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1

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（二）

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
（
二
）

第
二
章
　IC

TY

設
立
前
史

ICTY

に
お
い
て
（
実
質
的
に
）
最
初
の
判
決
と
な
るTadic

事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
は）

53
（

、
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
下
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、ICTY

判
例
を
精
査
す
る
と
い
う
目
的

か
ら
、ICTY

設
立
前
史
ま
で
遡
っ
て
分
析
す
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

一
　
学
説
の
状
況
―
―M

eron

の
見
解
を
手
が
か
り
と
し
て

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
分
裂
を
端
緒
と
す
る
も
の
で
あ
る）

54
（

。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
か
ら
の
分
離
（
ス
ロ

ベ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
な
ど
）、
さ
ら
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
承
継
（
セ
ル
ビ
ア
）
を
宣
言
す
る
国
家
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が
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
う
ち
、
叛
徒
の
側
に
立
っ
て
領
域
国
の
政
府
と
衝
突
す
る
も
の
が
現
れ
た
こ
と
か
ら
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

紛
争
は
、
外
国
、
政
府
、
そ
し
て
、
叛
徒
が
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

55
（

。

こ
の
様
相
に
直
面
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、ICTY

が
稼
働
す
る
前
か
ら
、
学
説
上
、
幾
ら

か
の
見
解
が
あ
っ
た
。
中
で
も
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
す
る
論
考
の
一
大
潮
流）

56
（

」
と
評
さ
れ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ

の
時
代
、
最
も
有
力
な
見
解
と
言
わ
れ
た
の
が
、M

eron

の
そ
れ
で
あ
る
。
一
連
の
論
考
に
お
い
て
、M

eron

は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
と
い
う
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
見
解
の
論
旨
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、M

eron

は
、
国
際
司
法
裁
判
所
（ICJ

）
のN

icaragua

事
件
本
案
判
決
の
著
名
な

判
断
、
す
な
わ
ち
、
国
際
的
武
力
紛
争
（
ニ
カ
ラ
グ
ア
・
米
国
）
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
（
ニ
カ
ラ
グ
ア
政
府
・
コ
ン
ト
ラ
）
が
別
個
に

存
在
す
る
と
い
う
判
断
を
取
り
上
げ
て
い
る）

57
（

。
こ
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
」

の
併
存
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
、「
混
合
説
（m

ixed approach

）」
と
呼
ば
れ
て
き
た）

58
（

。

し
か
し
、M

eron

は
、「
私
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
け
る
紛
争
当
事
者
と
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
紛
争
当
事
者
と
の
間
に
い
か
な

る
類
似
性
が
あ
る
こ
と
も
主
張
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、N

icaragua

事
件
判
決
の
区
別
を
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
当
て
は
め
る
い
か
な

る
試
み
も
、
迷
路
の
よ
う
に
複
雑
さ
を
招
き
、
訴
追
を
困
難
と
し
、
し
ば
し
ば
不
可
能
に
す
る
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
い
る
」
と
し）

59
（

、
同

判
決
の
判
断
に
対
し
て
は
、
消
極
的
な
態
度
を
取
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

そ
の
代
わ
り
、M

eron

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
自
身
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛

争
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
全
体
を
国
際
戦
争
に
関
す
る
規
則
の
下
に
置
く
と
判
断
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る）

60
（

」（
傍
点
引
用
者
）

と
。
こ
の
立
場
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
一
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
存
在
だ
け
を
自
動
的
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
、
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上
記
「
混
合
説
」
と
対
比
さ
せ
て
、「
統
合
説
（global approach

）」
と
称
さ
れ
て
き
た）

61
（

。

こ
の
よ
う
に
、M

eron

の
見
解
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
つ
い
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
分
裂
に
伴
っ
て
、
外
国
、
政
府
、

さ
ら
に
叛
徒
と
い
う
複
数
の
紛
争
当
事
者
が
関
係
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
の
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
併
存
す
る

（「
混
合
説
」）
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
（「
統
合
説
」）
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
と

い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
骨
子
が
あ
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

62
（

。

こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、M

eron

と
し
て
は
、「
裁
判
所
規
程
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
そ
の
性
質

上
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
と
い
う
決
定
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し）

63
（

、ICTY

規
程
そ
れ
自
体
を
、
自
身
の
見
解
を
基
礎
付
け
る
根

拠
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、M

eron

は
、ICTY

設
立
（
さ
ら
にICTY

規
程
の
作
成
）
に
あ
た
っ
て
中
核
的
な
役
割
を

果
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
依
拠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、M

eron

は
、「
裁
判
所
設
立
に
関
し
て
安
保
理
と
国
連
事
務
総
長
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
様
々
な
提
案
は
、
紛
争
の
す
べ
て

の
側
面
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、「
国
連
専
門
家
委
員
会
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
で

あ
る
と
い
う
考
え
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

64
（

。
で
は
、
安
保
理
、
国
連
事
務
総
長
、
国
連

専
門
家
委
員
会
の
各
立
場
は
、
こ
の
よ
う
に
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
を
導
く
も
の
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
国
連
安
全
保
障
理
事
会

（
一
）
措
置
の
概
要

あ
る
論
者
が
的
確
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、ICTY

設
立
は
、「
一
夜
に
し
て
行
わ
れ
た
」
の
で
は
な
く
、「
一
九
九
二
年
夏
に
始
ま
り
、
お
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よ
そ
一
年
か
け
て
、
安
保
理
に
よ
っ
て
取
ら
れ
た
一
連
の
追
加
的
な
措
置
の
結
果
で
あ
っ
た）

65
（

」。
こ
の
措
置
の
う
ち
、
と
り
わ
け
、
主
導
的

な
役
割
を
担
っ
た
の
が
、
安
保
理
決
議
、
す
な
わ
ち
、
七
六
四
、七
七
一
、七
八
〇
、八
〇
八
、八
二
七
の
各
決
議
で
あ
っ
た
。

一
九
九
二
年
七
月
一
三
日
、
安
保
理
は
、
決
議
七
六
四
を
採
択
し
、「
す
べ
て
の
当
事
者
が
、
国
際
人
道
法
上
、
特
に
一
九
四
九
年
八
月

一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
上
の
義
務
を
遵
守
す
る
義
務
を
負
う
」
こ
と
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
を
実
行
し
、
ま
た
は

そ
の
実
行
を
命
令
す
る
者
が
、
そ
の
重
大
な
違
反
に
関
し
て
、
個
人
責
任
を
負
う
」
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
こ
の
ち
ょ
う
ど
一
ヵ
月
後
の

八
月
一
三
日
、
安
保
理
は
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
す
べ
て
の
当
事
者
と
そ
の
他
の
関
係
者
、
そ
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
す
べ
て
の
兵
士
が
、
国
際
人
道
法
の
す
べ
て
の
違
反
を
即
時
に
停
止
し
、
か
つ
、
止
め
る
」
こ
と
を
要
請
す
る
、
決
議

七
七
一
を
採
択
し
て
い
る）

66
（

。

こ
の
再
確
認
と
要
請
を
背
景
と
し
て
、ICTY

設
立
の
た
め
の
第
一
歩
と
な
っ
た
の
が
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
設
置
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
国
連
専
門
家
委
員
会
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
、
国
際
人
道
法
の
違
反
を
認
定
す
る
と
と
も
に
、
ア
ド
・
ホ
ッ

ク
な
裁
判
所
の
設
立
が
国
連
の
作
業
の
方
向
性
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
一
〇
月
六
日
、
安
保

理
は
、
決
議
七
八
〇
を
採
択
し
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
領
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
と
国
際
人
道

法
の
そ
の
他
の
違
反
の
証
拠
に
つ
い
て
の
結
論
を
国
連
事
務
総
長
に
提
供
す
る
た
め
に
」、
国
連
事
務
総
長
に
対
し
て
、
こ
の
国
連
専
門
家

委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

国
連
専
門
家
委
員
会
の
判
断
を
踏
ま
え
、
一
九
九
三
年
二
月
二
二
日
、
安
保
理
は
、
決
議
七
六
四
・
七
七
一
・
七
八
〇
の
上
記
箇
所
を
そ

れ
ぞ
れ
想
起
し
た
上
で
、ICTY

設
立
を
決
定
す
る
、
決
議
八
〇
八
を
採
択
す
る
。
さ
ら
に
、
決
議
八
〇
八
は
、
国
連
事
務
総
長
に
対
し

て
、「
本
問
題
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
（
特
定
の
提
案
、
適
当
な
場
合
に
本
決
定
の
効
果
的
、
か
つ
、
迅
速
な
実
施
の
た
め
の
選
択
肢
を
含
む
）
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に
関
し
て
報
告
書
を
提
出
す
る
」
こ
と
を
要
請
し
、
こ
の
要
請
を
受
け
て
、
国
連
事
務
総
長
は
、ICTY

規
程
草
案
を
内
容
と
す
る
報
告
書

を
、
安
保
理
に
対
し
て
、
提
出
し
て
い
る
。
一
九
九
三
年
五
月
二
五
日
、
結
局
、
安
保
理
は
、
決
議
八
二
七
を
採
択
し
、
こ
のICTY

規
程

草
案
の
内
容
を
修
正
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、ICTY

を
設
立
し
た
の
で
あ
っ
た）

67
（

。

（
二
）
決
議
の
文
言

そ
こ
で
、
問
題
は
、
こ
の
一
連
の
決
議
が
、
安
保
理
の
立
場
と
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
ど
の
よ
う
に
性
格
付
け
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

ま
ず
、
注
目
す
べ
き
は
、
決
議
の
文
言
に
目
を
向
け
る
限
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
は
、
安
保
理
の
立

場
を
明
示
的
に
示
す
箇
所
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
七
六
四
、七
七
一
、七
八
〇
、八
〇
八
、八
二
七

の
い
ず
れ
の
決
議
も
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
非
国
際
的
武
力
紛
争
と

し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う
争
点
そ
れ
自
体
に
対
し
て
は
、
あ
く
ま
で
も
沈
黙
を
貫
い
て
い
る
の
で
あ
る）

68
（

。
実
際
、
こ
の
こ
と
は
、

安
保
理
以
外
の
国
連
の
機
関
に
よ
っ
て
、
確
認
さ
れ
て
い
る）

69
（

。

こ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
に
、
そ
れ
で
も
な
お
、
決
議
の
文
言
か
ら
、
安
保
理
の
立
場
を
（
明
示
的
で
な
く
）
黙
示
的
に
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
一
連
の
決
議

が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
に
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
す
で
に
引
用
し
て
い
る
よ

う
に
、
決
議
七
八
〇
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
の
証
拠
を
国
連
事
務
総
長
に
提
供
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
国
連
専

門
家
委
員
会
の
設
置
を
国
連
事
務
総
長
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。



6

法政研究22巻１号（2017年）

こ
の
事
実
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
存

在
を
前
提
と
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
に
関
す
る
規
定

に
よ
れ
ば
、
締
約
国
は
、
国
籍
を
問
わ
ず
、「
重
大
な
違
反
」
を
犯
し
た
実
行
者
に
つ
い
て
、
訴
追
・
引
渡
し
の
義
務
を
負
う
こ
と
と
な
る）

70
（

。

こ
の
（
義
務
的
）
普
遍
的
管
轄
権
の
設
定
が
国
際
的
武
力
紛
争
に
の
み
当
て
は
ま
る
（
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
当
て
は
ま
ら
な
い
）
こ
と

に
関
し
て
は
、
一
部
の
例
外
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
一
致
が
あ
る
と
言
っ
て
良
い）

71
（

。

こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
安
保
理
の
立
場
と
し
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
へ
の
言
及
と
い
う
事
実
は
、
国
際
的

武
力
紛
争
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
と
密
接
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら

は
、
確
か
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
側
面
が
存
在
し
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
第
二
に
、
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
一
連
の
決
議
に
つ
い
て
は
、
国
際
人
道
法
の
違
反
を
、

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
に
限
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
決
議
七
七
一
は
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
を
含
め
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
領
域
内
に
お
い
て
行
わ

れ
て
い
る
人
道
法
の
違
反
」
と
い
う
文
言
に
、
さ
ら
に
決
議
七
八
〇
・
八
〇
八
・
八
二
七
は
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
領
域
内
に
お
い
て
行

わ
れ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反
と
国
際
人
道
法
の
そ
の
他
の
違
反
」
と
い
う
文
言
に
、
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
文
言
、
特
に
「
国
際
人
道
法
の
そ
の
他
の
違
反
」
と
い
う
文
言
は
、
国
際
人
道
法
の
違
反
が
、（
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
に
連
動
す
る
）

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
に
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
こ
と
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
、
国
際
人
道
法
の
違
反
が
必
然
的
に
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
連
付
け

ら
れ
る
こ
と
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
決
議
の
文
言
に
焦
点
を
当
て
る
限
り
、
黙
示
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
、
国
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際
的
武
力
紛
争
の
側
面
の
み
な
ら
ず
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
そ
れ
も
存
在
す
る
と
解
す
る
余
地
は
、
残
っ
て
い
る
も
の
と
評
価
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
安
保
理
の
立
場
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付

け
る
こ
と
を
導
く
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る）

72
（

。

三
　
国
連
事
務
総
長

（
一
）IC

TY

規
程
草
案
第
八
条
の
成
立

ICTY

規
程
の
作
成
と
い
う
観
点
か
ら
、
中
心
的
な
任
務
を
遂
行
し
た
の
が
、
国
連
事
務
総
長
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
連
事
務
総
長

はICTY

規
程
草
案
を
作
成
し
、
結
果
的
に
こ
の
草
案
が
そ
の
ま
まICTY

規
程
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
の
う
ち
、ICTY

規
程

草
案
第
八
条
（
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
）
の
成
立
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
つ
い
て
の
国
連
事
務
総
長
の
立
場
と

密
接
に
関
係
し
て
い
る
。

争
点
の
一
つ
は
、
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
を
ど
の
時
点
に
設
定
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
注
目
に
値
す

る
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
と
国
連
事
務
総
長
と
の
間
の
や
り
取
り
で
あ
る
。

一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
分
裂
に
関
す
る
最
重
要
の
日
付
と
し
て
、
四
つ
を
列
挙
し
た）

73
（

。
す
な
わ
ち
、
第
一
が

一
九
九
一
年
六
月
二
五
日
、
第
二
が
一
九
九
一
年
六
月
二
七
日
、
第
三
が
一
九
九
一
年
七
月
三
日
、
第
四
が
一
九
九
二
年
四
月
一
日
で
あ

る）
74
（

。
こ
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
は
、「﹇
一
九
九
一
年
﹈
六
月
二
五
日
が
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
の
分
裂
へ
の
法
的
に
最
初

の
動
き
に
な
る
日
で
あ
る
」
と
し
、
一
九
九
一
年
六
月
二
五
日
、
す
な
わ
ち
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
独
立
宣
言
の
日
を
、
裁
判

所
の
時
間
的
管
轄
権
を
開
始
さ
せ
る
日
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る）

75
（

。
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し
か
し
、
他
方
で
、
国
連
事
務
総
長
は
、
最
終
的
に
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
提
案
を
拒
否
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
国

連
事
務
総
長
は
、「
時
間
的
管
轄
権
を
め
ぐ
っ
て
は
、
安
保
理
決
議
八
〇
八
（
一
九
九
三
年
）
は
、『
一
九
九
一
年
以
降
』
に
実
行
さ
れ
た
違

反
に
国
際
裁
判
所
の
管
轄
を
拡
大
し
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、
こ
の
「
一
九
九
一
年
以
降
」
が
「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
」
に
当
た

る
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る）

76
（

。
換
言
す
れ
ば
、
国
連
事
務
総
長
は
、
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
を
、
一
九
九
一

年
六
月
二
五
日
で
は
な
く
、
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
に
設
定
す
る
こ
と
を
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
判
断
を
受
け
て
、ICTY

規
程
草
案
第
八
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
国
際
裁
判
所
は
、
領
土
、
領
空
及

び
領
水
を
含
む
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
社
会
主
義
連
邦
共
和
国
の
領
域
に
つ
い
て
領
域
的
管
轄
権
を
有
し
、
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
の

期
間
に
つ
い
て
時
間
的
管
轄
権
を
有
す
る
」
と
。
こ
の
よ
う
に
国
連
事
務
総
長
が
作
成
し
たICTY

規
程
草
案
第
八
条
は
、
裁
判
所
の
時
間

的
管
轄
権
が
「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
」
に
及
ぶ
こ
と
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
こ
の
こ
と
は
、ICTY

規
程
第
八
条

に
、
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
）。

（
二
）「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
」
設
定
の
意
味

そ
こ
で
、
問
題
は
、
果
た
し
て
、
こ
の
よ
う
に
国
連
事
務
総
長
が
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
を
「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
」
に
設

定
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
国
連
事
務
総
長
が
、「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
」
と
い
う
日
付
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
注
釈
を
加
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「『
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
』
と
い
う
日
付
は
、
い
か
な
る
特
定
の
事
件

と
も
結
び
付
か
ず
、
紛
争
の
国
際
的
性
質
ま
た
は
国
内
的
性
質
に
関
し
て
い
か
な
る
判
断
も
行
わ
れ
な
い
と
い
う
考
え
を
伝
え
る
こ
と
を
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明
ら
か
に
意
図
し
て
い
る
中
立
的
な
日
付
で
あ
る）

77
（

」
と
。

こ
の
注
釈
の
趣
旨
は
、
必
ず
し
も
明
快
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
注
釈
は
「
紛
争
の
国
際
的
性
質
ま
た
は
国
内
的

性
質
に
関
し
て
い
か
な
る
判
断
も
行
わ
れ
な
い
と
い
う
考
え
を
伝
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
判
断
回
避
の
対
象
は
曖
昧
で
あ

り
、
そ
れ
が
何
を
指
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
捉
え
方
を
め
ぐ
っ
て
、
違
い
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
つ
の
解
釈
は
、
判
断
回
避
の
対
象
が
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
そ
れ
自
体
に
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
る
と
、

注
釈
の
趣
旨
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
非
国
際

的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
判
断
を
控
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る）

78
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
国
連

事
務
総
長
の
立
場
と
し
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
は
、
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
一
つ
の
解
釈
は
、
判
断
回
避
が
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
中
に
散
在

す
る
個
々
の
「
特
定
の
事
件
」
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
従
う
と
、
国
連
事
務
総
長
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
紛
争
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
個
々
の
「
特
定
の
事
件
」
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
い
ず
れ
と
し
て

性
格
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
判
断
を
避
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
別
の
視
点
か
ら
光
を
投
じ
れ

ば
、
個
々
の
「
特
定
の
事
件
」
の
集
合
体
を
構
成
し
て
い
る
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
潜
在
的
に
国
際
的
武
力
紛
争
と

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
二
つ
の
側
面
を
併
せ
持
ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
捉
え
方
の
違
い
に
関
し
て
は
、
お
そ
ら
く
、
注
釈
が
「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
」
と
い
う
日
付
が
「
特
定
の
事
件
」
と
結
び

付
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
国
連
事
務
総
長
の
立
場
と
し
て
は
、
後
者
の
解
釈
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た

よ
う
に
考
え
ら
れ
る）

79
（

。
こ
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
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武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
二
つ
の
側
面
が
存
在
し
得
る
と
い
う
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、Greenw

ood
は
、「
国
内
的
側
面
と
国
際
的
側
面
の
双
方
を
有
す
る
紛
争
と
し
て
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
扱
っ
て
い
る
」
こ
と
の
証
左
の
一
例
と
し

て
、
こ
の
注
釈
を
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る）

80
（

。

こ
の
よ
う
に
、
曖
昧
な
部
分
は
残
る
も
の
の
、
国
連
事
務
総
長
と
し
て
は
、
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
を
「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以

降
」
に
設
定
し
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
述

べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
、
改
め
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
注
釈
に
対
し
て
、
上
記
の
い
ず
れ

の
解
釈
を
取
る
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
、
国
連
事
務
総
長
の
立
場
と
し
て
は
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と

を
導
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

81
（

。

四
　
国
連
専
門
家
委
員
会

（
一
）
報
告
書
の
作
成

国
連
専
門
家
委
員
会
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
国
際
人
道
法
の
違
反
に
つ
い
て
の
証
拠
を
国
連
事
務
総
長
に
提
供
す
る
と
い

う
目
的
か
ら
、
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

82
（

。
証
拠
の
提
供
に
あ
た
っ
て
、
国
連
専
門
家
委
員
会
は
、Kalshoven

原
案
、
暫
定
報
告
書
、
最

終
報
告
書
の
順
に
報
告
書
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た）

83
（

。

（
1
）Kalshoven

原
案

国
連
事
務
総
長
は
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、Kalshoven
（
オ
ラ
ン
ダ
）
を
議
長
に
、Bassiouni

（
エ
ジ
プ
ト
）、

Fenrick

（
カ
ナ
ダ
）、M

’Baye

（
セ
ネ
ガ
ル
）、O

psahl

（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
を
委
員
に
そ
れ
ぞ
れ
任
命
し
た）

84
（

。
こ
の
国
連
専
門
家
委
員
会
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の
メ
ン
バ
ー
が
最
初
の
数
ヵ
月
の
間
に
最
も
時
間
を
費
や
し
た
の
が
、
適
用
法
規
の
決
定
で
あ
る）

85
（

。

実
際
、
初
会
合
か
ら
、
早
速
、Kalshoven

議
長
は
、「
違
反
報
告
の
分
析
に
加
え
て
、
委
員
会
は
、
適
用
法
規
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
し）

86
（

、
適
用
法
規
の
決
定
を
優
先
課
題
と
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、Kalshoven

議
長
は
原
案
を
作

成
す
る
と
と
も
に
、
意
見
を
伺
う
べ
く
、
こ
の
原
案
をBassiouni

委
員
に
対
し
て
フ
ァ
ッ
ク
ス
送
信
し
て
い
る）

87
（

。
大
要
、Kalshoven

原

案
は
、
次
の
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、Kalshoven
原
案
は
、「
一
九
四
九
年
以
降
、
法
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
一
国
の
領
域
内
に
生
じ
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
（
以

下
、
国
内
的
武
力
紛
争
と
呼
ぶ
）
を
区
別
し
て
い
る
」
と
し
た
上
で
、「
一
般
的
に
言
う
と
、
国
内
的
武
力
紛
争
の
た
め
の
規
則
は
、
国
際

的
武
力
紛
争
に
適
用
可
能
で
あ
る
規
則
よ
り
も
、
数
的
に
少
な
く
、
簡
潔
で
あ
る
」
と
し）

88
（

、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の

そ
れ
ぞ
れ
に
適
用
さ
れ
る
規
則
を
め
ぐ
っ
て
は
、
相
違
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、Kalshoven

原
案
は
、「
委
員
会
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
領
域
内
に
お
け
る
様
々
な
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
非

国
際
的
武
力
紛
争
の
い
ず
れ
か
と
分
類
す
る
た
め
に
は
、
一
定
の
状
況
に
関
し
て
、
そ
れ
が
武
力
紛
争
に
相
当
す
る
か
ど
う
か
、
そ
う
で

あ
る
と
し
て
、
国
家
間
の
武
力
紛
争
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
一
国
の
領
域
内
に
生
じ
る
武
力
紛
争
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、Kalshoven

原
案
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
は
、
特
に
留
意
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、Kalshoven

原
案
は
、「
さ
ら
に
決
定
的
な
要
因
は
、
当
該
地
域
に
お
い
て
複
数
の
国
家
が
国
家
性
を

獲
得
し
た
と
考
え
ら
れ
る
日
で
あ
り
、
問
題
の
条
約
が
各
国
に
適
用
可
能
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
日
で
あ
る
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
家
の
成
立
に
関
す
る
論
点
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
を
受
け
て
、Kalshoven

原
案
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
し
か
し
、
委
員
会
は
、
論
争
中
の
武
力
紛
争

の
性
格
と
複
雑
さ
が
、
当
事
者
の
相
互
に
締
結
し
た
人
道
問
題
に
関
す
る
協
定
の
絡
み
合
っ
た
関
係
と
相
ま
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

領
域
の
武
力
紛
争
全
体
に
対
し
て
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
可
能
で
あ
る
法
を
適
用
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
正
当
化
す
る
と
い
う
意

見
を
有
し
て
い
る）

89
（

」
と
。
こ
の
判
断
そ
れ
自
体
は
、Kalshoven

原
案
の
表
題
、
す
な
わ
ち
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
へ
の
国
際
的
武

力
紛
争
に
関
す
る
規
則
の
適
用
」
か
ら
も
、
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
2
）
暫
定
報
告
書

Kalshoven

議
長
に
宛
て
た
フ
ァ
ッ
ク
ス
返
信
に
お
い
て
、Bassiouni

委
員
は
、「
国
際
人
道
法
の
適
用
可
能
性
は
、
法
的
に
関
連
す
る

事
実
に
よ
っ
て
、
決
ま
る
も
の
で
あ
る
」
と
し）

90
（

、「
法
的
に
関
連
す
る
事
実
の
決
定
の
問
題
」
を
提
起
し
て
い
る）

91
（

。
こ
の
意
見
の
趣
旨
は
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
た
め
に
、
国
際
人
道
法
の
適
用
可
能
性
を
論
じ
る

こ
と
に
関
し
て
は
、
困
難
が
伴
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る）

92
（

。

し
か
し
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
暫
定
報
告
書）

93
（

は
、「
委
員
会
は
、
関
連
す
る
武
力
紛
争
の
性
格
と
複
雑
さ
が
、
当
事
者
の
相
互
に
締
結

し
た
人
道
問
題
に
関
す
る
協
定
の
絡
み
合
っ
た
関
係
と
相
ま
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
武
力
紛
争
全
体
に
対
し
て
国
際
的
武
力

紛
争
に
適
用
可
能
で
あ
る
法
を
適
用
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
正
当
化
す
る
と
い
う
意
見
を
有
し
て
い
る
」
と
し）

94
（

、Kalshoven

原
案

の
判
断
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
そ
れ
を
国
連
事
務
総
長
に
対
し
て
提
出
す
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

95
（

。

こ
の
暫
定
報
告
書
が
提
出
さ
れ
た
後
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
は
、
暫
定
報
告
書
の
判
断
を
め
ぐ
っ
て
、
不
安
の
声
が

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
と
り
わ
け
、Kalshoven
議
長
自
身
に
当
て
は
ま
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
、Kalshoven

議
長
は
、「
私
は
、
委
員
会
と
し
て
は
、
特
定
の
事
件
が
武
力
紛
争
に
該
当
す
る
こ
と
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を
決
定
す
る
た
め
に
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
事
実
を
十
分
な
正
確
さ
を
持
っ
て
証
明
し
、
か
つ
、
適
用

法
規
に
関
し
て
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
確
信
を
持
っ
て
い
な
い
」
と
し）

96
（

、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争

に
お
け
る
事
実
そ
れ
自
体
の
証
明
、
さ
ら
に
、
そ
の
証
明
に
基
づ
く
適
用
法
規
の
決
定
を
め
ぐ
っ
て
、
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
訳

で
は
な
い
こ
と
を
率
直
に
露
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、Kalshoven

原
案
か
ら
暫
定
報
告
書
に
か
け
て
は
、
結
論
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
の
内
容
に
変
化
は
な
か
っ
た
も

の
の
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
委
員
は
、
そ
の
内
容
に
必
ず
し
も
完
全
に
満
足
し
て
い
る
訳
で
は
な
か
っ
た
。
国
連
専
門
家
委
員
会
の
委

員
の
間
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
の
問
題
と
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
お
け
る
事
実
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
っ
て
、
不
確
実
さ
が
介

在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
、
適
用
法
規
の
決
定
（
国
際
人
道
法
の
適
用
可
能
性
の
決
定
）
の
難
し
さ
と
い
う
不
安
が
、
共
有
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
受
け
て
、Bassiouni

委
員
は
、「
暫
定
報
告
書
に
お
い
て
素
描
さ
れ
て
い
る
法
的
な
立
場
を
め
ぐ
っ
て
は
、
最
終
報
告
書
に

お
い
て
、
も
っ
と
精
緻
な
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
し）

97
（

、
最
終
報
告
書
の
作
成
に
向
け
て
、
さ
ら
に
積
極
的
に
作
業
を
続

け
て
い
く
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、
果
た
し
て
、
暫
定
報
告
書
の
判
断
は
、
そ
の
後
、
最
終
報
告
書
に
お
い
て
、
国
連
専
門
家
委
員

会
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
3
）
最
終
報
告
書

最
終
報
告
書
は
、「
ど
の
よ
う
な
時
点
に
お
い
て
、
紛
争
が
国
内
的
武
力
紛
争
と
な
る
か
、
そ
れ
と
も
国
際
的
武
力
紛
争
と
な
る
か
と
い

う
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
い
ま
だ
法
的
に
関
連
す
る
事
実
が
一
般
的
に
合
意
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
困
難
な
作
業
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
に
付
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て）

98
（

、
改
め
て
、
こ
れ
ま
で
国
連
専
門
家
委
員
会
の
委
員
の
抱
い
て
い
た
不
安
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
最
終
報
告
書
は
、
次
の
よ
う
に
結
論
付
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
暫
定
報
告
書
の
第
四
五
項
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
委
員
会

は
、
関
連
す
る
武
力
紛
争
の
性
格
と
複
雑
さ
が
、
当
事
者
の
相
互
に
締
結
し
た
人
道
法
に
関
す
る
協
定
の
絡
み
合
っ
た
関
係
と
相
ま
っ
て
、

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
武
力
紛
争
全
体
に
対
し
て
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
可
能
で
あ
る
法
を
適
用
す
る
と
い
う
委
員
会
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
正
当
化
す
る
と
い
う
意
見
を
有
し
て
い
る）

99
（

」
と
。
こ
の
結
論
は
、
内
容
と
し
て
、
暫
定
報
告
書
の
そ
れ
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
にKalshoven

原
案
・
暫
定
報
告
書
・
最
終
報
告
書
を
見
て
き
た
と
こ
ろ
、
こ
の
一
連
の
報
告
書
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点

を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
い
ず
れ
の
報
告
書
も
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
領
域
の
武
力
紛
争
全
体
に
対
し
て
国
際
的
武
力
紛
争

に
適
用
可
能
で
あ
る
法
を
適
用
す
る
」
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
を
中
心
と
し
て
、
国
際
的

武
力
紛
争
の
全
部
の
規
則
を
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
に
適
用
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。「
武
力
紛
争
法
の
す
べ
て
を
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
武
力
紛
争
全
体
に
適
用
す
る
と
考
え
て
い
る）

100
（

」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

そ
し
て
、
次
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
が
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
の
観
点
か
ら
は
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武

力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、（
最
終
的
にKalshoven

に
代
わ
っ
て
議

長
を
務
め
た
）Bassiouni

委
員
は
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
結
論
と
し
て
、「
紛
争
を
『
国
際
的
性
質
を
有
す
る
紛
争
』
と
し
て
捉
え
て
い

た）
101
（

」
こ
と
、「
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
た）

102
（

」
こ
と
、「
状
況
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
分
類
す
る
こ
と
を
正
当
化

し
て
い
た）

103
（

」
こ
と
を
幾
度
も
確
認
し
、
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る）

104
（

。

こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
立
場
と
し
て
は
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
を
導
く

も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
立
場
を
基
礎
付
け
る
た
め
に
国
連
専
門
家
委
員
会
が
何
を

論
拠
と
し
て
い
る
か
、
さ
ら
に
、
そ
の
論
拠
が
適
当
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
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考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
最
終
報
告
書
の
結
論
か
ら
、
次
の
二
つ
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
は
、「
関
連
す
る
武
力
紛
争
の
性
格
と
複
雑
さ
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
最
終
報
告
書
の
結
論
か
ら
は
、
こ
の

部
分
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
す
べ
て
の
規
則
の
適
用
を
根
拠
付
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
が
何
を
指
し
て
い
る
か
に

つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
不
明
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、Kalshoven

原
案
に
せ
よ
、
暫
定
報
告
書

に
せ
よ
、
最
終
報
告
書
に
せ
よ
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
お
け
る
事
実
そ
れ
自
体
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
、
確
た
る
判
断
を
示

す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
懸
念
が
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、
こ
の
部
分
の
意
味
合
い
は
、
結
論
を
導
く
に
あ
た
っ
て
、

ほ
と
ん
ど
希
薄
で
あ
っ
た
も
の
と
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る）

105
（

。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
国
連
専
門
家
委
員
会
に
と
っ
て
、
よ
り
実
質
的
な
論
拠
と
な
っ
た
の
が
、「
当
事
者
の
相
互
に
締
結
し
た
人
道

法
に
関
す
る
協
定
の
絡
み
合
っ
た
関
係
と
相
ま
っ
て
」
と
い
う
第
二
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
立
場
を
め
ぐ
っ

て
は
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
連
続
す
る
武
力
紛
争
の
当
事
者
間
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
特
別
の
協
定
に
対
し
て
特
別
の
重
要
性
が
与
え

ら
れ
て
い
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る）

106
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
国
連
専
門
家
委
員
会
と
し
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る

紛
争
当
事
者
合
意
を
論
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
問
題
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
が
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て

性
格
付
け
る
こ
と
を
導
く
も
の
と
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
国
連
専
門
家
委
員
会
は
、
紛
争
当
事
者
合
意
を
具

体
的
に
挙
げ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
代
表
的
と
言
え
る
、
幾
つ
か
の
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
る
こ
と
に
し
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た
い
。

（
二
）
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容

検
討
に
あ
た
っ
て
、
注
意
す
べ
き
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
ク
ロ
ア
チ
ア
を
比
較
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
締
結
さ

れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
内
容
が
一
様
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ク
ロ
ア
チ
ア
紛
争
を
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ゴ
ビ
ナ
紛
争
か
ら
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
説
か
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
理
由
に
基
づ
い
て
い
る）

107
（

。
本
節
は
、
便
宜
上
、
ま
ず
、
ボ
ス

ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ア
を
、
次
に
、
ク
ロ
ア
チ
ア
を
、
順
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る）

108
（

。

（
1
）
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

①
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定）

109
（

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
協

定
の
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
の
特
徴
は
、
本
協
定
の
内
容
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
共
通
第
三
条
（
共
通
第
三
条
）
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
二
つ
の
箇
所
に
お
い
て
、
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
本
協
定
第
一
条
が
「
当
事
者
は
、
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
四
つ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
第
三
条
を
尊
重
し
、
か
つ
、

尊
重
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
、
約
束
す
る
」
と
定
め
た
上
で
、
共
通
第
三
条
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
箇
所）

110
（

で
あ
る
。
こ
の

箇
所
は
、
共
通
第
三
条
の
規
定
、
す
な
わ
ち
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
規
則
の
適
用
を
謳
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
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い
ま
一
つ
は
、
本
協
定
第
二
条
が
「
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
四
つ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
第
三
条
に
従
っ
て
、
当
事
者
は
、
次

の
規
定
を
実
施
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
」
と
し
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
の
適
用
を
認
め
て
い
る
箇
所
で
あ
る）

111
（

。

こ
の
箇
所
は
、「
特
別
協
定
」
と
い
う
表
題
か
ら
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
共
通
第
三
条
の
う
ち
、
そ
の
第
三
項
の
い
わ
ゆ
る
「
特
別
協
定
」

に
基
づ
き
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
を
追
加
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
協
定
の
内
容
か
ら
は
、
そ
れ
が
共
通
第
三
条
を
基
軸
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
非
国
際
的
武
力

紛
争
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る）

112
（

。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
す
で
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
協
定
は
、

共
通
第
三
条
三
項
に
お
け
る
「
特
別
協
定
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
を
追
加
的
に

適
用
す
る
と
い
う
こ
と
を
是
認
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
第
二
の
特
徴
に
関
し
て
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
本
協
定
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追

加
議
定
書
の
全
部
の
規
定
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
一
部
の
規
定
の
適
用
を
認
め
る
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

113
（

。
本
協

定
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
に
関
し
て
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
規
定
を
紛
争
に
対
し
て
適
用
す
る

も
の
で
あ
る）

114
（

」
と
説
か
れ
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

こ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
本
協
定
第
二
条
五
項
、
す
な
わ
ち
、「
敵
対
行
為
は
、
特
に
第
一
追
加
議
定
書
の
第

三
五
条
か
ら
第
四
二
条
ま
で
と
第
四
八
条
か
ら
第
五
八
条
ま
で
…
に
従
っ
て
、
武
力
紛
争
法
を
尊
重
し
て
、
実
行
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」

と
い
う
規
定
で
あ
る）

115
（

。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
に
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
項
は
、
区
別
原
則
な
ど
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ

れ
る
敵
対
行
為
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
認
め
て
は
い
る
も
の
の
、
第
一
追
加
議
定
書
の
第
四
三
条
か
ら
第
四
七
条
ま
で
の
規
定
、
す
な

わ
ち
、
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
に
関
す
る
規
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
れ
を
除
外
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る）

116
（

。



18

法政研究22巻１号（2017年）

こ
の
よ
う
に
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
ま
で
は
認
め
な
い
と
い
う
内
容
は
、
本
協
定
第
二
条
四
項
の
解
釈
か
ら
も
、

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
項
は
、「
捕
え
ら
れ
た
戦
闘
員
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
三
条
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
待
遇
を
享
受
す
る
も
の

と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る）

117
（

。
確
か
に
、
同
項
に
関
し
て
は
、「
戦
闘
員
」
の
文
言
か
ら
、
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
ま
で
付
与
さ
れ

る
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
同
項
は
、
戦
争
捕
虜
条
約
に
従
っ
て
「
待
遇
」
す
る
と
し
か
定
め
て
お

ら
ず
、
こ
こ
に
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
の
付
与
ま
で
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い）

118
（

。

こ
の
点
に
関
し
て
、
糸
口
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
第
三
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
本
協
定
の
中
に
「
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
に
影
響

を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
文
言
（
類
似
の
も
の
と
し
て
、「
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
を
害
す
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
文
言
）
が

置
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
文
言
は
、
共
通
第
三
条
に
出
現
し
、「
こ
の
一
節
が
な
け
れ
ば
、
共
通
第
三
条
は
…
採
択
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う）

119
（

」
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
、
共
通
第
三
条
の
成
立
に
と
っ
て
、
不
可
欠
の
役
割
を
果
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
文
言
に
よ
っ
て
、
政
府
は
、「
敵

対
当
事
者
に
交
戦
者
資
格
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
を
鎮
め
る）

120
（

」
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
文

言
の
お
か
げ
で
、「
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
は
、
決
し
て
制
限
さ

れ
る
こ
と
に
な
ら
な
い）

121
（

」
と
い
う
こ
と
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
必
須
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
文
言
が
本
協
定
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
け
ば
、
本
協
定
の
内
容
に
つ
い

て
は
、
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
ま
で
は
認
め
る
も
の
で
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と

え
本
協
定
を
適
用
し
た
と
し
て
も
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
と
し
て
は
、
国
内
法
違
反
の
行
為
を
制
圧
す
る
た
め
に
、
セ
ル

ビ
ア
系
、
ク
ロ
ア
チ
ア
系
な
ど
の
叛
徒
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
少
し
も
妨
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る）

122
（

。
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な
る
ほ
ど
、
本
協
定
は
、
共
通
第
三
条
の
適
用
を
謳
っ
て
い
る
も
の
の
、「
特
別
協
定
」
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条

約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
の
適
用
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
範
囲
は
全
部
の
規
定
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
部
の
規
定
を

カ
バ
ー
す
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
に
関
す
る
規
定
の
よ
う
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
適
用
規
則
の

中
枢
を
成
す
規
定
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
範
囲
か
ら
省
か
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、「
特
別
協
定
」
に
よ
っ
て
、
非
国
際
的
武
力
紛

争
の
存
在
は
影
響
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

123
（

。

②
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
協
定）

124
（

こ
の
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
を
実
施
す
る
と
い
う
目
的
か
ら
、
次
に
紛
争
当
事
者
が
締
結
し
た
の
が
、
一
九
九
二
年
五
月
二
三

日
協
定
で
あ
る）

125
（

。

本
協
定
は
、
各
紛
争
当
事
者
が
、
一
九
九
二
年
五
月
二
九
日
ま
で
に
、ICRC

に
対
し
て
、
調
整
者
の
名
前
を
提
出
し
、
か
つ
、
調
整
者

が
可
能
な
限
り
速
や
か
に
会
合
を
持
つ
こ
と
、
さ
ら
に
調
整
者
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
がICRC

の
下
に
任
務
を
果
た
す
こ
と
を
そ
れ

ぞ
れ
規
定
し
て
い
る）

126
（

。

そ
し
て
、
本
協
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
委
員
会
の
任
務
は
、
第
一
に
戦
争
捕
虜
の
リ
ス
ト
を
交
換
し
、
解
放
す
る
こ
と
、
第
二
に
危
険
に

晒
さ
れ
る
者
を
一
時
的
に
避
難
さ
せ
る
こ
と
、
第
三
に
人
道
支
援
の
供
給
・
傷
病
者
の
避
難
の
た
め
の
通
路
をICRC

と
一
緒
に
検
討
す

る
こ
と
、
第
四
に
人
道
的
活
動
を
達
成
す
る
に
あ
た
っ
てICRC
に
対
し
て
安
全
上
の
保
障
を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る）

127
（

。

こ
の
よ
う
に
、
本
協
定
の
内
容
は
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日

協
定
の
そ
れ
を
基
本
的
に
土
台
と
し
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
一
般
論
と
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
関
す
る
紛
争
当
事
者
合

意
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、「
特
別
協
定
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
は
、
ユ
ー
ス
・
イ
ン
・
ベ
ロ
ー
の
い
く
つ
か
の
規
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定
を
遵
守
す
る
こ
と
に
合
意
し
て
き
た）

128
（

」
と
説
か
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
共
通
第
三
条
三
項
の
「
特
別
協
定
」
に
よ
っ
て
、
別
途
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
適
用
規
則
を
部
分
的
に
適
用
す
る
こ
と

に
合
意
し
て
い
る
も
の
の
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
か
ら
本
協
定
に
か

け
て
、
変
更
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る）

129
（

。

（
2
）
ク
ロ
ア
チ
ア

①
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書）

130
（

こ
れ
に
対
し
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア
に
関
し
て
は
、
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
了

解
覚
書
に
つ
い
て
は
、
次
の
特
徴
を
摘
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
に
、
本
了
解
覚
書
の
当
事
者
と
し
て
は
、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
」、「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
」
な
ど
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ

も
国
家
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
関
す
る
紛
争
当
事
者
合
意
の
当
事
者
が
政
府
と

叛
徒
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
異
な
り
、
ク
ロ
ア
チ
ア
を
め
ぐ
っ
て
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
で
な
く
、

国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
第
二
に
、
本
了
解
覚

書
の
内
容
か
ら
は
、
幾
つ
か
の
注
意
す
べ
き
事
項
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
注
意
す
べ
き
は
、
本
了
解
覚
書
に
関
し
て
は
、
確
か
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
適
用
を
謳
っ
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
全
部
の
規
定
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
に
留
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る）

131
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
了
解
覚
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
の
中
か
ら
、
い
く
つ
か
の
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規
定
だ
け
を
「
選
別
」
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る）

132
（

。

次
に
、
本
了
解
覚
書
は
、
傷
病
者
、
海
上
傷
病
者
、
捕
え
ら
れ
た
戦
闘
員
、
文
民
、
敵
対
行
為
な
ど
、
幅
広
い
分
野
を
カ
バ
ー
し
て
い

る
と
こ
ろ
、
最
終
的
に
、
第
一
四
条
に
お
い
て
、「
前
条
ま
で
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
い
う
一
節
を
置
く
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

133
（

。
す
で
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
文
言
は
、
本

了
解
覚
書
の
適
用
が
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
の
付
与
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
る）

134
（

。

あ
る
事
態
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
帰
結
と
し
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の

全
部
の
規
定
が
、
本
事
態
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
状
況
に
関
わ
ら
ず
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定

書
か
ら
一
定
の
規
定
を
「
選
別
」
す
る
こ
と
、
ま
し
て
、
紛
争
当
事
者
の
地
位
に
直
接
に
関
係
す
る
規
定
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
効
果
を
遮

断
す
る
こ
と
は
、
武
力
紛
争
の
被
害
者
に
対
し
て
、
不
利
益
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
兼
ね
な
い
。

こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
共
通
第
六
条
（
共
通
第
六
条
）
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
状
況
に
お
い
て
、
武
力
紛
争
の

被
害
者
の
権
利
制
限
に
つ
な
が
る
「
特
別
協
定
」
を
締
結
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
傷
病
者
条
約
を
例
に
取
る
と
、
同
条
は
、
次
の

よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
い
か
な
る
特
別
協
定
も
、
こ
の
条
約
で
定
め
る
傷
者
、
病
者
、
衛
生
要
員
及
び
宗
教
要
員
の
地
位

に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
し
、
又
は
こ
の
条
約
で
そ
れ
ら
の
者
に
与
え
る
権
利
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い）

135
（

」
と
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
了
解
覚
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
共
通
第
六
条
が
禁
止
す
る
「
特
別
協
定
」
に
該
当
す
る
と
い
う
可
能
性
が
浮

上
す
る
こ
と
と
な
る）

136
（

。
こ
の
こ
と
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
、
ク
ロ
ア
チ
ア
な
ど
の
国
家
と
し
て
は
、
本
了
解
覚
書
を
締
結
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通
第
六
条
に
違
反
す
る
状
態
の
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
看
過
し
て
は
な
ら
な
い

の
は
、
そ
の
後
、
最
終
的
に
、
本
了
解
覚
書
が
、
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
結
果
、
共
通
第
六
条
違
反
は
、
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

②
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
へ
の
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補）

137
（

一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
へ
の
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補
は
、
同
了
解
覚
書
を
変
更
す
る
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い

る
。本

追
補
は
、
第
二
条
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
と
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
は
、

自
国
の
支
配
下
の
領
域
に
お
い
て
、
か
つ
、
批
准
ま
た
は
承
継
宣
言
の
行
為
に
従
っ
て
、
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
四
つ
の
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
諸
条
約
と
一
九
七
七
年
の
第
一
追
加
議
定
書
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
権
利
義
務
ま
で
了
解
覚
書
の
そ
れ
を
拡
大
す
る
こ
と
に
合
意
す
る）

138
（

」

（
傍
点
引
用
者
）
と
。

す
で
に
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一

追
加
議
定
書
の
一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
し
か
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
本
追
補
は
、
一
九
九
一
年
一
一

月
二
七
日
了
解
覚
書
の
内
容
を
修
正
し
、
い
ま
や
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
全
部
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
合
意

す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る）

139
（

。

こ
の
よ
う
に
、
本
追
補
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
か
ら
、
一
定
の
規
定
を
「
選
別
」
す
る
の
で
は
な

く
、「
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
一
九
七
七
年
第
一
追
加
議
定
書
を
完
全
に
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た）

140
（

」
と
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
共
通
第
六
条
違
反
を
解
消
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
徐
々
に
完
全
な
国
際
的
武
力
紛
争

と
な
っ
た）

141
（

」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
、
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
へ
の
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補
に
お
い
て
は
、
国
家
間
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の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
全
部
の
規
定
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
違
っ
て
、
ク
ロ
ア
チ
ア
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
と
言
え
る
の
で
あ
る）

142
（

。

（
3
）
小
括

国
連
専
門
家
委
員
会
が
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
に
あ
た
っ
て
紛
争
当
事
者
合
意
を
主
要
な
論
拠
と
し
て
い

た
こ
と
を
受
け
て
、
本
節
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
の

内
容
を
検
討
し
て
き
た
。

一
方
で
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
関
す
る
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
に
せ
よ
、

一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
協
定
に
せ
よ
、
紛
争
当
事
者
が
、
共
通
第
三
条
三
項
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
特
別
協
定
」
に
基
づ
き
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
に
合
意
し
て
い
た
こ
と
、
加
え
て
、
こ
の
中
に
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）

の
地
位
に
関
す
る
規
定
を
取
り
除
い
て
い
た
こ
と
に
注
意
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
か
ら

は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
も
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
で
、
ク
ロ
ア
チ
ア
に
関
す
る
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
は
、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
一
部
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
し
か
認
め
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
そ

の
後
、
最
終
的
に
、
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
へ
の
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補
に
よ
っ
て
、
紛
争
当
事
者
は
、
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
一
部
の
規
定
の
適
用
で
は
な
く
、
全
部
の
規
定
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
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こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
ク
ロ
ア
チ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
し
て
い
る
も
の
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
当
事
者
合
意
の
当
事
者
の
違
い
を
勘
案
し
た
上
で）

143
（

、
各
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
を
併
せ
て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
関
す
る
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
か
ら
は
、
政
府
・

叛
徒
間
（
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
対
各
叛
徒
）
の
関
係
に
つ
い
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
ク
ロ
ア
チ
ア
に
関
す
る
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
か
ら
は
、
国
家
間
（
ク
ロ
ア
チ
ア
対
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
共
和
国
）
の
関
係
に

つ
い
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
紛
争
当
事
者
の
相
違
に
応
じ
て
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際

的
武
力
紛
争
の
二
つ
の
側
面
が
併
存
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
そ
れ
自

体
は
、
多
岐
に
亘
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
部
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
節
の
課
題
、

す
な
わ
ち
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
立
場
の
よ
う
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
が
、
紛
争
全

体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
を
導
く
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
そ
れ
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
本
節
の
検
討
か
ら
は
、
否

定
的
に
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
少
な
く
と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

144
（

。

五
　
ま
と
め

以
上
、
本
章
は
、ICTY

設
立
前
史
を
検
討
し
て
き
た
。ICTY

が
活
動
を
開
始
す
る
前
か
ら
、M

eron

を
中
心
と
す
る
論
者
は
、
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
のM

eron
の
見
解
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
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と
い
う
二
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
併
存
を
唱
え
る
「
混
合
説
」
を
退
け
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
い
う
一
つ
の
「
武
力
紛
争
」
の
存
在
の
み

を
引
き
出
す
「
統
合
説
」
に
立
つ
こ
と
を
本
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る

た
め
に
、M

eron

が
援
用
し
た
の
が
、
裁
判
所
設
立
に
あ
た
っ
て
主
要
な
役
割
を
担
っ
た
国
連
の
機
関
で
あ
る
、
安
保
理
、
国
連
事
務
総

長
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
各
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
章
の
検
討
は
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
安
保
理
に
関
し
て
言
え
ば
、
一
連
の
決
議

（
七
六
四
、七
七
一
、七
八
〇
、八
〇
八
、八
二
七
の
そ
れ
ぞ
れ
の
決
議
）
の
文
言
を
一
瞥
す
る
限
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ

て
、
そ
れ
が
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
非
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
る
か
と
い
う
紛
争

分
類
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
明
示
的
に
語
る
も
の
は
何
も
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
安
保
理
の
立
場
は
、M

eron

の
見

解
を
根
拠
付
け
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
こ
と
は
、
次
に
、
国
連
事
務
総
長
に
関
し
て
も
、
当
て
は
ま
る
と
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、ICTY

規
程
草
案
第

八
条
を
成
立
さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
、
国
連
事
務
総
長
が
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
を
「
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
」
に
設
定
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
理
由
が
あ
っ
て
、
国
連
事
務
総
長
と
し
て
、
判
断
を
回
避
す
る
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
た
め
に

他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
経
緯
を
考
慮
す
る
と
、
国
連
事
務
総
長
の
立
場
と
し
て
も
、M

eron

の
見
解
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
は

な
ら
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
国
連
専
門
家
委
員
会
に
つ
い
て
は
、Kalshoven

原
案
・
暫
定
報
告
書
・
最
終
報
告
書
の
一
連
の
報
告
書
か
ら
は
、
確
か
に
、

M
eron

が
言
う
よ
う
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
を
論
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
全

体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
と
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ク
ロ
ア
チ
ア
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
を
調
査
し
て
い
く
と
、
そ
の
内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
、
紛
争
全
体
を
国

際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
を
導
く
も
の
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
統
合
説
」
を
本
旨
と
す
るM

eron

の
見
解
を
め
ぐ
っ
て
は
、
そ
の
根
拠
を
仔
細
に
検
証
す
る
と
、
説
得
力

に
欠
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
曖
昧
さ
は
残
る
も
の
の
、
各
節
の
そ
れ
ぞ
れ
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
を
め
ぐ
っ
て
は
、
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
を
唱
え
る
「
混
合
説
」
の
妥
当
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
本
章
の
冒
頭
に
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、ICTY

自

体
は
、
こ
のICTY

設
立
以
前
の
要
素
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
定
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
次
章
か
ら
、ICTY

判
例
を
具
体
的

に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

〈
注
〉

（
53
） 

一
九
九
五
年
八
月
一
〇
日
にTadic

事
件
第
一
審
裁
判
部
中
間
判
決
が
同
事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
に
先
立
っ
て
下
さ
れ
た
も
の
の
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
関
し
て
は
、
後
者
に
よ
っ
て
、
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、
本
稿
は
、
後
者
を
、
事
実

上
、ICTY

に
お
け
る
最
初
の
判
決
と
捉
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
54
） Y. D

instein, The Conduct of H
ostilities under the Law of International A

rm
ed Conflict (Cam

bridge U.P., 2004), p. 15.

（
55
）  

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
が
分
裂
す
る
ま
で
の
経
緯
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、C. Bassiouni and P. M

anikas, The Law of the International Crim
inal 

Tribunal for the Form
er Yugoslavia (Transnational Publishers, 1996), pp. 459-477.
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（
56
） C. Greenw

ood, “International H
um

anitarian Law
 and the Tadic Case,” The European Journal of International Law, Vol. 7 (1996), p. 270.

（
57
） T. M

eron, “W
ar Crim

es in Yugoslavia and the D
evelopm

ent of International Law,” The A
m
erican Journal of International Law, Vol. 88 

(1994), pp. 80-81. 

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
、N

icaragua

事
件
本
案
判
決
は
、「
コ
ン
ト
ラ
兵
と
ニ
カ
ラ
グ
ア
政
府
軍
と
の
間
の
紛
争
は
、『
国

際
的
性
質
を
有
し
な
い
』
武
力
紛
争
で
あ
る
」
の
に
対
し
、「
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
け
る
、
そ
し
て
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
対
す
る
米
国
の
行
動
は
、
国
際
紛
争
に

関
す
る
法
規
則
の
範
疇
に
入
る
」
と
述
べ
て
い
る
。ICJ Reports 1986, p. 114, para. 219.

（
58
） Stew

art, supra note 6, pp. 333-335.

（
59
） M

eron, supra note 57, p. 81.

（
60
） Ibid., p. 81.

（
61
） Stew

art, supra note 6, pp. 333-335.

（
62
） 

こ
のM

eron

の
見
解
は
、
本
人
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
論
者
に
よ
っ
て
も
、
共
有
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。T. M

eron, 

“The Case for W
ar Crim

es Trials in Yugoslavia,” Foreign Affairs, Vol. 72 (1993), p. 128; T. M
eron, “International Crim

inalization of Internal 

Atrocities,” The A
m
erican Journal of International Law, Vol. 89 (1995), p. 556; J. O

’Brien, “The International Tribunal for V
iolation of 

International H
um

anitarian Law
 in the Form

er Yugoslavia,” The A
m
erican Journal of International Law, Vol. 87 (1993), pp. 647-648. 

こ

の
よ
う
に
、
本
文
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
確
か
に
、M

eron
に
代
表
さ
れ
る
「
統
合
説
」
は
、
こ
の
時
代
の
有
力
説
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
こ
と
は
、「
混
合
説
」
に
立
脚
す
る
論
者
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、O

eter

を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。O

eter

は
、「
ボ
ス
ニ
ア
政
府
の
支
配
下
に
あ
る
と
同
時
に
『
兵
士
』
と
し
て
ボ
ス
ニ
ア
国
家
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
軍
隊
が
、

か
つ
て
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
『
人
民
軍
』
で
あ
っ
て
、
今
や
正
式
の
セ
ル
ビ
ア
軍
部
隊
に
対
し
て
…
戦
闘
す
る
限
り
に
お
い
て
、
我
々
は
、
そ
の
交
戦
行

為
を
、
国
家
間
（
す
な
わ
ち
、『
国
際
的
』）
紛
争
の
行
為
と
し
て
、
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。S. O

eter, “Kriegsverbrechen in den 
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Konflikten um
 das Erbe Jugoslaw

iens: Ein Beitrag zu den Fragen der kollektiven und individuellen Verantw
ortlichkeit für Verletzungen 

des H
um

anitären Völkerrechts,” Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol. 53 (1993), p. 17. 

し
か
し
、
こ
れ
に

対
し
て
、O

eter

は
、「
地
元
の
セ
ル
ビ
ア
民
兵
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
ボ
ス
ニ
ア
国
家
と
い
う
合
法
な
国
家
権
力
と
対
立
し
て
い
る
『
叛
徒
』
で
し
か
な
い
」

こ
と
か
ら
、「
こ
れ
ら
の
集
団
に
対
し
て
は
、『
非
国
際
的
』
紛
争
に
関
す
る
人
道
法
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。Ibid., p. 17. 

こ

の
見
解
は
、M

eron
の
そ
れ
と
は
反
対
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
併
存
を
是
認
し
て
い
る
た
め
、N

icaragua

事
件
本
案
判
決
の
判

断
の
よ
う
に
「
混
合
説
」
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
63
） M

eron, supra note 57, p. 82.

（
64
） Ibid., pp. 81-82.

（
65
） V. M

orris and M
. Scharf, A

n Insider’s G
uide to the International Crim

inal Tribunal for the Form
er Yugoslavia: A

 D
ocum

entary H
istory 

and A
nalysis, Volum

e 1 (Transnational Publishers, 1995), p. 17.

（
66
） 

前
文
に
お
い
て
、
決
議
七
七
一
は
、「
文
民
の
大
規
模
な
強
制
追
放
と
国
外
退
去
、
抑
留
施
設
に
お
け
る
文
民
の
監
禁
と
虐
待
、
非
戦
闘
員
、
病
院
、
救
急

車
へ
の
故
意
の
攻
撃
、
文
民
た
る
住
民
へ
の
食
糧
と
医
療
品
の
送
付
の
妨
害
、
財
産
の
酷
い
荒
廃
と
破
壊
に
関
す
る
報
告
を
含
め
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア

の
領
域
、
特
に
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る
国
際
人
道
法
の
広
範
な
違
反
に
関
す
る
継
続
的
な
報
告
に
対
し
て
、
重
大
な
警

告
を
表
明
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
前
文
の
規
定
は
、
安
保
理
が
国
際
人
道
法
の
違
反
を
構
成
す
る
と
考
え
た
行
為
を
、
具
体
的
に
列
挙
す
る
も

の
で
あ
る
。Ibid., p. 23.

（
67
） 

勿
論
、ICTY

設
立
は
、
安
保
理
を
基
軸
と
し
つ
つ
、
例
え
ば
、
国
連
総
会
、
さ
ら
に
欧
州
安
全
保
障
協
力
機
構
な
ど
、
安
保
理
以
外
の
機
関
が
関
係
す
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。ICTY

設
立
の
経
緯
の
詳
細
に
関
し
て
は
、W

. Schabas, The U
N
 International Crim

inal Tribunals: The Form
er Yugoslavia, 

Rwanda and Sierra Leone (Cam
bridge U.P., 2006), pp. 13-24.
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（
68
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、M

orris

とScharf

は
、
安
保
理
議
長
の
立
場
と
し
て
は
、
安
保
理
が
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
捉
え

る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。M

orris and Scharf, supra note 65, p. 57, note. 191. 

し
か
し
、M

orris

とScharf

に
よ
っ
て
列
挙
さ
れ
て
い
る

安
保
理
議
長
声
明
（
そ
の
一
例
と
し
て
、Sum

m
ary Statem

ent by the Secretary-G
eneral on M

atters of W
hich the Security Council is seized 

and on the Stage reached in their Consideration, S/23370/Add. 31; N
ote by the President of the Security Council, S/25520; Letter dated 

25 February 1994 from
 the President of the Security Council addressed to the Secretary-General, S/1994/217; Statem

ent by the President 

of the Security Council, S/PRST/1994/14

）
の
い
か
な
る
箇
所
を
見
て
も
、
国
際
人
道
法
の
違
反
に
言
及
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
同
紛
争
を
国
際
的

武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
な
い
。

（
69
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
経
済
社
会
理
事
会
の
人
権
委
員
会
（
強
制
失
踪
作
業
部
会
）
は
、「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
状
況
を
め
ぐ
っ
て
は
、
作
業
部
会
は
、
そ

の
地
域
の
武
力
紛
争
が
国
際
的
性
質
を
有
す
る
か
、
そ
れ
と
も
国
内
的
性
質
を
有
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
…
作
業
部
会
に
指
針
を
与
え
る
国
連
内
部
の
い

か
な
る
権
威
あ
る
立
場
も
、
知
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
安
保
理
は
、
一
貫
し
て
『
武
力
紛
争
』
に

言
及
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
国
内
的
武
力
紛
争
の
い
ず
れ
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
も
回
避
し
て
い
る
」
と
。Report of 

the W
orking G

roup on Enforced or Involuntary D
isappearances, E/CN. 4/1993/25, para. 39. 

こ
の
判
断
は
、
少
な
く
と
も
経
済
社
会
理
事
会
の

人
権
委
員
会
（
強
制
失
踪
作
業
部
会
）
と
し
て
は
、
安
保
理
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
関
し
て
言
明
を
避
け
て
い
る
と
い
う
理
解
の
下

に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

（
70
） E. La H

aye, W
ar Crim

es in Internal A
rm

ed Conflicts (Cam
bridge U.P., 2008), pp. 107-110. 

傷
病
者
条
約
に
つ
い
て
は
、
第
四
九
条
と
第
五
〇

条
に
、
海
上
傷
病
者
条
約
に
つ
い
て
は
、
第
四
九
条
と
第
五
〇
条
に
、
戦
争
捕
虜
条
約
に
つ
い
て
は
、
第
一
二
九
条
と
第
一
三
〇
条
に
、
文
民
条
約
に
つ

い
て
は
、
第
一
四
六
条
と
第
一
四
七
条
に
、
そ
れ
ぞ
れ
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

（
71
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
新
し
く
改
訂
さ
れ
た
（
傷
病
者
条
約
に
関
す
る
）ICRC

コ
メ
ン
タ
リ
ー
は
、「
た
と
え
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
重
大
な
違
反
の
制
度
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の
拡
大
が
一
九
四
九
年
に
お
い
て
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
幾
つ
か
の
論
者
と
裁
判
判
決
は
、
こ
の
拡
大
を
主
張
し
て
い
た
」
と
し
た
上
で
、「
し

か
し
、
こ
の
拡
大
を
支
持
す
る
国
家
慣
行
と
法
的
信
念
が
相
対
的
に
不
足
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
拡
大
が
慣
習
国
際
法
上
実
現
し
た
と
結

論
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。E. La H

aye, “Article 49: Penal Sanctions,” in K. D
örm

ann, L. Lijnzaad, M
. Sassòli and P. 

Spoerri (eds.), ICRC Com
m
entary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the A

m
elioration of the Condition of the W

ounded 

and Sick in A
rm

ed Forces in the Field (Cam
bridge U.P., 2016), pp. 1037-1038. 

こ
の
よ
う
に
、ICRC

と
し
て
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重

大
な
違
反
」
は
、
今
な
お
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
連
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
堅
持
し
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
、
最
終
的
にTadic

事
件
の
中
間
判
決
に
お
い
てICTY

が
結
論
付
け
た
こ
と
と
符
合
す
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
を
扱
うICTY

規
程
第
二
条
に
関
し
て
、

同
事
件
第
一
審
裁
判
部
中
間
判
決
は
、「
国
際
性
の
要
素
に
つ
い
て
は
、ICTY

規
程
第
二
条
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
犯
罪
行
為
の
管
轄
権
上
の
基
準
を
構

成
す
る
も
の
で
な
い
」
と
し
（ICTY, Prosecutor v. Tadic, D

ecision on the D
efence M

otion on Jurisdiction, Trial Cham
ber, para. 53

）、
ジ
ュ

ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
「
重
大
な
違
反
」
が
国
際
的
武
力
紛
争
に
限
定
さ
れ
な
い
と
い
う
趣
旨
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
同
事
件

上
訴
裁
判
部
に
関
し
て
は
、Abi-Saab

判
事
が
第
一
審
裁
判
部
の
判
断
と
同
様
の
立
場
を
表
明
し
た
（Separate O

pinion of Judge Abi-Saab on the 

D
efence M

otion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, pp. 4-5

）
も
の
の
、
中
間
判
決
そ
れ
自
体
は
、「
上
訴
裁
判
部
は
、
法
の
現
在
の
発
展
状

況
に
お
い
て
、ICTY

規
程
第
二
条
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
文
脈
に
お
い
て
実
行
さ
れ
る
犯
罪
行
為
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
（supra note 24, para. 84

）、
第
一
審
裁
判
部
の
判
断
を
覆
し
た
の
で
あ
っ
た
。

（
72
） ICTY

設
立
に
関
係
す
る
決
議
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
関
係
し
な
い
決
議
か
ら
も
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
外
国
干
渉
と
同
時
に
内
戦

で
あ
っ
た
」と
評
価
さ
れ
て
い
る
。C. Gray, “Bosnia and H

erzegovina: Civil W
ar or Inter-State Conflict?: Characterization and Consequences,”

British Year Book of International Law, Vol. 67 (1997), p. 196. 

こ
の
評
価
は
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
の
で
な
く
、
国

際
的
武
力
紛
争
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
二
つ
の
側
面
を
是
認
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
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（
73
） Letter dated 10 February 1993 from

 the Perm
anent Representative of France to the U

nited N
ations addressed to the Secretary-G

eneral, 

S/25266, para. 80.

（
74
） 

各
日
付
は
、
次
の
よ
う
に
特
定
の
事
件
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
一
九
九
一
年
六
月
二
五
日
が
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の

独
立
宣
言
の
日
、
第
二
の
一
九
九
一
年
六
月
二
七
日
が
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
へ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
軍
の
干
渉
の
日
、
第
三
の
一
九
九
一
年
七
月
三
日
が
、

セ
ル
ビ
ア
系
武
装
集
団
と
ク
ロ
ア
チ
ア
系
武
装
集
団
と
の
間
の
衝
突
の
開
始
日
、
第
四
の
一
九
九
二
年
四
月
一
日
が
、
セ
ル
ビ
ア
系
武
装
集
団
と
ム
ス
リ

ム
系
武
装
集
団
と
の
間
の
衝
突
の
開
始
日
で
あ
る
。Ibid., para. 80.

（
75
） Ibid., para. 81. 

こ
の
提
案
に
先
立
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
、「
敵
対
行
為
の
開
始
は
、
一
九
九
一
年
六
月
二
七
日
ま
で
遡
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の

日
の
選
択
は
、
誤
っ
た
解
釈
を
引
き
起
こ
し
、
幾
ら
か
の
偏
見
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。Ibid., para. 81. 

こ
の
よ
う
に
、

フ
ラ
ン
ス
は
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
へ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
連
邦
軍
の
干
渉
の
日
に
当
た
る
一
九
九
一
年
六
月
二
七
日
に
関
し
て
は
、
不
適
当
で
あ
る
と
判
断
し

て
い
る
。

（
76
） Supra note 15, para. 62.

（
77
） Ibid., para. 62.

（
78
） 

こ
の
解
釈
に
立
つ
と
思
料
さ
れ
る
論
考
と
し
て
、
樋
口
一
彦
「
内
戦
の
国
際
化
と
国
際
人
道
法
―
―
反
徒
の
『
外
国
軍
化
』
に
よ
る
国
際
化
―
―
」『
琉
大

法
学
』
第
六
二
号
（
一
九
九
九
年
）
二
六
六
頁
。

（
79
） D. Shraga and R. Zacklin, “The International Crim

inal Tribunal for the Form
er Yugoslavia,” The European Journal of International Law, 

Vol. 5 (1994), p. 363.

（
80
） G
reenw

ood, supra note 10, p. 117; G
reenw

ood, supra note 56, p. 271.

（
81
） 

こ
の
こ
と
は
、
次
の
経
緯
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
一
層
明
確
と
な
る
。
国
連
事
務
総
長
と
は
別
に
、
米
国
が
作
成
し
たICTY

規
程
草
案
は
、
第
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二
章
（「
管
轄
権
と
一
般
原
則
」）
の
第
一
〇
条
に
お
い
て
、「
裁
判
所
は
、
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
領
域
内
に
お
け
る
紛
争

か
ら
生
じ
る
、
次
の
い
か
な
る
国
際
法
の
違
反
に
つ
い
て
も
、
個
人
を
訴
追
し
、
処
罰
す
る
権
限
を
持
つ
」
と
し
た
上
で
、
適
用
法
規
に
関
し
て
、
次
の

一
節
を
置
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
第
四
条
約
の
附
属
規
定
と
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
重
大
な
違
反

を
含
む
、
戦
争
法
規
慣
例
の
違
反
。
こ
の
目
的
か
ら
、
一
九
九
一
年
六
月
二
五
日
以
降
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
は
、
国
際
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と

見
な
さ
れ
る
」
と
。Letter dated 5 April 1993 from

 the Perm
anent Representative of the U

nited States of Am
erica to the U

nited N
ations 

addressed to the Secretary-G
eneral, S/25575, p. 6. 

本
条
は
、
裁
判
所
の
時
間
的
管
轄
権
を
一
九
九
一
年
一
月
一
日
以
降
に
設
定
し
つ
つ
、
同
年
六
月

二
五
日
以
降
を
め
ぐ
っ
て
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
時

の
米
国
の
代
表
者
が
、
同
じ
こ
と
を
後
に
回
顧
し
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
、
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
、M

atheson

（
国
務
省
法
律
顧
問
）
とScheffer
（
国
連
常
駐
代
表
上
級
顧
問
）
は
、「
米
国
国
務
省
の
法
律
家
が
起
草
し
、
国
連
事
務
局
に
提
出
し
た
規
程
草
案
は
、
旧

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
を
め
ぐ
っ
て
は
、
国
際
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
見
な
す
も
の
で
あ
っ
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。M

. M
atheson 

and D. Scheffer, “The Creation of the Tribunals,” The A
m
erican Journal of International Law, Vol. 110 (2016), p. 184. 

こ
の
点
に
関
し
て
、

別
の
文
書
に
お
い
て
、
米
国
が
「
一
九
九
一
年
以
降
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
戦
闘
は
、
全
体
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
際
的
武
力

紛
争
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
国
際
的
武
力
紛
争
を
構
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（M

otion H
earing, Am

icus Curiae Brief Presented by the 

G
overnm

ent of the U
nited States of Am

erica, 25 July 1995, Tadic Case N
o. IT-94-I-T, p. 28

）
こ
と
と
併
せ
て
理
解
す
る
と
、
こ
の
米
国
提
案

は
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
本
文
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
米

国
提
案
は
、
国
連
事
務
総
長
が
作
成
し
たICTY

規
程
草
案
の
そ
れ
と
明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
重
要
な
の
は
、
国
連
事
務
総

長
の
対
応
と
し
て
は
、
こ
の
米
国
提
案
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。M

orris

とScharf

は
、「
米
国
提
案
は
問
題
を
非
常
に
単

純
化
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
は
司
法
機
関
の
決
定
に
よ
り
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
実
的
お
よ
び
法
的
な
論
点
を
巻
き
込
む
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も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
提
案
は
最
終
規
程
の
中
に
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
、
こ
の
米
国
提
案
がICTY

規
程
草
案
（
さ
ら
にICTY

規
程
）
に
お
い
て
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
慎
重
に
指
摘
し
て
い
る
。M

orris and Scharf, supra note 65, p. 58. 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
経
緯
か
ら
言

え
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
、
国
連
事
務
総
長
の
立
場
と
し
て
は
、
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
と
い
う
内
容
に
関
し
て
は
、
消

極
的
な
態
度
を
取
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、M

atheson

とScheffer

の
（ICTY

設
立
の
経
緯
に
関
す
る
）
そ
れ
ぞ
れ
の
回
顧
録
と

し
て
、M

. Scharf and P. W
illiam

s, Shaping Foreign Policy in Tim
es of Crisis: The Role of International Law and the State D

epartm
ent 

Legal A
dviser (Cam

bridge U.P., 2010), pp. 97-99; D. Scheffer, A
ll The M

issing Souls: A
 Personal H

istory of The W
ar Crim

es Tribunals 

(Princeton U
niversity Press, 2012), pp. 15-44.

（
82
） 

国
連
専
門
家
委
員
会
の
設
置
前
に
も
、
二
つ
の
世
界
大
戦
を
め
ぐ
っ
て
、
通
称
「
一
九
一
九
委
員
会
」「
一
九
四
三
委
員
会
」
と
い
う
類
似
の
委
員
会
が
設

置
さ
れ
た
。
こ
の
二
つ
の
委
員
会
の
設
置
、
そ
し
て
、
国
連
専
門
家
委
員
会
と
の
異
同
に
つ
い
て
は
、C. Bassiouni, “Form

er Yugoslavia: Investigating 

V
iolations of International H

um
anitarian Law

 and Establishing an International Crim
inal Tribunal,” Security D

ialogue, Vol. 25 (1994), 

pp. 409-413. 

さ
ら
に
、
一
般
論
と
し
て
、
委
員
会
の
設
置
と
そ
の
後
の
国
際
刑
事
裁
判
の
展
開
に
つ
い
て
は
、C. Bassiouni, “From

 Versailles to 

Rw
anda in Seventy-Five Years: The N

eed to Establish a Perm
anent International Crim

inal Court,” H
arvard H

um
an Rights Journal, Vol. 

10 (1997), pp. 13-49.

（
83
） 

国
連
専
門
家
委
員
会
の
審
議
に
関
す
る
一
次
資
料
の
大
部
分
は
、
米
国
のCase W

estern Reserve

大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
「
国
連
七
八
〇
委
員
会
公
文
書

館
」
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
公
文
書
館
の
一
次
資
料
は
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
委
員
の
一
人
で
あ
るBassiouni

が
元
々
所
有
し
、
後
に
寄
贈
し
た

も
の
で
あ
る
。G

uide to the U
nited N

ations 780 Com
m
ission Archive, at http://ead.ohiolink.edu/xtf-ead/view

?docId=ead/O
ClW

-L0001.

xm
l&

doc.view
=printead;chunk.id=0

（as of June 22, 2017

）. 

本
節
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
筆
者
は
、
国
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
一
次
資
料
の
ほ

か
に
、
こ
の
公
文
書
館
が
保
管
す
る
一
次
資
料
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り
わ
け
、
国
連
専
門
家
委
員
会
の
会
期
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の
議
事
録
、
さ
ら
に
各
委
員
の
間
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
基
づ
く
や
り
取
り
に
関
し
て
、
当
て
は
ま
る
。

（
84
） 
も
っ
と
も
、
後
にKalshoven

が
健
康
上
の
問
題
か
ら
辞
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
、Bassiouni

が
新
た
に
議
長
と
な
り
、O

psahl

が
体
調
の
悪
化
に

よ
っ
て
死
亡
し
た
こ
と
か
ら
、Cleiren

（
オ
ラ
ン
ダ
）
とG

reve

（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
が
新
し
く
委
員
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。C. Bassiouni, Report on 

the Yugoslavia W
ar Crim

es D
atabase Project and O

ther Related Projects: N
ovem

ber 1992-Septem
ber 1996 (International H

um
an Rights 

Law
 Institute, 1996), pp. 4-5.

（
85
） M

. Scharf, “Cherif Bassiouni and the 780 Com
m
ission: The Gatew

ay to the Era of Accountability,” A
n O

ccasional Paper of the Frederick 

K. Cox International Law Center, O
ctober 2006, p. 13.

（
86
） Com

m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), First Session (N

ew
 York, 4-5 N

ovem
ber 1992), 

M
inutes of the First M

eeting H
eld on 4 N

ovem
ber 1992, at 11:00 a.m

., p. 4. 

こ
の
点
に
関
し
て
、Fenrick

委
員
は
、「
次
の
国
連
専
門
家
委
員
会

の
会
合
の
た
め
に
、﹇
適
用
法
規
の
﹈
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
を
準
備
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
」
と
し
、
報
告
書
を
作
成
す
る
予
定
で
い
る
こ
と
を
明
言
し

て
い
る
。Com

m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), First Session (N

ew
 York, 4-5 N

ovem
ber 

1992), M
inutes of the Second M

eeting H
eld on 4 N

ovem
ber 1992, at 3:00 p.m

., p. 3. 

こ
れ
に
対
し
て
、Bassiouni

委
員
は
、「
一
定
の
日
付
以

前
に
、
紛
争
が
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
場
合
、
当
該
紛
争
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
範
囲
に
入
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
適
用
法
規
は
、
国
内
法
、
も

し
く
は
第
二
追
加
議
定
書
、
ま
た
は
ニ
ュ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
所
憲
章
と
同
裁
判
所
の
判
決
、
さ
ら
に
幾
つ
か
の
国
家
実
行
（
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
イ
ギ
リ
ス
）
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
国
際
法
の
諸
原
則
に
具
体
化
さ
れ
る
人
道
に
対
す
る
罪
に
関
す
る
規
則
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（ibid., p. 4

）

も
の
の
、
上
記
のFenrick

委
員
の
発
言
を
受
け
て
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
の
適
用
可
能
性
に
関
す
るFenrick

委
員
の
報
告
書
を
待
つ
こ
と
に
し
た
い
」
と

答
え
て
い
る
（ibid., p. 5

）。
も
っ
と
も
、
残
念
な
が
ら
、
筆
者
は
、
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、Fenrick

委
員
が
作
成
し
た
こ
の
報
告
書
を
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
本
節
の
検
討
対
象
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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（
87
） 

厳
密
に
言
う
と
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
宛
先
にFenrick

委
員
も
含
ま
れ
て
い
る
。
フ
ァ
ッ
ク
ス
の
表
面
に
お
い
て
は
、「
こ
こ
に
、
暫
定
報
告
書
の
法
規
に
関
す

る
章
の
た
め
に
、
私
が
あ
な
た
方
の
こ
れ
ま
で
の
草
案
に
基
づ
き
起
草
し
た
箇
所
の
複
写
を
同
封
す
る
」
と
し
た
上
で
、「
建
設
的
な
意
見
を
歓
迎
し
た
い
」

と
い
うKalshoven

議
長
の
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。Com

m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), 

Telefax Transm
ission from

 Frits Kalshoven to Cherif Bassiouni and W
illiam

 Fenrick on 12 January 1993: D
raft Sections on Law

 for 

Interim
 Report, p. 1.

（
88
） Ibid., pp. 2-3. 

こ
の
点
に
関
し
て
、Kalshoven

原
案
は
、「
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
に
お
い
て
は
、
国
内
紛
争
の
た
め
の
規
則
は
、
共
通
第
三
条

と
い
う
一
ヵ
条
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
さ
ら
に
「
一
九
五
四
年
ハ
ー
グ
文
化
遺
産
条
約
も
、
国
内
的
武
力
紛
争
の
当
事
者
が
適
用
す
る
こ

と
を
拘
束
さ
れ
る
一
ヵ
条
（
第
一
九
条
）
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
に
そ
れ
ぞ
れ
付
言
し
て
い
る
。Ibid., p. 3.

（
89
） Ibid., p. 3.

（
90
） Com

m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), Telefax Transm

ission from
 Cherif Bassiouni to 

Frits Kalshoven on 14 January 1993, p. 1.

（
91
） Ibid., p. 2.

（
92
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、Kalshoven

議
長
も
、
類
似
の
意
見
を
持
っ
て
い
る
。Bassiouni

委
員
に
宛
て
て
再
返
信
し
た
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、Kalshoven

議
長
は
、「
私
は
、
特
に
国
際
的
武
力
紛
争
に
関
す
る
法
の
適
用
に
つ
い
て
の
主
張
を
熟
慮
し
、
こ
の
主
張
は
、
我
々
の
報
告
書
の
中
に
、
明
確
に
詳
述
・

補
強
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
、「
こ
の
点
に
関
し
て
、
目
下
、
私
は
、
さ
ら
に
発
展
的
な
主
張
を
含
め
る
衝
動
を
抑
え
て
き
た
」
こ
と
に
言
及
し
、

国
際
的
武
力
紛
争
の
規
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
精
緻
な
論
証
が
必
要
と
な
る
と
い
う
意
見
を
示
し
て
い
る
。Com

m
ission of Experts Established 

Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), Telefax Transm
ission from

 Frits Kalshoven to Cherif Bassiouni on 18 January 1993: 

Section on Law
 in the Interim

 Report, p. 1.
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（
93
） 

暫
定
報
告
書
は
、
第
一
暫
定
報
告
書
と
第
二
暫
定
報
告
書
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
前
者
が
一
九
九
三
年
二
月
一
〇
日
に
、
後
者
が
一
九
九
三

年
一
〇
月
六
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
国
連
専
門
家
委
員
会
か
ら
国
連
事
務
総
長
に
宛
て
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
は
、
前

者
に
よ
っ
て
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
、
便
宜
上
、
前
者
を
指
し
て
、「
暫
定
報
告
書
」
と
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
94
） Letter dated 9 February 1993 from

 the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, Annex I: Interim
 Report of 

the Com
m
ission of Experts established pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), S/25274, para. 45.

（
95
） 

わ
ず
か
に
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、Kalshoven

原
案
が
「
論
争
中
の
（at issue

）
武
力
紛
争
の
性
格
と
複
雑
さ
」
と
表
記
し
た
の
に
対
し
、
暫

定
報
告
書
が
「
関
連
す
る
（concerned

）
武
力
紛
争
の
性
格
と
複
雑
さ
」
へ
と
変
更
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

（
96
） Com

m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), Sixth Session (Geneva, 13-14 July 1993), M

inutes 

of the Third M
eeting on 14 July 1993, at 10:00 a.m

., p. 6. 

こ
の
発
言
に
先
立
っ
て
、Fenrick

委
員
は
、「
委
員
会
は
最
終
報
告
書
に
お
い
て
法
的
問

題
、
特
に
適
用
法
規
に
関
し
て
さ
ら
に
練
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
、「
法
律
家
か
ら
構
成
さ
れ
る
委
員
会
が
こ
の
側
面
に
検
討
を
進
め
な
い
こ
と
は

皮
肉
で
あ
る
」
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。Ibid., p. 6.

（
97
） Ibid., p. 7.

（
98
） Letter dated 24 M

ay 1994 from
 the Secretary-G

eneral to the President of the Security Council, Annex: Final Report of the Com
m
ission 

of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), S/1994/674, para. 43. 

同
じ
趣
旨
か
ら
、
最
終
報
告
書
は
、「
一
般

的
な
結
論
と
勧
告
」
と
題
す
る
箇
所
に
お
い
て
、「
こ
の
多
数
の
当
事
者
の
紛
争
に
関
し
て
は
、
そ
の
様
々
な
段
階
が
国
際
的
武
力
紛
争
を
有
す
る
紛
争
と

な
っ
た
、
ま
た
は
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
正
確
な
時
間
は
、
法
的
に
関
連
す
る
事
実
の
審
査
に
よ
っ
て
、
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と

に
言
及
し
て
い
る
。Ibid., para. 307.

（
99
） Ibid., para. 44. 

こ
の
結
論
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
個
別
的
な
論
点
（「
サ
ラ
エ
ボ
戦
闘
と
武
力
紛
争
法
」）
を
扱
っ
て
い
る
最
終
報
告
書
の
補
遺
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に
お
い
て
も
、
国
連
専
門
家
委
員
会
に
よ
っ
て
、
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。Letter dated 24 M

ay 1994 from
 the Secretary-G

eneral to the 

President of the Security Council, Annexes to the Final Report of the Com
m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council 

Resolution 780 (1992), S/1994/674/Add. 2 Vol. III (Annex. VI. B, the Battle of Sarajevo and the Law
 of Arm

ed Conflict), p. 20.

（
100
） E. D

avid, “Le Tribunal International Pénal Pour l’Ex-Yougoslavie,” Revue Belge de D
roit International, Vol. 25 (1992), p. 572.

（
101
） C. Bassiouni, “The United N

ations Com
m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992),” The Am

erican 

Journal of International Law, Vol. 88 (1994), p. 793.

（
102
） C. Bassiouni and M

. M
cCorm

ick, “Sexual V
iolence: A

n Invisible W
eapon of W

ar in the Form
er Yugoslavia,” O

ccasional Paper N
o. 1, 

International H
um

an Rights Law Institute, D
ePaul U

niversity College of Law, 1996, p. 33.

（
103
） C. Bassiouni, “The Com

m
ission of Experts Established pursuant to Security Council Resolution 780: Investigating Violations of International 

H
um

anitarian Law
 in the Form

er Yugoslavia,” O
ccasional Paper N

o. 2, International H
um

an Rights Law Institute, D
ePaul U

niversity 

College of Law, 1996, p. 44.

（
104
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、Kalshoven

議
長
に
宛
て
た
フ
ァ
ッ
ク
ス
に
お
い
て
、Bassiouni

委
員
は
、
経
済
社
会
理
事
会
の
人
権
委
員
会
（
強
制
失
踪
作
業
部
会
）

の
判
断
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
で
に
見
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
判
断
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
紛
争
分
類
に
つ
い
て
は
、
国
連
の
機
関
が
沈
黙

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。Supra note 69, para. 39. 

こ
の
判
断
に
関
し
て
、Bassiouni

委
員
は
、「
国
連
専
門
家
委
員
会
、
そ
の
作
業
、

ま
た
は
そ
の
協
力
に
対
し
て
い
か
な
る
言
及
も
な
い
」
と
し
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
て
い
る
国
連
専
門
家
委
員
会
の
立
場
に
言
及
が
な
い

こ
と
に
不
満
を
表
明
し
て
い
る
。Com

m
ission of Experts Established Pursuant to Security Council Resolution 780 (1992), Telefax Transm

ission 

from
 Cherif Bassiouni to Frits Kalshoven on 20 M

arch 1993: Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial Sum
m
ary on Arbitrary 

Executions, E/CN. 4/1993/46, 23 D
ecem

ber, 1992, and Report of the W
orking Group on Enforced or Involuntary D

isappearances, E/CN. 
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4/1993/25, 7 January 1993, p. 1.
（
105
） 
こ
の
部
分
の
無
意
味
さ
に
つ
い
て
は
、
樋
口
一
彦
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
―
―
そ
の
拡
大
の
可
能
性
―
―
」『
琉
大
法
学
』
第
五
五
号
（
一
九
九
五

年
）
一
三
三
頁
。

（
106
） M

orris and Scharf, supra note 65, pp. 54-55.

（
107
） Ibid., p. 55.

（
108
） 

本
節
が
取
り
上
げ
る
紛
争
当
事
者
合
意
の
原
文
に
関
し
て
は
、
国
際
人
道
法
の
遵
守
を
武
装
集
団
に
対
し
て
促
進
す
る
活
動
を
展
開
し
て
い
る
非
政
府
組

織
で
あ
る
、G

eneva Call
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
。at http://theirw

ords.org/pages/hom
e (as of 3 July, 2017). 

こ
の

G
eneva Call

の
活
動
に
つ
い
て
は
、P. Bongard and J. Som

er, “M
onitoring arm

ed non-state actor com
pliance w

ith hum
anitarian norm

s: a 

look at international m
echanism

s and the Geneva Call D
eed of Com

m
itm

ent,” International Review of the Red Cross, Vol. 93 (2011), pp. 

685-687.

（
109
） Agreem

ent betw
een the representatives of the Republic of Bosnia-H

erzegovina, the Serbian D
em

ocratic Party, the Party of D
em

ocratic 

Action, and the Croatian D
em

ocratic Com
m
unity signed in G

eneva on 22 M
ay 1992.

（
110
） Ibid., pp. 1-2.

（
111
） Ibid., pp. 2-4.

（
112
） M

. Sassòli, “The legal qualification of the conflicts in the form
er Yugoslavia: double standards or new

 horizons for international hum
anitarian 

law
?,” in S. Yee and W

. Tieya (eds.), International Law in the Post-Cold W
ar W

orld: Essays in M
em

ory of Li H
aopei (Routledge, 2001), 

p. 321.

（
113
） 

本
協
定
は
、
傷
病
者
、
海
上
傷
病
者
、
文
民
、
捕
え
ら
れ
た
戦
闘
員
、
敵
対
行
為
な
ど
の
広
範
囲
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
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第
一
追
加
議
定
書
の
全
部
の
規
定
の
適
用
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
本
協
定
第
二
条
三
項
は
、「
文
民
と
文
民
た
る
住
民
は
、
一
九
四
九
年
八

月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四
条
約
の
第
一
三
条
か
ら
第
三
四
条
ま
で
に
よ
っ
て
、
保
護
さ
れ
る
こ
と
」、
さ
ら
に
「
す
べ
て
の
文
民
は
、
第
一
追
加
議
定

書
の
第
七
二
条
か
ら
第
七
九
条
ま
で
に
従
っ
て
、
保
護
さ
れ
る
こ
と
」
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
（supra note 109, p. 3

）、
文
民
条
約
と
第
一
追
加
議

定
書
の
規
定
の
部
分
的
な
適
用
を
認
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

（
114
） P. Row

e, “W
ar Crim

es and the Form
er Yugoslavia: The Legal Diffi

culties,” The M
ilitary Law and the Law of W

ar Review, Vol. 32 (1993), 

p. 340.

（
115
） Supra note 109, p. 4. 
同
項
は
、
敵
対
行
為
に
関
し
て
は
、
第
一
追
加
議
定
書
の
上
記
規
定
の
ほ
か
に
、「
地
雷
、
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
お
よ
び
そ
の
他
の

装
置
の
使
用
の
禁
止
ま
た
は
制
限
に
関
す
る
議
定
書
」
に
従
っ
て
、
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。Ibid., p. 4.

（
116
） 

こ
の
点
を
摘
示
す
る
論
考
と
し
て
、
樋
口
一
彦
「
政
府
と
反
徒
の
間
の
国
際
人
道
法
適
用
合
意
」『
琉
大
法
学
』
第
七
七
号
（
二
〇
〇
七
年
）
七
〇
―
七
一

頁
。

（
117
） Supra note 109, p. 4.

（
118
） Row

e, supra note 114, p. 341; 

樋
口
「
前
掲
論
文
」（
注116

）
七
〇
―
七
一
頁
。

（
119
） J. Pictet (ed.), Geneva Convention for the Am

elioration of the Condition of the W
ounded and Sick in Arm

ed Forces in the Field: Com
m
entary 

(ICRC, 1952), p. 60.

（
120
） Ibid., p. 60.

（
121
） Ibid., p. 61.

（
122
） 

本
協
定
の
署
名
者
と
し
て
、「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
大
統
領
」、「
セ
ル
ビ
ア
民
主
党
党
首
」、「
民
主
行
動
党
党
首
」、「
ク
ロ
ア
チ
ア
民
主
同

盟
党
首
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。Supra note 109, p. 1. 

こ
の
観
点
か
ら
、
本
協
定
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
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ナ
政
府
、
セ
ル
ビ
ア
系
・
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
系
・
ク
ロ
ア
チ
ア
系
の
各
叛
徒
が
当
事
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
123
） 
同
じ
趣
旨
か
ら
、Row

e

は
、
次
の
よ
う
に
自
問
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
共
通
第
三
条
の
意
味
に
お
け
る
こ
の
﹇
一
九
九
二

年
五
月
二
二
日
﹈
特
別
協
定
は
、
武
力
紛
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
に
変
化
さ
せ
る
か
」
と
。Row

e, supra note 114, p. 342. 

し
か
し
、
こ
の
問
い
に
肯

定
的
に
回
答
を
与
え
て
い
る
国
連
専
門
家
委
員
会
の
立
場
に
関
し
て
、Row

e

は
、「
こ
の
リ
ー
ズ
ニ
ン
グ
は
説
得
力
を
持
た
な
い
」
と
自
答
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
（ibid., p. 342

）、
紛
争
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
か
ら
国
際
的
武
力
紛
争
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
定
し
て
い
る
。

（
124
） Agreem

ent betw
een the representatives of the Republic of Bosnia-H

erzegovina, the Serbian D
em

ocratic Party, the Party of D
em

ocratic 

Action, and the Croatian D
em

ocratic Com
m
unity signed in G

eneva on 23 M
ay 1992.

（
125
） 

し
た
が
っ
て
、
本
協
定
の
署
名
者
は
、
一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
の
そ
れ
と
同
じ
、
す
な
わ
ち
、「
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
共
和
国
大
統
領
」、

「
セ
ル
ビ
ア
民
主
党
党
首
」、「
民
主
行
動
党
党
首
」、「
ク
ロ
ア
チ
ア
民
主
同
盟
党
首
」
で
あ
る
。Ibid., p. 1. 

一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
と
同
様
、
本
協

定
の
当
事
者
と
し
て
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
政
府
、
セ
ル
ビ
ア
系
・
ボ
シ
ュ
ニ
ャ
ク
系
・
ク
ロ
ア
チ
ア
系
の
そ
れ
ぞ
れ
の
叛
徒
が
名
を
連
ね
て

い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
126
） Ibid., p. 1.

（
127
） Ibid., pp. 1-2.

（
128
） P. Row

e, “Liability for «W
ar Crim

es» during a N
on-International Arm

ed Conflict,” The M
ilitary Law and the Law of W

ar Review, Vol. 

34 (1995), p. 157.

（
129
） B. Jakovljevic, “Arm

ed Conflict in Yugoslavia: Agreem
ents in the Field of International H

um
anitarian Law

 and Practice,” H
um

anitäres 

Völkerrecht-Inform
ationsschriften, Vol. 5 (1992), pp. 110-111. 

一
九
九
二
年
五
月
二
二
日
協
定
と
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
協
定
の
ほ
か
に
、
ボ
ス

ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ア
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
と
し
て
、
一
九
九
二
年
六
月
六
日
協
定
と
一
九
九
二
年
一
〇
月
一
日
協
定
が
あ
る
。
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Agreem
ent betw

een the representatives of the Republic of Bosnia-H
erzegovina, the Serbia D

em
ocratic Party, the Party of D

em
ocratic 

A
ction, and the Croatian D

em
ocratic Com

m
unity signed in G

eneva on 6 June 1992; A
greem

ent betw
een the representatives of the 

Republic of Bosnia-H
erzegovina, the Serbia Dem

ocratic Party, the Party of Dem
ocratic Action, and the Croatian Dem

ocratic Com
m
unity 

signed in G
eneva on 1 O

ctober 1992. 

こ
れ
ら
の
協
定
の
内
容
の
概
観
に
つ
い
て
は
、Y. Sandoz, “Réflexions sur la m

ise en œ
uvre du droit 

international hum
anitaire et sur le rôle du Com

ité international de la Croix-Rouge en ex-Yougoslavie,” Schweizerische Zeitschrift für 

internationales und europäisches Recht, Vol. 3 (1993), pp. 469-470.

（
130
） M

em
orandum

 of Understanding betw
een the representatives of the Republic of Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia, the Yugoslavia 

People’s Arm
y and the Republic of Serbia signed in G

eneva on 27 N
ovem

ber 1991.

（
131
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
本
了
解
覚
書
は
、
文
民
に
つ
い
て
は
、「
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四
条
約
の
被
抑
留
者
の
待
遇
に
関
す

る
規
定
（
第
七
九
条
か
ら
第
一
四
九
条
ま
で
）」
の
利
益
を
受
け
る
と
と
も
に
、「
第
一
追
加
議
定
書
の
第
七
二
条
か
ら
第
七
九
条
ま
で
」
に
従
っ
て
扱
わ
れ

る
こ
と
（
本
了
解
覚
書
第
四
条
）、
文
民
た
る
住
民
に
つ
い
て
は
、「
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
四
条
約
の
第
一
三
条
か
ら
第
二
六
条
ま
で
」

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と
（
本
了
解
覚
書
第
五
条
）
を
定
め
て
い
る
。Ibid., p. 2. 

さ
ら
に
、
本
了
解
覚
書
は
、
敵
対
行
為
に
つ
い
て
は
、「
第
一
追
加
議

定
書
の
第
三
五
条
か
ら
第
四
二
条
ま
で
と
第
四
八
条
か
ら
第
五
八
条
ま
で
」（
加
え
て
「
地
雷
、
ブ
ー
ビ
ー
ト
ラ
ッ
プ
お
よ
び
そ
の
他
の
装
置
の
使
用
の
禁

止
ま
た
は
制
限
に
関
す
る
議
定
書
」）
に
従
っ
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
（
本
了
解
覚
書
第
六
条
）。Ibid., p. 2. 

こ
の
よ
う
に
、
本
了
解
覚
書

は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
の
規
定
の
う
ち
、
そ
の
一
部
を
適
用
す
る
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
132
） Jakovljevic, supra note 129, p. 110.

（
133
） Supra note 130, p. 3.

（
134
） 

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
了
解
覚
書
第
三
条
は
、「
捕
え
ら
れ
た
戦
闘
員
は
、
一
九
四
九
年
八
月
一
二
日
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
第
三
条
約
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
待
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遇
を
享
受
す
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
（ibid., p. 2

）、
戦
争
捕
虜
条
約
上
の
「
待
遇
」
を
認
め
て
い
る
。
す
で
に
本
文
に
お
い
て
述
べ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
待
遇
」
の
文
言
が
戦
闘
員
（
戦
争
捕
虜
）
の
地
位
を
付
与
す
る
こ
と
ま
で
含
む
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
同
旨
の

指
摘
と
し
て
、Jakovljevic, supra note 129, p. 110.

（
135
） 

こ
の
共
通
第
六
条
の
詳
細
に
関
し
て
は
、L. Cam

eron, “Article 6: Special agreem
ents,” in D

örm
ann, Lijnzaad, Sassòli and Spoerri, supra note 

71, pp. 344-359.

（
136
） 

少
な
く
と
も
紛
争
当
事
者
合
意
の
内
容
と
し
て
は
、
本
了
解
覚
書
は
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
関
す
る
紛
争
当
事
者
合
意
で
あ
る
一
九
九
二
年

五
月
二
二
日
協
定
と
類
似
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
、
こ
の
点
に
関
し
て
、M

ercier

は
、「﹇
一
九
九
二
年
﹈
五
月
二
二
日
協

定
は
、
ク
ロ
ア
チ
ア
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
紛
争
に
お
い
て
締
結
さ
れ
た
合
意
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
計
画
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
（M

. M
ercier, 

Crim
es without Punishm

ent: H
um

anitarian A
ction in Form

er Yugoslavia (Pluto Press, 1995), p. 107

）、両
者
の
間
の
類
似
性
を
強
調
し
て
い
る
。

（
137
） Addendum

 to the M
em

orandum
 of U

nderstanding of 27 N
ovem

ber 1991 betw
een the representatives of the Republic of Croatia and the 

Federal Republic of Yugoslavia signed in G
eneva on 23 M

ay 1992.

（
138
） Ibid., p. 1.

（
139
） M

orris

とScharf

の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
ク
ロ
ア
チ
ア
紛
争
の
当
事
者
は
、
一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
へ
の
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補

に
よ
っ
て
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
諸
条
約
と
第
一
追
加
議
定
書
を
全
体
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
相
互
に
合
意
し
た
」
の
で
あ
る
。M

orris and Scharf, supra 

note 65, p. 55.

（
140
） Jakovljevic, supra note 129, p. 110.

（
141
） Ibid., p. 110.

（
142
） Ibid., p. 110. 

一
九
九
一
年
一
一
月
二
七
日
了
解
覚
書
と
一
九
九
二
年
五
月
二
三
日
追
補
の
ほ
か
に
、
ク
ロ
ア
チ
ア
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
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意
と
し
て
、
一
九
九
一
年
一
一
月
六
日
協
定
と
一
九
九
二
年
八
月
七
日
協
定
が
あ
る
。Agreem

ent betw
een the representatives of the Republic of 

Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia, the Yugoslavia People’s Arm
y and the Republic of Serbia signed in G

eneva on 6 N
ovem

ber 

1991; A
greem

ent in the Fram
ew

ork of the M
em

orandum
 of U

nderstanding of 27 N
ovem

ber 1991 and its A
ddendum

 of 23 M
ay 1992 

betw
een the representatives of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Croatia signed in Budapest on 7 August 1992. 

こ

れ
ら
の
協
定
の
内
容
の
概
観
に
つ
い
て
は
、Sandoz, supra note 129, pp. 465-468.

（
143
） 

ク
ロ
ア
チ
ア
と
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
関
し
て
締
結
さ
れ
た
紛
争
当
事
者
合
意
を
め
ぐ
っ
て
、Fenrick

は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、

国
家
が
当
事
者
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
違
い
を
明
確
に
意
識
し
て
い
る
。W

. 

Fenrick, “In the Field w
ith U

N
CO

E: Investigating Atrocities in the Territory of Form
er Yugoslavia,” The M

ilitary Law and the Law of 

W
ar Review, Vol. 34 (1995), p. 44.

（
144
） 

同
旨
の
指
摘
と
し
て
、Sassòli, supra note 112, p. 331. 

こ
の
点
に
関
し
て
、ICRC

は
、「ICRC

と
し
て
も
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
紛
争
当
事

者
に
よ
っ
て
相
互
に
締
結
さ
れ
た
人
道
問
題
に
関
す
る
協
定
の
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
可
能
で
あ
る
法
の
大

部
分
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
全
て
の
適
用
可
能
性
を
伴
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
」
と
述

べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
紛
争
当
事
者
合
意
が
紛
争
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
付
け
る
こ
と
を
導
く
も
の
で
な
い
と
評
価
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。Som

e Prelim
inary Rem

arks by the International Com
m
ittee of the Red Cross on the Setting-U

p of an International Tribunal for the 

Prosecution of Persons Responsible for Serious V
iolations of International H

um
anitarian Law

 Com
m
itted on the Territory of the Form

er 

Yugoslavia, in V. M
orris and M

. Scharf, An Insider’s Guide to the International Crim
inal Tribunal for the Form

er Yugoslavia: A
 Docum

entary 

H
istory and A

nalysis, Volum
e II (Transnational Publishers, 1995), p. 392.


