

（
１
）
事
案
の
概
略

被
告
で
あ
るN

aletilic

とM
artinovic

は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
るH

V
O

（
ク
ロ
ア
チ
ア
防
衛
評
議
会
）
と
い
う
ク

ロ
ア
チ
ア
叛
徒
の
指
揮
下
に
あ
っ
た
（
通
称Convicts Battalion

と
呼
ば
れ
る
）
武
装
部
隊
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、

当
該
武
装
部
隊
の
指
揮
官
を
務
め
て
い
た
の
に
対
し
、
後
者
は
、
当
該
武
装
部
隊
の
下
部
組
織
の
指
揮
官
を
務
め
て
い
た（

（（（
（

。

N
aletilic

とM
artinovic

に
嫌
疑
が
か
け
ら
れ
た
犯
罪
行
為
の
多
く
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
都
市
の
一
つ
で
あ
るM

ostar

に
お
い
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
検
察
側
が
提
出
し
た
起
訴
状
は
、H

V

（
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府
軍
）、
さ
ら
にH

V
O

がM
ostar

と
そ
の
近
郊
の
ム
ス
リ
ム
系
住
民
に
対
し
て
大
規
模
な
攻
撃
を
開
始
し
、ABiH

（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
）
と
の
間
に
武

力
紛
争
を
惹
起
し
た
こ
と
を
申
し
立
て
て
い
る（

（（（
（

。
殺
人
、
拷
問
、
財
産
の
破
壊
な
ど
の
犯
罪
行
為
が
ム
ス
リ
ム
系
住
民
に
対
し
て
実
行
さ

れ
た
こ
と
か
ら
、
両
名
は
、
そ
の
首
謀
者
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る（

（（（
（

。
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ICTY

規
程
第
二
条
に
基
づ
く
訴
追
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
犯
罪
行
為
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
。
実
際
、
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
検
察
側
は
、「［N

aletilic

とM
artinovic

の
実

行
し
た
］
す
べ
て
の
犯
罪
行
為
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
発
生
し
た
犯
罪
行
為
で
あ
る（

（（（
（

」
と
主
張
し
た
の
に
対
し
、
弁
護
側

は
、「
弁
護
側
と
し
て
は
、［
被
告
が
］
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
実
行
し
た
こ
と
を
認
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い（

（（（
（

」
と
主
張
し

た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
弁
護
側
は
、「
国
内
的
武
力
紛
争
が
被
告
の
関
係
し
た
紛
争
で
あ
っ
た（

（（（
（

」
こ
と
、「
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
性
格
を

表
し
た（

（（（
（

」
こ
と
を
主
張
し
、
む
し
ろ
、
犯
罪
行
為
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
を

示
し
て
い
る（

（（（
（

。

な
お
、N

aletilic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
に
先
立
つ
も
の
の
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、Blaskic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
と

Kordic and Cerkez

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
判
決
の
事
案
の
概
略
と
し
て
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ

ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
い
て
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
で
あ
るH

V
O

の
メ
ン
バ
ー
が
犯
罪
行
為
を
実
行
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
被
告
に
対

し
てICTY

規
程
第
二
条
に
基
づ
く
訴
追
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る（

（（（
（

。
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
諸
点
に
限
っ
て
見
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
判
決
は
、
本
判
決
と
共
通
の
側
面
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、（
細
か
い
事
実
関
係
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
）
本
判

決
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
２
）
判
断

①
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
適
用

結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
本
判
決
の
判
断
は
、
検
察
側
の
主
張
を
支
持
し
、
犯
罪
行
為
の
関
連
す
る
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性

格
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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重
要
な
の
は
、
本
判
決
が
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
適
用
し
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
に
従
っ
て
判
断
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ

て
、
本
判
決
は
、
次
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
上
訴
裁
判
部
と
し
て
は
、
国
内
紛
争
は
『
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

当
該
紛
争
に
干
渉
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

…
ま
た
は
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

』
場
合
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
見
な

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
っ
た（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
の
箇
所
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
う
ち
、「（
ⅰ
）
他
国
が
自

国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
」
と
「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」

を
そ
の
ま
ま
言
い
表
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
本
判
決
が
二
つ
の
表
題
の
下
に
そ
れ
ぞ
れ
審
理
を
進
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
一
は

「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
軍
（H

V
）
の
直
接
的
な
干
渉
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
は
「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
がH

V
O

に
対
し
て
及
ぼ
し

た
全
般
的
支
配
」
で
あ
る（

（（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
本
判
決
が
干
渉
と
支
配
と
い
う
外
国
の
二
つ
の
関
与
に
基
づ
き
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
如
実
に
表
し
て
い
る
。
で
は
、
本
判
決
は
、
外
国
の
二
つ
の
関
与
（
干
渉
と
支
配
）
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
干
渉
と
支
配
を
内
容
と
効
果
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

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
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
判
決
は
、「
問
題
は
、
関
連
の
時
期
の
間
、
と
り
わ
け
、
起
訴
状
に
よ
っ
て
カ

バ
ー
さ
れ
る
地
域
、
す
な
わ
ち
、『M

ostar

と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
そ
の
他
の
地
方
自
治
体
に
お
い
て
』
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国

軍
（H

V

）
がH

V
O

とABiH

と
の
間
の
紛
争
に
干
渉
し
た
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る（

（（（
（

。



13

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（四）

第
一
に
、
注
目
す
べ
き
は
、
本
判
決
が
領
域
国
（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
）
に
お
い
て
外
国
軍
（
ク
ロ
ア
チ
ア
政
府
軍
）
が
存

在
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
本
判
決
は
、「
裁
判
部
と
し
て
は
、H

V
O

とABiH

と
の
間
の
紛
争
の
文
脈
に
お

い
て
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
領
域
内
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4H
V 4

4

戦
闘
者
と
部
隊
が
存
在
し
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
示
す
数
多
く
の
証
言
を
聞
い
た（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）

こ
と
、「
さ
ら
に
裁
判
部
と
し
て
は
、
当
該
地
域

4

4

4

4

［
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
のM

ostar

］
に
お
い
て

4

4

4

4H
V 4

4

軍
が
存
在
し
た

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
非

難
す
る
数
多
く
の
国
連
文
書
に
注
意
を
払
っ
て
い
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
判
決
が
領
域
国
（
ボ
ス

ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
）
に
お
い
て
外
国
軍
（
ク
ロ
ア
チ
ア
政
府
軍
）
が
存
在
し
た
こ
と
を
摘
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
把
握
す
る
こ
と

が
で
き
る（

（（（
（

。

し
か
し
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
本
判
決
と
し
て
は
、
こ
の
外
国
軍
の
存
在
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
訳

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
判
決
は
、
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
が
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
を
支
援
し
て
き
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
がH

V
O

に
支
援
を
提
供
し
て
き
た（

（（（
（

」
と
し
、
と
り
わ
け
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
（H

V

）
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
、
人
員

4

4

、
装
備
お
よ
び
兵
器

4

4

4

4

4

4

4

の
観
点
か
ら
、H

V
O

を
直
接
に
支
援

4

4

し
て
き
た（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
の
箇
所
は
、
武
器
の
供
与
を
中
心
と
し
て
、
領
域
国
（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ

ナ
）
に
お
い
て
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
が
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
を
支
援
し
て
き
た
こ
と
を
摘
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
二
つ
の
事
項
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
は
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在

で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
は
領
域
国
に
お
け
る
（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
判

決
に
お
い
て
、
干
渉
の
内
容
が
二
つ
の
事
項
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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（
イ
）
干
渉
の
効
果

次
に
、
干
渉
の
効
果
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
本
判
決
が
次
の
一
節
を
以
っ
て
干
渉
に
つ
い
て
の
審
理
を
終
え

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
裁
判
部
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
るH

V
O

とABiH

と
の
間
の
紛
争
が
当
該
紛
争

へ
の
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
軍
の
干
渉
に
よ
っ
て
国
際
化

4

4

4

さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
の
一
節
は
、
干
渉

の
結
果
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
（
非
国
際
的
武
力
紛
争
）
が
「
国
際
化
」
し
た
こ
と
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
本
判
決
に
お
け
る
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
の
意
味
が
本
稿
の
用
語
法
に
沿
う
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
従
来
、「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
は
、
様
々
な
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

（（（
（

。

本
判
決
に
お
け
る
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
の
意
味
を
解
析
す
る
た
め
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
二
つ
の
用
語
法
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た

い
。第

一
の
用
語
法
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
全
体
と
し
て
国
際
的
武
力
紛
争
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
第
一
の
用
語
法
に
従

う
と
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
最
早
そ
の
ま
ま
の
性
格
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
本
稿
の
冒
頭
に
お
い
て
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
本
稿
は
、
こ
の
第
一
の
用
語
法
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る（

（（（
（

。

第
二
の
用
語
法
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
他
に
国
際
的
武
力
紛
争
が
生
じ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
用
語
法
に
従

う
と
、
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
（
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
な
い
）
こ
と
に

な
る
。
こ
の
第
二
の
用
語
法
の
本
旨
は
、
外
国
と
領
域
国
と
の
間
に
国
際
的
武
力
紛
争
が
発
生
す
る
こ
と
だ
け
を
示
す
こ
と
に
あ
る（

（（（
（

。

で
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
用
語
法
を
念
頭
に
置
き
、
本
判
決
に
お
け
る
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
の
意
味
は
ど
ち
ら
の
用
語
法
に
立
つ

も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。



15

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（四）

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
、
貴
重
な
手
が
か
り
を
提
供
す
る
の
が
、
本
判
決
に
お
け
る
次
の
一
節
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「ABiH

と

H
V

O
と
の
間
の
紛
争
は
、
全
体
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
（H

V

）
の
参
加
に
よ
っ
て
、
そ
の
性
格
上
国
際
的

武
力
紛
争
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
れ
ば
、ICTY

4

4

4

4

規
程
第
二
条
が
紛
争
の
全
領
域
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（
（（（
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ

の
一
節
は
看
過
し
得
な
い
意
義
を
有
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
一
節
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
（
非
国
際
的
武
力
紛
争
）
を
全
体

と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
さ
ら
に
干
渉
の
結
果
と
し
て
、
こ
こ
にICTY

規
程
第
二
条
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
こ
と
を
是
認
す
る
も

の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る（

（（（
（

。

こ
の
こ
と
は
、
学
説
上
の
評
価
が
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る（

（（（
（

よ
う
に
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
（
非
国
際
的
武
力
紛
争
）
が
国
際
的
武
力

紛
争
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る（

（（（
（

。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
本
判
決
に
お
け
る
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
は
、
第

二
の
用
語
法
で
は
な
く
、
第
一
の
用
語
法
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
判
決
に
お
け
る
「
国

際
化
」
と
い
う
用
語
の
意
味
は
、
本
稿
の
用
語
法
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
い
た
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

し
ば
し
ば
、「
一
定
の
側
面
が
不
確
か
な
ま
ま
に
さ
れ
て
き
た（

（（（
（

」
と
評
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
本
判
決
の
論
旨
は
曖
昧

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、
敢
え
て
本
判
決
の
論
旨
の
分
析
を
試
み
る
な
ら
ば
、
次
の
解
釈
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
の
解
釈
は
、
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在
が
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る（

（（（
（

。
確
か
に
、
本
判
決
は
、
非
国
際
的
武
力

紛
争
の
国
際
化
を
導
く
に
あ
た
っ
て
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
軍
（H

V
）
の
直
接
的
な
干
渉
」
と
い
う
表
題
の
下
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
に
お
い
て
ク
ロ
ア
チ
ア
軍
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
項
を
摘
示
し
て
い
る（

（（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在

が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在
を
要
因
と
す
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る
こ
と
はICTY

の
起
点
と
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

理
由
は
、
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在
を
要
因
と
す
る
こ
と
が
、ICTY

の
起
点
、
す
な
わ
ち
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武

力
紛
争
の
併
存
と
合
致
し
な
い
こ
と
に
あ
る
。
確
か
に
、
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在
は
国
際
的
武
力
紛
争
を
引
き
起
こ
す
。
し
か

し
、
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
。ICTY

の
起
点
は
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在

（
国
際
的
武
力
紛
争
の
発
生
）
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
に
影
響
を
与
え
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
へ
の
検
討
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、Rajic

事
件
手
続

証
拠
規
則
六
一
判
決
に
対
し
て
、
前
節
は
、
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
推
論
を
提
示
す
る
も
の

に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
こ
の
推
論
を
本
判
決
に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、Rajic
事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
に
お
い
て
は
、「
重
大
か
つ
継
続
的
な
軍
事
干
渉
」
と
い

う
文
言
が
置
か
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
こ
の
文
言
（
ま
た
は
こ
れ
に
類
似
す
る
文
言
）
は
最
早
繰
り
返
さ
れ
て
は

い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
推
論
を
本
判
決
に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在
が
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
解
釈
に
対
し
て
は
、
必
ず
し
も
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
述

べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
本
判
決
が
、
こ
の
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在
と
い
う

事
項
に
加
え
て
、
領
域
国
に
お
け
る
（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
と
い
う
事
項
を
摘
示
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る（

（（（
（

。
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い
ま
一
つ
の
解
釈
は
、
こ
の
領
域
国
に
お
け
る
（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
が
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
も

の
で
あ
る（

（（（
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、「
ほ
と
ん
ど
は
干
渉
国
と
非
国
家
武
装
集
団
と
の
間
の
関
係

4

4

に
よ
っ
て
決
ま
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
評
さ

れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
解
釈
を
反
映
し
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
視
点
か
ら
判
決
文
を
見
直
す
と
、
本
判
決
は
、「
人
員
、
装
備
お
よ
び
兵
器
」

の
観
点
か
ら
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
が
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
を
支
援
し
て
き
た
こ
と
を
摘
示
し
て
い
る（

（（（
（

。
こ
の
こ
と
は
、
武
器
の

供
与
を
中
心
と
し
て
、
領
域
国
に
お
い
て
外
国
が
叛
徒
を
支
援
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
般
的
に
、
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
支
援
は
、
国
連
憲
章
（
憲
章
）
第
二
条
四
項
の
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
」
を

構
成
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る（

（（（
（

。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
解
釈
が
も
し
正
し
い
と
す
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を

導
く
た
め
に
、
本
判
決
は
、
憲
章
第
二
条
四
項
の
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
」、
す
な
わ
ち
、jus ad bellum

（jus contra 

bellum

）
に
お
け
る
武
力
行
使
に
実
質
的
に
相
当
す
る
も
の
に
依
拠
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
興
味
深
い
の
は
、
武
力
行
使
（
＝
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
支
援
）
に
基
づ
き
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化

を
導
く
と
い
う
考
え
方
が
、
実
際
に
唱
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
論
者
は
、「
非
国
家
集
団
へ
の
外
国
の
支
援

が
［
国
内
］
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
取
り
組
む
べ
き
問
題
は
、
外

国
が
他
国
に
対
し
て
武
力
行
使
に
訴
え
た
か
ど
う
か
で
あ
る
」
と
し
た（

（（（
（

上
で
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
家
は
…
非

国
家
集
団
に
武
器
を
供
与
し
訓
練
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
他
国
に
対
し
て
武
力
行
使
に
訴
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る（

（（（
（

」
と
。
こ
の
見
解
は
、

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
た
め
に
、
武
力
行
使
（
＝
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
支
援
）
を
援
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る（

（（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
い
た
か
と
い
う
争
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
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判
決
文
上
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
前
者
（
領
域
国
に
お
け
る
外
国
軍
の
存
在
が
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
解
釈
）

に
難
点
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
少
な
く
と
も
後
者
（
領
域
国
に
お
け
る
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
が
要
因
に
な
っ
た
と
い
う
解

釈
）
に
相
対
的
な
正
し
さ
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
。
曖
昧
さ
は
残
る
も
の
の
、Blaskic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決（

（（（
（

とKordic 

and Cerkez
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決（

（（（
（

に
対
し
て
も
、
同
様
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
本
判
決
は
、
も
う
一
つ
の
外
国
の
関

与
を
審
理
し
て
い
る
。
支
配
が
こ
れ
に
当
た
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
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
裁
判
部
と
し
て
は
、
網
羅
性
へ
の
配
慮
か

ら
、
第
二
の
テ
ス
ト
が
本
件
に
お
い
て
満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
が
紛
争
の
過
程
に
お
い
てH

V
O

に
対

し
て
全
般
的
支
配

4

4

4

4

4

を
及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
し
、「
全
般
的
支
配
」
が
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）

と
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
と
の
間
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
審
理
し
て
い
る
。

「
全
般
的
支
配
」
が
資
金
・
武
器
の
供
与
と
軍
事
行
動
の
組
織
・
調
整
・
計
画
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で

あ
る
。
こ
の
点
を
反
映
し
て
、
本
判
決
は
、
二
段
階
審
査
を
通
じ
て
「
全
般
的
支
配
」
の
存
否
を
判
断
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
こ

の
う
ち
、
第
一
審
査
は
「
資
金
的
お
よ
び
訓
練
上
の
援
助
、
軍
事
装
備
、
作
戦
上
の
支
援
を
提
供
し
た
」
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
の
に
対
し
、
第
二
審
査
は
「
軍
事
行
動
の
組
織
、
調
整
ま
た
は
計
画
に
参
加
し
た
」
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た（

（（（
（

。

第
一
審
査
に
関
し
て
言
え
ば
、
本
判
決
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
がABiH
と
の
紛
争
の
過
程
に
お
い
てH

V
O

に
対
し
て
資
金
を
供
与

し
、
軍
事
装
備
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
裁
判
部
は
満
足
し
て
い
る
」
と
判
断
し
て
い
る（

（（（
（

。
こ
の
点
に
関
し
て
、
一
例
を
挙
げ
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れ
ば
、
本
判
決
は
、「
実
際
に
、
非
常
に
多
く
のH

V

の
車
両
と
兵
器
の
存
在
が
数
多
く
報
告
さ
れ
た
た
め
、
事
実
上
、
後
方
支
援
が
ク
ロ

ア
チ
ア
共
和
国
か
ら
来
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
し（

（（（
（

、
第
一
審
査
の
充
足
を
肯
定
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
審
査
に
関
し
て
言
え
ば
、
本
判
決
は
、「
さ
ら
に
裁
判
部
と
し
て
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
がH

V
O

とABiH

と

の
間
の
紛
争
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
軍
事
行
動
の
組
織
、
計
画
ま
た
は
調
整
に
参
加
し
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
」
と
判
断
し
て
い
る（

（（（
（

。

こ
の
第
二
審
査
の
充
足
を
肯
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
例
え
ば
、
本
判
決
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
指
導
者
はH

V
O

指
揮
命
令
系
統
の
最
も
高
い

地
位
にH

V

メ
ン
バ
ー
を
任
命
す
る
こ
と
に
よ
っ
てH

V
O

へ
の
支
配
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
し
て
い
る（

（（（
（

。

こ
れ
ら
の
二
段
階
審
査
の
結
果
と
し
て
、
本
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
上
記
の
理
由
か
ら
、
裁
判
部
と

し
て
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
が
本
件
の
関
連
す
る
紛
争
の
過
程
に
お
い
てH

V
O

に
対
し
て
全
般
的
支
配
を
及
ぼ
し
た
と
い
う
こ
と
を
判

断
す
る
も
の
で
あ
る（

（（（
（

」
と
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
も
う
一
つ
の
外
国
の
関
与
で
あ
る
支
配
に
基
づ
き
審
理
し
、「
全
般
的
支
配
」
が

外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
と
叛
徒
（
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
と
の
間
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
結
論
付
け
て
い
る
。

（
イ
）
支
配
の
効
果

次
に
、
支
配
の
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
判
決
は
、「
問
題
は
国
家
機
関
の
地
位
を
有
し
な
い
個
人
の
行
為
の
国
家
へ

の
帰
属
の
た
め
の
基
準
を
確
立
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
方
で
、
こ
れ
ら
の
行
為

は
、
あ
る
国
家
に
帰
属
す
る
場
合
、
当
該
国
の
国
際
責
任
を
発
生
さ
せ
る
も
の
に
な
る
の
に
対
し
、
他
方
で
、
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

紛
争
と
し
て
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
を
確
保
す
る
も
の
に
な
る（

（（（
（

」（
傍
点
引
用
者
）
と
。

こ
の
箇
所
は
、
支
配
（「
全
般
的
支
配
」）
が
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
に
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
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
と
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な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
に
お
い
て
、
支
配
の
効
果
は
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー

チ
に
伴
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
注
意
す
べ
き
は
、「
全
般
的
支
配
」
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
本
判
決
が
そ
の
他
の
判
決
と
比
べ
て
柔
軟
に
運
用
し
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
全
般
的
支
配
」
の
充
足
を
立
証
す
る
た
め
に
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部

判
決
は
、
外
国
軍
と
叛
徒
と
の
間
に
構
成
員
の
移
動
が
あ
っ
た
こ
と
、
外
国
軍
が
叛
徒
に
対
し
て
給
与
を
支
払
っ
た
こ
と
、
類
似
の
軍
事

的
な
目
標
・
戦
略
が
外
国
軍
と
叛
徒
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
こ
と
、
叛
徒
が
外
国
軍
と
同
一
の
階
級
制
を
持
っ
た
こ
と
、
外
国
軍
が
資
金

そ
の
他
の
後
方
支
援
を
超
え
て
叛
徒
を
監
督
し
た
こ
と
な
ど
の
複
数
の
事
実
関
係
を
摘
示
し
た（

（（（
（

の
に
対
し
、
本
判
決
は
、
外
国
軍
が
叛
徒

の
構
成
員
に
資
金
・
武
器
な
ど
の
後
方
支
援
を
提
供
し
た
こ
と
以
外
で
言
え
ば
、
外
国
軍
が
叛
徒
の
構
成
員
に
任
命
を
行
っ
た
こ
と
な
ど

を
摘
示
す
る
の
み
で
あ
っ
た（

（（（
（

か
ら
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
比
較
的
容
易
に
「
全
般
的
支
配
」
の
充
足
を
立
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。こ

の
点
に
関
し
て
、
想
起
す
べ
き
は
、Blaskic
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
とKordic and Cerkez

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
の
次
の
一

節
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
問
題
の
支
配
国
が
、
紛
争
発
生
国
に
対
し
て
領
域
的
な
野
心
を
有
す
る
隣
国
で
あ
り
、
そ
の
支
配
国
が
、
自
国

の
支
配
す
る
軍
隊
を
通
じ
て
、
自
国
の
領
域
的
拡
張
を
達
成
す
る
こ
と
を
企
て
て
い
る
場
合
は
、
敷
居
を
立
証
す
る
こ
と
が
よ
り
容
易
な

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

も
の
と
な
る
だ
ろ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

」（
（（（
（

（
傍
点
引
用
者
）
と
。
こ
の
一
節
は
、
外
国
が
領
域
的
な
野
心
を
抱
く
隣
国
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、「
全
般
的
支

配
」
の
立
証
責
任
を
軽
減
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

実
際
、
本
判
決
は
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
と
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
ボ
ス
ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
が
同
じ
究
極
の
目
標
、
す
な
わ
ち
、
ボ
ス
ニ

ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
ク
ロ
ア
チ
ア
地
区
の
ク
ロ
ア
チ
ア
国
家
へ
の
編
入
を
追
求
し
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
」
と
し（

（（（
（

、
ク
ロ
ア
チ
ア
が
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領
域
的
な
野
心
を
抱
く
隣
国
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
本
判
決
は
、
こ
の
立
証
責
任
軽
減

論
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
方
法
を
用
い
て
事
案
を
処
理
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る（

（（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
確
か
に
「
全
般
的
支
配
」
は
一
般
的
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
立
証
責
任
を
め
ぐ
っ
て
は
、
事
件

の
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
に
応
じ
て
、
変
動
し
得
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。「
全
般
的
支
配
」
に
対
し
て
、
し

ば
し
ば
、「
現
場
に
お
け
る
状
況
の
大
き
な
多
様
性
に
適
応
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
の
は
［「
全
般
的
支
配
」
と
い
う
］
基
準

の
柔
軟
性
に
あ
る（

（（（
（

」
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
言
い
当
て
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、N

aletilic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
の
判
断
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
の
判
断
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
う
ち
、

「（
ⅰ
）
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
」
と
「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に

行
動
す
る
場
合
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
本
判
決
の
判
断
が
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、（Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
の
判
断
と
は
異
な
っ
て
）
二
つ
の
基
準
（「（
ⅰ
）
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
」

＝
干
渉
／
「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
＝
支
配
）
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
と
言
え
る
。

三
　
ま
と
め

以
上
、
本
章
は
、ICTY

判
例
を
検
討
し
て
き
た
。
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
に
あ
た
っ

て
は
、
複
数
の
関
連
判
決
が
あ
っ
た
。
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ま
ず
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
判
断
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
基
礎
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
判
断
を
導
く
た
め
に
本
判
決
が
根
拠
と
し
た
の
が
、ICTY

設
立
以
前
の
要
素
で
あ
る

国
連
の
機
関
（
安
保
理
と
国
連
事
務
総
長
の
各
立
場
）
と
紛
争
当
事
者
合
意
で
あ
る
。
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の

併
存
と
い
う
判
断
は
、
そ
の
後
のICTY

の
起
点
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
因
み
に
、
本
判
決
の
判
断
は
、ICTY

設
立
前
史
を
考
察
対
象
と
し
た
前
章
の
検
討
と
基
本
的
に
軌
を
一
に
す
る
。

次
に
、Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
の
判
断
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
に
再
び
立
ち
戻
っ
た
上
で
、
外
国
の
二

つ
の
関
与
が
あ
る
状
況
に
関
し
て
は
、（
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
併
存
で
は
な
く
）
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
肯
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
判
決
は
、
外
国
の
二
つ
の
関
与
と
し
て
、
干
渉
と
支
配
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
の
判
断
は
、
外
国
の
二
つ
の
関
与
、
す
な
わ
ち
、
干
渉
と
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
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
の
判
断
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
提
示
し
た
上
で
、
支
配
に
基
づ
き
、
非
国
際
的
武
力
紛

争
の
国
際
化
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
支
配
の
法
的
性
質
を
一
層
深
化
さ
せ
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
特

定
し
て
述
べ
れ
ば
、
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
に
お
け
る
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
が
分
析
の
端
緒
と
な
る
こ
と
、
さ
ら
に

国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
上
で
、「
全
般
的
支
配
」
に
依
拠
し
て
非
国
際
的
武

力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

後
続
す
る
判
決
の
一
つ
で
あ
るN

aletilic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
の
判
断
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
適
用
し
、
干
渉
と
支
配
と
い
う
外

国
の
二
つ
の
関
与
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
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
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
っ
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た
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
と
同
様
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
適
用
し
、
干
渉
と
支
配
と
い
う
外
国
の
二
つ
の
関
与
に
基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
非
国

際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
判
断
は
、
曖
昧
な
部
分
は
あ
る
も
の
の
、Blaskic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判

決
とKordic and Cerkez

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
か
ら
も
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
諸
判
決
の
判
断
を
考
慮
す
る
と
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
よ
う
に
評
価

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ICTY

判
例
の
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
言
え
ば
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
併
存
を
起
点
と
し
た
上
で
、
外
国
の
二
つ

の
関
与
、
す
な
わ
ち
、
干
渉
と
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
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
支
配
の

み
に
基
づ
き
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
判
断
は
見
ら
れ
た
（Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
）。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、

あ
く
ま
で
も
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
前
と
以
後
の
双
方
に
お
い
て
、
干
渉
と
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
判
断
が
見
ら
れ
た
（Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
／N

aletilic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
な
ど
）
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
む
し
ろ
、

こ
の
判
断
がICTY

判
例
の
全
体
的
な
傾
向
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
局
、
こ
の
判
断
はICTY

最
後
の
判
決
に
よ
っ
て
も

踏
襲
さ
れ
た
の
で
あ
る（

（（（
（

。

こ
の
こ
と
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
う
ち
、「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
の
み
が
「
そ

れ
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
」
と
い
う
柱
書
の
箇
所
に
係
る
と
い
う
解
釈
が
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
本
章
の

検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、「（
ⅰ
）
他
国
が
自
国
の
軍
隊
を
通
じ
て
当
該
紛
争
に
干
渉
す
る
場
合
」
と
「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当

事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る
場
合
」
の
双
方
と
も
「
そ
れ
は
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
」
と
い
う
柱
書
の
箇
所
に
係
る
と
い
う
解
釈

の
方
がICTY

判
例
の
全
体
的
な
傾
向
に
沿
う
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
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は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、（
一
つ
の
基
準
で
は
な
く
、
む
し
ろ
）
二
つ
の
基
準
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
の
内
実
を
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
ど
の
よ

う
な
点
に
武
力
紛
争
法
の
発
展
が
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
は
武
力
紛
争
法
上
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
章
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
検
討
を
加
え
、
武
力
紛
争
法
に
お
け
るICTY

判
例
の
再
定
位
を
試
み
る
。

︿
注
﹀

（
（（（
） Tadic

事
件
当
時
の
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
状
況
に
関
し
て
要
領
を
得
た
説
明
と
し
て
、A. de H

oogh, “Articles 4 and 8 of the 2001 ILC 

Articles on State Responsibility, the Tadić Case and Attribution of Acts of Bosnian Serb Authorities to the Federal Republic of Yugoslavia,” 

British Year Book of International Law, Vol. 72 (2002), pp. 258-260.

（
（（（
） 

検
察
側
が
提
出
し
た
起
訴
状
は
、Tadic

の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
、
非
セ
ル
ビ
ア
系
住
民
（
ム
ス
リ
ム
系
住
民
と
ク
ロ
ア
チ
ア
系
住
民
）
に
対
す
る
殺
人
、

強
姦
、
拷
問
、
非
人
道
的
待
遇
な
ど
を
挙
げ
て
い
た
。Indictm

ent, the Prosecutor of the Tribunal against Tadic, 13 February 1995, Tadic Case 

N
o. IT-94-1-I.

（
（（（
） F. D

opagne, “La Responsabilité de lʼÉtat du Fait des Particuliers: les Causes dʼIm
putation revisitées par les Articles sur la Responsabilité 

de lʼÉtat pour Fait internationalem
ent illicite,” Revue Belge de D

roit International, Vol. 34 (2001), p. 501.

（
（（（
） Supra note 23, para. 84.
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（
（（（
） Ibid., para. 87.

（
（（（
） Ibid., para. 87.

（
（（（
） Schabas, supra note 67, p. 243.

（
（（（
） 

こ
の
判
断
は
す
で
にTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
は
、「
ボ
ス
ニ
ア
の
セ

ル
ビ
ア
叛
徒
が
国
家
を
構
成
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
お
そ
ら
く
、［
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ

ナ
中
央
当
局
と
の
間
の
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
性
格
付
け
る
と
い
う
］
分
類
は
、
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
が
反
乱
団
体
と
し
て
行
動
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
他
国
、
す
な
わ
ち
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
（
セ
ル
ビ
ア
）
の
機
関
ま
た
は
政
府
職
員
と
し
て
行
動
し
て
い
る
と
い
う
黙
示
の
想

定
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
」
と
し
（supra note 24, para. 76

）、
類
似
の
判
断
を
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

（
（（（
） Supra note 23, para. 97.

（
（（（
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
検
討
す
べ
き
問
題
に
対
す
る
法
的
な
解
決
策
は
、
こ
の
問
題
に
直
接
に
関
連
す
る
法
集
合
で
あ
る
国
際
人
道
法
の
中
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」（ibid., para. 90

）
こ
と
、
さ
ら
に
「
国
際
人
道
法
の
規
則
と
原
則
の
集
合
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
一
見
し

た
と
こ
ろ
国
内
的
で
あ
る
武
力
紛
争
に
お
い
て
戦
っ
て
い
る
兵
士
が
、
た
と
え
外
国
の
機
関
の
地
位
を
正
式
に
持
た
な
い
と
し
て
も
、
当
該
外
国
の
た
め

に
行
動
し
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
す
る
た
め
の
法
的
基
準
を
有
し
て
い
る
」（ibid., para. 90

）
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
判
決
の
前
提
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
武
力
紛
争
法
が
分
析
の
端
緒
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
（（（
） Ibid., para. 92.

（
（（（
） Ibid., para. 92.

（
（（（
） Ibid., para. 94.

（
（（（
） Ibid., para. 94. 

同
様
の
観
点
か
ら
、
本
判
決
は
、「
上
訴
裁
判
部
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
三
条
約
が
第
四
条
に
お
い
て
『
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
』
の
要
件
を
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定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
黙
示
的
に
支
配
の
基
準
に
言
及
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
」
と
し
て
い
る
。Ibid., para. 95.

（
（（（
） Ibid., para. 92.

（
（（（
） Ibid., para. 93.

（
（（（
） Ibid., para. 98.

（
（（（
） Ibid., para. 98. 
本
判
決
が
「
支
配
の
概
念
―
―
個
人
が
事
実
上
の
国
家
機
関
と
し
て
行
動
し
て
い
る
と
見
な
す
た
め
の
基
準
に
関
す
る
一
般
国
際
規
則
に

よ
っ
て
国
際
人
道
法
を
補
完
す
る
必
要
性
」
と
題
し
た
上
で
、
検
討
を
進
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
（（（
） 

本
判
決
は
、「
国
家
責
任
に
関
す
る
一
般
規
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
基
準
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ibid., para. 105

）
と
し
、
国
家
責
任
法
の
規

則
に
依
拠
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
（（（
） 

良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
に
関
し
て
は
、
邦
語
・
欧
語
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ま
で
非
常
に
数
多
く
の
論
考
が
発
表
さ
れ

て
き
た
。
そ
こ
で
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
論
考
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
本
稿
は
、
あ
く
ま
で
も
本
稿
の
問
題

関
心
に
照
ら
し
て
必
要
と
考
え
ら
れ
る
最
小
限
度
の
こ
と
を
記
述
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
さ
し
あ
た
り
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
を
一
般
的
に
論

じ
た
代
表
的
な
論
考
と
し
て
、
次
の
も
の
を
記
し
て
お
く
。L. Condorelli, “Lʼim

putation à lʼEtat dʼun fait internationalem
ent illicite: solutions 

classiques et nouvelles tendances,” Recueil des Cours, Vol. 189 (1984), pp. 9-222; C. Kress, “Lʼorgane de facto en droit international public: 

réflexions sur lʼim
putation à lʼEtat de lʼacte dʼun particulier à la lum

ière des développem
ents récents,” Revue Général de Droit International 

Public, Vol. 105 (2001), pp. 93-144; 

薬
師
寺
公
夫
「
国
際
法
委
員
会
『
国
家
責
任
条
文
』
に
お
け
る
私
人
行
為
の
国
家
へ
の
帰
属
」
山
手
治
之
・
香
西

茂
（
編
）『
21
世
紀
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
と
平
和
―
―
国
際
法
の
新
し
い
発
展
を
め
ざ
し
て

　
上
巻
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
二
六
一
―
三
二
一
頁; 

兼
原
敦
子
「
行
為
帰
属
論
の
展
開
に
み
る
国
家
責
任
法
の
動
向
」『
立
教
法
学
』
第
七
四
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
―
四
一
頁; 

浅
田
正
彦
「
非
国
家
主
体
の
行

為
の
国
家
へ
の
帰
属
―
―
包
括
的
帰
属
関
係
と
個
別
的
帰
属
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
一
一
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
―
二
八
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頁
。

（
（（（
） Supra note 23, para. 98.

（
（（（
） Ibid., para. 120.

（
（（（
） Ibid., para. 137.

（
（（（
） 

本
判
決
は
判
決
文
の
様
々
な
箇
所
に
お
い
て
「
全
般
的
支
配
」
を
説
明
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
本
文
に
記
し
た
箇
所
の
他
に
、
本
判
決
は
、「
軍
事
的
ま
た

は
準
軍
事
的
な
集
団
の
行
為
を
国
家
に
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
該
国
が
集
団
に
対
し
て
、
装
備
し
、
資
金
を
提
供
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
そ
の
軍

事
活
動
を
調
整
し
、
ま
た
は
そ
の
一
般
的
な
計
画
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
般
的
支
配
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

し
て
い
る
。Ibid., para. 131.

（
（（（
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
一
点
注
意
を
要
す
る
の
は
、
本
判
決
と
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
「
実
効
的
支
配
」
を
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
反
対
し

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
状
況
に
応
じ
て
「
実
効
的
支
配
」
が
当
て
は
ま
る
余
地
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
本
判
決
の
判
断
を
ま

と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
非
組
織
集
団
が
問
題
と
な
る
状
況
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
実
効
的
支
配
」
が
（ibid., paras. 

118-119

）、
第
二
に
、
組
織
集
団
が
問
題
と
な
る
状
況
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
全
般
的
支
配
」
が
（ibid., paras. 120-123

）、
第
三
に
、
国
家
の
組
織
内
の
個

人
が
問
題
と
な
る
状
況
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
国
家
の
組
織
内
に
お
け
る
実
際
上
の
行
動
」
が
（ibid., para. 141

）
そ
れ
ぞ
れ
と
し
て
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な

る
。
本
判
決
の
判
断
を
把
握
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
本
判
決
が
「
実
効
的
支
配
」
の
当
て
は
ま
る
余
地
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
（（（
） 

実
際
、「
全
般
的
支
配
」
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
判
決
は
、「
国
家
が
集
団
の
長
ま
た
は
構
成
員
の
い
ず
れ
か
に
対
し
て
国
際
法
に
反
す
る
特
定
の
行

為
の
実
行
の
た
め
の
指
示
を
出
す
べ
き
こ
と
ま
で
は
必
要
で
な
い
」（ibid., para. 131
）
こ
と
、「
こ
の
［
全
般
的
支
配
の
］
要
件
は
国
家
が
特
定
の
命
令
、

ま
た
は
個
々
の
活
動
に
つ
い
て
の
指
揮
を
出
す
こ
と
ま
で
含
む
も
の
で
は
な
い
」（ibid., para. 137

）
こ
と
を
指
摘
し
、
特
定
の
指
示
・
命
令
・
指
揮
ま
で
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求
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

（
（（（
） 
補
足
的
に
述
べ
る
と
、
本
判
決
は
「
実
効
的
支
配
」
の
妥
当
性
を
退
け
る
に
先
立
っ
て
二
つ
の
前
提
的
な
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
一
つ
の
問
題
は
、
帰

属
の
た
め
の
条
件
が
国
家
責
任
と
個
人
の
刑
事
責
任
と
で
区
別
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
論
理
的
に
こ

の
条
件
は
本
件
に
お
い
て
双
方
と
も
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（ibid., para. 104

）
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「（
ⅰ
）
個
人
の

実
施
す
る
行
為
が
国
家
に
帰
属
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
裁
判
所
の
任
務
が
あ
る
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
該
国
の
国
際
責
任
が
生
じ
る
の

に
対
し
、（
ⅱ
）
個
人
が
事
実
上
の
国
家
機
関
と
し
て
行
動
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
裁
判
所
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
紛
争

が
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
り
、『
重
大
な
違
反
』
制
度
を
適
用
す
る
た
め
に
必
要
な
前
提
条
件
が
満
た
さ
れ
る
」（ibid., para. 104

）
と
。
そ
の
上
で
、
本
判

決
は
、「
双
方
の
場
合
に
お
い
て
国
家
責
任
と
個
人
の
刑
事
責
任
と
の
間
の
区
別
は
問
題
と
な
ら
な
い
」（ibid., para. 104

）
と
し
、
帰
属
の
た
め
の
条
件
が

国
家
責
任
と
個
人
の
刑
事
責
任
と
で
区
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
、「
実
効
的
支
配
」
を
提
示

し
たN

icaragua

事
件
本
案
判
決
の
判
決
文
の
解
釈
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
。N

icaragua

事
件
本
案
判
決
が
「
実
効
的
支
配
」
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て

「
依
存
と
支
配
」
に
言
及
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
本
判
決
は
、「
実
効
的
支
配
」
と
「
依
存
と
支
配
」
が
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
答

え
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
本
判
決
は
、「
確
か
に
、N

icaragua

事
件
本
案
判
決
の
第
一
一
五
項
に
お
い
て
『
実
効
的
支
配
』
は
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、

ICJ

が
第
一
〇
九
項
に
お
い
て
先
に
提
示
し
た
『
依
存
と
支
配
』
と
異
な
る
テ
ス
ト
と
し
て
『
実
効
的
支
配
』
を
提
示
し
て
い
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
く
同

一
の
テ
ス
ト
の
要
件
を
詳
述
し
て
い
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
」（ibid., para. 112

）
と
断
っ
た
上
で
、「
上
訴
裁
判
部
と
し
て
は
、
後
者
が
正
し
い
解
釈
で

あ
る
と
考
え
る
」（ibid., para. 112

）
と
し
、N

icaragua

事
件
本
案
判
決
が
「
実
効
的
支
配
」
と
「
依
存
と
支
配
」
を
同
一
の
も
の
と
し
て
提
示
し
た
と

判
断
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
前
提
的
な
問
題
に
対
す
る
本
判
決
の
各
判
断
を
め
ぐ
っ
て
は
、
判
事
が
そ
れ
ぞ
れ
反
論
を
提
起
し
て
い
る
。

前
者
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、Shahabuddeen

判
事
が
（Separate O

pinion of Judge Shahabuddeen, ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgem
ent, 

Appeals Cham
ber, paras. 17-18

）、
後
者
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、（Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
に
お
い
て
）M

cD
onald

判
事
が
（Separate and 
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D
issenting O

pinion of Judge M
cD

onald Regarding the Applicability of Article 2 of the Statute, ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgem
ent, 

Trial Cham
ber, pp. 295-296

）
そ
れ
ぞ
れ
異
論
を
提
起
し
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
少
な
く
と
も
後
者
の
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
後
に

G
enocide

条
約
適
用
事
件
本
案
判
決
がN

icaragua

事
件
本
案
判
決
を
取
り
上
げ
、「
実
効
的
支
配
」
と
「
依
存
と
支
配
」
を
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
も
の
と
し
て

提
示
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
（ICJ Reports 2007, pp. 202-211, paras. 385-407

）
こ
と
か
ら
、
本
判
決
の
解
釈
で
は
な
く
、
そ
れ
と
反
対
の
立
場

に
立
つM

cD
onald

判
事
の
解
釈
が
正
し
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
のG

enocide

条
約
適
用
事
件
本
案
判
決
へ
の
詳
細
な
検
討
と
し
て
、
次
の
論
考
を
参
照

せ
よ
。
薬
師
寺
公
夫
「
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
条
約
適
用
事
件ICJ

本
案
判
決
―
―
行
為
の
帰
属
と
国
の
防
止
義
務
再
論
―
―
」
坂
元
茂
樹
（
編
）『
国
際
立
法
の
最

前
線
（
藤
田
久
一
先
生
古
稀
記
念
）』（
有
信
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
三
二
七
―
三
七
七
頁
。

（
（（（
） Supra note 23, para. 117.

（
（（（
） Ibid., para. 124.

（
（（（
） Ibid., paras. 125-129.

（
（（（
） 

こ
の
先
例
的
価
値
に
対
す
る
疑
問
は
、
例
え
ば
、
次
の
論
考
に
よ
っ
て
鋭
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
。M

. Sassòli and L. O
lson, “The judgm

ent of the ICTY 

Appeals Cham
ber on the m

erits in the Tadic case: N
ew

 horizons for international hum
anitarian and crim

inal law
?,” International Review 

of the Red Cross, Vol. 82 (2000), pp. 3-4; M
. M

ilanovic, “State Responsibility for Genocide,” The European Journal of International Law, 

Vol. 17 (2006), pp. 586-587. 

こ
れ
に
対
し
て
反
論
を
試
み
る
論
考
と
し
て
、A. Cassese, “The N

icaragua and Tadić Tests Revisited in Light of 

the ICJ Judgm
ent on G

enocide in Bosnia,” The European Journal of International Law, Vol. 18 (2007), p. 658, n. 17.

（
（（（
） 

こ
の
結
果
、Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
の
判
断
は
、
本
判
決
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
は
、「
ス
ル
プ

ス
カ
共
和
国
軍
、
そ
し
て
、
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
全
体
は
、
少
な
く
と
も
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以
降
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
（
セ
ル
ビ
ア
）

政
府
か
ら
は
別
個
の
法
的
実
体
で
あ
っ
た
」（ICTY, Prosecutor v. Tadic, Judgem

ent, Trial Cham
ber, para. 584

）
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
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べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
仮
に
本
件
の
目
的
か
ら
、
ま
た
は
よ
り
一
般
的
に
、
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
軍
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
（
セ
ル
ビ
ア
）
の

事
実
上
の
機
関
と
し
て
行
動
し
て
い
た
な
ら
ば
、
本
件
に
お
い
て
、
ス
ル
プ
ス
カ
共
和
国
軍
の
行
為
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
の
国
民

で
は
あ
る
も
の
の
、Prijedor

地
区
に
関
連
し
て
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
以
降
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
（
セ
ル
ビ
ア
）
に
帰
属
す
る
こ
と
に

な
る
」（ibid., para. 584

）
と
。
こ
の
こ
と
は
、Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
が
（
本
判
決
と
同
じ
く
）
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー

チ
す
る
と
い
う
手
法
に
立
つ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
は
、（
本
判
決
と
異
な
り
）「
実
効
的
支

配
」
に
依
拠
す
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
は
、「ICJ

は
、
米
国
に
対
し
て
、
必
要
な
支
配
の
程
度
を
決

め
る
に
あ
た
っ
て
は
極
め
て
高
い
敷
居
の
基
準
を
設
定
し
た
」
と
し
た
上
で
、「［
コ
ン
ト
ラ
の
］
行
為
が
米
国
の
法
的
責
任
を
発
生
さ
せ
る
目
的
か
ら
は
、

嫌
疑
あ
る
違
反
の
行
わ
れ
た
過
程
に
お
い
て
米
国
が
軍
事
的
ま
た
は
準
軍
事
的
活
動
に
対
し
て
実
効
的
支
配
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
原
則
と
し
て
証
明
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、「
実
効
的
支
配
」
に
立
脚
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。Ibid., para. 585. 

こ
の
よ
う
にTadic

事
件
第
一
審
裁

判
部
判
決
は
「
実
効
的
支
配
」
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
判
決
は
「
実
効
的
支
配
」
を
批
判
し
「
全
般
的
支
配
」
に
依
拠
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
本
判
決
は
、Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
と
正
反
対
の
判
断
を
示
し
た
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。Tadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
の
紹
介
と
そ
れ
に
対
す
る
簡
潔
な
批
評
と
し
て
、
次
の
論
考
を
参
照
せ
よ
。M

. Scharf, 

“International D
ecisions: Prosecutor v. Tadic Case N

o. IT-94-1-T. International Crim
inal Tribunal for form

er Yugoslavia, M
ay 7, 1997,” 

The A
m

erican Journal of International Law
, Vol. 91 (1997), pp. 718-721; T. M

eron, “Classification of A
rm

ed Conflict in the Form
er 

Yugoslavia: N
icaraguaʼs Fallout,” The A

m
erican Journal of International Law, Vol. 92 (1998), pp. 236-239.

（
（（（
） Supra note 23, paras. 150-151. 

本
判
決
に
お
い
て
「
全
般
的
支
配
」
を
立
証
す
る
事
実
関
係
に
つ
い
て
は
、R. Kolb, “The Jurisprudence of the 

Yugoslav and Rw
andan Crim

inal Tribunals on their Jurisdiction and on International Crim
es,” British Year Book of International Law, 

Vol. 71 (2000), p. 276, n. 77.
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（
（（（
） Supra note 23, para. 162.

（
（（（
） Ibid., para. 162.

（
（（（
） 

こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
二
〇
〇
〇
年
三
月
二
四
日
のAleksovski

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
に
よ
っ
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
と
い

う
の
も
、
本
判
決
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
の
提
示
し
た
支
配
に
基
づ
き
審
理
を
進
め
、「
全
般
的
支
配
」
が
外
国
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
と
叛
徒
（
ク

ロ
ア
チ
ア
叛
徒
）
と
の
間
に
存
在
し
た
こ
と
を
結
論
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
判
決
の
関
連
箇
所
を
読
む
限
り
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部

判
決
の
判
断
と
同
様
、
本
判
決
の
判
断
は
、
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
配
（「
全
般
的
支
配
」）
の
み
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
い
て
い

る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。ICTY, Prosecutor v. A

leksovski, Judgem
ent, Appeals Cham

ber, paras. 120-146. 

こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
本
判
決
は
、

タ
ジ
ッ
チ
定
式
を
適
用
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
実
質
的
に
タ
ジ
ッ
チ
定
式
の
「（
ⅱ
）
国
内
的
武
力
紛
争
の
一
部
の
当
事
者
が
他
国
の
た
め
に
行
動
す
る

場
合
」
に
相
当
す
る
も
の
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
タ
ジ
ッ

チ
定
式
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、
あ
く
ま
で
も
一
つ
の
基
準
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
（（（
） C. H

oefer, “N
aletilić and M

artinović,” in Cassese, supra note 146, pp. 836-838.

（
（（（
） Indictm

ent, the Prosecutor of the Tribunal against N
aletilic and M

artinovic, 18 D
ecem

ber 1998, N
aletilic Case N

o. IT-98-34-I, para. 10.

（
（（（
） Ibid., paras. 25-58.

（
（（（
） ICTY, Prosecutor v. N

aletilic, Transcript, Trial Cham
ber, 28th O

ctober 2002, p. 16638.

（
（（（
） ICTY, Prosecutor v. N

aletilic, Transcript, Trial Cham
ber, 30th O

ctober 2002, p. 16761.

（
（（（
） Ibid., p. 16754.

（
（（（
） Ibid., p. 16749.

（
（（（
） 

因
み
に
、
本
文
に
記
し
た
検
察
側
と
弁
護
側
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
は
、
検
察
側
と
弁
護
側
の
双
方
がICTY

に
提
出
し
た
意
見
書
に
お
い
て
繰
り
返
し
確
認
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さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。Prosecutorʼs Pre-Trial Brief, 11th O

ctober 2000, N
aletilic Case N

o. IT-98-34-PT, pp. 36-38; Final Brief of the 

Accused N
aletilic, 23th O

ctober 2002, N
aletilic Case N

o. IT-98-34-T, pp. 110-134; Final Brief of the Accused M
artinovic, 18th N

ovem
ber 

2002, N
aletilic Case N

o. IT-98-34-T, pp. 18-26.

（
（（（
） B. Bonafé, “Blaškić,” in Cassese, supra note 146, pp. 610-612; B. Bonafé, “Kordić and Čerkez,” in Cassese, supra note 146, pp. 763-766. 

正
確
に
言
う
と
、Kordic

は
、
ヘ
ル
ツ
ェ
グ
ボ
ス
ナ
・
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
の
指
導
的
な
政
治
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
。Ibid., p. 763.

（
（（（
） Supra note 27, para. 182.

（
（（（
） 

同
様
の
観
点
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
表
題
を
提
示
す
る
前
に
、
本
判
決
は
、
二
つ
の
手
順
に
従
っ
て
審
理
を
進
め
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。
第
一
は
、「
ク

ロ
ア
チ
ア
共
和
国
軍
がABiH
［
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
］
と
対
立
す
るH

V
O

［
ク
ロ
ア
チ
ア
防
衛
評
議
会
］
の
側
に
立
っ
て
ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
領
域
に
直
接
に
干
渉
し
た
こ
と
を
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
て
証
明
す
る
十
分
な
証
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
」（ibid., para. 188

）

こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
は
、「
二
つ
の
テ
ス
ト
が
代
替
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
がH

V
O

［
ク
ロ
ア
チ
ア

防
衛
評
議
会
］
に
対
し
て
全
般
的
支
配
を
及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
決
定
を
下
す
」（ibid., para. 188

）
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
手
順
は

二
つ
の
表
題
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

（
（（（
） Ibid., para. 189.

（
（（（
） Ibid., para. 191.

（
（（（
） Ibid., para. 192.

（
（（（
） 

本
文
に
記
し
た
こ
と
以
外
で
言
う
な
ら
ば
、
本
判
決
は
、「
事
実
上
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
存
在
す
るH

V

［
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府
軍
］
戦

闘
者
は
、
そ
の
大
多
数
が
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
に
お
い
て
戦
う
た
め
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
か
ら
来
て
自
国
［
ク
ロ
ア
チ
ア
］
を
守
る
た
め
に

戻
る
こ
と
に
な
っ
た
、
義
勇
兵
で
あ
っ
た
」（ibid., para. 195

）
と
い
う
弁
護
側
の
証
言
に
付
言
し
な
が
ら
、「
裁
判
部
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
関
係
を
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受
け
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
」（ibid., para. 195

）
と
断
じ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
本
判
決
は
、「
確
か
に
、
義
勇
兵
は
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
存

在
す
るH

V

［
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府
軍
］
戦
闘
者
を
構
成
し
た
も
の
の
、
義
勇
兵
の
大
多
数
を
派
遣
す
る
こ
と
を
実
際
に
組
織
し
た
の
は
ク
ロ
ア
チ
ア

共
和
国
で
あ
る
」（ibid., para. 195

）
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
判
決
は
、
弁
護
側
の
主
張
、
す
な
わ
ち
、
義
勇
兵
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ

ビ
ナ
に
存
在
し
た
と
い
う
主
張
を
退
け
、
ク
ロ
ア
チ
ア
政
府
軍
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
存
在
し
た
と
い
う
判
断
を
示
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
本
判
決
は
、
領
域
国
（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
）
に
お
け
る
外
国
軍
（
ク
ロ
ア
チ
ア
政
府
軍
）
の
存
在
を
摘
示
し
て
い
る
。

（
（（（
） Ibid., para. 192.

（
（（（
） Ibid., para. 192.

（
（（（
） Ibid., para. 196.

（
（（（
） 「
国
際
化
」と
い
う
用
語
の
意
味
の
多
様
性
に
つ
い
て
は
、次
の
論
考
が
紹
介
し
て
い
る
。K. M

ačák, Internationalized A
rm

ed Conflicts in International 

Law (O
xford U.P., 2018), pp. 24-28.

（
（（（
） 

第
一
の
用
語
法
に
基
づ
き
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
論
考
と
し
て
、
例
え
ば
、M

ilanovic and H
adzi-V

idanovic, supra note 7, p. 

292; N. Zam
ir, Classification of Conflicts in International H

um
anitarian Law: The Legal Im

pact of Foreign Intervention in Civil W
ars 

(Edw
ard Elgar, 2017), p. 8.

（
（（（
） 

第
二
の
用
語
法
に
基
づ
き
「
国
際
化
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
論
考
と
し
て
、
例
え
ば
、Vité, supra note 8, p. 86; D. Schindler, “The D

ifferent 

Types of Arm
ed Conflicts according to the G

eneva Conventions and Protocols,” Recueil des Cours, Vol. 163 (1979), p. 150.

（
（（（
） Supra note 27, para. 194.

（
（（（
） E. D

avid, Principes de droit des conflits arm
és (Bruylant, 2008), p. 175.

（
（（（
） Stew

art, supra note 6, pp. 328-329; Kolb, supra note 4, pp. 186-187; H
offm

ann, supra note 33, pp. 231-232; G
ray, supra note 34, pp. 81-



34

法政研究23巻２号（2019年）

85.
（
（（（
） 
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
、「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
るH

V
O

［
ク
ロ
ア
チ
ア
防

衛
評
議
会
］
とABiH

［
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
軍
］
と
の
間
の
紛
争
へ
のH

V

［
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
政
府
軍
］
の
直
接
的
な
干
渉
の
証
拠

が
あ
れ
ば
、
当
該
紛
争
が
そ
の
性
格
上
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
」
と
。Supra note 27, para. 197. 

こ
の
一
節
は
、

も
う
一
つ
の
外
国
の
関
与
で
あ
る
支
配
の
審
理
を
待
た
な
く
と
も
、
干
渉
の
結
果
と
し
て
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
が
（
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
は
な
く
）
国

際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、
本
判
決
は
、
上
記
一
節
に
続
け
て
、「
裁
判
部
と
し
て
は
、
網
羅
性
へ
の
配
慮
か

ら
（in the interest of com

pleteness/dans un souci dʼexhaustivité

）、
第
二
の
テ
ス
ト
が
本
件
に
お
い
て
満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、
ク

ロ
ア
チ
ア
共
和
国
が
紛
争
の
過
程
に
お
い
てH

V
O

［
ク
ロ
ア
チ
ア
防
衛
評
議
会
］
に
対
し
て
全
般
的
支
配
を
及
ぼ
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す

る
」
と
し
て
い
る
。Ibid., para. 197.

（
（（（
） Cryer, supra note 22, p. 44.

（
（（（
） 

こ
の
解
釈
の
可
能
性
を
探
る
論
考
と
し
て
、Stew

art, supra note 6, pp. 328-331.

（
（（（
） Supra note 27, paras. 191, 192, 195.

（
（（（
） 

こ
の
文
言
（
ま
た
は
こ
れ
に
類
似
す
る
文
言
）
が
本
判
決
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
慎
重
に
指
摘
す
る
論
考
と
し
て
、Stew

art, supra note 

6, p. 329.

（
（（（
） Supra note 27, para. 192.

（
（（（
） 

こ
の
解
釈
の
可
能
性
を
探
る
論
考
と
し
て
、Stew

art, supra note 6, pp. 328-331.

（
（（（
） S. Sivakum

aran, The Law of N
on-International A

rm
ed Conflict (O

xford U.P., 2012), p. 224.

（
（（（
） Supra note 27, para. 192.
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（
（（（
） N

icaragua

事
件
本
案
判
決
が
「
兵
器
ま
た
は
兵
站
支
援
も
し
く
は
そ
の
他
の
支
援
の
形
態
に
お
け
る
援
助
」
を
（
慣
習
国
際
法
上
で
は
あ
る
も
の
の
、
実

質
的
に
）
憲
章
第
二
条
四
項
の
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
」
に
当
た
る
と
判
断
し
た
（ICJ Reports 1986, p. 104, para. 195

）
こ
と
は
周

知
の
通
り
で
あ
る
。

（
（（（
） D. Akande, “Classification of Arm

ed Conflicts: Relevant Legal Concepts,” in W
ilm

shurst, supra note 22, p. 61.

（
（（（
） Ibid., p. 62.

（
（（（
） 

本
文
に
記
し
た
論
者
はAkande

で
あ
る
。Akande

は
、
必
ず
し
も
詳
細
に
論
拠
を
示
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、「Tadic

事
件
［
上
訴
裁
判
部
判
決
］
の
個

別
意
見
に
お
い
てShahabuddeen

判
事
が
用
い
た
基
準
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
（ibid., pp. 61-62

）、
同
判
事
の
意
見
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
のAkande
の
見
解
を
め
ぐ
っ
て
は
、
同
判
事
の
意
見
を
正
確
に
理
解
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
、Tadic

事
件
上

訴
裁
判
部
判
決
の
個
別
意
見
に
お
い
て
、
同
判
事
は
、「
武
力
紛
争
は
武
力
行
使
を
伴
う
」
と
し
、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
と
の
間
に
武
力
紛
争
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
が
、
ボ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ビ
ア
叛
徒
（V

RS

）
を
用
い

て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
対
し
て
武
力
を
行
使
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
」（supra note 242, para. 7

）
と
説
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
否
を
武
力
行
使
の
基
準
に
左
右
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
にBlaskic

事
件
第
一
審
裁
判
部

判
決
に
お
け
る
個
別
意
見
に
お
い
て
同
判
事
が
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
外
国
干
渉
を
原
因
と
し
て
、
継

続
中
の
国
内
的
武
力
紛
争
が
突
然
に
、
か
つ
、
必
然
的
に
そ
の
性
格
を
失
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
理
由
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」（D

eclaration 

of Judge Shahabuddeen, ICTY, Prosecutor v. Blaskic, Judgem
ent, Trial Cham

ber, p. 5

）
と
。
続
け
て
、
同
判
事
は
、「
外
国
干
渉
は
、
当
然
に

国
内
的
武
力
紛
争
か
ら
、
そ
の
国
内
的
性
格
を
完
全
に
奪
う
も
の
で
は
な
い
」（ibid., p. 6

）
と
結
論
付
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判

部
判
決
とBlaskic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
個
別
意
見
を
総
合
し
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
、
同
判
事
は
、
武
器
の
供
与
を

中
心
と
し
て
、
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
（
武
力
行
使
）
が
、
国
家
対
国
家
の
紛
争
を
惹
起
し
、
国
際
的
武
力
紛
争
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
是
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認
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
こ
と
は
、
外
国
と
領
域
国
と
の
関
係
に
当
て
は
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
性
格
そ
の
も
の
は

変
わ
ら
な
い
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
同
判
事
の
意
見
に
関
す
る
説
明
と
し
て
、Byron, supra note 6, pp. 76-78. 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

Akande
の
見
解
の
当
否
を
め
ぐ
っ
て
は
、
少
な
く
と
も
同
判
事
の
意
見
を
正
確
に
理
解
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
説
得
力

を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（（
） Supra note 25, paras. 83-94.

（
（（（
） Supra note 26, paras. 108-110.

（
（（（
） Supra note 27, para. 197.

（
（（（
） Ibid., para. 198.

（
（（（
） Ibid., para. 199.

（
（（（
） Ibid., para. 199.

（
（（（
） Ibid., para. 200.

（
（（（
） Ibid., para. 201.

（
（（（
） Ibid., para. 202.

（
（（（
） Ibid., para. 185. 

こ
の
箇
所
を
提
示
す
る
に
あ
た
っ
て
、
本
判
決
は
、Tadic

事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
の
一
節
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。

（
（（（
） Supra note 23, paras. 150-151.

（
（（（
） Supra note 27, paras. 199-201.

（
（（（
） Supra note 25, para. 121; supra note 26, para. 143.

（
（（（
） Supra note 27, para. 200.
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（
（（（
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
興
味
深
い
の
は
、ICTY

が
、
立
証
責
任
軽
減
論
以
外
に
、
立
証
責
任
転
換
論
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
方
法
を
用
い
て
事
案
を
処
理
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。D

elalic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
定
の
地
域
に
お
け
る
紛
争
が
独
立
の
国
内
紛

争
で
あ
り
、
よ
り
広
範
な
国
際
的
武
力
紛
争
と
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
な
い
限
り
、
も
し
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
紛
争
が
国

際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
際
人
道
法
の
関
連
規
範
は
、
敵
対
行
為
の
全
般
的
終
了
ま
で
、
領
域
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
。ICTY, 

Prosecutor v. D
elalic, Judgem

ent, Trial Cham
ber, para. 209. 

こ
の
判
断
は
、
も
し
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
か
ら
「
独
立
」・「
無

関
係
」
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
、
国
際
的
武
力
紛
争
だ
け
が
全
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
結
論
付
け
る
も
の
で
あ
る
。Aleksovski

事
件
第

一
審
裁
判
部
判
決
の
反
対
意
見
に
お
い
てRodrigues

判
事
が
解
説
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
配
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
「
立

証
責
任
を
転
換
し
た
」（D

issenting O
pinion of Judge Rodrigues, ICTY, Prosecutor v. A

leksovski, Judgem
ent, Trial Cham

ber, para. 20

）
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
立
証
責
任
転
換
論
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
立
証
責
任
軽
減
論
と
同
様
に
、
よ
り
容
易
に
、
非
国
際
的
武
力

紛
争
の
国
際
化
を
導
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
立
証
責
任
転
換
論
は
、
そ
の
後
の
判
決
に
お
い
て
、
踏
襲
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
判

例
と
し
て
は
確
立
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
立
証
責
任
転
換
論
を
用
い
る
た
め
に
は
、
叛
徒
が
元
々
外
国
に
属
し
て
い
た
と
い
う
「
推
定
」

を
行
う
必
要
が
あ
る
（Byron, supra note 6, p. 71
）
か
ら
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
な
ら
ば
と
も
か
く
、
一
般
論
と
し
て
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
こ

と
は
難
し
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
（（（
） M

. Bennouna, “The Characterisation of the Arm
ed Conflict in the Practice of the ICTY,” in M

ay, Tolbert, H
ocking, Roberts, Jia, M

undis 

and O
osthuizenp, supra note 159, p. 61.

（
（（（
） ICTY, Prosecutor v. Prlic, Judgem

ent, Trial Cham
ber, paras. 517-568; ICTY, Prosecutor v. Prlic, Judgem

ent, A
ppeals Cham

ber, paras. 

229-297.


