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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（五）・完

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
（
五
）・
完

第
四
章
　
武
力
紛
争
法
に
お
け
るIC
TY
判
例
の
再
定
位

前
章
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、ICTY

判
例
が
、
干
渉
と
支
配
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
のICTY

判
例
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
武
力
紛
争
法
の
発
展
が
見
出
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ

ら
は
ど
の
よ
う
に
武
力
紛
争
法
上
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問
題
に
答
え
る
た
め
、
ま
ず
、
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体

系
を
検
討
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
分
析
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
　
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系

（
一
）「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
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ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
が
成
立
す
る
前
の
時
代
に
お
い
て
、
戦
争
法
と
呼
ば
れ
る
法
規
則
群
は
、
国
家
の
い
わ
ゆ
る
交
戦
意
思
に
基
づ
く

「
法
上
の
戦
争
」
に
よ
っ
て
適
用
を
開
始
さ
せ
る
と
い
う
制
度
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
の
制
度
に
お
い
て
、
戦
争
法
が
あ
る
事
態
に
適

用
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
結
局
、
国
家
の
主
観
が
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
大
規
模
な
暴
力
行
為
の
応
酬
が
国
家
間

に
存
在
し
た
と
し
て
も
、
国
家
が
交
戦
意
思
さ
え
表
明
し
な
け
れ
ば
、
戦
争
法
が
当
該
事
態
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
反
省
を
受
け
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
が
成
立
し
た
後
の
武
力
紛
争
法
は
、「
法
上
の
戦
争
」
に
代
わ
っ
て
「
武
力
紛
争
」
に
基
づ

き
適
用
を
開
始
さ
せ
る
と
い
う
制
度
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た）

306
（

。
こ
の
結
果
、
武
力
紛
争
法
が
あ
る
事
態
に
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
は
、
交
戦
意
思
と
い
う
国
家
の
主
観
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
武
力
紛
争
」
と
い
う
客
観
的
な
事
実
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た）

307
（

。
武
力
紛
争
法
の
適
用
方
式
が
「
事
実
主
義
」
と
呼
称
さ
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
こ
と
に
求
め
ら
れ
る）

308
（

。

こ
の
「
事
実
主
義
」
を
土
台
と
す
る
武
力
紛
争
法
に
関
し
て
は
、
適
用
条
件
と
な
る
「
武
力
紛
争
」
の
概
念
に
二
つ
の
区
分
が
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
つ
が
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
。
国
際
的
武

力
紛
争
の
概
念
は
、
国
家
間
武
力
紛
争
、
民
族
解
放
紛
争
、
交
戦
団
体
承
認
が
与
え
ら
れ
る
紛
争
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
に
対
し
、
非
国
際

的
武
力
紛
争
の
概
念
は
、
一
国
の
領
域
内
に
生
じ
、
少
な
く
と
も
紛
争
当
事
者
の
一
方
を
叛
徒
と
す
る
紛
争
か
ら
構
成
さ
れ
る）

309
（

。

こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
、
紛
争
当
事
者
の
性
格
の
違
い
か
ら
、
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
的
武
力
紛

争
に
お
い
て
は
、
紛
争
当
事
者
は
双
方
と
も
交
戦
資
格
を
有
し
て
い
る
の
に
対
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
そ
う
で
は
な
い

（
少
な
く
と
も
叛
徒
は
交
戦
資
格
を
有
し
て
い
な
い
）。
こ
の
観
点
か
ら
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
し
て
は
、
対
等
な
者
が
対
立
す
る
状
況

と
し
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
し
て
は
、
対
等
で
な
い
者
が
対
立
す
る
状
況
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
形
容
さ
れ
て
き
た）

310
（

。

こ
の
紛
争
当
事
者
の
性
格
の
違
い
を
基
調
と
す
る
「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
は
、
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
を
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理
解
す
る
た
め
の
前
提
的
な
事
柄
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）

311
（

。
と
い
う
の
も
、
次
に
確
認
す
る
よ
う
に
、
紛
争
当
事
者
が
対
等

な
者
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
対
等
で
な
い
者
で
あ
る
か
と
い
う
差
異
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
各
々
に
お
け
る
暴

力
行
為
を
規
律
す
る
原
理
を
め
ぐ
っ
て
、
大
き
な
相
違
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
暴
力
行
為
を
規
律
す
る
原
理
の
違
い

で
は
、
紛
争
当
事
者
が
対
等
な
者
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
対
等
で
な
い
者
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力

紛
争
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
、
暴
力
行
為
を
規
律
す
る
原
理
は
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か）

312
（

。
一
方
で
、
対
等
な
者
が
対

立
す
る
状
況
で
あ
る
国
際
的
武
力
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
、
最
も
重
要
な
の
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
紛
争
当
事
者
に
つ
い
て
も
、
暴
力
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
が

相
互
に
許
容
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
紛
争
当
事
者
の
軍

隊
構
成
員
、
す
な
わ
ち
、
戦
闘
員
に
対
し
て
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る）

313
（

。

こ
の
結
果
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
暴
力
行
為
は
、
軍
事
的
必
要
性
に
立
脚
す
る
「
敵
対
行
為
型）

314
（

」
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
、

戦
闘
員
に
関
し
て
は
、
相
手
紛
争
当
事
者
の
合
法
的
軍
事
目
標
を
攻
撃
す
る
こ
と
が
互
い
に
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

315
（

。
さ
ら
に
、
こ
の
こ

と
か
ら
、
戦
闘
員
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
つ
の
特
権
・
免
除
を
享
受
す
る
こ
と
が
互
い
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）

316
（

。

こ
の
う
ち
、
一
つ
が
戦
闘
員
免
責
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
捕
虜
地
位
獲
得
で
あ
る
。
前
者
に
よ
る
と
、
戦
闘
員
は
、
武
力
紛
争
法
に
従
っ

て
戦
闘
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
敵
対
行
為
へ
の
直
接
参
加
を
理
由
と
し
て
、
い
か
な
る
責
任
も
負
う
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
、
後
者

に
よ
る
と
、
戦
闘
員
は
、
相
手
紛
争
当
事
者
の
権
力
内
に
陥
っ
た
場
合
、
捕
虜
の
地
位
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
力
紛
争
法
上
、
保
護
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を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
紛
争
当
事
者
の
対
等
性
に
由
来
し
て
、
暴
力
行
為
を
規
律
す
る
原
理
が
「
敵
対
行

為
型
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
幾
つ
か
の
規
範
的
な
事
柄
が
相
互
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
対
等
で
な

い
者
が
対
立
す
る
状
況
で
あ
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
事
情
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。と

い
う
の
も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
叛
徒
に
関
し
て
は
、
通
常
、
暴
力
行
為
を
実
施
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が

領
域
国
の
国
内
法
上
、
禁
止
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
反
乱
は
、
政
府
の
側
か
ら
す
る
と
、
例
え
ば
、
内
乱
罪
に
代
表
さ
れ
る

よ
う
に
、
す
べ
て
国
内
法
の
違
反
を
構
成
す
る
犯
罪
行
為
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
叛
徒
は
、
犯
罪
者
に
他
な
ら
な
い）
317
（

。

こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
者
を
取
り
締
ま
る
た
め
に
、
政
府
と
し
て
、
叛
徒
を
自
由
に
制
圧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る）

318
（

。

実
際
、
共
通
第
三
条
四
項）

319
（

、
さ
ら
に
第
二
追
加
議
定
書
第
三
条
一
項）

320
（

は
、
叛
徒
を
鎮
圧
す
る
政
府
の
権
利
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
趣
旨
の
規
定
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
暴
力
行
為
は
、
一
方
の
紛
争
当
事
者
（
政
府
）
が
も
う
一
方
の
紛
争
当
事
者
（
叛
徒
）

を
鎮
圧
す
る
と
い
う
構
造
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
比
例
性
の
原
則
と
必
要
性
の
原
則
に
立
脚
す
る
「
法
執
行
型）

321
（

」
と
し
て
性
格
付

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
質
的
に
、
叛
徒
を
め
ぐ
っ
て
は
、
戦
闘
員
と
な
り
得
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
点
に
伴
っ

て
、
戦
闘
員
免
責
と
捕
虜
地
位
獲
得
と
い
う
二
つ
の
特
権
・
免
除
も
享
受
し
得
な
い
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
付
言
す
れ
ば
、
こ
の
「
法
執
行
型
」
と
い
う
性
格
は
、
武
力
紛
争
法
の
実
体
的
な
規
則
の
う
ち
、
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
保
護
に

関
す
る
規
則
（
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
法
）
は
問
題
な
い
に
し
て
も
、
戦
闘
手
段
・
方
法
の
規
制
に
関
す
る
規
則
（
ハ
ー
グ
法
）
を
め
ぐ
っ
て
は
、
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一
定
程
度
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
を
根
拠
付
け
る
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

322
（

。

こ
の
よ
う
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
は
対
照
的
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
し
て
は
、
紛
争
当
事
者
の
非
対
等
性
か
ら
派
生
し
て
、

暴
力
行
為
を
規
律
す
る
原
理
が
「
法
執
行
型
」
で
あ
る）

323
（

こ
と
か
ら
、
幾
つ
か
の
規
範
的
な
事
柄
を
見
出
す
こ
と
が
、
困
難
を
極
め
る
こ
と

に
な
る
。
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
の
間
の
最
大
の
相
違
は
、
こ
の
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

二
　IC

TY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
―
―
そ
の
意
義
と
限
界

（
一
）
国
際
化
の
二
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

で
は
、
こ
の
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
を
念
頭
に
置
い
て
、（
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
る
）ICTY

判
例

に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
は
、
ど
の
よ
う
に
見
定
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
論
点
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
国
際
化
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
潜
在
的
に
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
国
際
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
従
来
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を

導
出
す
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
従
来
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
が
国
家
間
武
力
紛
争
、
民
族
解
放
紛
争
、
さ
ら
に
交
戦
団
体

承
認
の
関
係
す
る
紛
争
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
従
え
ば
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争

を
従
来
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
、
す
な
わ
ち
、
国
家
間
武
力
紛
争
、
民
族
解
放
紛
争
、
交
戦
団
体
承
認
の
関
係
す
る
紛
争
の
い
ず
れ

か
と
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
き
出
す
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、ICTY

判
例
に
お
い
て
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
国
家
間

武
力
紛
争
以
外
の
紛
争
と
捉
え
直
す
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、ICTY

判
例
の
対
象
と
す
る
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
第
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一
追
加
議
定
書
第
一
条
四
項
と
第
九
六
条
三
項
に
お
け
る
民
族
解
放
紛
争
の
要
件）

324
（

、
さ
ら
に
慣
習
国
際
法
に
お
け
る
交
戦
団
体
承
認
の
要

件）
325
（

を
満
た
す
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る）

326
（

。
む
し
ろ
、ICTY

判
例
が
処
理
し
た
紛
争
は
、
一
国

の
領
域
内
に
お
い
て
政
府
と
叛
徒
が
対
立
す
る
最
中
に
外
国
が
叛
徒
の
側
に
立
っ
て
干
渉
す
る
と
い
う
構
図
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
点
に

鑑
み
る
と
、
こ
の
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
関
し
て
、ICTY

判
例
に
お
い
て
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
国
家
間
武
力
紛
争
と
捉
え
直
す
こ

と
が
想
定
さ
れ
得
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
従
来
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
に
還
元
す
る
の
で
は
な
く
、
政
府
対
叛
徒
の
紛

争
そ
れ
自
体
を
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
出
す
る
と
い
う
メ
カ

ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
そ
れ
自
体
を
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
再
認
識
し
捉
え
直
し
、
こ
の
結
果

と
し
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
重
要
な
の
は
、
こ
の
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
が
、
国
家
間
武
力
紛
争
、
民
族
解
放
紛
争
、
交
戦
団
体
承
認
の
関
係
す
る

紛
争
か
ら
構
成
さ
れ
た
一
方
、
こ
の
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
新
た
に
同
概
念
に
取
り
込
む
も
の
に
他
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
を
修
正
す
る
こ
と
に
な
る
。
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基

本
体
系
は
「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
に
立
脚
し
た
（
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
二
元
化
さ
れ
た
）
も
の
の
、
仮

に
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
が
も
た
ら
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
は
消
滅
す
る
こ
と
に
な
る
（
国
際

的
武
力
紛
争
に
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
）。
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こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、
潜
在
的
に
言
う
な
ら
ば
、
国
際
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
、
第
一
に
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
国
家
間
武

力
紛
争
と
捉
え
直
す
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
第
二
に
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
そ
れ
自
体
を
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
認
識
す
る
と

い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る）

327
（

。
こ
の
う
ち
、
後
者
（
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
は
、
武
力
紛
争
法
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
は
、

一
定
の
意
義
を
持
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
と
り
わ
け
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
成
立
後
の
武
力
紛
争

法
に
関
す
る
論
争
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
整
備
さ
れ
た
規
則
を
、
い
か
に
し
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
い
う
問
い
に
腐
心
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
が
も
た
ら
さ
れ
れ
ば
、
こ
の
問
い
に
直
面
し
て
、

一
定
の
進
歩
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

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

判
例
の
二
つ
の
基
準
、
す
な
わ
ち
、
干
渉
と
支
配
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
の
ど
ち
ら
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、ICTY

判
例
の
論
理

を
辿
っ
て
い
く
と
、
支
配
が
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
、
干
渉
が
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、
便
宜
的
に
、
ま
ず
、
支
配
を
、
次
に
、
干
渉
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
二
）
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
の
存
否

（
１
）
支
配
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
支
配
に
関
し
て
、ICTY

判
例
は
、
分
析
の
端
緒
が
武
力
紛
争
法
上
の
戦
闘
員
資
格
の
規
則
、
特
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
捕
虜
条
約
第

四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
あ
る
こ
と
を
判
断
し
て
い
た
。
こ
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
が
実

質
的
に
支
配
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
武
力
紛
争
法
が
支
配
の
基
準
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
支
配
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の
基
準
に
対
し
て
は
、
一
般
国
際
法
、
す
な
わ
ち
、
国
家
責
任
法
上
の
行
為
帰
属
論
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、

「
実
効
的
支
配
」
が
国
家
責
任
法
の
論
理
に
合
致
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
裁
判
実
行
と
国
家
実
行
に
一
致
し
な
い
こ
と
に
鑑
み
て
、
よ
り
緩

や
か
な
基
準
で
あ
る
「
全
般
的
支
配
」
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
リ
ー
ズ
ニ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て
、
重
要
な
の
は
、
支
配
を
提
示
す
る
た
め
に
、ICTY

判
例
が
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の

「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
を
ス
タ
ー
ト
に
置
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
、
叛
徒
へ
の
外
国

の
支
配
を
通
じ
て
、
領
域
国
対
叛
徒
が
「
属
す
る
」
外
国
の
紛
争
、
言
い
換
え
れ
ば
、
国
家
間
武
力
紛
争
と
捉
え
直
す
こ
と
が
可
能
に
な

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
た
紛
争
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
（
政
府
）
対
セ
ル

ビ
ア
叛
徒
（
叛
徒
）
ま
た
は
ク
ロ
ア
チ
ア
叛
徒
（
叛
徒
）
は
、
セ
ル
ビ
ア
（
外
国
）
ま
た
は
ク
ロ
ア
チ
ア
（
外
国
）
の
叛
徒
へ
の
支
配
を

通
じ
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
（
領
域
国
）
対
セ
ル
ビ
ア
（
外
国
）
ま
た
は
ク
ロ
ア
チ
ア
（
外
国
）
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
支
配
が
、
国
際
化
の
二
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
う
ち
、
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
こ
の
支
配
に
基
づ
き
、ICTY

判
例
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
国
家
間
武
力
紛
争
と
捉
え
直
し
、
こ
の
結
果
と
し
て
、
非

国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
き
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
帰
結
を
作
り
出
す
に
あ
た
っ
て
、ICTY

判
例
が
ス
タ
ー
ト
に

据
え
た
の
が
、
武
力
紛
争
法
上
の
戦
闘
員
資
格
の
規
則
の
一
つ
で
あ
る
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文

言
で
あ
っ
た
。
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
紛
争
当
事
者
が
双
方
と
も
交
戦
資
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
よ

う
に
武
力
紛
争
法
上
の
戦
闘
員
資
格
の
規
則
の
一
つ
をICTY

判
例
が
ス
タ
ー
ト
に
据
え
た
こ
と
は
一
理
あ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
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そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、ICTY

判
例
に
お
い
て
、
支
配
が
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
は
、「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
的
武
力

紛
争
の
概
念
は
、
国
家
間
武
力
紛
争
、
民
族
解
放
紛
争
、
さ
ら
に
交
戦
団
体
承
認
が
関
係
す
る
紛
争
を
内
容
と
す
る
の
に
対
し
、
非
国
際

的
武
力
紛
争
の
概
念
は
、
一
国
の
領
域
内
に
生
じ
、
少
な
く
と
も
紛
争
当
事
者
の
一
方
を
叛
徒
と
す
る
紛
争
を
内
容
と
す
る
。
支
配
は
、

第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
す
な
わ
ち
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
国
家
間
武
力
紛
争
と
捉
え
直
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
を
そ
の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
支
配
に
基

づ
く
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
干
渉
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
こ
の
点
に
つ

い
て
、
考
察
を
行
い
、
本
章
の
ま
と
め
に
入
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
２
）
干
渉
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
干
渉
に
関
し
て
、ICTY

は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
前
の
判
決
（Rajic

事
件
手
続
証
拠
規
則
六
一
判
決
）
に
お
い
て
は
、
重
大
性
・

継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
を
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
後
の
判
決
（N

aletilic

事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
）
に
お
い
て
は
、（
武
器
の
供

与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
を
そ
れ
ぞ
れ
要
因
と
す
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
。
そ
こ
で
、
本
節
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
前
と
タ
ジ
ッ
チ
定
式
以
後
の
判
決
の
双
方
を
考
察
対
象
と
し
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
要
因

が
国
際
化
の
二
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
ど
ち
ら
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
分
析
す
る
。

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
論
理
構
成
と
し
て
、
重
大
性
・
継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
、
ま
た
は
（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
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叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
と
い
う
二
つ
の
要
因
を
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
結
び
付
け
る
と
い

う
考
え
方
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
こ
の
論
理
構
成
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、
重
大
性
・
継
続
性
を
備
え
る
外

国
軍
の
存
在
、
ま
た
は
（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
に
基
づ
き
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
国
家
間
武
力
紛
争

と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
こ
の
論
理
構
成
をICTY

の
思
考
の
内
部
に
お
い
て
想
定
・
採
用
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

第
一
に
、
重
大
性
・
継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
に
関
し
て
言
え
ば
、ICTY

と
し
て
は
、
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争

当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
が
実
質
的
に
支
配
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
叛
徒
が
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
と
理
解
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
叛
徒
と
外

国
と
の
間
に
一
定
の
関
係
性
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
外
国
軍
の
存
在
が
重
大
性
・
継
続

性
を
備
え
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
外
国
軍
の
存
在
が
一
定
の
烈
度
を
有
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
あ
く
ま
で
も
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ

（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
と
は
別
次
元
の
も
の
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。（
叛
徒
の
側
に
立
つ
）
外
国
軍
の

存
在
が
重
大
性
・
継
続
性
を
持
つ
か
ら
と
言
っ
て
、
叛
徒
が
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
訳
で
は
な
い
と

評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）
328
（

。

で
は
、
第
二
に
、（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
に
関
し
て
言
え
ば
、
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
ろ
う
か
。（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
は
、
叛
徒
と
外
国
と
の
間
に
一
定
の
関
係
性
が
あ
る
こ
と
を
指
し

示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、
確
か
に
、（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
を
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ

（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
結
び
付
け
る
と
い
う
考
え
方
は
、
説
得
力
を
持
ち
得
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
重
要
な
の
は
、ICTY

と
し
て
は
、（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
を
捕
虜
条

約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
結
び
付
け
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
黙

示
に
結
び
付
け
て
い
る
と
仮
定
し
て
も
、ICTY

は
、
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
対
し
て
「
全

般
的
支
配
」
を
当
て
は
め
て
い
る
か
ら
、
結
果
と
し
て
、
同
一
の
文
言
に
二
つ
の
異
な
る
基
準
が
混
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
はICTY
の
思
考
の
内
部
に
お
い
て
一
貫
性
を
保
つ
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
叛

徒
へ
の
外
国
の
支
援
は
、
主
に
武
器
の
供
与
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
全
般
的
支
配
」
は
、
資
金
・
武
器
の
供
与
に
加

え
て
軍
事
行
動
の
組
織
・
調
整
・
計
画
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛

徒
へ
の
外
国
の
支
援
と
「
全
般
的
支
配
」
が
異
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
前
者
は
後
者
と
比
較
し
て
緩
や
か
で
あ

る）
329
（

）。
こ
の
結
果
、
二
つ
の
異
な
る
基
準
の
使
い
分
け
を
判
決
文
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
同
じ
文
言
に
二
つ
の
異
な
る
基
準
が

混
在
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、ICTY

の
立
場
を
整
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
言
え
る）

330
（

。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
重
大

性
・
継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
へ
の
評
価
と
同
様
、（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
が
あ
る
か
ら
と
言
っ

て
、
叛
徒
が
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
訳
で
は
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

331
（

。

こ
れ
ら
の
評
価
に
従
う
と
、
重
大
性
・
継
続
性
を
備
え
る
外
国
軍
の
存
在
、
ま
た
は
（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国

の
支
援
と
い
う
二
つ
の
要
因
を
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
結
び
付
け
る
と
い
う
論
理
構
成
を

め
ぐ
っ
て
は
、ICTY

の
思
考
の
内
部
に
お
い
て
は
、
想
定
・
採
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
少
な
く
と
もICTY

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の

二
つ
の
要
因
に
基
づ
き
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
国
家
間
武
力
紛
争
と
捉
え
直
す
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、ICTY

の

判
断
の
如
く
干
渉
に
基
づ
く
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
語
ら
れ
る
な
ら
ば
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
そ
れ
自
体
を
、
新
た
に
国
際
的
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武
力
紛
争
と
し
て
認
識
す
る
以
外
に
方
策
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、ICTY

に
お
い
て
、
干
渉
が
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な

く
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
点
に
伴
っ
て
、
干
渉
に
基
づ
く
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
国
際
的
武

力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
も
た
ら
す
契
機
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、ICTY
は
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
公
言
し
て
は
い
な
い
も
の
の
、
時
と
し
て
、ICTY

判
例
に
対
し
て
は
、「﹇
政
府
対

叛
徒
の
紛
争
に
共
通
第
二
条
を
適
用
す
る
よ
う
﹈
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
を
拡
張
す
る
も
の
で
あ
る）

332
（

」
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
て
き

た
。
こ
の
点
に
鑑
み
る
と
、ICTY

判
例
に
お
い
て
、
干
渉
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
認
識
す
べ
く
、

国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
を
拡
大
す
る
と
い
う
効
果
を
実
質
的
に
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
干
渉
に
基
づ
く
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
も
た
ら
す
契
機
を
内

包
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
は
、
武
力
紛
争
法
上
、
ど
の

よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
い
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
に
対
し
て
、
肯
定
的
な
態
度
を
取
る
べ
き
で

あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
否
定
的
な
態
度
を
取
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
我
々
に
投
げ
か
け
る
も
の
で
あ
る
。

伝
統
的
に
言
え
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
往
々
に
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
よ
り
非
人
道
的
な
状
況
に
至
る
こ
と
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
力
紛
争
法
上
、
前
者
の
規
則
は
、
後
者
の
そ
れ
と
比
較
し
て
、
乏
し
い
と
い
う
消
極
的
な
現
実
が
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
は
、
こ
れ
ま
で
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
分
類
さ
れ
た
政
府
対
叛
徒
の
紛
争

そ
れ
自
体
を
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
再
分
類
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
結
果
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
非
国
際
的
武
力
紛
争
と

し
て
分
類
さ
れ
た
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
そ
れ
自
体
に
国
際
的
武
力
紛
争
の
す
べ
て
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
点
に

鑑
み
る
と
、
確
か
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
は
、
こ
の
消
極
的
な
現
実
を
克
服
す
る
手
段
と
し
て
、
一
定
の
意
義
を
有
す
る
と
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捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
焦
点
は
、
国
家
と
し
て
、
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
国
家
に
と
っ
て
の
最
大
の
障
壁
は
、
叛
徒
の
地
位
に
関
す
る
問
題
に
あ
る
と
言
え
る
。
と
い
う
の
も
、
仮
に
こ
の
国
際
的
武

力
紛
争
の
概
念
拡
大
が
実
現
し
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
の
す
べ
て
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
れ
ば
、
叛

徒
を
め
ぐ
っ
て
は
、
戦
闘
員
と
し
て
戦
闘
員
免
責
と
捕
虜
地
位
獲
得
と
い
う
二
つ
の
特
権
・
免
除
を
享
受
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
来
、
叛
徒
が
国
内
法
に
違
反
す
る
犯
罪
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
家
と
し
て
、
叛
徒
を
国

内
法
に
従
っ
て
逮
捕
・
訴
追
・
処
罰
す
る
こ
と
が
最
早
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
一
般
論
と
し
て
、
国
家
が
犯
罪
者
の
逮

捕
・
訴
追
・
処
罰
を
自
ら
放
棄
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い）

333
（

。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
国
家

が
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
お
よ
そ
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
の
限
界
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
あ
る
。
確
か
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
は
、
一
見
し
た
と

こ
ろ
、
人
道
保
護
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
に
伴

う
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
す
べ
て
の
規
則
の
適
用
は
、
叛
徒
の
地
位
に
関
す
る
問
題
に
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
、

国
家
に
対
し
て
難
題
を
突
き
付
け
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
が
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
理
想
的
な

も
の
の
よ
う
に
映
し
出
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
上
は
、
人
道
保
護
の
欠
如
を
埋
め
合
わ
す
こ
と
が
困
難
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
る
。
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
の
持
つ
意
義
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
の
持
つ
限
界
を
直
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。
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三
　
ま
と
め

以
上
、
本
章
は
、
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
を
検
討
し
た
上
で
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
分
析
し

た
。
特
定
し
て
述
べ
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
てICTY

判
例
が
干
渉
と
支
配
と
い
う
二
つ
の
基
準
を
設
け
て
い
た
こ

と
を
受
け
て
、
ど
の
よ
う
な
点
に
武
力
紛
争
法
の
発
展
が
見
出
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
武
力
紛
争
法
上
位
置
付

け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
武
力
紛
争
法
に
お
け
るICTY

判
例
の
再
定
位
を
行
っ
た
。

武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
は
、「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念

が
、
国
家
間
武
力
紛
争
、
民
族
解
放
紛
争
、
さ
ら
に
交
戦
団
体
承
認
の
関
係
す
る
紛
争
を
内
容
と
す
る
の
に
対
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争

の
概
念
は
、
一
国
の
領
域
内
に
生
じ
、
少
な
く
と
も
紛
争
当
事
者
の
一
方
を
叛
徒
と
す
る
紛
争
を
内
容
と
す
る
。
紛
争
当
事
者
の
性
格
の

違
い
を
理
由
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
戦
闘
員
資
格
、
戦
闘
員
免
責
、
捕
虜
地
位
獲
得
と
い
う
規
範
的
な
事
柄
が
成
立
す
る

の
に
対
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
範
的
な
事
柄
は
成
立
し
な
い
。

こ
の
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
を
念
頭
に
置
い
た
場
合
、
国
際
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
は
、
潜
在
的
に
二
つ
の
も
の

が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
従
来
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非

国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
の
に
対
し
、
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
そ
れ
自
体
を
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
く
。
こ
の
う
ち
、
後
者
（
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
は
、
政
府
対

叛
徒
の
紛
争
そ
れ
自
体
を
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
に
取
り
込
む
べ
く
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
も
た
ら
す
も
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
干
渉
と
支
配
と
い
う
二
つ
の
基
準
は
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
う
ち
、
ど
ち
ら
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
。
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こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、ICTY

判
例
の
論
理
を
辿
っ
て
い
く
と
、ICTY

の
思
考
の
内
部
に
お
い
て
は
、
支
配
が
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
干
渉
が
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ICTY

判
例
に
お
い
て
は
、
干
渉
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
も
た
ら
す
契
機
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

す
で
に
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
確
か
に
、
こ
の
こ
と
はICTY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
限
界
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
国
家
に
対
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い

か
ら
で
あ
る
。
最
大
の
障
害
は
、
叛
徒
の
地
位
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
仮
に
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
が
も
た
ら
さ
れ
れ
ば
、

従
来
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
分
類
さ
れ
た
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
は
新
た
に
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
再
分
類
さ
れ
、
従
来
、
非
国

際
的
武
力
紛
争
と
し
て
分
類
さ
れ
た
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
の
す
べ
て
の
規
則
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ

の
結
果
、
叛
徒
は
、
元
来
は
領
域
国
の
国
内
法
に
違
反
す
る
犯
罪
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
闘
員
資
格
を
持
ち
、
こ
の
点
に
伴
っ

て
、
戦
闘
員
免
責
と
捕
虜
地
位
獲
得
と
い
う
二
つ
の
特
権
・
免
除
を
享
受
す
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
一
般
論
と
し
て
、
国
家
が
こ
れ
ら
の

特
権
・
免
除
を
叛
徒
に
与
え
、
犯
罪
者
の
逮
捕
・
訴
追
・
処
罰
を
自
ら
手
放
す
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
期
待
す
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。

こ
れ
ら
を
要
約
す
る
と
、
本
稿
が
対
象
と
し
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
言
え
ば
、
確
か
に
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武

力
紛
争
法
の
発
展
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
国
際
的
武
力
紛
争

の
概
念
拡
大
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
意
義
を
持
つ
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
叛
徒
の
地
位
に
関
す
る
問
題
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
武
力
紛
争
法
上
、
限
界
を
抱
え
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
限
界
こ
そ
了
知
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
は
、ICTY

が
対
応
を
迫
ら
れ
た
難
問
の
一
つ
で
あ
る
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
る
論
点
を
題
材
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、ICTY
判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
が
ど
の
よ
う
な
点
に
見
出
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
武
力
紛
争
法
上
ど
の

よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
七
年
末
にICTY

は
閉
廷
し
、
お
よ

そ
二
五
年
間
、
す
な
わ
ち
、
約
四
半
世
紀
に
亘
る
活
動
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

一
般
的
に
言
っ
て
、ICTY
判
例
の
特
徴
を
め
ぐ
っ
て
は
、
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
導
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
が
共
有
さ
れ
て
き

た
と
言
え
る
。
実
際
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
検
証
す
る
機
運
の
高
ま
り
は
、
実
務
上
の
み
な
ら
ず
学
術
上
も
示
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
る
論
争
の
中
心
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
非

国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
が
導
か
れ
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
に
直
面
し
て
、ICTY

判
例
は
、
い
わ
ゆ
る
タ
ジ
ッ
チ
定

式
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
処
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
を
複
雑
化
し
た
の
は
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
が

二
つ
の
基
準
を
設
け
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
一
つ
の
基
準
を
設
け
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
、
論
者
の
間
に
評
価
の
相
違
が

見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
第
一
章
）。

ICTY

に
お
け
る
（
事
実
上
の
）
最
初
の
判
決
が
主
にICTY
設
立
以
前
の
要
素
を
勘
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
判
決
の
起
点
と

な
る
重
要
な
判
断
を
示
し
た
こ
と
か
ら
、
本
稿
はICTY

設
立
前
史
に
ま
で
遡
っ
た
。
こ
の
時
代
の
有
力
説
がM

eron

の
学
説
で
あ
る
。
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
、M

eron

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
（「
混

合
説
」）
で
は
な
く
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
一
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
存
在
（「
統
合
説
」）
を
提
唱
し
て
い
た
。
こ
の
立
場
を
基
礎
付
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け
る
た
め
にM

eron

が
依
拠
し
た
の
が
、ICTY

設
立
に
あ
た
っ
て
中
核
的
な
役
割
を
果
た
し
た
国
連
の
機
関
、
す
な
わ
ち
、
安
保
理
、
国

連
事
務
総
長
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
各
立
場
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
国
連
の
機
関
に
対
す
る
本
稿
の
分
析
結
果
は
、

国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
一
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
存
在
（「
統
合
説
」）
を
根
拠
付
け
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点

を
め
ぐ
っ
て
は
、
曖
昧
な
部
分
は
残
る
も
の
の
、
む
し
ろ
、
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
（「
混
合
説
」）
の
妥
当
性
が
示
唆
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
（
第
二
章
）。

こ
のICTY

設
立
前
史
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
稿
はICTY

判
例
の
検
討
に
移
っ
た
。ICTY

の
複
数
の
関
連
判
決
を
分
析
し
た
結
果
、
非

国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
の
内
実
と
し
て
、
次
の
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
、ICTY

判
例
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
」
が
併
存
す
る
こ
と
を
起
点
と
し
た
上
で
、ICTY

判
例
の
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
言
え
ば
、
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
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
し
て
、
タ
ジ
ッ
チ
定
式
が
、

一
つ
の
基
準
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
二
つ
の
基
準
（
干
渉
と
支
配
）
を
設
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う

に
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

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

判
例
に
基
づ
く
武
力

紛
争
法
の
発
展
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
に
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
こ
の
問
題
へ
の
解
答
に
接
近
す
る
目
的
か
ら
、
最
後
に

本
稿
は
、
武
力
紛
争
法
に
お
け
るICTY

判
例
の
再
定
位
を
行
う
こ
と
に
し
た
（
第
三
章
）。

武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
は
「
武
力
紛
争
」
の
概
念
上
の
区
分
に
立
脚
し
て
い
る
。
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
は
、
国

家
間
武
力
紛
争
、
民
族
解
放
紛
争
、
交
戦
団
体
承
認
の
関
係
す
る
紛
争
を
構
成
要
素
と
す
る
の
に
対
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
は
、

一
国
の
領
域
内
に
生
じ
、
少
な
く
と
も
紛
争
当
事
者
の
一
方
を
叛
徒
と
す
る
紛
争
を
構
成
要
素
と
す
る
。
紛
争
当
事
者
の
性
格
の
違
い
か
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ら
、
前
者
に
お
い
て
は
、
戦
闘
員
資
格
と
そ
れ
に
由
来
す
る
戦
闘
員
免
責
・
捕
虜
地
位
獲
得
と
い
う
規
範
的
な
事
柄
が
認
め
ら
れ
る
の
に

対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
範
的
な
事
柄
が
認
め
ら
れ
な
い
（
第
四
章
一
）。

こ
の
武
力
紛
争
法
の
適
用
に
関
す
る
基
本
体
系
を
確
認
し
た
上
で
、
国
際
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
と
、
潜
在
的
に
二
つ
の
も
の

が
あ
る
。
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
を
従
来
の
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的

武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
政
府
対
叛
徒
の
紛
争
そ
れ
自
体
を
新
た
に
国
際
的

武
力
紛
争
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
を
導
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
際
化
の
二
つ
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
るICTY

判
例
の
二
つ
の
基
準
で
あ
る
干
渉
と
支
配
を
評
価
す
る

と
、
支
配
が
第
一
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
、
干
渉
が
第
二
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
そ
れ
ぞ
れ
基
づ
く
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

う
ち
、
後
者
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
を
も
た
ら
す
契
機
を
内
包
す
る
た
め
、
武
力
紛
争
法
の
発
展
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
概
念
拡
大
が
国
家
に
と
っ
て
受
け
入
れ
難
い
要
素
（
叛
徒
の
地
位
に
関
す
る
問
題
）
を
抱
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
、
そ
の
実
現
可
能
性
の
低
さ
を
見
据
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
（
第
四
章
二
）。

一
九
九
〇
年
代
に
出
現
し
たICTY

が
閉
廷
ま
で
の
お
よ
そ
二
五
年
の
間
に
残
し
た
も
の
は
大
き
い
。
と
り
わ
け
、
武
力
紛
争
法
の
分
野

に
お
い
て
、
質
・
量
と
も
に
充
実
し
た
判
例
を
蓄
積
し
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
閉
廷
が
完
了
し
た
現
在
、
重
要
な
の
は
、

ICTY

判
例
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
武
力
紛
争
法
上

ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
慎
重
に
吟
味
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武

力
紛
争
法
の
発
展
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
意
義
と
限
界
を
検
証
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
検
証
作
業

を
通
じ
て
、ICTY

判
例
が
約
四
半
世
紀
の
間
に
残
し
た
も
の
を
正
確
に
特
定
し
、
か
つ
、
的
確
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
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る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
関
す
る
論
点
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
れ
ら
の
検
証
作
業
の

一
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
た
上
で
、ICTY

判
例
に
基
づ
く
武
力
紛
争
法
の
発
展
を
包
括
的
に
検
討
・
分
析
す
る
こ
と
が

ICTY

閉
廷
後
の
我
々
に
と
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

﹇
付
記
﹈　

本
稿
は
、
平
成
二
九
年
度
科
学
研
究
費
（
若
手
Ｂ
）「
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
規
範
原
理
再
考
―
―
そ
の
史
的
検
証
―
―
」（
課
題

番
号
：17K13616
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
306
） 

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
共
通
第
二
条
（
共
通
第
二
条
）
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ

の
条
約
は
、
二
以
上
の
締
約
国
の
間
に
生
ず
る
す
べ
て
の
宣
言
さ
れ
た
戦
争
又
は
そ
の
他
の
武
力
紛
争
の
場
合
に
つ
い
て
、
当
該
締
約
国
の
一
が
戦
争
状

態
を
承
認
す
る
と
し
な
い
と
を
問
わ
ず
、
適
用
す
る
」
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、J. Pictet (ed.), G

eneva Convention relative to the Protection of 

Civilian Persons in Tim
e of W

ar: Com
m
entary (ICRC, 1958), p. 20.

（
307
） 

戦
争
法
・
武
力
紛
争
法
の
適
用
条
件
の
変
遷
に
関
す
る
素
描
と
し
て
、T. Ferraro and L. Cam

eron, “Article 2: Application of the Convention,” in 

K. D
örm
ann, L. Lijnzaad, M

. Sassòli and P. Spoerri (eds.), ICRC Com
m
entary on the Second Geneva Convention: Convention (II) for the 

A
m
elioration of the Condition of W

ounded, Sick and Shipwrecked M
em
bers of A

rm
ed Forces at Sea (Cam

bridge U.P., 2017), pp. 81-84.

（
308
） 

真
山
全
「
テ
ロ
行
為
・
対
テ
ロ
作
戦
と
武
力
紛
争
法
」
初
川
満
（
編
）『
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
法
的
規
制
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
九
年
）
八
二
頁
。
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（
309
） Akande, supra note 286, pp. 39-56.

（
310
） 
真
山
「
前
掲
論
文
」（
注
308
）
八
七
―
八
八
頁
。
こ
の
点
に
関
し
て
、ICRC

コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、「
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
、
対
立
す
る
実
体
の
法
的
地
位

を
理
由
と
し
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、﹇
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
﹈
紛
争
当
事
者
は
、
主
権
国
家
同
士

で
な
く
、
一
国
の
政
府
と
そ
の
領
域
に
お
け
る
一
ま
た
は
二
以
上
の
武
装
集
団
で
あ
る
」（Y. Sandoz, C. Sw

inarski and B. Zim
m
erm
ann (eds.), 

Com
m
entary on the A

dditional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (N
ijhoff, 1987), p. 1319, para. 4339

）

こ
と
、
さ
ら
に
「
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
戦
闘
に
関
与
す
る
当
事
者
の
法
的
地
位
は
、
根
本
的
に
非
対
等
な
も
の
で
あ
る
」（ibid., p. 1351, para. 

4458

）
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
、
本
文
に
記
し
た
こ
と
と
同
じ
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
311
） 

な
お
、
注
意
を
要
す
る
の
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
、
紛
争
当
事
者
の
性
格
の
違
い
の
み
な
ら
ず
、
烈
度
基
準
の
違
い
か
ら
も
、
区

別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
に
関
し
て
は
、
烈
度
基
準
が
求
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争

の
存
在
に
関
し
て
は
、
烈
度
基
準
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
実
証
的
に
論
証
す
る
論
考
と
し
て
、M

. Asada, “The Concept of “Arm
ed Conflict” in 

International Arm
ed Conflict,” in O

’Connell, supra note 34, pp. 51-67. 

（
312
） 

本
節
は
、
条
約
上
、
さ
ら
に
慣
習
国
際
法
上
、
逐
一
ど
の
よ
う
な
内
容
の
規
則
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
可
能
と

な
る
か
と
い
う
こ
と
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
本
節
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の

各
々
に
お
け
る
暴
力
行
為
を
規
律
す
る
原
理
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
規
則
の
根
幹
を
成
す
部
分
を
浮
き
彫
り
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
313
） 

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
第
一
追
加
議
定
書
第
四
三
条
二
項
の
次
の
規
定
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
紛
争
当
事
者
の
軍
隊
の

構
成
員
（
第
三
条
約
第
三
三
条
に
規
定
す
る
衛
生
要
員
及
び
宗
教
要
員
を
除
く
。）
は
、
戦
闘
員
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る
権
利

を
有
す
る
」
と
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、Sandoz, Sw

inarski and Zim
m
erm
ann, supra note 310, p. 515, para. 1677.
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（
314
） G. G

aggioli, The U
se of Force in A

rm
ed Conflicts: Interplay between the Conduct of H

ostilities and Law Enforcem
ent Paradigm

s, ICRC 

Report (2012), pp. 4-12; K. Fortin, The A
ccountability of A

rm
ed G

roups under H
um
an Rights Law (O

xford U.P., 2017), pp. 36-39.

（
315
） 

例
え
ば
、
米
州
人
権
委
員
会
は
、「
戦
闘
員
の
特
権
は
、
本
質
的
に
、
敵
戦
闘
員
を
殺
傷
し
、
そ
の
他
の
敵
軍
事
目
標
を
破
壊
す
る
こ
と
の
許
可
で
あ
る
」

（Inter-Am
erican Com

m
ission on H

um
an Rights, Report on Terrorism

 and H
um
an Rights, O

EA/Ser. L/-V
/II.116 D

oc. 5 rev. 1 corr., 22 

O
ctober 2002, para. 68

）
と
し
、
戦
闘
員
に
対
し
て
は
、
敵
戦
闘
員
・
敵
軍
事
目
標
の
殺
傷
・
破
壊
が
許
さ
れ
る
こ
と
を
摘
示
し
て
い
る
。

（
316
） 

真
山
「
前
掲
論
文
」（
注
308
）
八
七
―
八
八
頁
。

（
317
） 

同
上
。

（
318
） 

同
上
。

（
319
） 

共
通
第
三
条
四
項
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
前
記
の
規
定
の
適
用
は
、
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
」

と
。
同
項
に
つ
い
て
は
、「
こ
の
一
節
が
な
け
れ
ば
、
共
通
第
三
条
も
、
同
条
に
代
わ
る
そ
の
他
の
い
か
な
る
条
文
も
、
採
択
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
」（Pictet, supra note 119, p. 60

）
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
、
共
通
第
三
条
の
成
立
に
と
っ
て
、
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
同

項
は
、「
共
通
第
三
条
の
適
用
の
事
実
が
自
国
の
国
内
法
上
の
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
反
乱
を
鎮
圧
す
る
政
府
の
権
利
を
決
し
て
制
限
す

る
も
の
と
な
ら
な
い
」（ibid., p. 61

）
と
い
う
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
320
） 

第
二
追
加
議
定
書
第
三
条
一
項
は
、「
こ
の
議
定
書
の
い
か
な
る
規
定
も
、
国
の
主
権
又
は
、
あ
ら
ゆ
る
正
当
な
手
段
に
よ
っ
て
、
国
の
法
及
び
秩
序
を
維

持
し
若
し
く
は
回
復
し
若
し
く
は
国
の
統
一
を
維
持
し
及
び
領
土
を
保
全
す
る
た
め
の
政
府
の
責
任
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
援
用
し
て
は

な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。
同
項
に
関
し
て
は
、
共
通
第
三
条
四
項
の
趣
旨
と
同
様
、「
法
お
よ
び
秩
序
を
維
持
し
、
ま
た
は
回
復
し
、
国
家
の
統
一
お
よ
び

領
土
保
全
を
守
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
取
る
国
家
の
権
利
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」（Sandoz, Sw

inarski and Zim
m
erm
ann, supra note 

310, p. 1362, para. 4500

）
と
評
さ
れ
て
い
る
。
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（
321
） G

aggioli, supra note 314, pp. 4-12; Fortin, supra note 314, pp. 36-39.
（
322
） 
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
紛
争
当
事
者
は
、
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
す
る
権
利
が
互
い
に
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、

紛
争
当
事
者
は
、
そ
の
権
利
が
互
い
に
認
め
ら
れ
な
い
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
合
法
的
敵
対
行
為
が
叛
徒
の
側
に
存
在

し
な
い
こ
と
か
ら
、
ハ
ー
グ
法
の
適
用
は
馴
染
み
難
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
真
山
全
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
と
追
加
議
定
書
」
国
際
法
学
会

（
編
）『
日
本
と
国
際
法
の
100
年　

第
10
巻
』（
三
省
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
一
七
四
頁
。

（
323
） 

こ
の
こ
と
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
「
法
執
行
型
」
の
暴
力
行
為
を
ま
っ
た
く
見
出
せ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
第

一
追
加
議
定
書
第
五
一
条
三
項
が
想
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
、
紛
争
当
事
者
の
軍
隊
構
成
員
は
、
相
手
紛
争
当
事
者
の
軍
隊

構
成
員
に
対
し
て
で
は
な
く
、「
敵
対
行
為
に
直
接
参
加
」
す
る
文
民
に
対
し
て
、
暴
力
行
為
に
訴
え
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
暴
力
行
為
を
め

ぐ
っ
て
は
、
対
等
で
な
い
者
が
対
立
す
る
状
況
に
近
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
敵
対
行
為
型
」
と
し
て
性
格
付
け
る
よ
り
、「
法
執
行
型
」
と
し
て
性

格
付
け
る
方
が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

（
324
） 

民
族
解
放
紛
争
の
要
件
と
し
て
は
、
自
決
権
を
行
使
す
る
解
放
団
体
で
あ
る
こ
と
、
人
民
を
代
表
す
る
当
局
の
一
方
的
宣
言
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
藤
田
久
一
『
国
際
人
道
法
』（
有
信
堂
、
二
〇
〇
三
年
）
七
一
―
七
三
頁
。

（
325
） 

交
戦
団
体
承
認
の
要
件
と
し
て
は
、
敵
対
行
為
の
状
態
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
、
叛
徒
が
一
定
の
領
域
に
支
配
を
確
立
し
て
い
る
こ
と
、
叛
徒
が
戦
争
法
規

慣
例
を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、H

. Lauterpacht, Recognition in International Law (Cam
bridge U.P., 

1948), pp. 175-176.

（
326
） 

一
般
論
と
し
て
言
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
、
あ
る
紛
争
が
民
族
解
放
紛
争
と
し
て
、
ま
た
は
交
戦
団
体
承
認
の
関
係
す
る
紛
争
と
捉
え
ら
れ
、
こ
の
結
果
、
国

際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
た
と
い
う
実
践
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
。Akande, supra note 286, pp. 49-50.

（
327
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
参
照
に
値
す
る
の
が
、M

ilanovic

の
整
理
で
あ
る
。M

ilanovic
は
、「
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
化
に
つ
い
て
は
二
つ
の
基
本
的
な
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方
法
が
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
次
の
二
つ
の
方
法
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
の
方
法
は
、「
一
見
し
た
と
こ
ろ
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
紛
争
が
従
来
の
共

通
第
二
条
の
定
義
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
」（
強
調
原
文
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
言
い
換
え
れ
ば
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
政
府
と
非
国
家
主
体
と
の
間
の
紛
争

に
見
え
る
も
の
が
、
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
実
際
上
は
国
家
間
紛
争
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
の
方
法
は
、「
非
国
際
的

武
力
紛
争
が
構
造
の
観
点
か
ら
国
際
的
武
力
紛
争
の
再
定
義
を
通
じ
て
国
際
化
さ
れ
る
」（
強
調
原
文
）
と
い
う
も
の
で
あ
り
、「
結
果
と
し
て
、
条
約
上
ま

た
は
慣
習
法
上
、
共
通
第
二
条
の
定
義
が
非
国
家
主
体
を
包
含
す
る
よ
う
に
例
外
的
に
拡
大
さ
れ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。M

. M
ilanovic, “The 

Applicability of the Conventions to ‘Transnational’ and ‘M
ixed’ Conflicts,” in A. Clapham

, P. Gaeta and M
. Sassòli (eds.), The 1949 Geneva 

Conventions: A
 Com

m
entary (O

xford U.P., 2015), p. 35. 

こ
のM

ilanovic

の
整
理
は
、
本
稿
の
問
題
関
心
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
訳
で
は
な
い
も
の

の
、
本
文
に
記
し
た
国
際
化
の
二
つ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
328
） 

こ
の
点
を
指
摘
す
る
論
考
と
し
て
、Stew
art, supra note 6, p. 330.

（
329
） Ibid., p. 331.

（
330
） Ibid., p. 331. 

こ
の
使
い
分
け
を
判
決
文
に
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。Ibid., p. 331.

（
331
） 

な
お
、
少
な
く
と
もICRC

コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
関
し
て
は
、「
事
実
上
の
関
係
」
が

あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
し
（J. Pictet (ed.), G

eneva Convention relative to the Treatm
ent of Prisoners of W

ar: Com
m
entary (ICRC, 1960), p. 

57

）、「
こ
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
は
、
装
備
と
物
資
の
提
供
に
よ
っ
て
、
示
す
こ
と
が
で
き
る
」（ibid., p. 57, n. 24

）
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
鑑
み

れ
ば
、ICRC

コ
メ
ン
タ
リ
ー
の
想
定
す
る
「
事
実
上
の
関
係
」
は
、（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
「
事
実
上
の
関
係
」
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
の
論
考
を
見
よ
。K. D

el M
ar, “The Requirem

ent of 

‘Belonging’ under International H
um
anitarian Law,” The European Journal of International Law, Vol. 21 (2010), pp. 109-113. 

し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
文
に
記
し
た
通
り
、
問
題
は
、（
武
器
の
供
与
を
中
心
と
す
る
）
叛
徒
へ
の
外
国
の
支
援
を
捕
虜
条
約
第
四
条
Ａ
（
二
）
の
「
紛
争
当
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事
国
に
属
す
る
」
の
文
言
に
結
び
付
け
る
と
い
う
考
え
方
がICTY

の
思
考
の
内
部
に
お
い
て
妥
当
性
を
持
つ
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
332
） Johnston, supra note 22, p. 102.

（
333
） 

真
山
全
「
武
力
紛
争
法
と
人
道
化
逆
説
―
―
付
随
的
損
害
の
扱
い
―
―
」『
世
界
法
年
報
』
第
三
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
四
頁
。
こ
の
こ
と
は
、
武
力
紛

争
法
に
関
す
る
幾
つ
か
の
条
約
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
明
確
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
共

通
第
三
条
の
成
立
過
程
が
一
つ
の
手
が
か
り
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
外
交
会
議
に
お
い
て
諸
国
に
提
案
さ
れ
た
の
が
、
次

の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
案
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「
一
ま
た
は
二
以
上
の
締
約
国
の
領
域
内
に
生
ず
る
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
の
あ
ら
ゆ
る
場

合
に
お
い
て
、
各
敵
対
者
は
本
条
約
の
諸
規
定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
状
況
に
お
け
る
条
約
の
適
用
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
に
し
て

も
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
、
そ
の
法
的
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
」（
傷
病
者
条
約
と
海
上
傷
病

者
条
約
を
対
象
と
し
た
テ
キ
ス
ト
と
捕
虜
条
約
と
文
民
条
約
を
対
象
と
し
た
テ
キ
ス
ト
は
微
妙
に
違
っ
た
も
の
の
、
便
宜
上
、
前
者
を
示
す
こ
と
に
す
る
）

と
。Docum

ent de travail établi en vue de la Conférence diplom
atique pour l’élaboration de conventions internationales destinées à protéger 

les victim
es de la guerre, Convoquée le 21 avril 1949, à G

enève par le Conseil Fédéral Suisse, Projet de convention pour l’am
élioration du 

sort des blessés et des m
alades dans les arm

ées en cam
pagne, p. 5; D

ocum
ent de travail établi en vue de la Conférence diplom

atique pour 

l’élaboration de conventions internationales destinées à protéger les victim
es de la guerre, Convoquée le 21 avril 1949, à G

enève par le 

Conseil Fédéral Suisse, Projet de convention pour l’am
élioration du sort des blessés, des m

alades, et des naufragés des forces arm
ées sur 

m
er, pp. 4-5. 

こ
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
案
は
、「
本
条
約
の
諸
規
定
」、
言
い
替
え
れ
ば
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
条
約
の
す
べ
て
の
規
定
を
、「
国

際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
」、
言
い
換
え
れ
ば
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
す
る
こ
と
を
謳
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム

案
に
対
し
て
、
諸
国
は
拒
否
的
な
態
度
を
取
り
、
最
終
的
に
拒
絶
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
の
代
表
を
務
め
た

Pesm
azoglou

は
、「
政
府
に
向
か
っ
て
武
器
を
取
る
者
は
、
政
府
に
よ
っ
て
捕
虜
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
、
た
と
え
そ
の
前
に
国
内
法
違
反
の
行
為
を
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犯
し
て
も
、
条
約
の
利
益
を
即
時
に
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
こ
の
こ
と
が
「
政
府
に
向
か
っ
て
武
器
を
取
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」

と
し
（Conférence diplom

atique 1949: sténogram
m
es de la Com

m
ission m

ixte (ICRC, 1950), Prem
ière Séance du 26 avril 1949, p. 31

）、

理
由
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
国
際
的
武
力
紛
争
の
規
則
を
適
用
す
る
結
果
、
叛
徒
に
戦
闘
員
免
責
と
捕
虜
地
位
獲
得
と

い
う
特
権
・
免
除
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
ま
さ
に
危
惧
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
経
緯
は
、ICRC

コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
に
要

約
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
内
紛
争
の
苦
し
み
の
中
に
あ
る
国
家
の
政
府
に
対
し
て
、
戦
争
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
明
示
に
締
結
さ
れ
た
条
約
の
す

べ
て
の
規
定
を
国
内
紛
争
に
適
用
す
る
こ
と
を
強
い
る
な
ら
ば
、
僅
か
の
叛
徒
ま
た
は
山
賊
で
し
か
な
い
敵
に
、
交
戦
者
の
地
位
を
与
え
、
お
そ
ら
く
は

一
定
の
法
的
承
認
す
ら
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
。Pictet, supra note 331, p. 32. 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
重
要
な
の
は
、
国
家

が
犯
罪
者
の
逮
捕
・
訴
追
・
処
罰
を
自
ら
放
棄
す
る
こ
と
を
容
認
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
通
第
三
条

の
成
立
過
程
を
垣
間
見
る
だ
け
で
も
、
こ
の
こ
と
を
十
分
に
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ｂ
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①
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ｂ
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