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国
際
人
道
法
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
三
条
（
以
下
、
共

通
三
条
）

と
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
追
加
さ
れ
る
一
九
七
七
年
第
二
議
定
書
（
以
下
、
第
二
追
加
議
定
書
）
の
締
約
に
直
接
関
わ
っ
て
い
な

(
2
)
 

い
反
徒
が
、
い
か
に
し
て
そ
れ
ら
条
約
規
則
上
の
義
務
を
負
う
の
か
と
い
う
議
論
が
中
心
と
な
る
。
こ
の
問
題
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る

国
際
人
道
法
に
お
い
て
は
古
典
的
争
点
で
あ
る
。
最
も
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
の
は
一
九
七

0
年
代
か
ら
一
九
八

0
年
代
前
半
で
あ
る
。
し
か
し
、
決

し
て
忘
れ
去
ら
れ
た
問
題
で
は
な
く
、
現
在
に
お
い
て
も
見
解
の
一
致
を
見
な
い
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
近
年
で
は
反
徒
が
共
通
三
条
及
び
第

二
追
加
議
定
書
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
認
め
ら
れ
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
十
分
な
検
討
も
な
さ
れ
ず
に
、
個
人
の
刑
事
責
任
の
問
題
な
ど
、
そ
の

他
の
問
題
に
議
論
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
さ
ら
に
は
こ
の
問
題
そ
の
も
の
が
無
視
さ
れ
て
い
る
場
合
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
反
徒
の
法
的
地
位

は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
検
討
す
る
場
合
に
、
ま
ず
最
初
に
議
論
さ
れ
る
ぺ
き
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
共

通
三
条
又
は
第
一
―
追
加
議
定
書
の
違
反
に
つ
い
て
反
徒
を
処
罰
す
る
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
反
徒
は
そ
れ
ら
条
約
規
則
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
が

問
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
政
府
と
反
徒
団
体
、
ま
た
は
反
徒
団
体
間
で
合
意
や
協
定
が
結
ば
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
国
際
的
合
意
で
あ
る
の
か
否
か
は
反

徒
の
法
的
地
位
が
国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
っ
て
く
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
は
現
在
で
も
重
要
性
を

(
3
)
 

失
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
。

非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
は
、
主
に
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い

て
は
、
こ
の
二
つ
の
条
約
規
則
を
中
心
に
議
論
を
進
め
て
い
く
。
反
徒
の
法
的
地
位
の
議
論
に
入
る
前
に
、
共
通
三
条
が
成
立
す
る
以
前
の
非
国
際
的
武

力
紛
争
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
簡
単
に
み
て
お
き
た
い
。
共
通
三
条
が
成
立
す
る
以
前
は
、
反
徒
に
交
戦
団
体
承
認
が
与
え
ら
れ
た
場
合
の
み
に
、
非

(
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国
際
的
武
力
紛
争
に
国
際
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
交
戦
団
体
承
認
の
制
度
が
形
成
さ
れ
た
の
は
一
八
六
一
年
か
ら
一
八
六
五
年
に
か
け

て
の
南
北
戦
争
の
時
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
こ
の
制
度
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
二

0
世
紀
に
は
い
っ
て
か
ら
は
一
度
も
使
わ
れ
ず
、

は

じ

め

に
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そ
の
一
方
で
非
国
際
的
武
力
紛
争
は
ま
す
ま
す
悲
惨
な
状
況
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
政
府
に
よ
っ
て
交
戦
団
体
承
認
が
与
え
ら
れ

な
く
と
も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
国
際
人
道
法
を
適
用
す
る
方
法
が
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
以
下
、

I
C
R
C
)
に
よ
り
模
索
さ
れ
、
そ
の
結
果
成
立

し
た
の
が
共
通
三
条
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
通
三
条
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
定
義
を
行
な
わ
な
い
一
方
で
、
内
容
は
最
低
限
の
人
道
規
則
を
定
め
る
こ

と
が
で
き
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
共
通
三
条
の
内
容
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
そ
の
内
容
を
拡
大
強
化
し
た
第
二
追
加
議
定
書
が
一
九
七
四
年

か
ら
一
九
七
七
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
外
交
会
議
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
。

共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書
は
、
政
府
に
よ
る
交
戦
団
体
承
認
が
あ
る
か
な
い
か
に
関
わ
ら
ず
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
対
し
て
国
際
法
に
よ
る
規

制
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
。
政
府
が
交
戦
団
体
承
認
を
反
徒
に
与
え
た
場
合
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
戦
争
法
規
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に

よ
っ
て
反
徒
は
戦
闘
員
の
資
格
を
与
え
ら
れ
、
政
府
軍
に
捕
ら
え
ら
れ
た
と
き
に
も
犯
罪
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
ず
、
捕
虜
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
が
、
交
戦
団
体
承
認
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
大
き
な
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書

'
で
は
、
反
徒
に
戦
闘
員
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ず
、
政
府
が
反
徒
を
内
乱
罪
そ
の
他
の
国
内
法
違
反
に
よ
り
処
罰
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
な
い
。
こ
の
点

(
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は
I
C
R
C
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
も
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
政
府
の
国
内
秩
序
を
回
復
す
る
権
限
を
残
し
た
ま
ま
で
、
非
国
際
的
武

力
紛
争
に
対
し
て
国
際
法
に
よ
る
規
制
を
及
ぼ
す
と
い
う
点
が
、
共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書
の
革
新
的
な
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書
に
は
多
く
の
問
題
点
が
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
と
く
に
、
理
論
上
問
題
と
な
る
の
が
、
共
通
三
条
と
第
二
追

加
議
定
書
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
反
徒
は
自
ら
署
名
し
て
い
な
い
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
で
き
る
か
ぎ
り
紛
争
の
人
道
化
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
政
府
だ
け
で
な
く
反
徒
に
よ
っ
て
も
共
通
三
条
又
は
第
二

追
加
議
定
書
の
規
定
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
徒
に
対
し
て
拘
束
を
義
務
付
け
る
根
拠
が
な
け
れ
ば
、
彼
ら
に
条
約
上
の
義
務

を
負
わ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
遵
守
も
期
待
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
は
、
共
通
三
条
が
成
立
し
た
と
き
か
ら
議
論
が

続
け
ら
れ
、
現
在
で
も
見
解
は
一
致
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
見
解
を

検
討
し
た
上
で
、
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
が
、
個
人
の
刑
事
責
任
の
問
題
へ
と
移
行
し
て
い
る
最
近
の
議
論
の
動
向
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

（
九
ニ
―
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一
九
四
八
年
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
行
わ
れ
た
赤
十
字
国
際
会
議
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
を
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
す
る
こ
と
を
検
討
し
た

(
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結
果
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
草
案
二
条
四
項
と
し
て
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
条
約
全
体
を
適
用
す
る
案
が
採
用
さ
れ
た
。

一
九
四
九
年
の
外
交
会
議
で
、
こ
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
草
案
に
対
す
る
各
国
の
態
度
は
、
賛
成
と
反
対
に
大
き
く
分
か
れ
た
。
反
対
の
理
由
は
一
様
で

は
な
か
っ
た
が
、
反
対
者
の
示
し
た
見
解
の
多
く
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
適
用
を
受
け
る
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
範
囲
を
一
定
の
条
件
を
満
た
し
た
紛

争
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
へ
の
条
約
適
用
自
体
を
拒
否
す
る
主
張
も
な
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、
条
約

が
適
用
さ
れ
る
ぺ
き
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
範
囲
を
限
定
す
る
か
、
あ
る
い
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
条
約
規
定
を
制
限
す
る
か
の
い
ず
れ

か
に
絞
ら
れ
、
結
局
後
者
の
見
解
が
採
用
さ
れ
て
共
通
三
条
と
し
て
成
立
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
共
通
三
条
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
範
囲
を
限
定
し
て

お
ら
ず
、
そ
の
一
方
で
内
容
と
し
て
は
、
武
力
紛
争
の
性
質
を
問
わ
ず
遵
守
さ
れ
る
べ
き
最
低
限
の
人
道
規
則
を
定
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
最

終
項
に
は
「
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
規
定
さ
れ
た
。

共
通
三
条
は
「
各
紛
争
当
事
者
」
に
適
用
さ
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
文
言
上
は
反
徒
も
こ
の
規
定
に
拘
束
さ
れ
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
、
ア
メ
リ
カ
代
表
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
署
名
し
て
い
な
い
当
事
者
に
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
述
べ
、
「
各
紛
争
当
事
者
」
を
「
締

(
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約
国
に
関
係
す
る
者
」
と
い
う
表
現
に
変
え
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
よ
う
に
反
徒
に
対
し
て
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
見
解
は
、
イ
ギ

リ
ス
代
表
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
代
表
、
ス
イ
ス
代
表
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
国
が
示
し
た
見
解
と
は
反
対
に
、
反
徒
は
共
通
三
条
に
拘
束
さ

れ
る
と
い
う
見
解
も
示
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ア
代
表
は
、
反
徒
は
明
ら
か
に
い
ず
れ
か
の
国
の
国
民
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
そ
の
国
に
よ
っ
て

(
9
)
 

な
さ
れ
た
約
束
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

I
C
R
C
代
表
も
、
こ
れ
を
支
持
し
、
国
家
に
よ
る
条
約
の
批
准
に
よ
り
、
そ
の
国
の
国
民
は
本

条
文
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
述
べ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
共
通
三
条
に
反
徒
は
拘
束
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
見
解
が
分
か
れ
た
。
し
た

(
6
)
 

曰
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
三
条

関
法
第
五
六
巻
四
号

一
八
八
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が
っ
て
、
起
草
過
程
か
ら
反
徒
を
拘
束
す
る
と
い
う
各
国
の
意
図
の
一
致
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
「
各
紛
争
当
事
者
」
と
い
う
表
現
は

そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
て
最
終
条
文
と
し
て
採
択
さ
れ
た
。

反
徒
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
諸
見
解

一
八
九

一
九
四
九
年
の
外
交
会
議
に
お
い
て
は
各
国
の
代
表
が
反
徒
の
法
的
地
位
に
関
し
て
一
致
し
た
見
解
を
有
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
で
は
、
主
に
学
者
は
こ
の
問
題
を
い
か
に
し
て
論
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
共
通
三
条
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位
を

め
ぐ
る
見
解
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
共
通
三
条
の
反
徒
に
対
す
る
拘
束
性
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
主
に
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。

ま
ず
、

I
C
R
C
は
一
九
四
九
年
の
外
交
会
議
に
お
い
て
、
国
家
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
批
准
に
よ
り
、
そ
の
国
の
す
べ
て
の
国
民
が
同
条
約

(10) 

に
拘
束
さ
れ
る
の
で
、
共
通
三
条
に
反
徒
も
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
見
解
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
国
家
に
よ
る
条
約
の
批
准
は
、
国

家
が
他
の
締
約
国
と
の
関
連
で
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
だ
け
で
、
個
人
に
直
接
国
際
法
主
体
性
が
認
め
ら
れ
る
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で

き
る
。
こ
こ
で
、
国
民
個
人
々
々
が
直
接
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
考
え
は
、
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
り
、
妥
当
で
は
な
い

(11) 

と
い
え
る
。
次
に
、
人
権
条
約
の
特
殊
性
に
注
目
し
た
見
解
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
人
権
条
約
の
領
域
に
お
い
て
は
、
個
人
が
直
接
国
際
法
主

(12) 

体
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
共
通
三
条
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
の
も
そ
の
一
例
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
人
権
条
約
に
は
個
人
の
権
利
義
務
に

つ
い
て
規
定
し
た
も
の
が
多
く
あ
る
。
し
か
し
、
条
約
に
個
人
の
権
利
義
務
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
直
ち
に
個
人
に
国
際
法
主
体
性
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
人
に
国
際
法
上
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
個
人
の
名
に
お
い
て
そ
の
権
利
を
国
際
的
手
続
き
に
則
っ
て
主
張
で
き

(13) 

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
義
務
に
つ
い
て
も
、
個
人
に
国
際
法
上
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
国
際
的
な
手
続
き
に

(14) 

よ
っ
て
個
人
に
制
裁
が
科
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
共
通
三
条
を
見
る
と
、
反
徒
は
I
C
R
C
の
役
務
受
け
入
れ

主
体
と
な
り
、
さ
ら
に
相
手
当
事
者
と
協
定
を
結
ぶ
権
限
を
持
ち
、
そ
の
限
り
で
法
的
地
位
を
認
め
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
規
定
が
あ
る
だ
け
で
は
、
反
徒
に
共
通
三
条
に
お
け
る
法
的
地
位
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
実
際
に
、

I
C
R
C
の
役
務

以
上
の
よ
う
に
、

口

（
九
二
三
）



（
九
二
四
）

(L. 
M
o
i
r
)
 
は
共

を
受
け
入
れ
る
に
し
て
も
、
政
府
と
協
定
を
結
ぶ
に
し
て
も
、
反
徒
の
一
存
で
で
き
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
通
三
条
に

反
徒
に
対
す
る
権
利
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
反
徒
を
拘
束
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
次
に
、
共
通
三
条
が
対
世
的

(C. K
r
e
s
s
)

は
共
通

(15) 

三
条
の
義
務
は
い
ま
や
対
世
的
義
務
と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
国
際
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
。
し

か
し
、
対
世
的
義
務
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
の
違
反
が
必
ず
国
際
犯
罪
を
構
成
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
対
世
的
義
務
で
あ
る
こ
と
は
す
べ
て
の

国
家
を
拘
束
す
る
根
拠
と
は
な
る
が
、
個
人
を
直
接
拘
束
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
通
三
条
の
義
務
が
対
世
的
義
務
と
し
て
反
徒
を

拘
束
す
る
た
め
に
は
、
や
は
り
共
通
三
条
に
お
い
て
反
徒
に
国
際
法
主
体
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
モ
イ
ア

(16) 

通
三
条
は
人
道
の
最
低
限
の
規
則
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
強
行
規
範
で
あ
り
、
個
人
に
も
遵
守
義
務
が
あ
る
と
述
べ
る
。
彼
は
共
通
三
条
が
強
行
規

範
で
あ
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
根
拠
と
し
て
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所
（
以
下
、

I
C
T
Y
)

審
裁
判
部
判
決
を
引
用
し
て
い
る
。
同
判
決
は
「
…
…
戦
争
犯
罪
…
…
を
禁
止
し
て
い
る
国
際
人
道
法
規
範
の
多
く
は
、
国
際
法
の
強
制
的
規
範
ま
た
は

(17) 

強
行
規
範
で
あ
る
…
…
」
と
述
べ
て
い
る
。
モ
イ
ア
は
共
通
三
条
は
国
際
人
道
法
の
最
低
限
の
規
則
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
の
で
、
当
然
I
C
T
Y
が
述

(18) 

べ
た
強
行
規
範
と
な
っ
て
い
る
国
際
人
道
法
に
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
た
し
か
に
、
国
家
は
強
行
規
範
に
違
反
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

強
行
規
範
で
あ
る
こ
と
自
体
は
、
個
人
を
拘
束
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
国
際
法
主
体
性
が
当
該
規
範
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
個
人
に
つ
い
て
は
、
そ

の
違
反
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
も
対
世
的
義
務
の
主
張
と
同
じ
く
、
ま
ず
共
通
三
条
に
よ
っ
て
反
徒
が
国
際
法
主
体
性

(19) 

を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
ま
た
、
共
通
三
条
の
規
則
は
慣
習
法
と
し
て
反
徒
を
拘
束
す
る
と
い
う
見
解
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
慣
習

法
で
あ
る
こ
と
は
国
家
を
拘
束
す
る
根
拠
に
は
な
る
が
、
個
人
を
拘
束
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
個
人
を
当
該
慣
習
法
に
拘
束
す
る
に
は
、
そ
れ
に
よ

り
個
人
の
国
際
法
主
体
性
が
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
が
慣
習
法
で
あ
る
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
る
。

規
則
、

こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
国
家
に
よ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
批
准
•
加
入
の
効
果
が
、
共
通
三
条
の
新
し
い
法
主
体
で
あ
る
反
徒
に
も
及
ぶ
と
い
う
慣
習

(20) 

つ
ま
り
は
反
徒
に
拘
束
を
義
務
付
け
る
慣
習
規
則
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
拘
束
を
義
務
付
け
る
慣
習
規
則
の
存

(erga o
m
n
e
s
)

義
務
ま
た
は
強
行
規
範

(}us
cogens) 

で
審
理
さ
れ
た
ク
プ
レ
シ
ュ
キ
ッ
チ
事
件
第
一

で
あ
る
こ
と
に
拘
束
性
の
根
拠
を
求
め
る
見
解
を
み
て
い
く
。
ク
レ
ス

関
法
第
五
六
巻
四
号

一
九
〇



国
際
人
道
法
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位

在
の
例
と
し
て
、
交
戦
団
体
承
認
を
挙
げ
て
い
る
。
反
徒
が
交
戦
団
体
承
認
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
定
立
に
も
関
与
せ
ず
同
意
も
し
て
い
な
い
戦
争
法

規
や
国
家
責
任
の
規
則
に
拘
束
さ
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
国
際
法
上
の
特
定
の
法
制
度
に
対
し
て
は
、

一
定
の
条
件
の
下
で
あ
る
法
主
体
が
自
己
の
同

(21) 

意
と
は
無
関
係
に
当
然
拘
束
さ
れ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
共
通
三
条
の
制
度
は
ま
さ
に
こ
の
場
合
に
該
当
す
る
と
み
ら
れ
る
と
説
明
す
る
。
し

か
し
、
と
く
に
政
府
に
よ
っ
て
反
徒
団
体
に
交
戦
団
体
承
認
が
与
え
ら
れ
る
場
合
は
、
反
徒
に
戦
闘
員
と
し
て
の
地
位
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

共
通
三
条
の
場
合
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
政
府
に
よ
っ
て
交
戦
団
体
承
認
が
与
え
ら
れ
て
も
、
そ
れ
自
体
は
直

ち
に
反
徒
を
拘
束
す
る
効
力
が
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
に
よ
る
受
け
入
れ
が
な
け
れ
ば
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
交
戦
団
体
承
認
は
、
政
府
側
の
承
認
行
為
と
、
こ
れ
に
対
す
る
反
徒
団
体
側
の
明
示
又
は
黙
示
の
同
意
と
が
結
び
つ
い
て
、

こ
の
効
果
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
反
徒
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、

に
交
戦
法
規
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
、
交
戦
団
体
承
認
も
紛
争
当
事
者
双
方
の
同
意
に
よ
っ
て
非
国
際
的

(22) 

武
力
紛
争
に
国
際
人
道
法
を
適
用
す
る
例
の
―
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
交
戦
団
体
承
認
を
例
に
し
て
拘
束
を
義
務
付
け
る
慣
習
規
則

の
存
在
を
説
明
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
慣
習
規
則
の
例
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
の
見
解
も
反
徒
に
対
す
る
拘
束
性
の
十
分
な

根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、

I
C
R
C
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
た
別
の
見
解
を
見
て
み
た
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
反
徒
団
体
の
上
部
に

あ
る
責
任
あ
る
当
局
が
、
有
効
な
主
権
を
行
使
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
当
局
が
そ
の
国
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
代
表
す
る
と
主
張
す
る
事
実
に
よ
り
自
ら

(23) 

拘
束
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
反
徒
団
体
が
自
国
の
代
表
権
を
主
張
す
る
事
実
の
中
に
、
国
際
法
を
遵
守
す
る
こ
と
に
対
す
る
同
意
が
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
同
意
し
な
か
っ
た
場
合
の
拘
束
性
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
も
十
分
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、

一九

い
く
ら
政
府
側
か
ら
交
戦
団
体
承
認
を
与
え
よ
う
と
も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争

い
ず
れ
の
見
解
も
共
通
三
条
の
反
徒
の
拘
束
性
の
根
拠
と
し
て
は
難
点
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
第
二
追
加
議
定
書
に
お
い
て
は
反
徒

の
法
的
地
位
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
第
二
追
加
議
定
書
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
九
二
五
）



一
方
で
、

国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
第
一
追
加
議
定
書
と
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
第
二
追
加
議
定
書
は
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
七
年
に
か

け
て
開
催
さ
れ
た
外
交
会
議
で
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
外
交
会
議
で
は
、
ま
ず
は
じ
め
に
民
族
解
放
戦
争
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
扱
う
か
否
か
が
大
き

な
争
点
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
結
局
、
民
族
解
放
戦
争
は
一
定
の
手
続
き
を
経
る
こ
と
に
よ
り
第
一
追
加
議
定
書
の
適
用
を
受
け
る
国
際
的
武
力
紛
争
と

(25) 

し
て
扱
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
外
交
会
議
当
初
か
ら
あ
が
っ
て
い
た
第
二
追
加
議
定
書
に
対
す
る
批
判
の
声
は
い
っ
そ
う
強
く

な
り
、
必
要
な
い
と
い
う
主
張
ま
で
出
て
き
た
。
そ
の
う
え
、
最
後
に
三
つ
の
委
員
会
で
採
択
さ
れ
た
条
文
を
一
ま
と
め
に
し
て
み
る
と
、
第
二
追
加
議

定
書
の
条
文
数
は
全
部
で
四
九
条
に
ま
で
達
し
、
内
容
も
き
わ
め
て
詳
細
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
に
多
く
の
国
は
困
惑
を
感
じ
た
。
そ
こ
で
第
一
追
加
議
定

書
の
全
条
文
の
採
択
が
終
わ
っ
た
後
に
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
よ
り
第
二
追
加
議
定
書
の
簡
略
化
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
な
り
の
条
文
が
削
除

さ
れ
て
二
八
か
条
と
な
っ
た
。
削
除
さ
れ
た
条
文
は
、
主
に
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
や
権
利
義
務
を
明
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
反
徒
に
政
府
と
同
等
の

(26) 

地
位
を
与
え
る
か
の
印
象
を
受
け
る
条
文
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
紛
争
当
事
者
」
と
い
う
表
現
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
第
二
追
加
議
定
書
に

(27) 

よ
っ
て
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
を
誰
が
負
う
の
か
と
い
う
こ
と
が
不
明
確
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
反
徒
に
何
ら
か
の
法
的
地
位
を
認
め
る
と
思
わ
れ
る
表
現
を
用
い
た
条
文
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
外
交
会
議
で
は
第
二
追

加
議
定
書
に
つ
い
て
反
徒
に
法
的
地
位
を
認
め
な
い
と
い
う
立
場
で
各
国
の
代
表
が
一
致
し
て
い
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

I
C

R
C
は
共
通
三
条
の
場
合
と
同
じ
説
明
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
国
家
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
約
束
は
政
府
の
み
で
な
く
、
そ
の
国
家
の
領
域
に
あ

(28) 

る
す
べ
て
の
確
立
さ
れ
た
当
局
お
よ
び
私
人
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
第
二
追
加
議
定
書
の
義
務
に
反
徒
も
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見

(29) 

解
は
、
ソ
連
代
表
の
強
い
支
持
を
受
け
た
。
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
代
表
は
、
第
二
追
加
議
定
書
が
共
通
三
条
の
基
本
原
則
を
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
点
を
指

(30) 

摘
し
て
、
共
通
三
条
が
反
徒
を
拘
束
す
る
こ
と
か
ら
第
二
追
加
議
定
書
も
反
徒
に
対
し
て
拘
束
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
解
を
示
し
た
。

(24) 

曰
起
草
過
程
に
お
け
る
議
論

第
二
追
加
議
定
書

関
法
第
五
六
巻
四
号

一
九
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に）

国
際
人
道
法
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位

認
め
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
と
い
え
る
。

の
他
に
も
、

い
く
つ
か
の
国
に
よ
っ
て
、
反
徒
の
法
的
地
位
に
関
連
す
る
見
解
が
示
さ
れ
た
が
、

イ
タ
リ
ア
代
表
は
、
第
二
追
加
議
定
書
は
政
府
が
反
徒
に
対
し
て
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
他
の
締
約
国
や
国
際
社
会
に
対
し
て
義
務
を
負
う
の
で

(31) 

あ
り
、
し
た
が
っ
て
政
府
が
負
う
第
二
追
加
議
定
書
遵
守
の
義
務
は
反
徒
の
行
為
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
こ

一
般
的
に
は
こ
の
問
題
は
、
深
く
議
論
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。
最
終
段
階
で
反
徒
に
法
的
地
位
を
認
め
る
事
に
な
る
と
思
わ
れ
る
条
文
は
削
除
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
第
二
追
加
議
定
書
は
反
徒
に
な
ん
ら
の

法
的
地
位
も
認
め
な
い
こ
と
で
徹
底
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、

I
C
R
C
や
ソ
連
代
表
な
ど
の
見
解
を
見
る
限
り
外
交
会
議
の
出
席
国
す
べ
て
が

そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
や
は
り
、
最
終
条
文
を
見
て
み
れ
ば
、
第
二
追
加
議
定
書
に
お
い
て
反
徒
に
何
ら
か
の
法
的
地
位
が

反
徒
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
諸
見
解

第
二
追
加
議
定
書
に
つ
い
て
も
、
反
徒
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
は
見
解
が
一
致
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
二
追
加
議
定
書
独
自
の
議
論
と
い
う
よ

り
は
共
通
三
条
の
議
論
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
で
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
第
二
追
加
議
定
書
は
共
通
三
条
の
内
容
を
変
更
す

る
こ
と
な
く
発
展
さ
せ
か
つ
補
完
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
共
通
三
条
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
な
ら
ば
、
第
二
追
加
議
定
書
に
お
い
て
も
反
徒
は

(32) 

拘
束
さ
れ
る
と
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
見
解
は
、
共
通
三
条
の
反
徒
に
対
す
る
拘
束
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
た
め
、

そ
の
前
提
が
崩
れ
て
し
ま
え
ば
支
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
見
解
で
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に
先
に
見
た
と
お
り
、

I
C
R
C
は
共
通
三
条
の
と
き
と
同
じ

理
論
で
説
明
し
て
い
る
。
こ
の

I
C
R
C
の
見
解
に
対
し
て
は
、
共
通
三
条
の
と
き
と
同
様
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

第
二
追
加
議
定
書
に
つ
い
て
も
、
強
行
規
範
と
し
て
反
徒
を
拘
束
す
る
と
い
う
見
解
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
同
判
決
は
次
の
と
お
り
述
べ
て
い
る
。
不
正
規
軍
及
び
特
に
す
べ
て
の
警
察
権
力
に
属
す
る
も
の
は

「
ど
の
よ
う
な
と
き
で
も
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
お
い
て
も
国
際
人
道
法
を
遵
守
す
る
義
務
が
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
そ
れ
ら
の
規
則
が
国
際
法
の
義
務
的

規
則

(jus
cogens) 
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
…
…
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
領
域
に
い
る
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

一
九
三

（
九
二
七
）

一
九
九
五
年
五
月
一
八
日
に



（
九
二
八
）

(33) 
る
」
。
こ
の
見
解
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
憲
法
の
下
で
第
二
追
加
議
定
書
が
適
用
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
審
理
す
る
中
で
述
ぺ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
こ
こ
に
い
う
「
国
際
人
道
法
」
に
は
第
二
追
加
議
定
書
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
現
時
点
で
は
、
第
二
追
加
議
定
書
に
つ
い
て

は
、
そ
の
内
容
全
体
が
慣
習
法
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
見
解
で
さ
え
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
明
白
な
根
拠
も
な
く
第
二
追
加
議
定
書

が
強
行
規
範
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
第
二
追
加
議
定
書
が
強
行
規
範
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、

共
通
三
条
に
つ
い
て
検
討
し
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
強
行
規
範
て
あ
る
こ
と
自
体
は
何
ら
個
人
を
拘
束
す
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
他
の
見
解
と

(34) 

し
て
、
国
家
に
よ
る
条
約
の
批
准
に
よ
っ
て
、
そ
の
条
約
は
国
内
法
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
り
そ
の
国
の
個
人
を
拘
束
す
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
見

解
に
は
、
国
際
法
と
国
内
法
の
関
係
に
対
す
る
明
ら
か
な
誤
解
が
み
ら
れ
る
。
単
に
条
約
が
国
内
法
に
編
入
さ
れ
た
だ
け
で
は
、
当
該
条
約
は
国
内
法
と

し
て
個
人
を
拘
束
す
る
の
み
で
あ
り
、
国
際
法
と
し
て
個
人
を
拘
束
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
国
内
法
へ
編
入
さ
れ
た
条
約
に
個
人
の
権
利
や
義
務
に

つ
い
て
規
定
し
て
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
共
通
三
条
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
権
利
義
務
を
国
際
的
手
続
き
に
則
っ
て
、
個
人
の
名
に
お
い
て

主
張
で
き
、
も
し
く
は
制
裁
を
科
せ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
個
人
に
国
際
法
上
の
地
位
が
認
め
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
注
目

す
べ
き
見
解
が
い
く
つ
か
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
第
二
追
加
議
定
書
に
つ
い
て
は
共
通
三
条
の
場
合
と
比
較
し
て
反
徒
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
は
そ

カ
ッ
セ
ー
ゼ

れ
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
お
そ
ら
ぐ
、
第
二
追
加
議
定
書
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
最
も
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て
い
る
の
は

(35) 

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
カ
ッ
セ
ー
ゼ
の
見
解
を
検
討
し
て
み
た
い
。
カ
ッ
セ
ー
ゼ
は
、
ま
ず
共
通
三
条
が

(A. C
a
s
s
e
s
e
)
 

反
徒
を
拘
束
し
、
ま
た
彼
ら
に
権
利
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
争
い
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
第
二
追
加
議
定
書
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
と
主
張
す

(36) 
る
。
し
か
し
、
共
通
一
―
一
条
が
反
徒
を
拘
束
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
議
論
の
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
か
も
反
徒
に
対
す
る
拘
束
性
を
肯
定
す
る
見
解
が

必
ず
し
も
妥
当
で
な
い
こ
と
は
す
で
に
検
討
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
次
に
彼
は
第
二
追
加
議
定
書
一
条
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
適
用
条
件
か
ら
、
「
責

(37) 

任
あ
る
指
揮
」
と
反
徒
の
「
組
織
化
」
と
い
う
性
質
は
、
反
徒
に
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
を
認
め
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、

反
徒
が
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
た
場
合
に
の
み
第
二
追
加
議
定
書
が
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
、
反
徒
に
対
し
て
何
の
権
利
も
与
え
ら

(38) 

れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
第
二
追
加
議
定
書
が
実
施
さ
れ
て
も
そ
れ
を
遵
守
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
反
徒
に
は
権
利
が
与

関
法
第
五
六
巻
四
号

一
九
四



国
際
人
道
法
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位

四

一
九
五

え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
第
二
追
加
議
定
書
の
活
性
化
の
た
め
に
は
、
い
っ
た
ん
反
徒
が
第
二
追
加
議
定
書
の
実
施
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

(39) 

証
明
す
れ
ば
、
条
約
の
規
定
に
反
徒
は
拘
束
さ
れ
る
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
反
対
す
る
見
解
は
、
第
二
追
加
議
定
書
を
無
効
に
す

(40) 

る
も
の
で
あ
り
、
条
約
の
有
効
な
解
釈
の
原
則
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
と
批
判
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
第
二
追
加
議
定
書
の
適
用

条
件
は
、
反
徒
に
何
ら
か
の
法
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
を
意
図
し
て
規
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
反
徒
が
適
用
条
件
を
満

た
し
て
い
た
と
し
て
も
、
政
府
が
そ
の
こ
と
を
認
め
な
い
限
り
は
第
二
追
加
議
定
書
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。
次
に
カ
ッ
セ
ー
ゼ

は
、
第
二
追
加
議
定
書
六
条
五
項
を
根
拠
に
反
徒
に
対
し
て
一
定
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
六
条
五
項
は
「
敵
対
行
為

の
終
了
の
時
に
は
、
権
力
を
有
す
る
当
局
は
、
…
…
武
力
紛
争
に
関
連
す
る
理
由
の
た
め
に
自
由
を
奪
わ
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
で
き
る
限
り
広
い
赦
免

を
与
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
勝
利
し
た
場
合
の
反
徒
に
も
義
務
を
課
す
も

の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
第
二
追
加
議
定
書
が
反
徒
に
対
す
る
法
的
効
果
を
生
み
出
す
こ
と
を
意
図
し
て
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
一
例
で
あ
る

(41) 

と
考
え
る
。
し
か
し
、
六
条
五
項
は
反
徒
が
政
府
と
な
っ
た
場
合
に
、
政
府
と
し
て
の
義
務
を
負
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に

(42) 

よ
り
逆
に
政
府
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
反
徒
に
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
共
通

三
条
の
場
合
と
同
じ
く
、
第
二
追
加
議
定
書
に
お
け
る
反
徒
の
拘
束
性
の
根
拠
は
い
ず
れ
も
難
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

近
年
の
議
論
の
動
向

ー
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所

(
I
C
T
Y
)
規
程
、
ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所

(
I
C
T
R
)
規
程
、

人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
案
、
国
際
刑
事
裁
判
所

(
I
C
C
)
規
程
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
、
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
特
に
一
九
九
0
年
代
に

入
っ
て
か
ら
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
を
め
ぐ
る
状
況
に
生
じ
た
変
化
を
み
て
い
き
た
い
。
状
況
の
変
化
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
戦
争
犯

(43) 

罪
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
と
な
る
と
と
も
に
生
じ
た
。
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
違
反
に
対
し
て
個
人
の
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ

（
九
二
九
）



人
の
刑
事
責
任
の
議
論
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

I
C
T
Y
規
程
及
び
I
C
T
R
規
程

（
九
三

0
)

る
こ
と
に
よ
り
、
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
は
、
国
際
人
道
法
の
反
徒
に
対
す
る
拘
束
性
の
根
拠
に
つ
い
て
統
一
し
た
見
解
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、
個

(44) 

一
九
九

0
年
代
初
期
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
戦
争
犯
罪
の
概
念
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
共
通
三
条
及
び
第
二

追
加
議
定
書
の
違
反
が
戦
争
犯
罪
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
理
由
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
条
約
規
則
に
違
反
の
処
罰
規
定
が
な
い
こ

と
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
戦
争
犯
罪
人
を
処
罰
す
る
制
度
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
つ

ま
り
は
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
過
程
で
発
生
し
た
国
際
人
道
法
上
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
個
人
を
処
罰
す
る
と
い
う
概
念
お
よ
び
事
実
は
存
在
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
に
劇
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
が
、

I
C
T
Y
で
審
理
さ
れ
た
タ
ジ
ッ
チ
事
件
の
管
轄
権
に
関
す
る
上
訴
裁
判
部
判
決

(45) 

で
あ
る
。
同
判
決
に
お
い
て
上
訴
裁
判
部
は
、
戦
争
の
法
規
又
は
慣
例
の
違
反
に
つ
い
て
規
定
し
て

（
以
下
、

タ
ジ
ッ
チ
事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
）

い
る
I
C
T
Y
規
程
三
条
に
共
通
三
条
の
違
反
も
含
ま
れ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
上
で
、
そ
の
違
反
に
つ
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
う
る
か
を

(46) 

検
討
し
た
。
こ
こ
で
、
上
訴
裁
判
部
は
共
通
三
条
の
義
務
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
切
検
討
を
加
え
て
い
な
い
。
結
論
と
し
て
、

上
訴
裁
判
部
が
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
国
際
人
道
法
の
違
反
を
処
罰
す
る
こ
と
は
慣
習
国
際
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
判
示
し
た
。
こ
れ

(47) 

に
よ
り
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
戦
争
犯
罪
の
概
念
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
上

訴
裁
判
部
中
間
判
決
で
は
、
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
の
違
反
に
つ
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
一
方
で
、
そ

れ
ら
条
約
規
則
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
を
検
討
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、

I
C
T
R
で
は
、
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
は

ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

I
C
T
R
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
を
扱
う
国
際
裁
判
所
で
あ
り
、

I
C

T
R
規
程
四
条
は
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
四
条
の
違
反
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

I
C
T
R
に
お
い
て
初
め
て
審
理
さ
れ
た
ア
カ
イ
ェ
ス
事

件
は
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
上
訴
裁
判
部
中
間
判
決
の
解
釈
を
支
持
し
て
お
り
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
国
際
人
道
法
の
違
反
を
処
罰
す
る
こ
と
は
慣

（一）

関
法
第
五
六
巻
四
号

一
九
六



国
際
人
道
法
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位

て
い
る
条
約
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

□
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
案

一
九
七

(48) 

習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
過
程
で
行
わ
れ
た
行
為
に
つ
い
て
審
理
す
る
最
初
の
国

際
裁
判
所
で
あ
る
I
C
T
R
に
お
い
て
も
、
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
重
要
な
判
例
を
み
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
、
国
際
人
道
法
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
の
違
反
に
つ
い
て

個
人
の
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
議
論
に
移
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
タ
ジ
ッ
チ
事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
が
、
そ
の
後
の
非
国
際
的
武

力
紛
争
に
お
け
る
国
際
人
道
法
を
め
ぐ
る
問
題
に
与
え
た
影
響
は
大
き
く
、
以
下
で
検
討
す
る
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
案
及
び

I
C
C

規
程
に
お
い
て
も
反
徒
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
同
判
決
の
影
響
に
よ
る
議
論
の
移
行
が
み
ら
れ
る
。

人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
案
に
つ
い
て
は
、
当
初
国
際
法
委
員
会
は
と
く
に
第
二
追
加
議
定
書
は
反
徒
に
何
ら
か
の
法
的
地
位
を
認
め

一
九
九
四
年
の
第
二
読
会
に
お
い
て
、
国
際
法
委
員
会
は
「
国
家
間
の
行
為
の
み
を
規
律

し
あ
る
い
は
禁
止
し
て
い
る
」
条
約
を
本
法
典
に
お
け
る
対
象
犯
罪
か
ら
除
外
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
第
二
追
加
議
定
書
が
含
ま
れ

(49) 

て
い
る
。
更
な
る
除
外
の
理
由
と
し
て
、
一
定
の
行
為
を
禁
止
し
て
い
る
が
重
大
な
違
反
行
為
の
規
定
が
な
い
、
又
は
そ
れ
に
相
当
す
る
実
施
規
定
が
な

(50) 

い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
国
際
法
委
員
会
は
第
二
追
加
議
定
書
は
国
家
の
み
を
規
律
し
、
従
っ
て
反
徒
は
第
二
追
加
議
定
書

上
の
義
務
を
負
っ
て
い
な
い
と
み
な
し
て
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
処
罰
規
定
が
欠
如
し
て
い
る
点
を
除
外
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
第

二
追
加
議
定
書
の
違
反
に
つ
い
て
は
個
人
の
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
み
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
除
外
の

理
由
か
ら
第
二
追
加
議
定
書
に
反
徒
は
拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
が
念
頭
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
I
C
T
R
規
程

の
採
択
の
影
響
を
受
け
て
、
最
終
採
択
案
で
は
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
二

0
条
に
第
二
追
加
議
定
書
四
条
の
内
容
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
つ
ま
り
、
第
二
追
加
議
定
書
は
少
な
く
と
も
そ
の
四
条
に
つ
い
て
は
個
人
の
処
罰
が
可
能
な
規
定
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
、
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
個
人
の
刑
事
責
任
の
問
題
を
検
討
し
て

（
九
三
一
）



以
上
の
よ
う
に
、
国
際
人
道
法
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
共
通
三
条
と
第
二
追
加
議
定
書
に
反
徒

が
拘
束
さ
れ
る
と
す
る
根
拠
は
い
ず
れ
も
理
論
上
難
点
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
反
徒
に
義
務
を
負
わ
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

(54) 

ろ
う
か
。
や
は
り
、
反
徒
に
条
約
上
の
義
務
を
負
わ
せ
る
た
め
に
は
、
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
反
徒
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

反
徒
の
み
が
条
約
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
同
意
し
て
も
、
政
府
が
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
在
を
否
定
し
て
、
条
約
の
適
用
を
拒
否
す
れ
ば
、
実
際
に
は

条
約
は
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
約
を
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
す
る
た
め
に
は
、
政
府
と
反
徒
団
体
の
合
意
が
必
要
で
あ
る

五

結

び

の
問
題
と
は
別
に
議
論
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

に） い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
委
員
会
は
タ
ジ
ッ
チ
事
件
上
訴
裁
判
部
判
決
の
見
解
を
支
持
し
て
お
り
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
個
人

(51) 

の
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
慣
習
法
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

I
C
C
規
程

一
九
九
八
年
ロ
ー
マ
会
議
に
お
い
て
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
過
程
で
行
わ
れ
た
戦
争
犯
罪
も
I
C
C
の
対
象
犯
罪
に
含

I
C
C
規
程
に
つ
い
て
は
、

(52) 

め
る
か
否
か
が
議
論
さ
れ
た
。
こ
こ
で
も
そ
も
そ
も
国
際
人
道
法
に
反
徒
が
拘
束
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
議
論
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、

ロ
ー
マ
会
議
で
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
戦
争
犯
罪
の
概
念
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
異
論
は
な
く
、
た
だ
、
そ
れ
を
I
C
C
の

対
象
犯
罪
に
含
め
る
か
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
会
議
に
お
い
て
は
、
反
徒
の
法
的
地
位
の
問
題
が
、
国
際
人
道
法
に
反
徒
が
拘
束

さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
の
議
論
か
ら
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
個
人
の
刑
事
責
任
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
議
論
に
完
全
に
移
行
し
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、

I
C
C
規
程
に
お
い
て
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
戦
争
犯
罪
と
し
て
規
定
さ
れ
た
行
為
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
第
二
追
加
議

(53) 

定
書
の
内
容
す
べ
て
を
含
ん
で
は
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
が
反
徒
を
拘
束
す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
戦
争
犯
罪
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(
1
)
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2
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国
際
人
道
法
に
お
け
る
反
徒
の
法
的
地
位

要
が
あ
る
。

一
九
九

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
政
府
と
反
徒
の
合
意
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
反
徒
団
体
が
国
際
人
道
法
を
遵
守

(55) 

す
る
旨
の
宣
言
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
は
反
徒
団
体
が

拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
宣
言
す
れ
ば
、
政
府
は
そ
の
条
約
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
も
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
反
徒
の
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
に
よ
っ
て
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
政
府
は
難
色
を
示
し
や
す
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
と
反
徒
団
体
の
合
意
に
根
拠

を
求
め
る
と
、
条
約
の
起
動
率
が
非
常
に
低
く
な
り
、
運
用
の
面
で
問
題
に
な
る
と
い
う
恐
れ
が
大
い
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
条
約
の
適
用
に
よ
り
政
府
が

反
徒
と
対
等
な
地
位
に
立
つ
か
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
を
嫌
う
と
い
う
こ
と
、
も
し
く
は
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
国
際
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
第
三

者
の
介
入
を
受
け
る
の
を
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
に
原
因
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
四
で
見
た
よ
う
に
、
最
近
の
議
論
の
動
向
か
ら
言
え
ば
、
非
国
際
的
武

力
紛
争
に
お
い
て
も
国
際
人
道
法
の
違
反
に
つ
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
場
合
、
反
徒
が
国
際
人

道
法
上
の
義
務
を
負
う
こ
と
は
当
然
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
違
反
に
つ
い
て
個
人
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
う
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
反

徒
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
に
、
ま
ず
問
題
と
さ
れ
た
反
徒
に
対
す
る
拘
束
性
の
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
国
際
人
道
法
上
の
義
務
違
反
に
つ

い
て
個
人
の
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
議
論
へ
と
移
行
し
、
そ
の
流
れ
は

I
C
C
規
程
に
お
い
て
完
全
に
定
着
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
し
か
し
、
本
来
な
ら
ば
個
人
の
刑
事
責
任
の
問
題
を
議
論
す
る
前
に
、
反
徒
が
国
際
人
道
法
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
を
明
白
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
際
人
道
法
上
の
義
務
を
反
徒
が
負
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
反
徒
の
法
的
地
位
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
国
際
人
道
法
上
反
徒
が
い
か
な
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
か
、
反
徒
を
拘
束
す
る
根
拠
は
何

で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
の
み
で
な
く
、
反
徒
に
い
か
な
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
も
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
国

際
人
道
法
に
お
い
て
反
徒
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
も
、
反
徒
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
議
論
は
今
後
も
続
け
ら
れ
る
必

本
稿
に
お
い
て
、
単
に
「
反
徒
」
と
言
う
場
合
は
個
人
を
意
味
し
、
団
体
を
意
味
す
る
場
合
は
「
反
徒
団
体
」
と
言
う
。

そ
の
他
、
反
徒
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
は
、
反
徒
が
い
か
な
る
権
利
を
有
す
る
の
か
と
い
う
問
題
、
反
徒
が
戦
闘
員
の
資
格
を
有
さ
な
い
こ
と

（
九
三
三
）



に
関
連
す
る
問
題
等
が
含
ま
れ
る
。

(
3
)

近
年
公
刊
さ
れ
た
文
献
に
お
い
て
も
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
包
括
的
に
検
討
し
て
い
る
も
の
は
国
際
人
道
法
に

対
す
る
反
徒
の
拘
束
性
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
文
献
と
し
て
、
主
に
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

D
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e
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D
r
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 International d
e
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a
 H
a
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2
0
0
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,
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2
-
7
3
,
 

L. 
M
o
i
r
,
 
T
h
e
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a
w
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f
 Internal A
r
m
e
d
 Conflict, 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
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Press, 2
0
0
2
,
 
pp. 5
2
-
5
2
,
 
pp. 9
6
-
9
9
,
 
C. 
Kress, 
"
W
a
r
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r
i
m
e
s
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o
m
m
i
t
t
e
d
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N
o
n
-
I
n
t
e
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n
a
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i
o
n
a
l
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r
m
e
d
 Conflict 
a
n
d
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m
e
r
g
i
n
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S
y
s
t
e
m
 of International C
r
i
m
i
n
a
l
 Justice", 
Israel 
Y
e
a
r
b
o
o
k
 o
n
 H
u
m
a
n
 Rights, Vol. 3
0
,
 2
0
0
1
,
 
pp. 1
1
2
-
1
1
3
.
 

(
4
)

交
戦
団
体
承
認
に
つ
い
て
は
、
藤
田
久
一
『
国
際
人
道
法
[
再
増
補
二
有
信
堂
、
二

O
O
三
年
‘
ニ
―

-
I二
ニ
立
頁
、
林
久
茂
「
交
戦
団

体
承
認
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
法
学
論
叢
』
六
一
巻
六
号
(
-
九
五
六
年
）
、
九
四
ー
一
三
一
頁
を
参
照
。
な
お
、
交
戦
団
体
承
認
は
、
政
府
が

反
徒
に
対
し
て
行
な
う
場
合
と
、
第
三
国
が
反
徒
に
対
し
て
行
な
う
場
合
の
二
つ
の
態
様
が
あ
る
が
、
承
認
に
よ
り
政
府
、
反
徒
、
第
三
国
の
法

関
係
に
お
い
て
主
と
し
て
戦
争
法
規
及
び
中
立
に
関
す
る
法
規
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(
5
)
I
C
R
C
は
共
通
三
条
及
び
第
二
追
加
議
定
書
は
捕
ら
え
ら
れ
た
反
徒
に
対
し
て
何
ら
の
特
別
の
地
位
も
与
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、

共
通
三
条
又
は
第
二
追
加
議
定
書
の
適
用
は
交
戦
団
体
承
認
を
意
味
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

C
o
m
i
t
e
International d
e
 

C
r
o
i
x
 ,
 
R
o
u
g
e
,
 
C
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 des Protoi:oles A'dditionnels d
u
 8
 J
u
i
n
 1
9
7
7
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u
x
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
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e
 G
e
n
e塁
e
d
u
 1
2
 A
 0 ut 1
9
4
9
,
 
p. 

1
3
6
8
.
 

(
6
)

共
通
三
条
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
は
、
藤
田
久
一
「
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
ー
|
'
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
三
条
を
め

ぐ
っ
て
|
|
i
」
（
二
）
『
金
沢
法
学
』
一
六
巻
一
・
ニ
号
(
-
九
七
一
年
）
、
八
0

|
1
0
二
頁
、
樋
ロ
一
彦
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
二
追
加
議

定
書
に
お
け
る
反
徒
の
地
位
」
「
関
西
大
学
大
学
院
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
五

0
号
(
-
九
八
八
年
）
六
ー
一
―
頁
を
参
照
。

(
7
)

ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
草
案
二
条
四
項
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、

Projets
d
e
 C
o
n
v
e
n
t
i
o
n
s
 Revisees o
u
 N
o
u
v
e
l
l
e
s
 P
r
o
t
e
g
eミ
nt
les 
Victims 

d
e
 la 
Guerre, 1
9
4
8
,
 
N
o
.
 1
0
,
 
pp. 5
2
-
5
3
,
 ffl
唸
田
、
同
論
文
、
七
五
ー
八

0
頁
を
参
照
。
な
お
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
草
案
二
条
四
項
は
「
一
ま
た

は
い
く
つ
か
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
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
、
各
紛
争
当
事
者
は
こ
の
条
約
の

諸
規
定
を
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
状
況
下
に
お
け
る
条
約
の
適
用
は
、
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
に

左
右
さ
れ
ず
か
つ
そ
の
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。

関
法
第
五
六
巻
四
号

二
0
0
 
(
九
三
四
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
、
前
掲
論
文
、
注

(43)
、
九
六
ー
九
九
頁
を
参
照
。

非
国
際
的
武
力
紛
争
の
過
程
で
行
わ
れ
た
戦
争
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

I
C
C
規
程
八
条
二
項
(
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)
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e
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を
参
照
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田
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前
掲
書
、
注
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、
二
八
三
頁
、
竹
本
、
前
掲
論
文
、
注

(11)
、
一
七
頁
。

例
え
ば
、
第
一
追
加
議
定
書
九
六
条
三
項
は
次
の
と
お
り
規
定
し
て
い
る
。
第
一
条
四
項
に
定
め
る
民
族
解
放
戦
争
に
つ
い
て
は
「
：
・
・
・
・
人
民

を
代
表
す
る
当
局
は
、
寄
託
者
に
あ
て
た
一
方
的
な
宣
言
に
よ
り
、
当
該
武
力
紛
争
に
つ
い
て
、
諸
条
約
及
び
こ
の
議
定
書
を
適
用
す
る
こ
と
を

約
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
ま
た
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
も
、
反
徒
に
よ
る
国
際
法
を
遵
守
す
る
旨
の
一
方
的
宣
言
が
行
わ
れ
た
例
が

実
際
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
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な
お
、
ボ
ー
テ
は
第
二
追
加
議
定
書
の
適
用
が
可
能
か
否
か
の
宣
言
を
政
府
が
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
案
が
外
交
会
議

に
お
い
て
出
さ
れ
た
が
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
反
徒
が
第
二
追
加
議
定
書
に
拘
束
さ
れ
る
旨
の
宣
言
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
規
定
を
入

れ
る
案
が
出
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
問
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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