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最
近
、
武
力
紛
争
時
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
問
題
が
国
連
は
じ
め
国
際
社
会
で
さ
ま
ざ
ま
の
機
会
に
検
討
さ
れ
始
め
て
い
る
が
、
人
権
尊
重
の
必
要
性

が
最
も
叫
ば
れ
な
が
ら
そ
の
確
保
が
最
も
困
難
な
の
は
お
そ
ら
く
武
力
紛
争
に
至
ら
な
い
よ
う
な
国
内
騒
擾
や
国
内
緊
張
の
場
合
で
あ
ろ
う
。
そ
の
例
は

今
日
と
く
に
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
顕
著
に
み
ら
れ
る
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
七
四
年
十
二
月
臨
時
増
刊
「
韓
国
の
人
権
弾
圧
と
日
本
」
、

「
南
ペ
ト
ナ
ム
政
治
犯
の
証
言
」
（
岩
波
新
書
）
参
照
）
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
七
四
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
の
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
に
関
す
る
外
交
会

議
に
提
出
さ
れ
た
非
国
際
武
力
紛
争
に
関
す
る
追
加
議
定
書
案
第
一
条
二
項
は
国
内
騒
擾
や
緊
張
の
状
態
を
そ
の
適
用
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
し
か

し
こ
の
問
題
は
と
く
に
赤
十
字
国
際
委
員
会
（
以
下
C
I
C
R
と
略
称
す
る
）
が
大
き
な
関
心
を
示
し
、
一
九
七
一
年
国
際
人
道
法
に
関
す
る
政
府
派
遣

専
門
家
会
議
に

C
I
C
R
の
提
出
し
た
資
料

(V.
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第
五
章

第
四
章

一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
の
準
備
討
論
及
び
最
終
条
文
の
枠
内
に
お
け
る
「
国
内
騒
擾
と
緊
張
」

一
九
四
六
ー
一
九
五
八
年
間
の
国
内
騒
擾
と
緊
張
に
関
す
る

C
I
C
R
の
理
論
と
実
行

L
e
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C
R
 e
t
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p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 d
e
t
e
n
u
s
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o
l
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t
i
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e
s
 

第
二
部
第
二
次
世
界
大
戦
直
後
か
ら
今
日
ま
で

ー
一
九
三
八
年

第
三
章

国
内
紛
争
と
騒
擾
の
犠
牲
者
の
た
め
の

C
I
C
R
の
最
初
の
活
動
I
C
I
C
R
の
設
立
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
ま
で
、

政
治
勾
留
者
に
対
す
る
C
I
C
R
の
最
初
の
訪
問
及
び
国
内
紛
争
と
騒
擾
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
権
限
の
国
際
的
承
認

伝
統
の
開
始
ー
政
治
勾
留
者
に
対
す
る
C
I
C
R
の
新
た
な
訪
問
及
び
国
内
紛
争
と
騒
擾
の
場
合
に
お
け
る
そ
の
権
限
の
確
認
、

第
二
章

二
年

第
一
章

第
一
部
赤
十
字
の
起
源
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
ま
で

序 ま
ず
本
書
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

し
て
い
る
箇
所
を
中
心
に
以
下
に
紹
介
し
よ
う
。

一
八
六
三
ー
一
九

た
も
の
で
は
な
く
C
I
C
R
の
長
い
経
験
に
裏
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
本
書
は
主
に

C
I
C
R
の
理
論
と
実
行
を
通
じ
て
こ
の
問

題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
最
初
の
本
格
的
研
究
と
い
え
よ
う
。
著
者
は
政
治
学
博
士
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で

C
I
C
R
の
代
表

(
d
e
l
e
g
u
e
g
e
n
e
r
a
l
)

と
し

て
い
く
つ
も
の
訪
問
団

(
M
i
s
s
i
o
n
s
)

を
指
揮
し
自
ら
も
多
数
の
政
治
勾
留
者
を
訪
問
し
て
い
る
。
こ
の
経
歴
の
示
す
よ
う
に
、
著
者
は
こ
の
対
象
の
研

究
に
は
最
適
任
の
立
場
に
あ
り
、
本
書
の
内
容
の
多
く
も
C
I
C
R
の
保
管
す
る
未
公
表
の
記
録
（
な
お
、
そ
の
い
く
つ
か
は
本
書
の
附
録
中
に
収
め
ら

れ
て
い
る
）
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
本
書
を
読
む
前
か
ら
す
で
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
が
、
本
書
中
で
き
る
だ
け
未
公
開
資
料
に
依
拠

（
二
四
九
）

一
九
ニ
―



け
る
赤
十
字
の
役
割
が
正
式
に
討
議
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

C
I
C
R
の
活
動
を
跡
づ
け
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
り
、
ま
た
興
味
深
い
。

第
一
部
第
一
章
で
は
、

C
I
C
R
が
当
初
か
ら
内
戦
に
も
関
心
を
示
し
、

擾
の
場
合
に
も
す
で
に
役
務
提
供
を
行
な
っ
た
例
が
あ
げ
ら
れ
、
と
く
に
一
九
―
二
年
第
九
回
赤
十
字
国
際
会
議
（
ワ
シ
ン
ト
ン
）
で
は
右
の
場
合
に
お

第
二
章
で
は
、
具
体
的
に
一
九
一
八
年
ロ
シ
ア
革
命
、
一
九
一
九
年
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
例
•
と
く
に
後
者
に
お
け
る
政
治
勾
留
者
の
た
め
の

C
I
C
R

の
最
初
の
活
動
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
が
加
え
ら
れ
、
一
九
ニ
―
年
第
一

0
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
ソ
ビ
ニ
ト
赤
十
字
社
と
旧
ロ
シ
ア
赤
十
字
社
の
同
会

議
へ
の
出
席
を
め
ぐ
る
争
い
と
、
「
内
戦
に
お
け
る
赤
十
字
」
と
題
す
る
報
告
の
検
討
、
さ
ら
に
内
戦
時
の
政
治
勾
留
者
は
一
九

0
七
年
ハ
ー
グ
条
約
の

っ
た
こ
と
か
ら
み
て
当
然
比
重
は
第
二
部
に
お
か
れ
て
は
い
る
。

の
状
態
に
お
け
る
C
I
C
R
と
そ
の
代
表
の
活
動
に
集
中
さ
れ
る
。

は、

第
二
五
巻
第
二
号

三
（
二
五

0
)

一
九
五
九
ー
一
九
七
一
年
間
の
国
内
騒
擾
と
緊
張
に
関
す
る
C
I
C
R
及
び
他
の
組
織
の
理
論
と
実
行

右
の
構
成
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
書
は
こ
の
年
代
順
の
説
明
に
よ
り
C
I
C
R
の
特
徴
と
も
い
え
る
理
論
と
実
行
の
相
互
作
用
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
、
当
初
戦
場
で
の
傷
病
兵
の
看
護
の
た
め
設
立
さ
れ
た
C
I
C
R
が
今
日
そ
の
代
表
を
世
界
中
に
派
遣
し
無
数
の
政
治
勾
留
者
の
訪
問

「
序
」
で
は
そ
の
た
め
の
予
備
的
注
意
を
若
干
述
べ
る
。
ま
ず
こ
の
分
析
は
内
戦

を
行
う
に
い
た
っ
た
過
程
を
克
明
に
描
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

の
場
合
に
立
ち
ど
ま
ら
ず
、
固
有
の
武
力
紛
争
に
属
さ
な
い
い
わ
ゆ
る
「
国
内
騒
擾
(
t
r
o
u
b
l
e
s
interieurs)
」
や
「
国
内
緊
張
(
t
e
n
s
i
o
n
s
i
n
t
e
r
n
e
s
)
」

ま
た
、
こ
こ
で
い
う
「
政
治
勾
留
者

(
d
e
t
e
n
u
s
politiques)
」
の
意
味
に
つ
い
て

一
般
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
国
内
緊
張
状
態
で
逮
捕
さ
れ
そ
の
犯
罪
行
為
の
た
め
に
で
は
な
く
そ
の
意
見
の
た
め
に
拘
禁
さ
れ
た
者
と
い
う
意
味
に
限

ら
ず
、
著
者
は
そ
の
正
式
の
定
義
を
与
え
ず
に
国
内
騒
擾
や
緊
張
の
さ
い
自
国
で
逮
捕
さ
れ
た
者
一
般
の
待
遇
や
勾
留
条
件
の
み
を
取
扱
う
C
I
C
R
の

プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
態
度
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
の
勾
留
者
が
ど
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ば
れ
て
い
る
か
（
テ
ロ
リ
ス
ト
、
犯
罪
人
、
自

由
の
戦
士
な
ど
）
を
問
わ
ず
、
ま
た
政
府
が
彼
ら
に
政
治
勾
留
者
の
地
位
を
与
え
て
い
る
か
否
か
も
問
わ
な
い
。
こ
う
し
た
前
提
の
も
と
に
、
第
一
部
で

は
第
二
次
大
戦
ま
で
、
第
二
部
で
は
そ
れ
以
後
の
政
治
勾
留
者
の
保
護
問
題
が
検
討
さ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
が
最
近
国
際
的
に
脚
光
を
あ
び
る
よ
う
に
な

し
か
し
、
第
一
部
も
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
内
戦
や
国
内
騒
擾
時
の

第
六
章

関
法

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二

0
世
紀
は
じ
め
に
か
け
て
の
い
く
つ
か
の
内
戦
や
騒



一
九
五
八
年
を
区
切
り
と
し
て

原
則
に
従
っ
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
決
議
一
四
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
な
お
こ
こ
で
内
戦
と
い
う
場
合
一
般
に
国
内
騒
擾
と
区
別
さ
れ
ず
、
そ

れ
を
も
含
む
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章
は
、
第
一
部
中
最
も
詳
し
い
箇
所
で
、
二
世
界
大
戦
間
の
国
内
騒
擾
、
緊
張
の
多
く
の
事
例
と
そ
の
場
合
に
お
け
る
C
I
C
R
の
介
入
の
原
則

に
関
す
る
討
議
、
最
後
に
一
九
三
八
年
第
一
六
回
赤
十
字
国
際
会
議
を
取
扱
う
。
こ
の
時
期
に
C
I
C
R
が
介
入
を
試
み
た
事
例
は
多
い
が
、
政
治
勾
留

者
訪
問
許
可
を
え
ら
れ
な
か
っ
た
例
と
し
て
一
九
ニ
―
年
|
二
二
年
ソ
連
、
ま
た
国
内
緊
張
の
状
態
に
C
I
C
R
が
は
じ
め
て
介
入
し
た
例
と
し
て
一
九

ニ
四
年
ボ
ー
ラ
ン
ド
の
場
合
が
目
に
つ
く
。
し
か
し
最
も
注
意
す
べ
き
は
、
ナ
チ
勢
力
の
拍
頭
し
た
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
強
制
収
容
所
訪

問
の
問
題
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
秋
ヒ
ト
ラ
ー
自
ら
ォ
ー
ス
ト
リ
ア
の
政
治
勾
留
者
（
数
百
人
の
ナ
チ
同
調
者
）
の
虐
待
に
つ
い
て
C
I
C
R
の
介
入
を

ド
イ
ッ
赤
十
字
社
を
通
じ
て
要
求
し
た
。

C
I
C
R
は
当
初
こ
の
要
求
を
受
入
れ
ず
、
そ
の
さ
い

C
I
C
R
の
droit
d'initiative 
h
u
m
a
n
i
t
a
i
r
e
に
つ

き
国
家
は
こ
の
権
利
に
対
応
す
る
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
と
み
な
し
た
こ
と
が
、
逆
に
次
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
C
I
C
R
の
活
動
を
制
限
す
る
結
果

と
も
な
っ
た
。
一
九
三
三
ー
三
八
年
ド
イ
ツ
で
も
、

C
I
C
R
は
ド
イ
ッ
赤
十
字
社
の
ナ
チ
制
度
か
ら
の
独
立
性
に
疑
問
を
も
ち
自
ら
強
制
収
容
所
訪
問

を
要
請
し
た
。
ゲ
シ
ュ
ク
ポ
は
一
収
容
所
訪
問
の
み
を
許
可
し
た
が
、

C
I
C
R
は
こ
れ
が
宣
伝
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
懸
念
し
て
結
局
断
わ
っ
た
。
こ
の

例
を
み
て
も
C
I
C
R
の
介
入
判
断
が
い
か
に
重
大
か
つ
困
難
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
実
際
面
で
の
C
I
C
R
の
か
な
り
活
発
な
行
動
に
ひ

き
か
え
、
介
入
の
理
論
面
に
つ
い
て
は
C
I
C
R
は
臆
病
で
、
や
っ
と
一
九
三
五
年
政
治
勾
留
者
委
員
会
に
出
さ
れ
た

Boissier
の
報
告
書
が
政
治
勾

留
者
の
た
め
の
C
I
C
R
の
介
入
を
正
当
化
す
る
立
場
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ス
ペ
イ
ン
内
戦
中
の
一
九
三
八
年
第
一
六
回
赤
十
字
国

際
会
議
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
活
発
な
討
論
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
決
議
一
四
は
「
⑯
す
べ
て
の
政
治
勾
留
者
の
た
め
の
人
道
的
待
遇
、
彼
ら
の
交
換
及

び
で
き
る
か
ぎ
り
の
釈
放
」
を
得
る
た
め
、

C
I
C
R
と
各
国
赤
十
字
社
に
共
同
し
て
努
力
す
る
よ
う
要
請
し
た
。

第
二
部
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
C
I
C
R
の
理
論
と
実
行
を
中
心
と
し
て
政
治
勾
留
者
保
護
の
展
開
を
説
明
す
る
が
、

そ
の
前
後
に
区
別
し
、
両
者
を
取
り
扱
う
第
五
、
第
六
章
だ
け
で
一

0
0頁
を
超
す
量
を
あ
て
、
こ
の
箇
所
が
本
書
の
核
心
を
な
す
部
分
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。L

e
 C
I
C
R
 et 
la 
protection 
d
e
s
 d
e
t
e
n
u
s
 politiques 

； 
（
二
五
一
）



第
二
五
巻
第
二
号

ま
ず
第
四
章
で
は
、
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
作
成
過
程
の
検
討
の
結
果
、
前
三
回
の
赤
十
字
国
際
会
議
の
場
合
と
は
異
な
り
、

「
内
戦
」
は
つ

ね
に
厳
格
な
意
味
に
理
解
さ
れ
、
そ
の
定
義
か
ら
は
国
際
緊
張
の
み
な
ら
ず
騒
擾
の
状
態
も
除
か
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
一
九
四
八
年
第
一

七
回
赤
十
字
国
際
会
議
で
は
じ
め
て
政
治
勾
留
者
そ
の
も
の
の
問
題
が
討
議
さ
れ
、
そ
の
決
議
二

0
は
政
治
的
理
由
で
訴
追
又
は
勾
留
さ
れ
た
者
に
人
道

的
諸
原
則
の
利
益
を
確
保
す
る
よ
う
諸
政
府
に
要
請
し
た
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
こ
の
問
題
は
も
は
や
内
戦
（
非
国
際
紛
争
）
に
関
す
る
規
定
の
討
議

の
枠
の
外
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
四
九
年
外
交
会
議
の
議
事
録
を
み
て
も
、
諸
国
代
表
の
発
言
は
非
国
際
紛
争
の
概
念
中
に
国
内
騒
擾

や
緊
張
を
含
め
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

第
五
章
は
第
二
次
大
戦
後
か
ら
一
九
五
八
年
ま
で
の
時
期
を
扱
う
が
、

ギ
リ
シ
ャ
当
局
の
拒
否
を
契
機
に
、

試
み
た
国
内
騒
擾
、
緊
張
の
い
く
つ
か
の
例
の
う
ち
、

（
二
五
二
）

一
九
五

0
年
代
に
入
っ
て
国
内
騒
擾
と
緊
張
の
場
合
の
C
I
C
R
の
将
来
の
行

一
九
四
六
ー
四
九
年
の
ギ
リ
シ
ャ
内
戦
（
騒
擾
）
に
お
け
る
C
I
C
R
の
介
入
要
求
と

一
九
五
一
ー
五
三
年
C
I
C
R
の
法
律
家
委
員
会
で
「
内
戦
と
国
内
騒
擾
の
場
合
に
お
け
る
C
I
C
Rの
介
入
」
と

題
す
る
内
部
資
料
を
基
礎
に
体
系
的
研
究
が
行
わ
れ
た
。
同
資
料
は
、

ま
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
第
三
条
の
不
適
用
の
場
合
で
も
C
I
C
R
の
介
入
し
う
る
状
態
と
し
て
、
日
暴
力
行
為
を
伴
う
騒
擾
が
一
定
の
重
大
性
を
有
す
る

こ
と
、
⇔
一
定
の
存
続
期
間
、
笛
当
事
者
が
一
定
の
組
織
を
も
つ
こ
と
、
飼
犠
牲
者
の
存
在
、
の
四
基
準
を
あ
げ
た
。
同
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
基
準
を
受

入
れ
、
さ
ら
に
政
治
勾
留
者
を
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
第
三
条
と
類
似
の
保
護
の
下
に
お
く
た
め
、
「
ジ
ュ
ー
ネ
ー
ヴ
条
約
に
対
す
る
追
加
議
定
書
」
の
作
成

さ
え
提
案
し
た
。
次
い
で
一
九
五
三
年
専
門
家
委
員
会
は
、
新
条
約
や
諸
政
府
の
宜
言
と
い
っ
た
提
案
は
退
け
つ
つ
も
、
人
間
の
苦
痛
の
緩
和
と
い
う
観

点
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
条
約
諸
原
則
の
こ
の
状
況
へ
の
適
用
に
対
す
る
反
対
は
存
在
し
な
い
と
判
断
し
た
。

一
九
五
ニ
ー
五
四
年
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
一
九
五
ニ
ー
五
五
年
ケ
ニ
ア
の
場
合
の
説
明
が
詳
し
い
。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
植
民
地
制
度
下
の
騒
擾
つ
ま
り
解
放
闘
争
で
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
本
国
赤
十
字
社
の
活
動
が
本
国
政
府
と
同
一
視
さ
れ

あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
、
当
初
介
入
を
た
め
ら
っ
た
C
I
C
R
も
自
ら
収
容
所
訪
問
を
要
求
し
た
が
許
可
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

C

I
C
R
の
対
外
活
動
委
員
会
は
こ
れ
ら
の
型
の
紛
争
の
場
合
、

C
I
C
R
が
植
民
地
本
国
に
反
抗
す
る
現
住
民
と
接
触
す
る
こ
と
が
ま
す
ま
す
困
難
と
な

動
原
則
を
確
立
す
る
た
め
の
体
系
的
考
察
が
始
ま
っ
た
と
み
る
。

関
法

一
九
五
ニ
ー
五
五
年
間
に
C
I
C
R
が
介
入
を

「
国
内
騒
擾
」
に
お
い
て
そ
の
国
の
赤
十
字
社
が
C
I
C
R
の
介
入
を
欲
せ
ず
、

―
二
四



―
二
五

っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
本
国
の
赤
十
字
社
が
介
入
す
る
に
必
要
な
独
立
性
や
意
思
を
も
た
な
い
、
と
い
っ
た
点
を
指
摘
し
た
。
次
に
、

五
八
年
間
の
C
I
C
R
の
介
入
例
と
し
て
七
つ
あ
げ
ら
れ
、
な
か
で
も
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
状
態
に
つ
い
て
の

C
I
C
R
の
検
討
と
態
度
、
国
内
騒
擾
の
典

型
と
み
ら
れ
る
キ
プ
ロ
ス
の
場
合
に
お
け
る
C
I
C
R
の
慎
重
な
対
応
と
い
く
つ
か
の
抑
留
場
所
訪
問
の
成
切
、
先
に
介
入
に
失
敗
し
た
ケ
ニ
ア
に
つ
い

て
は
、
イ
ギ
リ
ス
下
院
で
の
政
府
発
言
を
き
っ
か
け
に
C
I
C
R
と
の
書
簡
の
交
換
の
結
果
す
べ
て
の
抑
留
場
所
の
一
連
の
訪
問
に
成
功
し
た
こ
と
な
ど

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
そ
の
経
験
か
ら
、
最
後
の
場
合
も
C
I
C
R
が
そ
の
介
入
要
求
を
第
三
条
に
基
礎
づ
け
た
と
し
た
ら
、
許
可
さ
れ
な
か
っ

た
だ
ろ
う
、
と
判
断
し
て
い
る
。

第
六
章
は
、
政
治
勾
留
者
の
問
題
に
つ
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
最
近
の
一

0
年
間
を
取
り
扱
う
。
つ
ま
り
こ
の
時
期
に
、

C
I
C
R
は
「
国
内
緊
張
」

の
湯
合
の
役
務
提
供
の
権
利
を
正
式
に
認
め
、

C
I
C
R
代
表
は
政
治
勾
留
者
を
約
一
千
回
訪
問
し
、
国
連
も
こ
の
問
題
に
関
心
を
示
し
、
他
の
組
織
も

C
I
C
R
代
表
と
類
似
の
活
動
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
章
は
、
囚
国
内
騒
擾
と
緊
張
の
場
合
に
お
け
る
C
I
C
R
の
介
入
の
原
則
に
関
す
る
一
九

五
九
ー
六
五
年
間
の

C
I
C
R
内
で
の
討
議
、
⑱
右
の
場
合
に
お
け
る
勾
留
者
に
対
す
る
国
際
社
会
に
よ
り
示
さ
れ
た
最
近
の
傾
向
、
c
一
九
五
八
ー
七

0
年
間
の
国
内
騒
擾
と
緊
張
の
場
合
の

C
I
C
R
の
介
入
、
⑲
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
内
騒
擾
と
緊
張
の
場
合
に
お
け
る
C
I
C
R
以
外
の
国
際
組
織

の
介
入
、
か
ら
な
る
が
、
こ
こ
で
は
C
I
C
R
の
態
度
や
行
動
を
示
す

3
と
＠
を
中
心
に
み
て
お
こ
う
。

一
九
五
九
年
以
来
単
な
る
国
内
緊
張
の
状
態
に
お
け
る
C
I
C
R
の
行
動
（
役
務
提
供
）
の
問
題
が
検
討
さ
れ
は
じ
め
た
が
、

C
I
C
R
内
の
一
般
討

論
で
は
二
つ
の
対
立
す
る
見
解
に
分
れ
た
。
―
つ
は
、

C
I
C
R
の
介
入
対
象
は
武
力
騒
擾
の
犠
牲
者
に
限
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
、
も
う
一
っ

は
、
武
力
に
訴
え
な
い
間
接
的
紛
争
で
も
す
べ
て
の
犠
牲
者
を
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
招
集
さ
れ
た
一
九
六

二
年
第
一
二
回
専
門
家
委
員
会
は
、

C
I
C
R
が
第
三
条
の
枠
外
で
行
動
す
る
と
き
は
た
だ
人
道
的
観
点
か
ら
介
入
す
る
た
め
む
し
ろ
法
的
議
論
に
触
れ
な

い
方
が
よ
い
と
勧
め
、
ま
た
同
条
が
国
内
紛
争
の
終
了
後
に
も
そ
れ
に
参
加
し
た
者
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
非
国
際
紛
争
と
国
内
騒
擾
と
の

同
一
視
の
方
向
を
示
唆
し
た
。
そ
の
後
一
九
六
三
ー
六
五
年
の
間
の

C
I
C
R
の
討
論
を
通
じ
て
、
内
部
的
に
で
は
あ
る
が
国
内
緊
張
の
場
合
に
お
け
る

役
務
提
供
の
権
利
が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
。
本
書
は
こ
の
過
程
を
未
公
表
資
料
を
駆
使
し
て
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
一
九
六
五
年
C
I
C
R

L
e
 C
I
C
R
 et 
la 
protection d
e
s
 d
e
t
e
n
u
s
 politiques 

（
二
五
一
―
―
)

一
九
五
五
ー



第
二
五
巻
第
二
号

（
二
五
四
）

総
会
に
提
出
さ
れ
た
未
公
表
の
「
研
究
」
（
「
内
戦
、
国
内
騒
擾
及
び
類
似
の
状
態
に
お
け
る
C
I
C
R
の
介
入
ー
一
九
六
0

|
―
九
六
四
年
」

(
D
8
5
1
 

b
i
s
)
)

に
よ
れ
ば
、
一
九
六

O
I六
四
年
の
間
に
C
I
C
R
の
関
与
し
た
状
態
は
、
①
武
力
紛
争
、
②
以
前
の
武
力
紛
争
か
ら
生
れ
た
状
態
、
⑧
武
力
紛

争
の
な
い
抑
圧
措
置
—
騒
擾
の
一
二
つ
に
分
類
さ
れ
、
こ
れ
ら
は
六
八
ヵ
国
で
生
じ
、
②
、
⑧
の
ク
イ
プ
の
状
態
が
五
ニ
ヵ
国
に
及
び
少
く
と
も
二

0
万
人

の
犠
牲
者
が
い
る
こ
と
、

C
I
C
R
の
介
入
の
成
果
は
そ
の
努
力
に
比
べ
て
大
き
く
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

ま
た
、
国
際
人
道
法
の
再
確
認
と
発
展
の
作
業
に
お
け
る
C
I
C
R
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
提
案
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
著
者
が
一
九
五
八
ー
七

0
年
間
の

C
I
C
R
の
介
入
の
状
況
を
統
計
的
に
示
し
て
い
る
箇
所
は
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
。
要
約
的
に
い
え
ば
、
こ
の
期
間
C
I
C
R
代
表
は
合
計

1
0万
人
以
上
の
政
治
勾
留
者
の
た
め
に
五
四
ヵ
国
の
約
四

0
0の
刑
務
所
を
九
九
二
回
訪
問
し
た
。
そ
の
う
ち
一
八

0
回
は
国
内
騒
擾
、
八
―
二
回
は

国
内
緊
張
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
数
か
ら
み
て
も
個
々
の
事
例
を
述
ぺ
る
こ
と
は
不
可
能
で
ま
た
あ
ま
り
に
も
最
近
の
出
来
事
も
あ
る
か
ら
C
I
C
R
の

秘
密
厳
守
の
原
則
を
破
ら
ず
に
は
そ
の
内
容
を
公
表
し
て
研
究
の
対
象
と
で
き
な
い
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
、
と
し
て
著
者
は
具
体
的
説
明
を
避
け
て
い

る
。
し
か
し
右
の
統
計
か
ら
一
般
的
に
確
認
し
う
る
い
く
つ
か
の
点
が
あ
る
。
ま
ず
C
I
C
R
介
入
の
た
め
援
用
さ
れ
る
理
由
づ
け
を
瀕
度
か
ら
み
れ
ば
、

最
も
よ
く
使
わ
れ
る
理
由
は
先
例
の
存
在
と
秘
密
厳
守
の
の
主
張
、
つ
い
で
C
I
C
R
の
伝
統
的
役
割
、
さ
ら
に
そ
の
合
oit
d'initiative h
u
m
a
n
i
t
a
i
r
e
 

の
順
に
な
る
。
ま
た
政
府
側
の
回
答
に
つ
い
て
は
、
訪
問
許
可
の
場
合
（
た
び
た
び
部
分
的
ま
た
は
条
件
付
で
あ
る
が
）
一
般
に
理
由
は
あ
げ
ら
れ
ず
、

否
定
的
回
答
の
と
き
最
も
よ
く
援
用
さ
れ
る
理
由
は
自
国
に
政
治
勾
留
者
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
付
け
加
え
て
す
べ
て
の
受
刑
者
は
国
内
法
違
反

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
政
府
は
当
初
C
I
C
R
の
介
入
を
拒
否
し
な
が
ら
つ
い
に
は
政
治
勾
留
者
の
訪
問
を
許
可
す
る

場
合
が
多
い
。
ま
た
、

C
I
C
R
が
行
動
を
開
始
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、

C
I
C
R
と
の
通
信
関
係
の
瀕
度
か
ら
み
る
と
、
三
四

％
が
関
係
国
外
の
人
又
は
グ
ル
ー
プ
か
ら
、
一

0
％
が
そ
の
国
の
居
住
者
か
ら
‘
―
二
％
が
そ
の
国
の
赤
十
字
社
か
ら
、
一
―
％
が
そ
の
国
の
当
局
か
ら
、

等
と
な
っ
て
お
り
、
最
初
の
二
つ
の
数
字
か
ら
約
四

0
％
が
そ
の
国
の
政
治
制
度
の
反
対
の
立
場
に
あ
る
者
か
ら
の
C
I
C
R
宛
書
簡
で
あ
り
、
こ
れ
に

対
し
C
I
C
R
は
約
四
分
の
一
の
場
合
に
応
え
て
い
る
。
こ
の
応
え
方
か
ら
み
て
も
C
I
C
R
の
態
度
は
一
般
に
き
わ
め
て
慎
重
で
あ
る
。
次
に
、
著
者

は
こ
の
時
期
の
C
I
C
R
介
入
の
状
況
を
、
国
内
騒
擾
と
緊
張
の
区
別
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
を
さ
ら
に
植
民
地
的
又
は
人
種
差
別
的
性
質
の

関
法

―
二
六



最
後
に
、
政
治
勾
留
者
訪
問
の
経
験
を
も
つ

C
I
C
R
以
外
の
組
織
と
し
て
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
ク
ー
ナ
シ
三
ナ
ル
、
強
制
収
容
所
制
度
に
反
対

す
る
国
際
委
員
会

(
C
I
C
R
C
)
、
米
州
人
権
委
員
会
の
三
つ
を
あ
げ
、
順
次
そ
の
組
織
と
活
動
を
説
明
し
て
い
る
。
な
か
で
も
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
の
包

括
的
解
説
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
貴
重
で
あ
る
が
、
す
べ
て
省
略
す
る
。

本
書
の
「
結
論
」
は
、
以
上
み
て
き
た
C
I
C
R
の
活
動
領
域
拡
大
の
歴
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
、
い
く
つ
か
の
確
認
事
項
を
列
挙
し
て
．
い
る
。
そ
の

う
ち
若
干
を
あ
げ
れ
ば
、
ま
ず
C
I
C
R
は
本
質
的
に
進
化
す
る
機
構
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
当
初
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
活
動
が
今
日
「
伝
統
的
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
、
と
く
に
最
近
二
二
年
間
約
一
五
の
国
内
騒
擾
に
対
し
約
四

0
の
単
な
る
国
内
緊
張
状
態
へ
の
介
入
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

そ
の
他
、

C
I
C
R
の
特
徴
と
し
て
、
も
の
お
ぼ
え
が
悪
い
こ
と

(
p
e
u
d
e
 m
e
m
0
i
r
e
)

つ
ま
り
過
去
に
こ
だ
わ
ら
な
い
こ
と
、
理
論
よ
り
行
動
決
定

の
方
が
遠
く
ま
で
進
む
こ
と
、
理
論
と
実
行
が
交
錯
し
て
い
る
こ
と
、
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
結
局
、
こ
れ
ら
の
確
認
事
項
か
ら
、
国
内
騒
擾
と
く
に
国
内

緊
張
の
場
合
の

C
I
C
R
の
行
動
の
将
来
の
発
展
を
う
ら
な
い
う
る
と
本
書
は
結
ん
で
い
る
。

こ
れ
ま
で
も
C
I
C
R
関
係
の
文
献
は
か
な
り
で
て
い
る
が
、
そ
の
活
動
を
と
く
に
国
内
騒
擾
、
緊
張
状
態
へ
の
介
入
と
い
う
視
点
か
ら
克
明
に
フ
ォ

ロ
ー
し
た
も
の
は
本
書
が
は
じ
め
て
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
本
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

C
I
C
R
が
―
つ
の
問
題
を
追
求
す
る
さ
い
に
遭

遇
す
る
困
難
や
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
努
力
と
忍
耐
が
そ
の
長
い
活
動
の
歴
史
の
中
で
感
じ
ら
れ
る
。
ま
た
部
外
者
に
と
っ
て
一
見
い
さ
み
足
的

.‘‘ ヵ 状
態
と
そ
れ
以
外
の
状
態
と
に
区
別
し
、
各
々
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
区
分
か
ら
み
る
と
、
植
民
地
的
性
質
か
否
か
を
問
わ
ず
国
内
騒
擾

の
場
合
（
そ
れ
ぞ
れ
六
ヵ
国
と
八
ヵ
国
）

C
I
C
R
の
政
治
勾
留
者
訪
問
は
成
功
し
、
ま
た
植
民
地
的
性
質
の
緊
張
状
態
（
七
ヵ
国
）
の
う
ち
五
ヵ
国
に

C
I
C
R
が
介
入
し
え
た
が
、
そ
れ
以
外
の
国
内
緊
張
状
態
の
七
一
ヵ
国
中
C
I
C
R
は
四
六
ヵ
国
し
か
訪
問
を
要
求
せ
ず
、
う
ち
三
四
9

国
で
許
可
さ

れ
た
。
著
者
は
右
の
結
果
を
ま
と
め
る
中
で
、
た
だ
一
度
の
刑
務
所
や
収
容
所
訪
問
で
待
遇
改
善
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
く
り
返
し
訪
問
が
必
要
で
あ
る

一
度
の
訪
問
が
次
の
訪
問
の
た
め
の
先
例
と
な
る
こ
と
を
見
落
し
て
は
な
ら
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
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お
か
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

に
さ
え
み
え
る
C
I
C
R
の
提
案
も
内
部
で
は
そ
の
経
験
を
基
礎
に
多
く
の
時
間
を
か
け
討
議
さ
れ
て
き
た
結
果
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
は
法
的
、
理
論
的
分
析
を
主
な
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
点
で
内
容
的
に
若
干
未
整
理
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
な
く
は
な

い
。
し
か
し
、
国
内
騒
擾
や
緊
張
状
態
に
お
け
る
政
治
勾
留
者
の
待
遇
と
い
う
問
題
は
国
際
法
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
今
日
や
っ
と
始
っ
た
ば
か
り
で
十

分
確
立
し
た
規
則
も
ま
だ
存
在
し
な
い
分
野
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

C
I
C
R
の
活
動
と
い
っ
た
実
践
の
紹
介
や
研
究
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
未
公
表
資
料
を
豊
富
に
使
っ
た
本
書
の
説
明
は
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
書
は
C
I
C
R
の
介
入
受
諾
や
介
入
回
数
に
つ
い
て
詳

し
く
述
べ
て
い
る
が
、
介
入
の
内
容
や
政
治
勾
留
者
の
待
遇
状
態
に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
ま
た
C
I
C
R
の
活
動
に
対
す

る
関
係
諸
国
や
当
局
の
意
見
や
態
度
に
つ
い
て
も
詳
し
く
論
評
さ
れ
て
お
れ
ば
さ
ら
に
興
味
あ
る
も
の
と
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
著

者
の
お
か
れ
た
地
位
か
ら
み
て
や
や
無
理
な
註
文
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
逆
に
本
書
が
個
人
の
著
書
と
は
い
え
C
I
C
R
の
立
場
や
見
解
を
か
な
り
的
確

に
示
す
も
の
と
し
て
の
意
味
の
方
が
大
き
い
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
今
後
こ
の
分
野
の
研
究
は
本
書
を
ふ
ま
え
て
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
、

C
I
C
R
関
係
以
外
の
者
に
も
、

C
I
C
R
の
未
公
開
資
料
が
そ
の
当
面
の
活
動
に
支
障
の
な
い
か
ぎ
り
利
用
可
能
な
状
態
に

関
法
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