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八
研
究
ノ
ー
ト
Ｖ

②
上
訴
裁
判
部
の
判
決

上
訴
裁
判
部
の
判
決
に
お
い
て
は
、
被
告
側
の
異
議
に
対
し
て
よ
り
詳
細
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
訴
裁
判
部
の
判
決
に

目
第第第１ま
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Ｉ
当
該
紛
争
の
性
格
づ
け
の
問
題

被
告
側
は
、
国
際
裁
判
所
規
程
第
二
条
、
三
条
、
五
条
の
下
で
の
事
項
的
管
轄
権
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
状
況
下
で
な
さ
れ
た
犯
罪

に
限
ら
れ
る
旨
の
主
張
に
加
え
て
、
上
訴
裁
判
部
に
お
い
て
は
、
そ
の
犯
罪
が
な
さ
れ
た
と
申
し
立
て
ら
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
武
力

（
皿
）

紛
争
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
追
加
的
主
張
を
行
な
っ
た
。
上
訴
裁
判
部
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ー
フ
ピ
ァ
内
で
の
戦
闘
が
、
一

九
九
一
年
に
始
ま
り
、
そ
の
申
し
立
て
ら
れ
た
犯
罪
が
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
一
九
九
二
年
の
夏
を
通
し
て
継
続
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し

て
、
国
際
人
道
法
の
適
用
は
、
紛
争
当
事
国
の
全
領
域
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
の
戦
闘
が
当
該
地
域
で
生
じ
て
い
る
か
い
な
い

（
腿
）

か
は
関
係
が
な
い
、
と
判
断
し
た
。
で
は
、
｝
」
の
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
位
置
つ
け
ら
れ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
国
内
的
武
力
紛
争
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
上
訴
裁
判
部
の
判
断
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

し
か
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
と
、
ポ
ス
ー
ー
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
（
被
告
が
行
な
っ
た
と
さ
れ
る
犯
罪
は
こ
の
な
か

で
な
さ
れ
た
）
と
を
区
別
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
国
際
的
側
面
と

国
内
的
側
面
の
両
方
を
有
す
る
武
力
紛
争
と
位
置
づ
け
、
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
に
つ
い
て
は
国
内
的
武
力
紛
争
で
あ
る

と
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
判
決
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。

お
い
て
、
ま
ず
、
こ
の
当
該
紛
争
の
性
格
づ
け
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
、
そ
し
て
次
に
、
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
人
道
法
の
違
反
に

対
す
る
処
罰
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
が
な
さ
れ
た
か
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。

（
ｉ
）
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
の
位
置
づ
け

ま
ず
、
上
訴
裁
判
部
は
、
こ
の
裁
判
所
規
程
を
採
択
し
た
国
連
安
全
保
障
理
事
会
（
以
下
「
安
保
理
」
と
い
う
）
に
お
け
る
認
識
に
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注
目
す
る
。
そ
し
て
、
安
保
理
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
紛
争
を
国
際
的
と
も
国
内
的
と
も
判
断
す
る
こ
と
な
く
、
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
お
け
る
人
道
法
違
反
者
を
処
罰
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
将
来
の
違
反
を
防
止
し
、
そ
し
て
こ
の
地
域
の
平
和
の
回
復

に
役
立
て
る
と
い
う
目
的
で
決
議
八
二
七
に
よ
り
国
際
裁
判
所
を
設
置
し
た
、
と
す
蕊
・
そ
し
て
、
結
論
と
し
て
、
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
の
紛
争
は
、
国
内
的
側
面
と
国
際
的
側
面
の
両
方
を
有
す
魂
」
と
し
た
・
こ
の
「
国
内
的
側
面
と
国
際
的
側
面
の
両
方
を
有
す
る
」

と
い
う
意
味
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
が
「
国
際
的
か
つ
国
内
的
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
具
体
的
側
面
に
お
い

て
、
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
場
合
と
、
国
内
的
武
力
紛
争
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。（
Ⅱ
）
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
の
位
置
づ
け

上
訴
裁
判
部
は
、
い
く
ぶ
ん
不
明
確
な
が
ら
、
ポ
ス
ー
ー
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
紛
争
（
こ
の
中
で
、
本
件
タ
ジ
ッ
チ
の
犯
罪
行
為
が

（
“
Ｉ
■
）

な
さ
れ
た
と
申
し
立
て
ら
れ
て
い
る
）
に
つ
い
て
は
、
国
内
的
紛
争
で
あ
っ
た
と
い
う
判
断
を
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
孟
剪
字
は
、
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
に
お
け
る
ク
ロ
ァ
チ
ァ
軍
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
そ
し
て

ク
ロ
ア
チ
ア
及
び
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
（
少
な
く
と
も
一
九
九
二
年
五
月
一
九
日
の
そ
の
公
式
の
撤
退
ま
で
）
に
お
け
る
敵

対
行
為
へ
の
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
民
軍
（
「
Ｊ
Ｎ
Ａ
」
）
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
国
際
化
さ
れ
て
い
た
」
と
し
な
が
ら
、
「
そ
の
紛
争

が
ポ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ッ
ヱ
ゴ
ピ
ナ
に
お
け
る
ポ
ス
ニ
ア
政
府
軍
と
ポ
ス
ー
ー
ア
の
セ
ル
ビ
ァ
人
反
徒
軍
の
間
の
衝
突
…
…
…
に
限
定
さ
れ

（
閑
）

て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
紛
争
は
国
内
的
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
「
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ

ナ
共
和
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
当
事
吉
間
で
一
九
九
二
年
五
月
一
一
一
一
日
に
締
結
さ
れ
た
協
定
は
、
こ
の
紛
争
の
国
内
的
凶
凹
を
反
映

し
て
い
る
」
と
述
べ
、
そ
し
て
、
赤
エ
ム
子
国
際
委
員
会
（
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
）
も
、
こ
の
墜
疋
が
国
内
的
紛
争
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
精
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ば
れ
た
こ
と
を
黙
示
的
に
認
め
て
い
る
、
と
し
て
い
蕊
。

こ
の
紛
争
の
性
格
づ
け
に
関
し
て
は
、
口
判
事
の
個
別
意
見
の
な
か
で
判
決
と
は
異
な
っ
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ロ
判
事
が

正
し
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
慣
習
国
際
法
上
、
戦
争
犯
罪
に
関
す
る
事
項
的
管
轄
権
及
び
適
用
法
に
関
し
て
、
当
該
犯
罪
が
な
さ

れ
た
武
力
紛
争
が
国
際
的
か
国
内
的
か
に
よ
っ
て
別
個
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
、
そ

（
師
）

の
武
力
紛
争
の
性
格
を
決
定
す
る
一
」
と
は
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
」
。
そ
の
う
え
で
ロ
判
事
は
、
「
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に

（
町
１
日
）

お
け
る
紛
争
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
、
そ
し
て
こ
れ
を
国
際
的
性
質
の
も
の
と
考
え
る
検
察
側
の
主
張
が
正
し
い
」
と
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
目
判
事
の
説
明
は
十
分
な
も
の
と
は
言
え
な
い
。
口
判
事
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ポ
ス
ー
ー
ァ
紛
争
の
な
か
の
旧
ユ
ー
ゴ
連
邦
（
Ｓ

Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
（
そ
し
て
そ
の
後
の
新
ユ
ー
ゴ
（
Ｆ
Ｒ
Ｙ
）
）
と
ポ
ス
ー
ー
ァ
と
の
戦
闘
に
関
し
て
は
、
国
際
紛
争
と
し
て
性
格
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ポ
ス
ー
ー
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
紛
争
す
べ
て
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
さ
ら
に
口
判
事
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
紛
争
に
お
け
る
国
際
人
道
法
違
反
に
関
す
る
専
門
家
委
員
会
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全

体
を
国
際
紛
争
と
し
て
と
ら
え
る
立
場
を
示
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
専
門
家
委
員
会
の
見
解
自
体
不
十
分
な
も
の

（
田
）

（
的
）

で
あ
る
。
確
か
に
、
Ｓ
一
判
事
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
事
件
が
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
か
国
内
的
武
力
紛

争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
も
の
か
に
つ
い
て
の
判
決
の
判
断
は
明
確
さ
を
欠
き
、
そ
の
結
果
、
裁
判
所
規
程
第
二
条
の
下
で
の
管
轄
権
が

本
事
件
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
判
断
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
欠
点
を
有
す
る
。
し
か
し
、
こ

の
判
決
に
お
い
て
は
、
こ
の
事
件
が
国
内
的
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
い
う
判
断
を
黙
示
的
に
行
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

事
実
関
係
の
認
定
に
お
い
て
、
判
決
で
は
、
「
起
訴
状
に
お
い
て
は
、
一
九
九
二
年
に
ポ
ス
ニ
ァ
の
セ
ル
ビ
ァ
人
が
。
園
←
ご
Ｐ
・
局

勺
昌
の
１
．
『
を
支
配
し
、
○
日
宵
⑪
宮
に
収
容
所
を
設
置
し
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
犯
罪
は
、
○
日
閂
⑫
百
収
容
所
の
内

外
で
文
民
に
対
し
て
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
ポ
ス
ー
ー
ァ
領
に
対
す
る
支
配
を
獲
得
す
る
た
め
の
よ
り
大
き
な
ポ
ス
ー
ー
ア
の
セ
ル
ピ
ア
人
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の
宣
事
的
戦
闘
の
一
部
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
、
勺
昌
の
』
・
局
地
区
に
お
け
る
権
刀
の
ポ
ス
ニ
ァ
の
セ
ル
ピ
ァ
人
に
よ
る
支
配
確
立
の

一
部
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
、
と
起
訴
状
は
述
べ
て
い
る
。
上
訴
人
は
何
ら
反
対
の
証
拠
を
提
出
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
口
頭
の
主

張
に
お
い
て
、
勺
且
巳
・
局
地
区
に
お
い
て
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ピ
ナ
の
中
上
未
当
局
に
よ
っ
て
で
は
な
く
ポ
ス
ニ
ァ
の
セ
ル
ピ
ァ

人
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
収
容
所
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
麺
・
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
被
告
（
タ
ジ
ッ
チ
）
の
行
為

は
「
ポ
ス
ニ
ア
の
セ
ル
ピ
ア
人
の
童
亭
的
戦
闘
の
一
部
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
」
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
か
の
国
家
の
戦
闘
行
為
と

し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
上
訴
裁
判
蔀
判
決
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
勢
狸
宇
全
体
を
国
際
的
武
力
紛
争
と
し
て
性
格
づ
け
る
べ
き
と
す
る
検

察
側
の
主
張
を
否
定
し
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
は
、
国
際
的
凹
面
の
部
分
と
国
内
的
遡
血
の
部
分
が
あ
る
と
し
、
そ
し
て
、
黙
示

的
で
は
あ
る
が
、
本
件
犯
罪
行
為
が
そ
の
国
内
紛
争
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
な
さ
れ
た
と
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
判
断

は
、
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行
慣
習
国
際
伝
上
、
内
戦
に
外
国
が
介
入
す
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
「
国

際
化
」
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
紛
争
全
体
が
「
国
際
化
」
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
国
際
人
道
法
の
適
用
関
係
は
複
雑
で
あ

（
、
）

ろ
け
れ
ど
も
、
内
戦
と
国
際
紛
争
が
同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
》
」
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ー
フ
ピ
ァ
紛
争
に

お
い
て
も
、
紛
争
当
事
者
の
法
的
地
位
ご
と
に
、
国
内
紛
争
と
し
て
の
側
面
と
国
際
紛
争
と
し
て
の
側
面
に
わ
け
て
国
際
人
道
法
の
適

用
関
係
を
考
え
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

／ﾛ、〆円、

６２６１注
、一、､〆

写
苞
・
も
色
目
・
『
Ｃ
・

（
言
）
・
○
灘
；
②
虞
ご
「
ｐ
ｐ
ｏ
－
の
邑
鱒
已
抄
Ｈ
四
・
②
⑫
。
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Ⅱ
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
す
る
処
罰

上
訴
裁
判
部
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体
が
国
際
的
武
力
紛
争
で
あ
る
と
す
る
検
察
側
主
張
を
退
け
、
国
際
的
側
面
の
部
分

と
国
内
的
側
面
の
部
分
が
あ
る
と
し
た
。
そ
う
す
る
と
次
に
、
国
際
裁
判
所
規
程
第
二
条
及
び
第
三
条
が
国
内
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
の

（
“
Ｉ
ａ
）
シ
匡
己
◎
ず
も
、
上
訴
裁
判
所
が
ポ
ス
ニ
ァ
政
府
と
ポ
ス
ニ
ァ
の
セ
ル
ビ
ァ
人
と
の
間
の
紛
争
に
つ
い
て
国
内
的
武
力
紛
争
で
あ
る
と
判

断
し
て
い
る
、
と
解
す
る
。
し
か
し
、
少
匡
１
ｓ
は
こ
の
よ
う
な
上
訴
裁
判
部
の
見
解
に
批
判
的
で
あ
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
全
体

が
国
際
紛
争
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
○
の
。
岡
の
四
・
シ
］
号
」
・
戸
属
因
□
弓
○
日
』
伊
○
○
旨
二
局
Ｚ
Ｓ
ｍ

邑
巨
１
⑰
」
一
目
・
ロ
・
【
吾
の
貢
の
『
目
Ｐ
一
一
．
目
］
○
臥
目
目
Ｐ
］
自
国
ず
目
巳
【
・
円
言
の
句
ｏ
目
己
の
『
国
巨
函
。
、
］
ロ
ペ
冒
鄭
》
レ
ョ
§
・
§
』
。
Ｅ
日
巳
＆

『
頁
⑩
「
再
旦
（
○
．
具
旧
ｐ
Ｅ
ぐ
。
］
．
①
Ｐ
ｚ
ｏ
』
（
巳
器
）
で
己
・
ｓ
１
ｇ
・
）

（
砧
）
Ｇ
言
》
・
句
忌
・
雫
切
雇
己
「
Ｐ
ｐ
ｏ
訂
色
・
Ｃ
Ｐ
吋
Ｐ
高
．

（
田
）
ｓ
苞
・
も
日
四
ｍ
・
急

（
“
）
恩
風
・
も
ロ
『
Ｐ
。
．

（
研
ｌ
ａ
）
ｓ
国
・
も
画
『
Ｐ
ご
・

（
妬
）
こ
の
雲
凰
会
の
見
解
及
び
そ
れ
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
１
）
、
一
一
一
一
二
～
’
三
一
一
一
頁
参
照
。

（
㈹
）
〔
言
）
・
○
芦
》
②
辰
己
「
ｐ
己
○
一
の
ｓ
管
已
Ｐ
旬
Ｐ
ｇ
・

（
わ
）
〔
言
）
・
日
』
・
》
切
信
「
ｐ
己
。
后
畠
『
已
日
Ｐ
弓
．
（
傍
線
は
筆
者
）

（
Ⅶ
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
１
）
、
一
一
一
～
’
二
八
頁
参
照
。

（
、
）
の
⑦
Ｄ
Ｐ
門
巴
の
○
℃
旨
」
ｏ
ロ
。
【
ロ
ロ
９
ｍ
の
旧
】
◎
口
昏
の
□
①
【
①
ロ
８
三
○
二
．
ロ
『
◎
同
旨
←
の
『
］
。
●
員
○
門
］
し
已
己
の
Ｐ
｝
。
ｐ
白
巨
『
】
、
ｓ
ｏ
詮
◎
己
］
ご
ｍ
『
Ｐ
①
。
．

［
｛
『
自
国
罰
」
［
聖
曰
冒
】
［
シ
い
い
エ
ミ
罰
園
、
（
〕
罰
員
ぬ
く
。
］
』
ｇ
ご
ロ
．
⑰
笛
‐
圏
の
．

（
髄
）
』
ご
＆
・
も
口
甸
Ｐ
・
『
⑬
．

閂
①
（
＆
。
ご
ロ
ロ
『
、
の
。
『
や
‐
『
９
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か
と
い
う
問
題
、
そ
し
て
、
国
内
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
と
は
何
か
と
い
う
問
題
、
さ
ら
に
、
そ
の
国
内
紛
争
に
適
用
さ
れ

る
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
す
る
処
罰
が
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
、
に
取
り
組
む
必
要
が
で
て
く
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
上
訴
裁

判
部
の
見
解
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

（
１
）
裁
判
所
規
程
第
二
条
、
第
三
条
の
国
内
紛
争
へ
の
適
用
可
能
性

⑧
裁
判
所
規
程
第
二
条
の
国
内
紛
争
へ
の
適
用
可
能
性

裁
判
所
規
程
第
二
条
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
対
す
る
重
大
な
違
反
行
為
を
行
な
っ
た
者
（
又
は
行
な
う
こ
と
を
命
令
し
た
者
）

を
訴
追
す
る
権
限
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
第
二
条
が
内
戦
に
お
い
て
も
適
用
可
能
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
第
一
審
裁
判
部
は
、
こ
の

第
二
条
が
紛
争
の
性
質
に
か
か
わ
り
な
く
適
用
さ
れ
る
と
し
、
こ
の
こ
と
を
肯
定
し
極
。
し
か
し
、
上
訴
裁
判
部
は
、
規
程
第
二
条
は

（
ね
）

国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
犯
罪
に
の
み
適
用
さ
れ
る
、
と
し
て
一
」
の
第
一
審
裁
判
部
の
見
解
を
退
け
た
。
》
」
の
理
由
に
つ

い
て
上
訴
裁
判
部
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
第
一
審
裁
判
部
は
、
第
二
条
の
一
文
（
「
当
該
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
規
定
の
下
で

保
護
さ
れ
る
人
あ
る
い
は
物
」
）
に
含
ま
れ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
へ
の
言
及
を
誤
解
し
て
い
る
。
…
…
…
こ
の
言
及
は
、
第
二
条
に

列
挙
さ
れ
た
犯
罪
が
諸
条
約
自
体
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
厳
密
な
条
件
の
下
で
諸
条
約
に
よ
っ
て
『
保
護
さ
れ
た
』
と
考
え
ら
れ
る
人
や

物
に
対
し
て
な
さ
れ
た
時
に
お
い
て
の
み
訴
追
さ
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
明
白
に
示
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
『
保
護
さ
れ
た
人

や
物
」
の
概
念
へ
の
第
二
条
に
お
け
る
こ
の
言
及
は
、
必
然
的
に
、
…
…
…
（
諸
条
約
の
各
関
連
条
文
）
で
言
及
さ
れ
た
者
を
カ
バ
ー

す
る
こ
と
と
な
る
。
明
ら
か
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
あ
て
は
ま
る
限
り
に
お
い

て
の
み
、
被
保
護
者
・
物
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
条
項
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
四
条
約
共
通
第
三
条
の
範
囲
内
の
人

（
刊
）

（
別
－
画
）

や
物
を
含
ま
な
い
。
」
と
。
｝
」
の
上
訴
裁
判
部
の
見
解
は
き
わ
め
て
妥
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
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⑪
裁
判
所
規
程
第
三
条
の
国
内
紛
争
へ
の
適
用
可
能
性

旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
性
格
づ
け
と
、
裁
判
所
規
程
が
裁
判
所
に
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
紛
争
の
性
格
づ
け
と
は
、
理
論
上
別

個
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
が
国
際
紛
争
で
あ
る
か
国
内
紛
争
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
、
裁
判
所
規
程

が
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
の
か
国
内
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
訴
裁
判
部

は
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
に
は
国
際
紛
争
の
側
面
と
国
内
紛
争
の
側
面
が
あ
る
が
、
規
程
第
二
条
は
国
際
紛
争
の
側
面
に
お
い
て

の
み
適
用
さ
れ
る
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
裁
判
所
規
程
第
二
条
と
は
違
っ
て
、
規
程
第
三
条
に
つ
い
て
は
、
条
文
の
構
造
か
ら
直
ち
に

明
確
な
答
え
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
規
程
第
五
条
の
よ
う
に
、
「
国
際
的
性
質
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
国
内

的
性
質
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
と
」
国
際
裁
判
所
が
権
限
を
有
す
る
、
と
い
う
表
現
は
、
規
程
第
三
条
に
は
含
ま
れ
て
い
な

い
。
規
程
第
三
条
は
、
「
国
際
裁
判
所
は
戦
争
の
法
規
あ
る
い
は
慣
習
に
違
反
し
た
者
を
訴
追
す
る
権
限
を
有
す
る
。
そ
の
違
反
に
は

次
の
こ
と
が
含
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
。
」
と
し
て
、
何
項
か
ら
㈲
項
ま
で
戦
争
法
違
反
行
為
を
列
挙
す
る
の
み
で
あ

（
門
）

る
。
そ
｝
」
で
、
上
訴
裁
判
部
は
、
こ
の
裁
判
所
規
程
を
採
択
し
た
安
保
理
で
の
討
議
を
検
討
し
、
そ
の
結
果
、
こ
の
規
程
第
三
条
は
内

戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
も
含
む
、
と
解
釈
し
た
。
こ
の
上
訴
裁
判
部
の
解
釈
に
は
、
多
く
の
問
題
点
が
含
ま
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
点
に
関
す
る
判
決
の
議
論
を
少
し
詳
し
く
ふ
り
か
え
ろ
う
。

上
記
の
よ
う
に
、
規
程
第
三
条
に
お
け
る
国
際
人
道
法
へ
の
言
及
は
一
般
的
・
抽
象
的
で
、
「
国
際
人
道
法
の
著
し
い
違
反
を
す
べ

て
カ
バ
ー
す
る
（
た
だ
し
規
程
第
二
条
に
含
ま
れ
る
も
の
は
第
三
条
か
ら
除
か
れ
る
）
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
の
裁
判
所
設
置
の

目
的
か
ら
し
て
も
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

国
際
的
紛
争
に
の
み
適
用
さ
れ
る
こ
の
第
二
条
が
本
件
に
関
し
て
適
用
が
な
い
こ
と
を
明
確
に
述
べ
な
か
っ
た
こ
と
は
残
念
で
あ
る
。
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少
な
く
と
も
当
然
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
行
国
際
法
上
（
慣
習
法
上
も
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
・
追
加
議
定
書
上
も
）
国
際
紛

争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
と
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
峻
別
す
る
こ
と
が
大
前
提
だ
か
ら
で
あ
蕊
。
上
訴
裁
判
部
の
判

決
に
お
い
て
は
、
こ
の
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
安
保
理
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
代
表

の
発
言
を
引
用
す
る
。
し
か
し
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
直
接
言
及
し
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
の
発
言
だ
け
で
あ
り
、
そ
の

他
の
諸
国
の
発
言
は
、
有
効
な
国
際
条
約
も
含
ま
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
麺
・
ま
た
、
判
決
で
は
、
他
の
諸
国
の
代
表

か
ら
こ
れ
ら
の
発
言
に
対
す
る
反
対
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
解
釈
（
と
く
に
ア
メ
リ
カ
の
解
釈
）
が
規
程
第
三
条
の
「
有
権
的

解
釈
」
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
の
裁
判
所
規
程
そ
の
も
の
に
つ
い
て
慎
重
な
見
解
を
述
べ
る
諸
国
も
あ
っ
た
の
で
あ
麺
。

（
ね
）

こ
の
判
決
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
安
保
理
自
体
は
一
」
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
性
格
づ
け
を
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
旧

ユ
ー
ゴ
領
域
内
で
な
さ
れ
た
国
際
人
道
法
違
反
に
関
す
る
情
報
を
検
討
す
る
専
門
委
員
会
の
報
告
書
に
お
い
て
「
旧
ユ
ー
ゴ
領
域
に
お

け
る
武
力
紛
争
全
体
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
を
適
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
正
当
化
さ
れ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
こ
の
委
員
会
の
提
言
を
受
け
て
安
保
理
が
国
際
裁
判
所
の
設
置
を
決
定
し
、
こ
の
決
定
に
基
づ
い
て
事
務
総
長
が
裁
判
所
規
程
草

案
を
作
成
し
、
そ
の
草
案
が
安
保
理
に
お
い
て
修
正
な
く
採
択
さ
れ
た
の
で
あ
っ
痙
。
こ
の
専
門
家
委
員
会
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な
わ

ち
、
「
旧
ユ
ー
ゴ
領
域
に
お
け
る
武
力
紛
争
全
体
に
、
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
法
を
適
用
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
問
題
性
に

つ
い
て
は
す
で
に
指
摘
し
麺
・
し
か
し
、
基
本
的
に
、
裁
判
所
規
程
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
黙
示
的
に
前
提
と
し
て
お
り
、
し
た
が
っ

て
、
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
適
用
は
こ
の
第
三
条
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い
な
い
、
と
も
思
わ
輌
駝
。
と
こ
ろ

が
、
上
訴
裁
判
部
の
厳
密
な
法
的
分
析
で
は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ビ
ア
紛
争
の
中
の
内
戦
に
お
い
て
は
こ
の
第
三
条
は
適
用
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
こ
の
裁
判
所
設
置
の
目
的
の
か
な
り
の

部
分
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
上
訴
裁
判
部
は
、
こ
の
規
程
第
三
条
が
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
を
も
含
む
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と
す
る
解
釈
を
、
や
や
強
引
に
導
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
判
決
の
中
で
上
訴
裁
判
部
は
、
こ
の
規
程
第
三
条
の
な
か
に
国
際

的
武
力
紛
争
の
要
件
を
読
み
込
む
こ
と
は
「
安
保
理
事
会
の
目
的
を
阻
止
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
…
…
…
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
国
際
的

武
力
紛
争
に
お
け
る
あ
る
種
の
行
動
を
訴
追
し
処
罰
す
る
こ
と
を
国
際
裁
判
所
に
認
め
る
一
方
で
、
国
内
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
ま
さ

（
配
）

に
同
じ
行
動
に
対
し
て
は
目
を
つ
ぶ
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
両
）
』
ｃ
員
・
も
■
Ｈ
Ｐ
巴
．

（
巧
）
の
、
函
ヨ
置
壹
己
・
召
・

（
布
）
こ
の
こ
と
自
体
は
一

（
汎
ｌ
ａ
）
こ
の
タ
ジ
ッ
チ
事
件
判
決
に
対
す
る
諸
筆
者
の
論
評
に
お
い
て
も
、
こ
の
規
程
第
二
条
は
国
際
紛
争
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
い
う
解
釈

が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
。
⑦
。
｛
蔀
の
望
切
・
二
ｇ
⑩
○
口
虞
自
営
の
田
巨
日
回
目
辱
日
】
回
目
伊
凹
二
○
『
岳
の
禺
巨
、
。
、
］
回
己
四
三
閏
○
国
日
の
切

目
回
す
自
画
庁
』
目
、
昌
昌
・
コ
ョ
ギ
Ｃ
②
。
・
員
Ｃ
「
□
・
臼
ご
農
・
》
》
ヨ
コ
四
昔
昔
』
○
貝
：
（
具
』
頁
の
「
。
§
・
再
ロ
』
田
口
Ｅ
ご
・
］
・
山
①
Ｚ
。
・
四

（
］
＄
⑫
）
已
巳
・
『
ｇ
‐
『
ｓ
・
》
冨
脚
Ｈ
８
ｍ
し
め
、
○
口
］
麿
田
シ
勺
河
国
富
冒
切
因
□
回
○
房
Ｓ
ｚ
Ｄ
回
■
し
○
四
』
言
田
園
国
□
》
少
厄
口
回
田
口
□

曰
国
田
ロ
ヱ
シ
旧
甸
固
ヱ
レ
田
閂
ｚ
自
国
因
ヱ
シ
ヨ
○
三
少
㈲
勺
。
□
罰
ロ
因
門
‐
国
。
□
○
○
ｍ
田
し
ぐ
胄
固
如
自
上
ロ
宍
］
（
Ｃ
Ｏ
貢
殉
国
自
国
シ
【
】
固
）
團

勾
８
：
。
§
回
『
巳
の
：
ｂ
「
Ｃ
騨
閂
頁
⑩
『
百
口
瞳
Ｃ
回
具
甸
巨
図
計
Ｂ
ｏ
目
の
］
ｇ
‐
］
（
＄
①
①
）
巳
ご
』
愚
‐
」
農
．

（
ね
）
〔
ざ
・
句
騨
・
農
己
「
。

（
汎
）
＆
苞
・
も
回
国
・
臼
．

'－，

７２注
、-〆

こ
の
こ
と
自
体
は
こ
の
判
決
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
こ
の
判
決
で
は
、
こ
の
よ
う
な
二
分
法
が
徐
々
に
取
り
さ

ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
（
（
ざ
・
・
獄
・
・
の
【
も
日
ロ
・
一
の
念
》
ご
色
国
切
・
忠
‐
召
・
）

本
稿
第
３
節
⑪
（
琉
大
法
学
第
五
八
号
二
二
一
～
二
二
二
頁
）
参
照
。
（
な
お
、
第
一
審
裁
判
部
の
判
決
は
、
Ｅ
白
目
宛
冨
エ
目
Ｃ
ｚ
婆
い

い
』
二
駒
国
司
○
罰
自
国
ぐ
。
］
・
】
９
８
．
』
国
‐
』
圏
・
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
）

（
ざ
・
句
騨
・
的
§
「
Ｑ
ｐ
ｏ
訂
邑
》
ロ
日
Ｐ
震
．
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（
Ⅱ
）
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
内
容

上
訴
裁
判
部
判
決
は
、
規
程
第
三
条
の
「
戦
争
の
法
規
又
は
慣
習
」
に
、
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
が
含
ま
れ
る
と
解
釈
し

た
。
で
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
か
。
上
訴
裁
判
部
は
、
こ
の
判
決
の
な
か
の
か
な
り
の
部
分

を
、
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
慣
習
国
際
人
道
法
規
則
の
発
見
に
費
や
し
て
い
る
。
他
方
で
、
条
約
あ
る
い
は
紛
争
当
事
者
間
の
協
定
に
関

し
て
は
、
判
決
の
最
後
で
ご
く
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
上
訴
裁
判
部
は
、
二
股
論
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
協
定
は

規
程
第
三
条
の
下
で
我
々
の
管
轄
権
の
中
に
は
い
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
本
件
に
お
い
て
被
告
は
、
い
ず
れ
の
特
定
の
協
定
の
違
反

（
巧
）
ｓ
国
・

（
ね
）
樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
１
）
、
一
三
五
頁
参
照
。
ま
た
、
三
Ｐ
蕨
。
□
も
、
同
様
に
、
こ
の
裁
判
所
規
程
採
択
時
の
安
保
理
で
の
議
論
は
決

定
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
（
○
の
。
津
の
］
国
・
乏
呉
ｍ
ｏ
ｐ
８
・
・
邑
・
・
鉤
§
日
ロ
。
←
①
『
←
‐
Ｐ
ｂ
己
．
『
］
】
‐
『
］
』
・
）

（
帥
）
こ
の
経
緯
に
関
し
て
は
、
樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
１
）
、
一
三
二
－
一
三
五
頁
参
照
。

（
皿
）
樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
１
）
、
一
一
一
一
二
－
’
三
三
頁
。

（
ｕ
Ｉ
ａ
）
た
だ
し
、
裁
判
所
規
程
の
事
務
総
長
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
で
は
「
時
間
的
管
轄
権
に
関
し
て
、
安
全
保
障
理
事
会
決
議
八
○
八
（
一
九
九

一
一
一
）
は
、
国
畷
翻
塑
肋
の
管
轄
権
を
、
『
一
九
九
一
年
以
後
』
に
な
さ
れ
た
違
反
に
及
ぼ
し
て
い
る
。
事
務
総
長
は
こ
れ
を
一
九
九
一
年
一

月
一
日
以
後
の
時
間
を
意
味
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
。
こ
れ
は
い
か
な
る
特
定
の
事
件
に
も
つ
な
が
ら
な
い
特
性
の
な
い
日
付
で
あ
り
、
そ

し
て
、
明
ら
か
に
、
こ
の
紛
争
の
国
際
的
な
性
質
あ
る
い
は
国
内
的
性
質
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
剛
螺
町
も
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う

考
え
を
示
す
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
い
る
」
（
の
、
西
田
Ｅ
□
胃
Ｐ
Ｓ
・
）
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
専
門
家
委
員
会
の
見
解
と
同
じ
で
は

（
皿
）
〔
言
）
・
○
量
・
功
兵
ご
「
ｐ
ｐ
ｏ
－
の
お
一
己
ゅ
刊
Ｐ
畠
．

な
い
Ｃ
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に
よ
っ
て
も
告
訴
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
い
ず
れ
か
の
特
定
の
壊
定
が
そ
の
申
し
立
て
ら
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
管
縫
輻
艫
を
国
磨
饗
纐
刊
所

に
与
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
」
と
し
極
。

ま
ず
、
上
訴
裁
判
部
は
、
条
約
規
則
の
「
慣
習
法
化
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
し
た
か
。
国
際
人
道
法
に
関
す
る
多
数
国
間
条

約
規
定
で
、
内
戦
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
一
九
四
九
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
第
三
条
お
よ
び
一
九
七
七
年
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条

（
“
）

麹
串
一
一
追
加
議
定
書
の
他
、
一
九
五
四
年
ユ
ネ
ス
コ
条
約
第
一
九
条
、
’
九
八
○
年
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
改
正
地
雷
議

（
鴎
）

（
照
）

定
書
第
一
条
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
内
、
共
通
第
一
一
一
条
に
つ
い
て
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ァ
事
件
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
に
も
一
一
一
一
口
及
し
な
が
ら
、
慣
習
法
で

（
腕
）

（
曲
）

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
第
一
一
追
加
議
疋
書
に
関
し
て
は
、
「
第
一
一
追
加
議
定
書
の
中
心
部
分
」
が
慣
習
法
化
し
て
い
る
と
述
べ
て

お
り
、
ま
た
、
別
の
箇
所
で
は
、
「
こ
の
議
定
書
の
多
く
の
規
定
は
、
現
行
規
則
の
宣
言
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
慣
習
法

の
生
じ
つ
つ
あ
る
規
則
を
結
晶
化
し
て
い
る
も
の
と
し
て
か
、
あ
る
い
は
一
般
原
則
と
し
て
の
そ
の
発
展
を
強
力
に
推
し
進
め
て
い
る

（
的
）

も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
。
」
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
ユ
ネ
ス
コ
条
坐
廼
弟
一
九
条
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
ら
れ
て
い

（
”
）

る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
惰
弱
臼
法
で
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
地
雷
》
璽
疋
書
の
改
正
は
一
九
九
六
年
五
月
一
一
一
日
で
あ
り
、

こ
の
判
決
（
一
九
九
五
年
一
○
月
二
日
）
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

こ
れ
ら
の
条
約
規
定
の
慣
習
法
化
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
慣
習
法
、
と
く
に
ズ
ー
グ
法
」
分
野
の
慣
習
法
の
存
在
に
つ
い
て

上
訴
裁
判
蔀
は
詳
し
く
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
重
事
目
標
主
義
の
原
則
及
び
害
敵
手
段
の
制
限
の
原
則
に
つ
い
て
、
内
戦
に
お
い

て
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
判
決
で
は
、
一
方
で
、
過
去
の
内
戦
で
の
実
例
を
あ
げ
て
国
際
的
実
行
の
積
み
重
ね
を
示

し
、
他
方
で
理
論
的
に
も
「
実
際
、
人
道
性
及
び
常
識
の
基
本
的
考
慮
か
ら
す
れ
ば
、
国
家
間
の
武
力
紛
争
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
て
い

る
兵
器
の
国
家
の
使
用
が
、
そ
の
自
国
領
域
内
に
お
い
て
自
国
民
に
よ
る
反
乱
を
制
圧
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
塲
苔
に
は
許
さ
れ
る
、

と
い
う
の
は
ば
か
げ
て
い
る
。
国
際
戦
争
に
お
い
て
非
人
道
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
内
戦
に
お
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（
別
）

い
て
は
非
人
道
的
で
は
な
く
許
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
」
と
述
べ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
内
戦
に
関
す
る
人
道
法

規
則
の
出
現
に
よ
っ
て
内
戦
が
す
べ
て
の
側
面
で
一
般
国
際
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
国
際
紛
争
を
規
律
す

る
本
質
的
な
原
則
ｌ
細
則
で
は
な
く
ｌ
が
徐
々
に
内
戦
に
拡
大
し
て
き
て
い
る
、
と
し
て
ぃ
蕊
。

こ
の
よ
う
に
、
上
訴
裁
判
部
判
決
は
、
戦
争
の
手
段
・
方
法
の
制
限
に
関
す
る
原
則
が
内
戦
に
も
適
用
さ
れ
る
慣
習
法
で
あ
る
こ
と

を
か
な
り
詳
細
に
議
論
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
規
程
第
三
条
で
例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
違
反
行
為
が
こ
れ
ら
の
戦
争
の
手
段
・
方
法
の

制
限
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
程
第
三
条
の
中
心
と
な
る
部
分
が
内
戦
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
必

要
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
件
タ
ジ
ッ
チ
被
告
に
対
す
る
犯
罪
容
疑
は
収
容
所
に
お
け
る
殺
人
、
暴
行
、
傷
害
、
虐

待
、
拷
問
な
ど
の
残
虐
行
為
で
あ
り
、
違
法
な
兵
器
の
使
用
と
か
軍
事
目
標
主
義
原
則
の
違
反
は
含
ま
れ
て
い
な
Ⅷ
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
殺
人
、
暴
行
、
傷
害
、
虐
待
、
拷
問
な
ど
の
残
虐
行
為
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
第
一
一
一
条
に
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
共
通
第
一
一
一

（
呪
）

条
が
慣
習
法
で
あ
る
こ
と
を
一
一
一
一
口
え
ば
本
件
に
関
し
て
は
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

〆戸、〆■、〆~、〆岸、

８８８７８６８５
、－'、－'、－ノ、､グ

〆戸、〆凸、

８４８３注
、－〆、－プ

〔
胃
〕
・
ロ
貸
・
・
の
辰
己
可
ロ
ロ
。
←
の
』
②
。
□
Ｐ
門
四
・
］
←
』
。

こ
の
ユ
ネ
ス
コ
条
約
第
一
九
条
に
つ
い
て
は
、
樋
口
一
彦
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
第
二
追
加
議
定
脅
に
お
け
る
反
徒
の
地
位
」
関
西
大
学
大

学
院
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
第
五
○
号
一
三
～
一
五
頁
参
照
。

田
畑
茂
｜
一
郎
、
高
林
秀
雄
編
集
代
表
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
」
（
東
信
堂
）
六
三
一
一
～
六
三
一
一
一
頁
。

樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
１
）
、
一
一
一
二
－
一
二
六
頁
参
照
ｃ

〔
冑
）
・
○
忌
・
や
切
兵
も
「
ロ
。
◎
一
の
二
四
・
己
Ｐ
『
■
ぬ
。
②
Ｐ
］
Ｃ
陣
。

毎
苞
・
も
胃
Ｐ
・
＠
』
。
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（
遡
）
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
す
る
処
罰

上
訴
裁
判
部
は
、
最
後
の
詰
め
と
し
て
、
「
た
と
え
慣
習
国
際
法
は
国
内
的
武
力
紛
争
及
び
国
際
的
武
力
紛
争
の
両
方
に
適
用
さ
れ

る
い
く
つ
か
の
基
本
原
則
を
含
む
と
し
て
も
、
違
反
行
為
が
国
内
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
よ
う
な
禁
止
は
個

（
鴎
）

人
的
刑
事
責
任
を
も
た
ら
さ
な
い
」
と
す
る
被
告
側
の
主
張
に
対
し
て
答
え
る
議
論
を
展
開
す
る
。
ま
ず
、
個
人
の
行
為
が
国
際
法
上

の
刑
事
責
任
を
も
た
ら
す
た
め
の
条
件
と
し
て
、
一
一
ユ
ー
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
で
の
基
準
を
引
用
し
て
、
「
国
際
法
に
お
け
る
戦
争
規
則

〆■、〆■、〆■、〆へ〆、〆￣、

９４９３９２９１９０８９
，－'兇一’、－’、－'、.グ～ソ

＆
匙
・
》
冨
日
・
』
ｇ
・

タ
ジ
ッ
チ
被
告
に
対
す
る
起
訴
状
参
照
。
（
奇
（
の
日
凰
・
目
局
旧
侭
巳
三
目
の
「
旨
』
の
ぐ
。
］
・
潴
滉
旨
ぐ
ｚ
○
・
一
（
』
の
鵲
）
ｇ
』
Ｃ
圏
‐
］
Ｅ
』
・
）

こ
の
点
に
つ
い
て
冨
日
８
ｍ
し
ｍ
ｍ
ｏ
ｐ
は
、
「
上
訴
裁
判
部
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
の
詳
細
な
分
析
は
、
さ
ら
に
、
タ
ジ
ッ
チ
に
対
す
る

訴
訟
手
続
の
こ
の
段
階
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
ま
す
ま
す
国
際
人
適
法
の
発
展
に
関
し
て
称

賛
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
こ
の
不
必
要
と
も
思
わ
れ
る
分
析
を
上
訴
裁
判
部
が
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
評
価
す
る
。

（
三
日
８
ｍ
し
ｍ
ｍ
ｏ
ｐ
》
震
い
シ
勺
再
国
富
局
因
固
口
向
Ｑ
ｍ
Ｓ
Ｚ
Ｄ
固
伊
シ
○
四
シ
冨
国
因
団
ロ
》
し
勺
勺
囿
田
□
ご
自
再
Ｂ
ロ
ヱ
ン
田
勺
固
ヱ
ン
Ｆ

冒
曰
因
切
ヱ
レ
ョ
○
三
シ
田
勺
。
ｑ
同
日
因
〆
‐
呂
○
ｑ
Ｑ
ｏ
ｍ
げ
し
ご
局
自
淳
白
○
（
○
（
】
畠
閏
月
国
戸
箇
）
ご
専
冒
①
。
§
⑨
日
』
の
烏
□
「
・
鷲

奇
尉
「
。
貝
一
○
コ
Ｑ
【
幻
一
目
・
弓
・
曰
の
】
ｇ
‐
】
（
］
ｇ
⑦
）
ロ
・
邑
画
・
）
他
方
、
ロ
判
事
は
、
裁
判
所
規
程
第
三
条
⑥
～
㈲
に
列
挙
さ
れ
た
戦
争
法

違
反
に
つ
い
て
、
た
と
え
そ
れ
ら
が
国
内
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
訴
追
さ
れ
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
、

反
対
す
る
個
別
意
見
を
表
明
し
て
い
る
。
（
、
恩
少
切
少
目
○
国
三
ｏ
ｚ
。
ご
目
、
。
Ｐ
８
．
．
営
・
・
の
眉
目
：
←
の
ｓ
》
已
閂
Ｐ
ｍ
』
◎
‐
】
四
・
）

』
。
』
＆
。
。
ご
陣
吋
四
・
℃
律

昌
。
』
＆
・
一
己
Ｐ
門
口
』
得
Ｐ

『
。
』
＆
。
。
ご
画
『
回
・
」
】
式
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の
明
確
か
つ
明
白
な
承
認
、
そ
の
禁
止
を
犯
罪
化
す
る
意
思
を
示
す
国
家
実
行
ｌ
政
府
当
局
者
及
び
国
際
組
織
の
声
明
を
含
む
ｌ
、

及
び
国
内
裁
判
所
及
び
軍
事
裁
判
所
に
よ
る
違
反
の
処
罰
」
を
あ
げ
、
「
こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
個
人
は
刑
事
的
に

責
任
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
す
繩
。
そ
し
て
、
「
以
上
の
基
準
を
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
違
反
に
適
用

す
れ
ば
、
そ
の
違
反
が
国
内
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
よ
う
と
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
よ
う
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
違
反
が
個
人
的
刑
事
責
任
を
も
た
ら
す
、
と
い
う
こ
と
に
何
ら
疑
い
は
な
晦
」
と
判
示
す
る
。
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
判
決

は
具
体
的
な
実
行
を
あ
げ
て
い
く
。
判
決
の
中
で
示
さ
れ
て
い
る
国
家
実
行
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
裁
判
所
判
決
、
ド
イ
ツ
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
の
各
国
の
軍
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
刑
法
、
ベ
ル
ギ
ー
法
、
そ
し
て
ソ
マ
リ
ア
内

戦
に
関
す
る
二
つ
の
安
保
理
決
議
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
証
拠
」
が
適
切
な
も
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
以
下
で
検
討
し
よ
う
。
な
お
、

判
決
は
、
こ
の
他
に
、
こ
の
当
該
犯
罪
が
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
法
及
び
ポ
ス
ー
ー
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
法
の
下
で
も
処
罰
可
能
で
あ
り
、

ま
た
、
ポ
ス
ー
ー
ア
紛
争
の
紛
争
当
事
者
間
の
協
定
に
よ
っ
て
も
処
罰
可
能
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は

本
件
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
。
本
裁
判
所
は
あ
く
ま
で
も
国
際
法
に
基
づ
い
て
裁
判
を
行
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ

ア
な
ど
の
国
内
刑
法
を
適
用
す
る
裁
判
所
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
紛
争
当
事
者
間
の
協
定
に
つ
い
て
は
裁
判
所
自
ら
本
件
に

お
い
て
適
用
法
と
は
し
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

上
訴
裁
判
部
は
、
ま
ず
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
内
戦
に
お
け
る
実
行
を
例
に
出
す
。
判
決
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
’
○
六
で
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
軍
の

士
官
が
文
民
殺
害
で
、
そ
し
て
ま
た
反
徒
兵
士
殺
害
で
処
刑
さ
れ
た
と
い
う
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
、

農
三
の
三
富
、
の
『
旨
ロ
圏
お
よ
び
属
Ｄ
Ｂ
］
邑
罠
日
の
の
‐
ｚ
一
ｍ
の
１
回
弓
を
引
用
す
る
も
の
で
、
判
決
文
か
ら
の
引
用
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
士
官

が
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
違
反
で
処
刑
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
他
方
、
判
決
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
’
一
一
五
で
引

用
さ
れ
る
事
例
は
判
例
集
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
訴
裁
判
部
は
こ
の
事
例
を
「
戦
争
の
方
法
に
関
す
る
分
野
に
お
い
て
も
国
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内
的
武
力
紛
争
に
関
し
て
慣
習
国
際
法
の
一
般
原
則
が
生
じ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
国
家
実
行
が
示
し
て
い
る
。
戦
場
に
お
け
る
文

民
に
対
す
る
攻
撃
禁
止
に
関
し
て
す
で
に
述
べ
た
こ
と
に
加
え
て
、
背
信
行
為
の
禁
止
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え

ば
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
裁
判
所
に
持
ち
出
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
、
反
徒
は
軍
事
作
戦
に
従
事
し
て
い

（
鯛
）

る
間
、
文
民
の
地
位
を
装
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
判
示
し
た
」
と
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
、
｝
」
の
上
訴
裁
判
部
の
紹
介
は
不
正
確
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
内
戦
の
際
に
、
反
徒
の
団
体
（
自
由
戦
士
ビ
ア
フ
ラ
組
織
）
に
属
す
る
被
告

が
、
同
じ
組
織
に
属
す
る
者
を
、
こ
の
組
織
の
金
を
不
正
に
使
用
し
た
こ
と
に
対
す
る
懲
罰
と
し
て
殺
害
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
殺
害
の
際
に
被
告
は
反
徒
軍
の
制
服
を
着
用
せ
ず
平
和
的
市
民
を
装
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
対
し
て
ナ
イ

ジ
ェ
リ
ア
最
高
裁
判
所
は
、
「
こ
の
被
告
の
よ
う
に
、
反
徒
士
官
の
い
ず
れ
か
の
者
が
刑
法
（
○
ユ
ョ
ヨ
ロ
］
○
・
』
の
）
の
も
と
で
の
犯
罪

を
行
な
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
処
罰
さ
れ
る
。
」
「
本
件
の
よ
う
に
、
連
邦
領
域
内
で
平
和
的
に
生
活
し
て
い
る
非
武
装
の
者
を
故

意
に
殺
害
す
る
こ
と
は
人
道
に
対
す
る
犯
罪
で
あ
り
、
た
と
え
内
戦
中
に
な
さ
れ
た
と
し
て
も
こ
の
国
の
国
内
法
の
違
反
で
あ
り
、
処

（
的
）

罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
文
民
の
地
位
を
装
っ
た
と
い
う
一
」
と
が
考
慮
さ
れ
て
は
い
る
が
、

し
か
し
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
す
る
処
罰
と
い
う
よ
り
、
殺
人
に
対
す
る
国
内
刑
法
適
用
の
事
例
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

次
に
上
訴
裁
判
部
は
い
く
つ
か
の
国
の
軍
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
引
用
す
る
。
こ
の
う
ち
ド
イ
ツ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
ア
メ
リ
カ
の
マ
ー
ー
ュ
ァ

（
伽
）

ル
を
引
用
す
る
こ
と
の
疑
問
点
に
関
し
て
は
、
す
で
に
第
一
審
裁
判
部
の
判
決
の
検
討
の
と
こ
ろ
で
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ュ
ー
・

ジ
ー
ラ
ン
ド
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
判
決
の
引
用
に
よ
る
と
、
「
非
適
用
［
す
な
わ
ち
、
共
通
第
三
条
の
違
反
行
為
］
に
よ
っ
て
、
そ

の
責
任
の
あ
る
者
は
、
『
戦
争
犯
罪
』
の
た
め
の
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
裁
判
は
国
内
刑
法
の
下
で
な
さ

（
Ⅲ
）

れ
る
こ
と
と
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
い
か
な
る
『
戦
争
」
も
存
在
し
な
い
か
ら
。
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
当
該
犯
罪

行
為
が
国
際
人
道
法
違
反
で
処
罰
さ
れ
る
の
か
国
内
刑
法
で
処
罰
さ
れ
る
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
。



内戦に適用される国際人道法の違反に対する処刑（二。完）（樋口一彦）177

上
訴
裁
判
部
は
、
さ
ら
に
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
国
内
法
（
及
び
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
ポ
ス
ニ
ァ
・
ヘ
ル
ッ
ェ
ゴ
ビ
ナ
の
国
内
法
）

と
ベ
ル
ギ
ー
の
国
内
法
を
引
用
す
る
。
判
決
で
は
、
’
九
九
○
年
の
旧
ユ
ー
ゴ
刑
法
の
第
一
四
二
条
（
一
般
住
民
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
）

及
び
第
一
四
三
条
（
傷
者
・
病
者
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
）
は
「
戦
争
、
武
力
紛
争
あ
る
い
は
占
領
の
時
Ｅ
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

「
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
が
国
内
的
武
力
紛
争
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
葛
・
色
］
」
、
の
①
曰

（
雌
）

←
・
｝
冒
己
一
望
）
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
の
引
用
だ
け
で
は
確
実
な
議
論
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
一
九
九

一
一
一
年
の
ベ
ル
ギ
ー
法
は
、
内
戦
に
お
け
る
国
際
人
道
法
の
著
し
い
違
反
行
為
に
つ
い
て
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
普
遍
的
管
轄
権
を
行
使
し

て
処
罰
す
る
こ
と
を
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
ベ
ル
ギ
ー
法
の
も
と
の
政
府
草
案
で
は
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
な
さ
れ
た
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び
第
一
追
加
議
定
書
の
重
大
な
違
反
行
為
の
み
が
対
象
と
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
内
戦
に
お
い
て
人
道
法
違
反
が
繰

（
脳
）

り
返
さ
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
て
内
戦
に
も
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ベ
ル
ギ
ー
法
で
は
そ
の
第
一
条
で
ジ
ュ

ネ
ー
ヴ
諸
条
約
及
び
第
一
追
加
議
定
書
で
の
重
大
な
違
反
行
為
を
忠
実
に
犯
罪
行
為
と
し
て
列
挙
し
て
、
そ
れ
ら
が
内
戦
に
お
い
て
な

さ
れ
た
場
合
で
も
適
用
の
対
象
と
す
る
、
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
犯
罪
が
「
国
際
法
の
犯
罪
」
で
あ
る
と
明

上
訴
裁
判
部
は
、
最
後
に
ソ
マ
リ
ア
に
関
す
る
一
一
つ
の
安
保
理
事
会
決
議
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
決
議
七
九
四
の
第
５
項
で
は
、

二
股
住
民
の
生
存
に
不
可
欠
の
食
料
医
薬
品
の
輸
送
の
故
意
の
妨
害
を
特
に
含
む
、
ソ
マ
リ
ア
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
国
際
人
道
法

の
す
べ
て
の
違
反
を
強
く
非
難
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
な
っ
た
者
あ
る
い
は
そ
の
実
行
を
命
じ
た
者
は
そ
の
よ
う
な
行
為

（
噸
）

に
関
し
て
個
人
的
に
責
任
を
と
つ
ｂ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
決
議
八
一
四
の
第
⑬
項
に
お
い
て

は
「
運
動
団
体
及
び
党
派
を
含
む
す
べ
て
の
ソ
マ
リ
ア
の
関
係
団
体
は
、
た
だ
ち
に
す
べ
て
の
国
際
人
道
法
の
違
反
行
為
を
停
止
す
べ

（
脳
）

し
と
の
要
求
を
繰
り
返
し
、
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
責
任
の
あ
る
者
は
個
人
的
に
資
任
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。
」

（
川
）

一
示
さ
れ
て
い
る
。
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
個
人
的
に
責
任
を
求
め
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
裁
判
に
よ
る
刑
事
処
罰
を
意
味
す
る

と
解
釈
で
き
る
が
、
ど
の
機
関
が
ど
の
よ
う
に
行
な
う
か
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
国
家
実
行
か
ら
上
訴
裁
判
部
は
、
「
共
通
第
三
条
１
国
内
的
武
力
紛
争
の
犠
牲
者
の
保
護
に
関
す
る
他
の
一
般
的
原
則
及

び
規
則
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
ｌ
の
著
し
い
違
反
に
対
し
て
、
及
び
、
内
戦
に
お
け
る
戦
闘
の
手
段
及
び
方
法
に
関
す
る
若
干
の
基

本
的
原
則
及
び
規
則
の
違
反
行
為
に
対
し
て
、
慣
習
国
際
法
上
刑
事
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
」
と
結
論
づ

（
Ⅲ
）

け
た
。
こ
の
よ
う
に
上
訴
裁
判
部
は
、
国
内
刑
法
を
介
在
さ
せ
ず
に
、
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
の
違
反
を
根
拠
に
個
人

の
処
罰
を
行
な
い
う
る
こ
と
を
肯
定
し
た
。
し
か
し
、
す
で
に
そ
の
国
際
慣
習
法
が
成
立
し
て
い
た
と
い
う
上
訴
裁
判
部
の
論
証
は
か

な
り
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
裁
判
所
が
引
用
す
る
国
家
実
行
の
な
か
で
こ
の
タ
ジ
ッ
チ
の
犯
罪
行
為
時
以
前
の
も
の
に
つ

い
て
は
、
そ
の
慣
習
法
の
成
立
の
要
素
と
し
て
の
価
値
が
か
な
り
疑
わ
し
く
、
そ
の
他
の
も
の
は
こ
の
犯
罪
行
為
時
以
後
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

〆■、〆=、／■、グー、グー、戸口、〆■、

ｌＯ１１００９９９８９７９６９５注
、-グ、＝’、=グ、.ノ、-〆■-〆、＝〆

目
》
』
巳
・
》
つ
口
吋
Ｐ
・
］
⑬
少

〔
言
）
・
句
営
・
や
切
属
も
「
ｐ
ロ
○
一
の
←
算
己
⑪
汀
、
。
］
閏
②
。

勺
旨
⑪
Ｚ
要
「
Ｐ
Ｃ
、
口
ご
・
曰
ゲ
⑩
ｍ
一
日
Ｐ
三
局
３
口
愚
・
ヨ
ロ
｛
旧
Ｐ
Ｓ
罰
§
。
「
』
②
ご
Ｃ
』
・
岡
》
弓
・
乞
い
‐
念
『
・

本
稿
第
３
節
⑩
（
「
琉
大
法
学
」
第
五
八
号
）
参
照
。

〔
）
〕
・
日
．
》
農
も
日
ロ
・
←
の
途
》
已
囚
『
巳
②
］
。
（
傍
線
は
篭
者
）

』
》
》
＆
。

〔
言
〕
・
○
忌
・
や
②
展
己
、
ロ
ロ
。
（
の
与
禦
で
色
呵
色
］
』
⑪
。
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お
わ
り
に

内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
違
反
に
対
す
る
個
人
の
処
罰
が
、
近
年
、
特
に
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
及
び
ル
ワ
ン
ダ
紛
争

を
き
っ
か
け
と
し
て
、
国
際
法
の
分
野
で
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
す
で
に
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通

第
三
条
が
内
戦
を
も
対
象
に
含
む
よ
う
に
な
り
、
一
九
七
七
年
の
第
二
追
加
議
定
書
で
そ
の
拡
充
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
違
反
者
の
処

罰
を
確
実
に
行
な
う
こ
と
に
よ
り
履
行
の
確
保
を
は
か
り
、
そ
れ
に
よ
り
内
戦
に
お
け
る
残
虐
行
為
を
防
止
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
条
約
作
成
自
体
に
消
極
的
な
姿
勢
も

（
伽
）

み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
近
年
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
や
ル
ワ
ン
ダ
で
の
残
虐
行
為
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
国
際
社
会
は
、
こ
の
行
為
を

防
止
す
る
手
段
と
し
て
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
の
違
反
に
対
す
る
処
罰
に
注
目
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
中
心
的
役

（
噸
）

割
を
は
た
し
た
の
が
国
連
安
保
理
で
あ
る
が
、
そ
の
議
挙
瀬
は
政
治
的
色
彩
が
強
い
Ｃ
従
っ
て
、
そ
れ
を
法
的
な
俎
上
に
の
せ
て
吟
味
す

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
国
際
刑
事
裁
判
所
の
設
立
及
び
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
化
の
作
業
の
な
か
で
も
こ
の
問
題

る
必
要
が
あ
る
。
一

が
出
て
き
て
い
る
。

グー、'－，／へ〆戸、

ｌＯ７１０６１０５１０４
、－■＝ノ、＝’、‐プ
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司
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］
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⑮
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ｇ
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］
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］
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Ｒ
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０
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Ｃ
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８
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巴
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日
ロ
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（
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念
．
□
周
回
・
】
望
．
（
傍
線
は
筆
者
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内
戦
に
お
い
て
な
さ
れ
た
残
虐
行
為
を
処
罰
す
る
方
法
と
し
て
は
い
く
つ
か
の
も
の
が
あ
り
う
る
。
ま
ず
、
適
用
法
規
と
し
て
は
、

国
内
刑
法
、
国
際
人
道
法
、
人
道
に
対
す
る
罪
を
禁
止
す
る
国
際
法
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
行
為
を
禁
止
す
る
国
際
法
、
な
ど
が
あ
る
。
訴

追
・
処
罰
を
行
な
う
機
関
と
し
て
は
、
当
該
国
裁
判
所
、
第
三
国
裁
判
所
、
国
際
裁
判
所
な
ど
が
あ
り
う
る
。
こ
の
な
か
で
、
通
常
で

あ
れ
ば
、
当
該
国
裁
判
所
が
そ
の
国
の
国
内
刑
法
を
適
用
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
内
戦
が
生
じ
て
お
り
、

そ
の
国
の
秩
序
そ
の
も
の
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
、
こ
の
方
法
に
よ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
第
三
国
裁
判
所

が
、
普
遍
的
管
轄
権
を
根
拠
に
し
て
そ
の
自
国
の
国
内
刑
法
を
、
た
ま
た
ま
自
国
内
で
発
見
さ
れ
た
容
疑
者
に
適
用
し
て
裁
判
す
る
、

と
い
う
方
法
が
次
に
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
の
自
国
刑
法
で
あ
る
が
、
外
国
の
内
戦
に
お
い
て
な
さ
れ
た
残
虐
行
為
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
普
遍
的
な
承
認
を
得
て
い
る
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際

人
道
法
」
を
国
内
刑
法
化
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
国
際
裁
判
所
が
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際

人
道
法
」
を
直
接
適
用
す
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
国
際
裁
判
所
は
ま
だ
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
な
も
の
と

し
て
し
か
設
立
さ
れ
て
い
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
の
違
反
を
根
拠
に
個
人
の
処
罰
を
行
な
い
う
る
か
に
つ
い
て
タ
ジ
ッ

（
川
）

チ
事
件
上
訴
裁
判
部
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
が
、
タ
ジ
ッ
チ
の
犯
罪
行
為
時
（
一
九
九
二
年
五
月
二
四
日
～
八
月
一
一
一
○
日
）
に
そ
の
慣
習

法
が
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
、
一
」
の
タ
ジ
ッ
チ
事
件
判
決
が
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
反
し
て
い
る
か
ど
う

（
川
）

か
は
別
と
し
て
、
諸
国
の
国
内
実
行
及
び
国
際
社
〈
室
に
お
い
て
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
違
反
に
対
す
る
処
罰
を
行
な
う
制

（
雌
）

度
づ
く
り
を
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
て
き
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
の
履
行
を
確
保
す

る
と
い
う
点
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
現
在
の
議
論
に
お
い
て
は
あ
ま
り
に
も
国
際
紛
争
に
適

用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
と
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
と
の
本
質
的
相
違
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
面
か
ら
の
問
題
点
を
指
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摘
し
て
本
稿
を
締
め
括
り
た
い
。

国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
で
は
、
敵
対
行
為
そ
の
も
の
は
合
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
る
。
国
際
紛
争
に

適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
、
「
禁
止
さ
れ
な
い
（
ロ
為
は
許
さ
れ
る
」
と
い
う
原
則
が
妥
当
す
る
。
つ
ま
り
、

国
際
人
道
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
い
行
為
は
正
当
な
戦
闘
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
国
際
人
道
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
な
い
行
為
は
、
た
と
え
国
内
刑
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
て
も
、

処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
前
提
は
な
い
。
内
戦
に
適
用

さ
れ
る
国
際
人
道
法
は
国
内
刑
法
の
適
用
を
排
除
し
な
い
。
従
っ
て
、
内
戦
に
お
け
る
反
徒
は
国
際
人
道
法
に
し
た
が
っ
て
戦
闘
行
為

を
行
な
っ
て
い
て
も
、
秩
序
破
壊
、
殺
人
、
財
産
の
破
壊
な
ど
に
よ
り
処
罰
さ
れ
う
る
。
内
戦
に
お
い
て
は
「
正
当
な
戦
闘
行
為
」
と

「
違
法
な
残
虐
行
為
「
｜
と
は
法
律
上
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
明
ら
か
な
残
虐
行
為
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
行
為

者
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
「
正
当
な
戦
闘
行
為
」
も
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
違
法
な
残
虐
行
為
」
を
処
罰
す
る
意

義
は
薄
れ
る
だ
ろ
う
。
紛
争
当
事
国
に
お
い
て
通
常
の
刑
法
で
は
な
く
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
を
適
用
す
る
但
裂
ロ
に
は
、

（
Ⅲ
）
（
川
）

や
は
り
、
限
定
的
に
せ
よ
反
徒
の
交
戦
資
格
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
第
三
国
国
内
裁
判
所
や
国
際
裁
判
所
が
「
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
」
を
適
用
す
る
場
合
、
内
戦
の
反
徒
に
は
「
交

戦
資
格
」
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
扱
い
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
第
一
一
一
国
国
内
裁
判
所
や
国
際
裁
判
所
が
秩
序
破
壊
や
戦
闘
行
為
そ
の
も

の
に
よ
り
個
人
を
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
第
一
一
一
国
裁
判
所
や
国
際
裁
判
所
で

無
罪
と
さ
れ
て
も
本
国
で
秩
序
破
壊
の
敵
対
行
為
に
参
加
し
た
こ
と
を
も
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
タ
ジ
ッ
チ
事
件
上
訴
裁
判
部
が
述
べ
る
よ
う
に
、
も
し
内
戦
に
お
い
て
も
害
敵
手
段
・
方
法
に
関
す
る
原
則
が
適
用
さ

れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
無
差
別
攻
撃
の
禁
止
原
則
の
適
用
に
関
し
て
、
国
際
人
道
法
上
は
合
法
で
あ
る
が
、
そ
の
攻
撃
そ
の
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も
の
が
殺
人
あ
る
い
は
器
物
破
壊
で
あ
っ
て
国
内
刑
法
上
有
罪
と
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
も
し
内
戦
に
お
い
て
適
用
さ

れ
る
国
際
人
道
法
を
国
際
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
近
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
限
定
的
に
せ
よ
「
交
戦

資
格
」
を
反
徒
に
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
対
し
て
は
諸
国
の
否
定
的
な
反
応
が
予
想
さ
れ
る
。
と
く
に
事
前

の
公
式
な
条
約
・
法
令
に
お
い
て
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
後
の
非
公
式
な
形
で
は
紛
争
当
事
国
と

（
鵬
）

し
て
も
認
め
》
つ
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
紛
争
当
事
国
が
裁
判
を
行
な
う
時
に
は
こ
の
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〆へ〆■、

１１１１１０
、甲〆、＝〆

〆、'■、

１０９１０８注
、－'、.ソ

（
ざ
・
日
』
・
・
閏
も
『
ロ
ロ
。
←
の
寵
□
・
］
Ｓ
ｃ
・
ロ
日
ロ
・
単
・
○
・

三
巴
の
◎
弓
は
、
内
戦
に
お
け
る
国
際
人
道
法
違
反
に
よ
り
個
人
的
刑
事
資
任
を
追
求
す
る
｝
」
と
は
慣
習
国
際
法
上
確
立
し
て
お
ら
ず
、
事
後

法
の
適
用
で
あ
る
、
と
す
る
。
た
だ
し
、
将
来
的
に
こ
の
よ
う
な
国
際
法
規
則
の
形
成
は
望
ま
し
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
（
○
８
［
［
門
旦

河
・
雪
Ｐ
誌
◎
Ｐ
（
日
・
§
．
．
②
５
日
ロ
。
←
の
鼠
‐
回
弓
己
⑨
‐
『
］
②
．
）
な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
裁
判
所
設
置
を
決
定
し
た
安
保
理
決
議
八

○
八
の
す
ぐ
後
に
作
成
し
た
文
書
に
お
い
て
、
「
現
行
の
国
際
人
道
法
に
お
い
て
は
、
戦
争
犯
罪
の
観
念
は
国
際
的
武
力
紛
争
の
事
態
に
限

ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
強
調
し
た
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
の
。
富
国
旧
国
因
目
富
国
缶
国
田
切
国
旨
鈩
國
【
の
国
邑
弓
四
国

冒
弓
固
罰
ｚ
レ
ロ
○
三
缶
田
○
○
旨
富
国
目
回
国
○
句
自
国
因
罰
固
□
。
■
ｏ
ｍ
ｍ
Ｃ
ｚ
弓
四
国
、
固
弓
目
Ｚ
・
と
勺
○
句
レ
ヱ

】
Ｚ
自
国
再
ヱ
シ
弓
閂
。
Ｚ
シ
田
弓
切
田
ロ
ヱ
ン
伊
司
○
国
自
国
国
や
罰
○
め
㈲
。
□
自
己
Ｚ
○
句
や
因
因
、
○
三
ｍ
再
固
め
勺
ｏ
Ｚ
ｍ
Ｂ
田
国
司
○
河

の
回
国
○
口
ぬ
く
Ｓ
Ｆ
少
弓
Ｓ
Ｚ
ｍ
ｏ
司
冒
目
国
司
ヱ
ン
弓
己
ヱ
ン
田
国
口
冨
少
昌
弓
少
困
屡
Ｚ
げ
し
三
○
○
言
富
国
自
国
Ｃ
ｏ
ｚ
Ｂ
国
固

自
国
再
白
目
。
”
国
○
国
目
四
国
甸
○
切
言
固
切
田
口
○
○
ｍ
い
』
ぐ
辰
》
Ｄ
Ｃ
富
、
』
ロ
因
、
』
侭
戸
駅
冨
貝
呂
］
＄
⑭
》
ご
陣
『
Ｐ
一
・
（
く
一
『
、
ヨ
ー
⑪

頁
参
照
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
例
）
、
二
七
～
二
八
頁
参
照
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
伊
藤
哲
雄
「
旧
ユ
ー
ゴ
国
際
裁
判
所
の
法
的
な
枠
組
と
問
題
点
」
立
教
法
学
第
四
○
号
（
一
九
九
四
年
）
二
五
七
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［
補
注
］
Ｉ
Ｌ
Ｃ
は
、
一
九
九
六
年
の
会
期
に
お
い
て
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
の
法
典
の
最
終
草
案
を
採
択
し
た
。
こ
の
最
終
草
案
の
第

二
○
条
（
戦
争
犯
罪
）
を
以
下
に
訳
出
し
て
、
本
稿
第
１
節
（
「
琉
大
法
学
」
第
五
八
号
）
を
補
い
た
い
。
な
お
、
本
条
の
コ
メ
ン
タ
リ
ー
に
お
い
て
、

Ⅲ
項
に
つ
い
て
Ｉ
Ｌ
Ｃ
は
、
「
国
内
的
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
法
の
違
反
に
対
す
る
個
人
的
刑
事
責
任
の
原
則
は
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際

刑
事
裁
判
所
に
よ
っ
て
再
確
認
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
委
員
会
は
注
目
す
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
シ
、
臼
、
皀
已
・
］
】
ｃ
・
）

／戸、〆芭、

１１３１１２
、.ン、-〆

〆へ／角、

１１５１１４
、－'、-ン

言
・
Ｈ
１
、
陣
冒
・
盲
。
］
勺
．
ｍ
・
冨
風
・
昔
冒
蔦
、
け
。
属
苞
の
８
号
貢
、
司
冨
目
・
目
｛
９
首
冒
具
旱
．
＆
§
ｐ
臼
呑
「
暮
旦
ミ
ミ
、

尽
侭
：
｛
§
（
Ｐ
ご
◎
】
巨
日
の
山
□
・
患
⑭
．
）
）

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
稿
第
１
節
（
「
琉
大
法
学
」
第
五
八
号
）
参
照
。

罰
。
§
は
、
こ
の
上
訴
裁
判
部
の
判
決
が
「
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
お
け
る
反
徒
は
、
当
該
の
戦
争
の
法
規
又
は
慣
習
違
反
の
寅
任
を
逃
れ

る
た
め
に
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
三
条
約
第
四
条
②
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
を
示
唆
し
て
い
る
、
と
し
た
う
え
で
、

「
そ
の
反
徒
が
戦
争
の
法
規
又
は
楓
習
に
従
っ
て
行
動
し
た
時
に
は
、
そ
の
反
徒
は
そ
の
本
国
の
国
内
法
か
ら
免
除
さ
れ
る
『
合
法
的
戦
闘

員
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
の
疑
問
を
述
べ
て
い
る
。
（
○
・
］
曰
三
閂
耳
】
◎
岸
自
己
宅
の
《
の
円
因
◎
三
の
》
嘱
弓
国
固

閂
三
目
囿
因
ヱ
レ
ロ
。
ｚ
し
げ
。
固
■
三
再
三
し
田
自
記
田
口
ｚ
し
げ
司
○
因
因
ｑ
Ｏ
Ｃ
ｍ
Ｐ
』
ぐ
閂
少
白
回
国
Ｃ
固
白
四
ｏ
ｚ
○
司
弓
雪
国
し
弔
勺
固
少
げ
、

○
国
シ
巨
国
団
切
Ｃ
三
目
■
固
閂
ｚ
Ｂ
固
再
田
○
○
口
目
○
両
『
シ
宅
勺
固
鈩
田
。
ｚ
』
□
河
田
Ｄ
Ｂ
目
。
ご
】
Ｚ
目
出
国
弓
シ
Ｄ
Ｂ
。
シ
の
因
靭
『

旨
時
日
Ｂ
』
○
百
一
§
＆
Ｑ
〕
。
這
口
「
。
§
⑩
旧
ｐ
Ｅ
ｐ
』
ロ
「
冨
司
｛
】
ぐ
。
］
・
命
・
勺
画
風
』
（
】
②
垣
の
）
□
・
『
ｇ
・
）
こ
の
上
訴
裁
判
部
の
判
決
の
な
か

に
そ
の
よ
う
な
反
徒
の
交
戦
資
格
を
直
接
認
め
る
よ
う
な
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
反
徒
の
本
国
で
は
な
い
第
三
国
の
裁
判
所
や
国
際

裁
判
所
が
内
戦
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
違
反
で
個
人
を
処
罰
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
国
際
紛
争
で
あ
れ
ば
合
法
的
と
考
え
ら
れ
る

戦
闘
行
為
に
つ
い
て
は
そ
の
処
刑
の
対
象
と
は
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
自
体
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。

こ
の
「
限
定
的
な
交
戦
資
格
」
に
つ
い
て
、
樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
型
）
、
二
○
～
二
四
頁
参
照
。

樋
口
、
前
掲
論
文
、
注
（
１
）
、
一
四
三
頁
。
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「
第
二
○
条
戦
争
犯
罪

以
下
の
戦
争
犯
罪
は
、
組
織
的
に
ま
た
は
大
規
模
に
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
人
類
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
罪
を
構
成
す
る
。

⑥
国
際
人
道
法
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
以
下
の
各
行
為

（
ｉ
）
故
意
の
殺
人

（
、
）
拷
問
も
し
く
は
非
人
道
的
待
遇
（
生
物
学
的
実
験
を
含
む
）

（
通
）
身
体
も
し
く
は
健
康
に
対
し
て
故
意
に
重
い
苦
痛
を
与
え
、
も
し
く
は
重
大
な
傷
害
を
加
え
る
こ
と

（
Ⅳ
）
軍
事
上
の
必
要
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
ず
、
不
法
か
つ
窓
意
的
に
な
さ
れ
る
、
財
産
の
広
範
な
破
壊
お
よ
び
徴
発

（
ｖ
）
捕
虜
あ
る
い
は
他
の
被
保
護
者
を
強
制
し
て
敵
国
の
軍
隊
で
服
務
さ
せ
る
こ
と

（
Ⅵ
）
公
正
な
正
式
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
捕
虜
あ
る
い
は
他
の
被
保
護
者
か
ら
故
意
に
奪
う
こ
と

（
掴
）
被
保
護
者
の
不
法
な
追
放
、
移
送
、
あ
る
い
は
不
法
な
拘
禁

（
価
）
人
質
を
と
る
こ
と

⑪
故
意
に
国
際
人
道
法
に
違
反
し
て
な
さ
れ
、
身
体
も
し
く
は
健
康
に
対
し
て
死
も
し
く
は
重
大
な
傷
害
を
も
た
ら
す
以
下
の
各

行
為（
１
）

（ｗｕ）

〆へ
●●●

、
、￣

一
般
住
民
あ
る
い
は
個
々
の
文
民
を
攻
撃
目
標
と
す
る
こ
と

一
般
住
民
あ
る
い
は
民
用
物
に
影
響
を
及
ぼ
す
無
差
別
攻
撃
を
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
が
過
度
の
生
命
損
失
、
文
民
に
対

す
る
傷
害
、
あ
る
い
は
民
用
物
に
対
す
る
損
害
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
承
知
の
上
で
お
こ
な
う
こ
と

危
険
な
威
力
を
内
蔵
す
る
工
作
物
あ
る
い
は
施
設
に
対
す
る
攻
撃
を
、
そ
の
よ
う
な
攻
撃
が
過
度
の
生
命
損
失
、
文
民

に
対
す
る
傷
害
、
あ
る
い
は
民
用
物
に
対
す
る
損
害
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
承
知
の
上
で
お
こ
な
う
こ
と
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（
．
Ⅳ
）
戦
闘
外
に
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
そ
の
者
を
攻
撃
目
標
に
す
る
こ
と

（
ｖ
）
赤
十
字
、
赤
新
月
、
も
し
く
は
赤
の
ラ
イ
オ
ン
及
び
太
陽
の
特
殊
標
章
、
あ
る
い
は
他
の
認
め
ら
れ
た
保
護
標
識
の
背

信
行
為
的
使
用

何
国
際
人
道
法
に
故
意
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
以
下
の
各
行
為

（
ｉ
）
占
領
国
が
、
自
国
の
一
般
住
民
の
一
部
を
、
占
領
し
て
い
る
領
域
に
移
送
す
る
こ
と

（
、
）
捕
虜
あ
る
い
は
文
民
の
送
還
の
不
当
な
遅
延

⑥
国
際
人
道
法
に
違
反
す
る
個
人
の
尊
厳
に
対
す
る
侵
害
。
特
に
、
屈
辱
的
で
品
位
を
汚
す
待
遇
、
強
姦
、
強
制
完
い
ん
、
及
び

あ
ら
ゆ
る
形
態
の
わ
い
せ
つ
な
行
為

㈲
戦
争
の
法
規
あ
る
い
は
慣
習
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
以
下
の
各
行
為

（
ｉ
）
毒
ガ
ス
兵
器
あ
る
い
は
不
必
要
な
苦
痛
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
に
設
計
さ
れ
た
そ
の
他
の
兵
器
の
使
用

（
Ⅱ
）
都
市
、
町
、
村
の
窓
意
的
な
破
壊
あ
る
い
は
軍
事
的
必
要
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
な
い
破
壊

（
》
、
）
防
守
さ
れ
な
い
町
、
村
、
住
宅
、
あ
る
い
は
建
物
の
、
ま
た
は
非
武
装
地
帯
の
、
攻
撃
ま
た
は
砲
爆
撃
（
手
段
の
如
何

を
問
わ
な
い
）

（
ｗ
）
宗
教
、
慈
善
お
よ
び
教
育
、
芸
術
お
よ
び
科
学
の
た
め
の
施
設
、
歴
史
的
記
念
碑
お
よ
び
芸
術
・
科
学
の
作
品
の
強
奪
、

破
壊
あ
る
い
は
故
意
の
損
害

（
ｖ
）
公
的
・
私
的
財
産
の
略
奪

㈹
国
際
的
性
質
を
有
し
な
い
武
力
紛
争
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
に
違
反
し
て
な
さ
れ
た
以
下
の
各
行
為

（
ｉ
）
人
の
生
命
、
健
康
、
そ
し
て
肉
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
福
利
に
対
す
る
暴
行
。
特
に
、
殺
人
、
な
ら
び
に
、
拷
問
、
傷
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（
耐
）
一
般
的
に
不
可
欠
と
認
め
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
裁
判
上
の
保
障
を
与
え
る
正
規
に
構
成
さ
れ
た
裁
判
所
に
よ
っ
て
下

さ
れ
る
事
前
の
判
決
に
よ
ら
な
い
刑
の
言
渡
及
び
刑
の
執
行

⑧
武
力
紛
争
の
場
合
に
お
い
て
、
自
然
環
境
に
対
す
る
広
範
な
、
長
期
的
な
か
つ
深
刻
な
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
意
図
を
も
っ
て
軍

事
的
必
要
性
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
戦
闘
の
方
法
ま
た
は
手
段
を
使
用
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
住
民
の
健
康
あ
る
い
は
生
存
を

重
大
に
害
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
損
害
が
生
じ
る
こ
と
」

（
シ
、
巴
、
］
。
ｇ
」
Ｓ
‐
］
届
．
）

（
Ⅵ
）
略
奪

〆■、〆室、〆自、〆へ
Ｂ ●●● ●●

ｖⅣ、ｕ
、－／、＝、ﾛ〆、－'

個
人
の
尊
厳
に
対
す
る
侵
害
。
特
に
、
屈
辱
的
で
品
位
を
汚
す
待
遇
、
強
姦
、
強
制
完
い
ん
、
及
び
あ
ら
ゆ
る
形
態
の

わ
い
せ
つ
な
行
為

害
又
は
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
体
罰
の
よ
う
な
虐
待

連
座
に
よ
る
処
罰

人
質
を
と
る
こ
と

テ
ロ
行
為

（
一
九
九
七
年
九
月
二
九
日
）


