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第
三
章
　
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
た
「
人
道
的
干
渉
」

第
一
節

「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
国
際
法

前
章
に
お
い
て
は
一
九
九
八
年
十
二
月
の
米
英
に
よ
る
イ
ラ
ク
に
お
け
る
「
砂
漠
の
狐
作
戦
」
を
分
析
し
、
そ
れ
が
「
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
変

容
」
と
い
う
現
象
に
対
し
て
有
す
る
含
意
を
考
察
し
た
。
二
〇
〇
三
年
三
月
以
降
の
「
イ
ラ
ク
解
放
作
戦
」
に
お
い
て
も
、
米
英
の
政
府
レ
ベ
ル
に

お
い
て
は
「
重
大
な
違
反
の
理
論
」
に
依
拠
し
て
武
力
行
使
を
合
法
化
し
よ
う
と
す
る
立
場
は
維
持
さ
れ
た
。
同
時
に
、「
イ
ラ
ク
解
放
作
戦
」
と

い
う
呼
称
が
示
す
通
り
、
武
力
行
使
を
行
っ
た
米
英
の
側
に
は
、「
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
に
よ
る
圧
制
・
人
権
侵
害
か
ら
の
イ
ラ
ク
国
民
の
解
放
」

を
付
随
的
に
正
当
化
理
由
と
し
て
示
す
論
調
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
論
調
は
国
際
社
会
に
お
い
て
、
よ
り
拒
否
反
応
の
強
い

「
先
制
的
自
衛
」
の
概
念
に
拠
る
こ
と
な
く
、
脆
弱
な
「
重
大
な
違
反
の
理
論
」
を
補
強
す
る
要
素
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
。

イ
ラ
ク
戦
争
の
場
合
、
大
量
破
壊
兵
器
の
存
在
を
立
証
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
含
め
、
武
力
行
使
の
国
際
法
上
の
合
法
化
は
困
難
で
あ
る
が
、
た

と
え
「
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
圧
制
に
対
す
る
人
道
的
干
渉
な
い
し
は
保
護
す
る
責
任
の
遂
行
で
あ
っ
た
」
と
の
極
端
な
議
論
を
展
開
す
る
場
合
に

お
い
て
も
、
二
〇
〇
七
年
現
在
の
イ
ラ
ク
の
状
況
を
見
た
場
合
に
、「
現
地
の
諸
勢
力
と
の
調
整
な
く
し
て
行
わ
れ
た
干
渉
は
殆
ど
成
功
す
る
見
込

四
九
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際
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お
け
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武
力
行
使
禁
止
原
則
の
変
容
（
二
）

五
〇

み
が
な
い
」
と
い
う
点
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
冷
戦
後
、
安
保
理
の
活
性
化
に
よ
り
、
国
連
が
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
て
、
国
内
管
轄
事
項
で
あ
る
と
看
做
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
介

入
し
て
い
く
事
例
が
見
受
け
ら
れ
た
。
イ
ラ
ク
に
お
け
る
ク
ル
ド
難
民
、
ソ
マ
リ
ア
、
ル
ワ
ン
ダ
、
ハ
イ
チ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
リ

ベ
リ
ア
等
の
事
例
に
つ
い
て
「
人
道
的
干
渉
（H

u
m

an
itarian

In
terven

tion

）」
の
概
念
を
用
い
て
こ
れ
を
説
明
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
（
１
）。

ト
ー
マ
ス
・
フ
ラ
ン
ク
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
国
連
憲
章
の
中
に
は
深
刻
な
人
道
的
危
機
と
人
権
剥
奪
に
対
処
す
る
た
め
に
国
家
が
自
ら
の
裁
量
で

武
力
を
行
使
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
規
定
が
な
い
し
、
ま
た
、
国
連
憲
章
二
条
四
項
は
そ
れ
を
禁
止
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
国
連
憲
章
は
、

国
家
の
他
国
に
対
す
る
行
動
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
国
内
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
悲
劇
的
な
人
権
侵
害
へ
の
対
応
と
し
て
、
国
連
が
憲
章
七
章
の

措
置
に
訴
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
と
く
に
容
認
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
国
内
に
よ
っ
て
起
こ
っ
て
お
り
、
国
際
的
影
響
を
ほ
と
ん

ど
与
え
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
悲
劇
的
な
人
権
侵
害
に
対
処
す
る
た
め
に
、
国
連
が
容
認
し
た
兵
力
を
展
開
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
お
り
、

た
と
え
ば
ハ
イ
チ
や
ソ
マ
リ
ア
、
ボ
ス
ニ
ア
等
の
事
例
が
あ
る
。」
と
分
析
し
て
い
る
（
２
）。

こ
の
他
、「
人
道
的
干
渉
」
の
概
念
に
関
し
て
は
既
に
多
く

の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
３
）。

こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ
い
て
は
国
連
憲
章
第
七
章
の
も
と
に
お
け
る
軍
事
的
強
制
措
置
の
対
象
と
し
て
国
連
憲
章
三
九
条
に
お
け
る
「
平
和
に
対

す
る
脅
威
」
を
認
定
す
る
際
に
そ
の
対
象
が
拡
大
解
釈
さ
れ
て
い
っ
た
事
例
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、
国
際
社
会
に
お
い
て
そ
の
安
全
を
脅
か
す
「
脅
威
」
概
念
自
体
が
質
的
に
変
化
し
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
今
日
、
国
際
社
会
が
安
全
保
障
の
新
し
い
理
論
的
枠
組
み
を
必
要
と
す
る
中
で
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
の
概
念
が
そ
の
重
要
性
を
増
し

て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
日
本
政
府
の
呼
び
か
け
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
緒
方
貞
子
・
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
共
同
議
長
に
よ
る
「
人
間
の
安
全
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保
障
委
員
会
」
の
問
題
意
識
は
「
今
日
、
国
家
は
往
々
に
し
て
そ
の
責
任
を
果
た
せ
な
い
ば
か
り
か
、
自
国
民
の
安
全
を
脅
か
す
根
源
と
な
っ
て
い

る
場
合
さ
え
あ
る
」
た
め
、「
国
家
の
安
全
か
ら
人
々
の
安
全
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の
安
全
保
障
」
に
視
点
を
移
す
必
要
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に

あ
っ
た
（
４
）。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
『
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
報
告
書
』
は
カ
ナ
ダ
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
に
よ
る
「
介
入
と
国
家
主
権
に
関
す

る
国
際
委
員
会
」
の
報
告
書
で
あ
る
『
保
護
す
る
責
任
』
（
５
）

と
は
異
な
り
、
い
わ
ゆ
る
「
人
道
的
干
渉
」
に
関
す
る
詳
細
な
議
論
は
検
討
の
対
象
と
さ

れ
て
い
な
い
。

「
人
間
の
安
全
保
障
」
は
総
合
的
・
包
括
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
未
だ
に
定
義
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の

概
念
は
「
政
策
志
向
性
」
を
有
し
て
い
る
た
め
、
必
然
的
に
こ
れ
を
国
際
法
上
の
概
念
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
困
難
が
あ
る
。
た
と
え

ば
人
権
と
し
て
の
「
安
全
保
障
の
権
利
」
や
「
人
間
の
安
全
保
障
」
を
確
保
し
な
い
国
家
に
対
す
る
国
家
責
任
の
追
及
は
、
概
念
自
体
が
精
緻
化
さ

れ
て
い
な
い
以
上
、
難
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
で
は
「
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
た
人
道
的
干
渉
」
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
の
概
念
は
い
か
な
る
意
義
を

有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
国
家
主
権
の
尊
重
、
内
政
不
干
渉
原
則
を
絶
対
と
し
て
き
た
国
際
社
会
が
冷
戦
後
、「
新
た
な
脅
威
」
へ

の
対
処
を
模
索
す
る
中
で
「
人
道
的
干
渉
」
の
議
論
が
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯
を
考
え
る
な
ら
ば
、「
人
間
の
安
全
保
障

を
脅
か
す
」「
新
た
な
る
脅
威
」
へ
の
対
処
と
い
う
論
理
に
お
い
て
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
「
人
道
的
干
渉
」
は
交
錯
す
る
こ
と
と
な
る
。

「
人
間
の
安
全
保
障
」
を
理
論
化
し
て
い
く
う
え
で
、
カ
ナ
ダ
、
Ｅ
Ｕ
と
の
関
係
の
中
で
作
成
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
報
告
書
が
「
人
道
的
干
渉
」

の
問
題
を
主
要
論
点
と
し
て
取
り
扱
い
、
他
方
、
日
本
や
Ｕ
Ｎ
Ｄ
Ｐ
の
視
点
は
「
開
発
」、「
貧
困
」、「
健
康
」
と
い
っ
た
側
面
を
強
調
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

五
一
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際
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に
お
け
る
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
変
容
（
二
）

五
二

『
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
報
告
書
』
は
時
期
的
に
『
保
護
す
る
責
任
』
よ
り
も
後
に
提
出
さ
れ
て
い
る
た
め
、『
保
護
す
る
責
任
』
に
関
す
る

言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
国
家
・
地
域
機
構
・
国
連
の
安
全
保
障
の
課
題
の
な
か
に
「
人
間
の
安
全
保
障
」
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

り
、
紛
争
下
に
お
い
て
影
響
を
受
け
や
す
い
人
々
へ
の
配
慮
を
促
す
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
権
を
よ
り
手
厚
く
保
護
す
る
こ
と
に
も
な
る
」
が
、

「
そ
こ
で
の
議
論
は
、
人
道
的
な
見
地
か
ら
国
家
の
内
政
に
干
渉
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
集
中
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
、「「
介
入
と
国
家
主

権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
は
こ
の
議
論
か
ら
離
れ
、
国
家
と
国
際
社
会
に
は
、
状
況
に
よ
っ
て
軍
事
力
を
行
使
し
て
で
も
人
々
を
保
護
す
る
責
任

が
あ
る
と
強
調
し
た
」
と
し
、「
責
任
に
対
す
る
こ
う
し
た
踏
み
込
ん
だ
姿
勢
が
示
さ
れ
た
背
景
に
は
、
過
去
十
年
間
で
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
衝
撃

的
な
「
人
間
の
安
全
保
障
」
上
の
失
敗
と
い
え
る
、
ル
ワ
ン
ダ
の
集
団
虐
殺
が
あ
る
」
と
分
析
し
て
い
る
（
６
）。

ま
た
、『
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
報

告
書
』
の
中
に
、「
人
々
を
保
護
す
る
責
任
を
分
担
す
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
、
新
し
い
多
国
間
の
戦
略
が
必
要
で
あ
る
。」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
点
も
興
味
深
い
（
７
）。

第
二
節

「
保
護
す
る
責
任
」
の
射
程

「
介
入
と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
が
二
〇
〇
一
年
に
提
出
し
た
報
告
書
は
「
保
護
す
る
責
任
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
こ
れ
ま
で

の
「
人
道
的
干
渉
」
に
関
す
る
議
論
の
問
題
点
を
整
理
し
、
新
し
い
概
念
を
提
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
社
会
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成

し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
人
道
的
干
渉
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
、「
干
渉
の
権
利
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
採
用
に
よ
り
、「
予
防
」
や
「
紛
争
後
の
人
道
援
助
」
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と
い
っ
た
側
面
に
関
す
る
検
討
を
軽
視
す
る
結
果
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
「
人
道
的
干
渉
」
と
い
う
概
念
自
体
が
議
論
を
始
め
る
前
か
ら
「
干
渉
」

に
対
し
て
好
意
的
な
前
提
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、「
保
護
す
る
責
任
」
の
射
程
は
よ
り
包
括
的
な
も
の
と
な
る
。
ま
た
、

「
保
護
す
る
責
任
」
は
問
題
に
関
す
る
評
価
が
「
干
渉
を
企
図
し
て
い
る
側
」
で
は
な
く
、「
支
援
を
求
め
、
必
要
と
し
て
い
る
側
」
の
視
点
か
ら
な

さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
（
８
）。

「
国
家
主
権
は
責
任
を
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
自
国
民
を
保
護
す
る
第
一
義
的
な
責
任
は
国
家
自
身
に
あ
る
。
内
戦
や
暴
動
、
抑
圧
や
国
家
の

崩
壊
の
結
果
と
し
て
住
民
が
深
刻
な
危
害
に
苦
し
ん
で
お
り
、
当
該
国
家
が
そ
れ
を
停
止
、
回
避
し
よ
う
と
せ
ず
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
で
き
な
い
場

合
に
、
不
干
渉
原
則
は
、
国
際
的
な
保
護
す
る
責
任
に
譲
歩
す
る
こ
と
と
な
る
。
（
９
）」

と
い
う
指
摘
は
「
保
護
す
る
責
任
」
の
中
核
を
な
す
議
論
で
あ

る
が
、
こ
れ
は
現
時
点
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
政
策
提
言
で
あ
っ
て
、
法
規
範
と
し
て
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

コ
フ
ィ
・
ア
ナ
ン
は
ミ
レ
ニ
ア
ム
報
告
書
の
中
で
「
人
道
的
干
渉
が
実
際
、
主
権
に
対
す
る
受
け
容
れ
難
い
攻
撃
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の

よ
う
に
し
て
我
々
は
ル
ワ
ン
ダ
や
ス
レ
ブ
レ
ニ
ッ
ツ
ア
、
す
な
わ
ち
我
々
す
べ
て
に
共
通
し
た
人
道
規
範
に
影
響
す
る
大
規
模
か
つ
組
織
的
な
人
権

侵
害
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
た
（
10
）。

そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年
、「
保
護
す
る
責
任
」
は
国
連
事
務
総
長
報
告
書
に

も
採
用
さ
れ
、
国
連
の
実
務
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
概
念
と
な
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
こ
の
「
保
護
す
る
責
任
」
の
射
程
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。

国
際
法
の
問
題
と
し
て
「
保
護
す
る
責
任
」
の
存
在
を
立
証
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
さ
ら
に
、
こ
れ
を
遂
行
す
る
う
え
で
、
こ

れ
ま
で
「
安
保
理
決
議
に
も
と
づ
く
人
道
的
干
渉
」
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
手
法
を
用
い
る
と
し
て
も
、
根
本
的
な
問
題
状
況
は
変
わ
っ
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
国
際
社
会
に
は
未
だ
「
保
護
す
る
責
任
」
を
実
効
的
に
果
た
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
保
護
す
る
責
任
」
の
概
念
が
国
連
の
公
式
文
書
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
等
、
注
目
を
集
め
て
い
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る

五
三
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五
四

の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
ル
ワ
ン
ダ
に
お
け
る
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
に
対
し
て
国
連
は
実
効
的
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

反
省
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ル
ワ
ン
ダ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、「
内
政
不
干
渉
原
則
」
を
超
え
て
実
効
的
な
対
処
を
可
能
と
す
る
論
理

と
し
て
、「
保
護
す
る
責
任
」
の
有
用
性
が
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

問
題
は
「
保
護
す
る
責
任
」
の
概
念
を
、
政
策
提
言
を
超
え
た
国
際
法
上
の
規
範
と
し
て
精
緻
化
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ

う
な
方
向
性
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

「
保
護
す
る
責
任
に
関
す
る
条
約
」
を
採
択
し
、
諸
国
の
批
准
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
つ
の
方
策
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

な
条
約
案
に
対
し
、
主
要
な
国
家
、
と
く
に
安
保
理
の
常
任
理
事
国
す
べ
て
の
批
准
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
業
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
他
方
、

拒
否
権
を
有
し
て
い
る
安
保
理
の
常
任
理
事
国
す
べ
て
の
批
准
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
条
約
は
発
効
し
て
も
国
際
社
会
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
の
実

効
性
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

国
連
総
会
決
議
の
か
た
ち
で
、「
保
護
す
る
責
任
に
関
す
る
宣
言
」
を
採
択
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
な
選
択
肢
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

国
連
憲
章
の
改
正
等
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
安
保
理
が
何
ら
か
の
対
応
を
考
え
る
際
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
す
る
と
の
了
解
の
も
と
で
、
国
連
総

会
決
議
を
採
択
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
現
実
の
安
保
理
の
場
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
尊
重
さ
れ
る
か
否
か
は
別
問
題
で

あ
る
が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
規
範
意
識
の
醸
成
に
は
有
効
な
手
段
で
あ
ろ
う
。

国
際
慣
習
法
の
結
晶
化
に
向
か
う
よ
う
な
か
た
ち
で
国
家
慣
行
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
状

に
お
い
て
は
大
変
困
難
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
記
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
採
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
慣
行

の
収
斂
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
各
国
が
外
交
努
力
を
傾
け
て
い
く
意
義
は
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
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実
際
、「
介
入
と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
は
報
告
書
の
実
施
戦
略
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
な
方
向
性
に
つ
い
て
、

国
連
の
場
で
は
た
ら
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。「
保
護
す
る
責
任
」
に
関
す
る
国
連
総
会
決
議
の
採
択
の
可
能
性
、
人
道
的
目
的
の
た
め
の
軍
事
的

干
渉
に
対
応
す
る
安
保
理
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
の
可
能
性
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
け
る
安
保
理
の
拒
否
権
行
使
を
停
止
す
る
合
意
の
可
能
性
、

報
告
書
の
答
申
を
前
進
さ
せ
る
た
め
の
国
連
事
務
総
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
発
揮
へ
の
は
た
ら
き
か
け
等
が
そ
れ
で
あ
る
（
11
）。

そ
の
中
で
、
二
〇
〇
七

年
現
在
、
具
体
的
な
成
果
が
あ
が
っ
て
い
る
の
は
最
後
の
「
国
連
事
務
総
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
発
揮
」
の
み
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
二
〇
〇
七
年

九
月
、
潘
事
務
総
長
は
ス
ー
ダ
ン
を
訪
問
し
、
ダ
ル
フ
ー
ル
問
題
の
解
決
へ
向
け
た
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
取
っ
て
い
る
。

ル
ワ
ン
ダ
問
題
に
お
け
る
国
連
の
行
動
の
欠
如
と
、
コ
ソ
ヴ
ォ
問
題
に
お
け
る
国
連
を
バ
イ
パ
ス
し
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
諸
国
の
行
動
と
い
う
対
照
的
な

経
験
を
通
じ
て
、
国
際
社
会
は
「
国
家
主
権
」
あ
る
い
は
「
干
渉
」
と
い
っ
た
概
念
に
対
し
て
新
し
い
発
展
を
必
要
と
し
、「
保
護
す
る
責
任
」
は

そ
の
文
脈
の
中
で
創
造
さ
れ
て
き
た
概
念
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ラ
メ
シ
ュ
・
タ
ク
ー
ル
は
「
保
護
す
る
責
任
」
に
関
連
し
て
「
も
し
も

主
権
が
自
由
の
実
現
に
対
す
る
障
害
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
捨
て
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
捨
て
る
べ
き
で
あ
り
、
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
主
権
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
障
害
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。」
（
12
）

と
指
摘
す
る
。

こ
の
主
権
に
対
す
る
新
し
い
考
え
方
は
国
際
社
会
に
お
い
て
は
論
争
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
主
権
を
責
任
と
位
置
づ
け
る
発
想
は
国
際
社

会
に
お
い
て
未
だ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

し
か
し
な
が
ら
、「
保
護
す
る
責
任
」
と
い
う
用
語
を
使
用
せ
ず
、
こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
て
き
た
「
人
道
的
干
渉
」
の
用
語
に
と
ど
ま
る
に
し
て

も
、
ト
ー
マ
ス
・
ワ
イ
ス
が
指
摘
し
て
い
る
以
下
の
点
に
つ
い
て
は
着
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
人
道
的
干
渉
の
概
念
の
基
礎
は
変
化

し
て
き
て
お
り
、
干
渉
す
る
側
の
権
利
か
ら
、
被
害
者
の
権
利
へ
の
動
き
に
と
ど
ま
ら
ず
、
外
部
の
も
の
に
よ
る
行
動
を
義
務
と
す
る
こ
と
へ
の
動

五
五



国
際
社
会
に
お
け
る
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
変
容
（
二
）

五
六

き
が
あ
る
」
点
で
あ
る
（
13
）。

第
三
節
　
ソ
マ
リ
ア
の
教
訓
と
国
連

ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
紛
争
と
こ
れ
に
対
す
る
国
連
の
関
与
は
、
こ
れ
ま
で
「
人
道
的
干
渉
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
く
と
き
に
重
要
な
ケ
ー
ス
と
し

て
常
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
安
保
理
は
一
九
九
二
年
の
決
議
七
四
六
に
お
い
て
、「
紛
争
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
人
道
的
惨
害
の
重
大
性

を
深
く
憂
慮
し
、
ソ
マ
リ
ア
の
状
況
の
継
続
が
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
懸
念
す
る
」
と
し
た
。

一
九
九
二
年
に
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｔ
Ａ
Ｆ
が
軍
事
的
強
制
措
置
を
伴
っ
た
活
動
を
す
る
際
に
、
そ
の
根
拠
規
定
と
な
っ
た
安
保
理
決
議
七
九
四
は
「
人
道
的

惨
害
の
重
大
さ
」
を
も
っ
て
「
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
」
と
認
定
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
「
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
た

人
道
的
干
渉
」
の
先
例
と
み
な
す
議
論
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
に
ソ
マ
リ
ア
が
「
破
綻
国
家
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
特
殊
な
ケ
ー
ス
と
と
ら
え
る
議
論
が
主
流
で
あ
っ
た
。

確
か
に
安
保
理
決
議
七
九
四
の
採
択
に
あ
た
っ
て
中
国
が
拒
否
権
を
行
使
し
な
か
っ
た
理
由
は
「
ソ
マ
リ
ア
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
こ
れ
を
先
例
と
し

な
い
こ
と
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

「
破
綻
国
家
」
の
場
合
に
は
国
家
主
権
の
壁
が
低
く
な
り
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
「
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
た
人
道
的
干

渉
」
を
是
認
す
る
と
い
う
議
論
に
は
学
問
的
に
も
ま
た
実
務
上
も
一
定
の
有
益
性
が
あ
る
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
ソ
マ
リ
ア
を
主
権
の
欠
如
し
た
状
態
と
と
ら
え
る
ま
さ
に
そ
の
考
え
方
が
、
ソ
マ
リ
ア
人
民
と
の
協
力
関
係
構
築
の
必
要
性
認
識
を
希
薄
化
さ
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せ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
14
）。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
安
保
理
決
議
七
九
四
に
お
い
て
、
安
保
理
は
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
」
の
概
念
を
拡
大
し
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

根
拠
と
し
て
、
ソ
マ
リ
ア
の
無
政
府
状
態
が
あ
り
、
安
保
理
が
法
と
秩
序
を
回
復
す
る
た
め
に
武
力
行
使
を
含
む
措
置
を
と
る
「
信
託
統
治
に
類
似

す
る
役
割
」
を
引
き
受
け
た
と
看
做
す
議
論
が
あ
る
（
15
）。

し
か
し
な
が
ら
、
ソ
マ
リ
ア
に
対
す
る
国
連
の
介
入
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ⅱ
の
撤
退
に
よ
っ
て
無
政
府
状
態
と

な
っ
た
ソ
マ
リ
ア
は
そ
の
後
、
ソ
マ
リ
ラ
ン
ド
等
の
自
治
地
域
が
実
質
上
、
独
立
国
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
し
、
首
都
を
制
圧
し
て
い
た
「
イ
ス
ラ

ム
法
廷
連
合
」
は
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
と
の
関
係
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
末
以
降
、
エ
チ
オ
ピ
ア
軍
の
介
入
に
よ
っ
て
政
府
勢
力
が
首
都
を

奪
還
し
、「
イ
ス
ラ
ム
法
廷
連
合
」
は
離
散
し
た
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ソ
マ
リ
ア
政
府
が
エ
チ
オ
ピ
ア
政
府
に
要
請
し
て
行
っ
た
も

の
で
あ
っ
て
、
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
安
保
理
は
ソ
マ
リ
ア
情
勢
に
対
し
て
実
効
的
な
措
置
を
と
れ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

「
ソ
マ
リ
ア
の
教
訓
」
と
は
「
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
た
人
道
的
干
渉
」
の
手
法
の
失
敗
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
契
機
と
し
て
何
ら
か

の
国
際
慣
習
法
の
結
晶
化
に
導
く
よ
う
な
国
家
慣
行
の
積
み
重
ね
が
継
続
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
で
は
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
」
の
概
念
が
拡
大
解
釈
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
同
様
な
ケ
ー
ス
は
他

に
も
存
在
し
て
お
り
、
し
か
し
な
が
ら
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
拡
大
解
釈
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
伝
統
的
な
「
内
政
不
干

渉
原
則
」
が
政
治
的
に
強
く
は
た
ら
い
て
い
る
ケ
ー
ス
の
ほ
う
が
多
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
な
お
、
ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
か
ら
将
来
に
向
け
て
建
設
的
な
教
訓
を
導
き
出
す
な
ら
ば
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
が
脅
か
さ
れ
て
い
る

五
七



国
際
社
会
に
お
け
る
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
変
容
（
二
）

五
八

状
況
に
対
し
て
、
国
連
が
何
ら
か
の
関
与
を
し
よ
う
と
考
え
て
行
動
し
た
こ
と
自
体
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
は
介
入
の
初
期
の
段
階
に
お
い
て
は
「
保
護
す
る
責
任
」
を
国
連
が
果
た
そ
う
と
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
を
通
じ
て
見
え
て
く
る
こ
と
は
い
か
に
「
人
間
の
安
全
保
障
」
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

で
あ
れ
、「
保
護
す
る
責
任
」
を
遂
行
す
る
た
め
の
措
置
で
あ
れ
、
現
地
の
政
府
お
よ
び
武
装
勢
力
等
と
の
調
整
な
く
し
て
は
成
功
す
る
見
込
み
が

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
道
的
側
面
に
お
い
て
、
国
連
の
ソ
マ
リ
ア
に
お
け
る
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
一
定
の
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
う
え
で
、
な
お
「
ソ
マ
リ
ア
・
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
、
す
な
わ
ち
西
側
諸
国
が
遠
隔
地
の
人
道
活
動
に
お
い
て
自

国
軍
隊
に
損
害
が
生
じ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
す
る
傾
向
の
原
因
と
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
16
）。

た
だ
し
、
こ
の
点
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
ソ
マ
リ
ア
の
失
敗
を
通
じ
て
米
国
が
抱
い
た
疑
念
と
は
、
武
力
行

使
そ
の
も
の
の
実
効
性
に
関
す
る
疑
い
で
は
な
く
、
そ
れ
を
国
連
の
も
と
で
行
使
す
る
こ
と
に
対
す
る
疑
い
で
あ
っ
た
と
す
る
分
析
で
あ
る
（
17
）。

ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
大
変
に
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
国
際
社
会
に
よ
る
干
渉
は
必
要
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
は
不
十
分
な
内
容
で
あ
っ
た
。
ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
の
最
も
皮
肉
な
側
面
と
は
、
大
規
模
な
飢
餓
と
い
う
、

背
後
に
あ
っ
た
政
治
的
問
題
の
人
道
的
要
素
が
、
軍
事
的
対
応
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
軍
事
的
対
応
は
短
期
的
な
人

道
的
必
要
に
は
対
応
で
き
た
が
、
根
本
的
な
政
治
問
題
を
さ
ら
に
複
雑
化
さ
せ
、
そ
の
た
め
に
非
人
道
的
な
結
果
を
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。
人
道
的

干
渉
に
よ
る
短
期
的
な
成
果
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
長
期
的
な
国
家
建
設
に
対
す
る
悪
影
響
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

同
時
に
こ
こ
で
我
々
は
困
難
な
問
い
に
直
面
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
長
期
的
な
国
家
建
設
に
対
応
す
る
だ
け
の
備
え
が
な
い
国
家
は
、
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人
道
的
危
機
に
対
応
す
る
た
め
の
干
渉
を
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
（
18
）。

「
介
入
と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
は
ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
分
析
を
提
示
し
て
い
る
。「
ソ
マ
リ
ア
は
治
安

の
悪
化
と
飢
饉
へ
の
初
期
段
階
の
対
応
が
、
長
期
的
な
解
決
を
達
成
す
る
た
め
の
十
分
な
支
援
を
伴
わ
な
か
っ
た
明
確
な
例
で
あ
る
。
後
に
続
い
た

Ｕ
Ｎ
Ｏ
Ｓ
Ｏ
Ｍ
Ⅱ
は
安
全
保
障
上
、
政
治
上
の
野
心
的
な
任
務
を
含
ん
で
い
た
が
、
そ
れ
を
実
現
す
る
に
釣
り
合
っ
た
手
段
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。

（
19
）」

同
時
に
同
委
員
会
は
ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
を
「
本
質
的
に
国
内
問
題
で
あ
っ
た
問
題
を
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
構
成
す
る
も
の
と

し
て
、
国
連
憲
章
七
章
の
も
と
の
強
制
措
置
を
正
当
化
し
た
最
も
顕
著
な
事
例
」
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
20
）。

第
四
節
　
東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
お
け
る
国
連
の
関
与

東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
対
す
る
国
連
の
関
与
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
「
人
道
的
干
渉
」
の
枠
組
み
で
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は

議
論
が
あ
る
。

一
九
九
九
年
の
住
民
投
票
の
結
果
、
独
立
派
が
多
数
を
占
め
た
こ
と
に
対
し
て
、
残
留
派
民
兵
に
よ
る
破
壊
活
動
等
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
人
道
上

の
惨
劇
に
対
し
て
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
国
連
に
よ
る
武
力
干
渉
の
必
要
性
に
関
す
る
議
論
が
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
武
力
干
渉
が
法
的
に
も
合
法
で
あ
る
と
す
る
論
調
が
主
流
で
あ
っ
た
（
21
）。

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
多
国
籍
軍
（In

tern
ation

al
F

orce
in

E
ast

T
im

or
:

IN
T

E
R

F
E

T

）
が
派
遣
さ
れ
た
の
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
の

同
意
を
取
り
付
け
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
説
明
と
し
て
は
、「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
負
っ
て
い
た
治
安
維
持
の
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ

五
九
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六
〇

た
結
果
、
国
際
社
会
の
関
与
が
必
要
と
な
っ
た
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
対
応
は
「
協
力
の
観
点
か
ら
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
分
析
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
（
22
）。

す
な
わ
ち
、「
人
道
的
干
渉
」
の
概
念
と
は
異
な
っ
た
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｆ
Ｅ
Ｔ
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
英
国
、
カ
ナ
ダ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
、
米
国
等
の
軍
隊
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
、
約
二
五
〇
〇
名
の
規
模
で
あ
っ
た
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
軍
の
平
和
的
撤
退
を
実
現
さ
せ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
約
二
〇
万
人
の
東

テ
ィ
モ
ー
ル
国
民
が
騒
乱
の
中
で
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
の
西
テ
ィ
モ
ー
ル
へ
難
民
と
な
っ
て
流
出
し
た
。

安
保
理
決
議
一
二
七
二
は
国
連
東
テ
ィ
モ
ー
ル
暫
定
統
治
機
構
（
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｅ
Ｔ
）
設
置
を
決
定
し
、
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｆ
Ｅ
Ｔ
の
活
動
は
二
〇
〇
〇

年
に
は
Ｕ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｅ
Ｔ
に
引
き
継
が
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
の
独
立
を
経
て
、
Ｕ
Ｎ
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｅ
Ｔ
が
活
動
を
引
き
継
い
だ
が
、
そ
の
撤
退
後
、

二
〇
〇
六
年
春
に
首
都
デ
ィ
リ
を
中
心
に
暴
動
が
発
生
し
、
再
度
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
軍
を
中
心
と
す
る
多
国
籍
軍
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
ト
ー
マ
ス
・
ワ
イ
ス
は
「
そ
の
よ
う
な
国
家
の
内
政
に
対
す
る
長
期
に
わ
た
る
究
極
的
に
介
入
的
な
形
態
の
干
渉
の
必
要
性
」
を
示
す

事
例
で
あ
る
と
と
ら
え
る
（
23
）。

「
保
護
す
る
責
任
」
に
お
い
て
は
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
事
例
は
軍
事
的
介
入
後
の
フ
ォ
ロ
ー
・
ア
ッ
プ
の
問
題
を
分
析
す
る
中
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
と
く
に
「
治
安
維
持
部
門
の
改
革
」
と
い
う
「
保
護
に
関
す
る
主
要
な
職
務
」
の
ひ
と
つ
を
検
討
す
る
際
に
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
関
す
る

言
及
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
主
と
し
て
「
再
建
す
る
責
任
」
の
中
に
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
事
例
を
位
置
づ
け
て
い
る
（
24
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
対
す
る
国
連
の
関
与
は
そ
の
初
期
段
階
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
が
Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｆ
Ｅ
Ｔ
の
展
開
に
同

意
し
た
こ
と
が
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。
実
際
、
当
時
の
安
保
理
に
お
い
て
最
大
の
懸
案
事
項
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
同
意
の
取
り
付
け
だ
っ
た

の
で
あ
る
（
25
）。

こ
の
点
に
お
い
て
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
事
例
は
、
次
節
に
お
い
て
検
討
す
る
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争
に
対
し
、
示
唆
的
な
内
容
を
含
ん
で
い



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
二
号
（
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）

る
と
考
え
る
。

第
五
節
　
ダ
ル
フ
ー
ル
紛
争
を
め
ぐ
っ
て

ス
ー
ダ
ン
の
ダ
ル
フ
ー
ル
地
方
の
状
況
は
「
保
護
す
る
責
任
」
が
発
動
さ
れ
る
べ
き
段
階
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ス
ー
ダ
ン
政
府
の
関

与
が
指
摘
さ
れ
る
民
兵
組
織
・
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ウ
ィ
ー
ド
に
よ
る
ア
フ
リ
カ
系
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
住
民
た
ち
の
虐
殺
等
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
ソ
マ

リ
ア
の
ケ
ー
ス
と
は
異
な
り
、
ス
ー
ダ
ン
は
「
破
綻
国
家
」
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
国
連
の
関
与
を
困
難
に
し
て
き
た
ひ

と
つ
の
要
因
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ダ
ル
フ
ー
ル
地
方
の
政
治
状
況
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
諸
勢
力
間
に
民
族
的
に
も
政
治
的
に
も
多
く
の

分
断
が
あ
り
、
ス
ー
ダ
ン
政
府
と
の
交
渉
に
お
い
て
単
一
の
立
場
を
形
成
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
も
存
在
し
て
い
る
（
26
）。

安
保
理
に
お
い
て
は
政
治
的
な
文
脈
か
ら
実
効
的
な
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
長
く
続
い
た
。「
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
た
人
道

的
干
渉
」
と
い
う
手
法
を
適
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ス
ー
ダ
ン
か
ら
石
油
を
輸
入
し
て
い
る
中
国
に
よ
る
拒

否
権
行
使
の
可
能
性
等
の
政
治
的
問
題
が
あ
り
、
安
保
理
は
実
効
的
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
中
国
外
交
の
変
化
も
あ
り
、
二
〇
〇
七
年
七
月
三
十
一
日
、
安
保
理
は
決
議
一
七
六
九
を
全
会
一
致
で
採
択
し
た
。
こ
の
決
議
は
ダ
ル

フ
ー
ル
地
方
に
、
国
連
と
Ａ
Ｕ
の
共
同
編
成
部
隊
で
あ
る
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
は
、
三
六

〇
人
の
軍
事
監
視
要
員
及
び
連
絡
官
を
含
む
二
万
人
規
模
の
軍
事
要
員
、
三
千
七
百
人
規
模
の
警
察
要
員
を
含
む
文
民
部
門
、
及
び
各
組
織
最
大
一

四
〇
名
か
ら
な
る
一
九
の
武
装
警
察
組
織
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
現
在
の
Ａ
Ｕ
部
隊
か
ら
の
指
揮
権
の
委
譲
は
遅
く
と
も
二
〇
〇
七
年
十
二
月
三
十
一

六
一
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六
二

日
ま
で
に
実
施
さ
れ
る
旨
決
定
し
て
い
る
。

Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
は
国
連
憲
章
七
章
の
下
、「
必
要
な
行
動
」
を
と
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、「
人
道
支
援
等
の
安
全
な
提
供
の
た
め
の
治
安
状

況
回
復
」、「
文
民
保
護
」、「
ダ
ル
フ
ー
ル
和
平
協
定
お
よ
び
停
戦
合
意
の
監
視
・
検
証
」、「
政
治
プ
ロ
セ
ス
の
支
援
」、「
経
済
復
興
、
国
内
避
難
民

帰
還
等
の
た
め
の
環
境
確
保
」、「
人
権
尊
重
促
進
」、「
法
の
支
配
の
支
援
」、「
国
境
地
帯
の
治
安
情
勢
の
監
視
・
報
告
」
と
い
っ
た
任
務
を
付
与
さ

れ
て
い
る
（
27
）。

こ
れ
に
対
し
て
ス
ー
ダ
ン
政
府
は
、「
Ｕ
Ｎ
Ａ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
を
派
遣
す
る
安
保
理
決
議
一
七
六
九
を
受
け
入
れ
、
国
連
及
び
Ａ
Ｕ
と
協
力
し
、
決
議
を

履
行
す
る
」
旨
表
明
し
て
い
る
。

国
連
憲
章
七
章
の
も
と
で
の
措
置
で
は
あ
る
が
、
ソ
マ
リ
ア
の
ケ
ー
ス
と
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
ケ
ー
ス
を
比
較
し
な
が
ら
参
考
と
し
た
場
合
に
、
ダ

ル
フ
ー
ル
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
ス
ー
ダ
ン
政
府
の
協
力
が
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、「
保
護
す
る
責
任
」
を
主
権
国
家
と
国
連
等
の
国
際
社
会
の
ア
ク
タ
ー
が
協
調
し
つ
つ
ど
の
よ
う
に
補
完
的
に
分
担
し
あ
っ
て
い
く
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
い
う
点
が
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
現
代
国
際
社
会
は
安
保
理
決
議
を
根
拠
と
し
た

「
人
道
的
干
渉
」
を
合
法
化
す
る
方
向
性
と
、
主
権
国
家
の
同
意
を
重
視
し
、
実
際
的
に
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
方
向
性
の
い
わ
ば
せ
め
ぎ
合

い
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
諸
国
の
実
行
を
基
礎
と
し
て
法
も
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
。



西
南
学
院
大
学
法
学
論
集
　
　
第
四
〇
巻
　
　
第
二
号
（
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）

《
第
三
章
　
注
》

（
１
）

F
ran

cis
K

ofi
A

biew
,

T
h

e
E

v
o
lu

tio
n

o
f

th
e

D
o
c
tr

in
e

a
n

d
P

r
a

c
tic

e
o
f

H
u

m
a

n
ita

r
ia

n
In

te
r
v

e
n

tio
n

,
K

lu
w

er
L

aw
In

tern
ation

al,1999,
p

p
.137-

222.

（
２
）

T
h

om
as

M
.

F
ran

ck,
“In

terp
retation

an
d

ch
an

ge
in

th
e

law
of

h
u

m
an

itarian
in

terven
tion

,”
J.L

.H
olzgrefe

an
d

R
obert

O
.K

eoh
an

e
ed

s.,
H

u
m

a
n

i-

ta
r
ia

n
In

te
r
v

e
n

tio
n

,
E

th
ic

a
l,

L
e
g
a

l,
a

n
d

P
o
litic

a
l

D
ile

m
m

a
s
,C

am
brid

ge
U

n
iversity

P
ress,2003,p

p
.216-226.

（
３
）
た
と
え
ば
以
下
の
研
究
が
あ
る
。

S
im

on
C

h
esterm

an
J
u

s
t

W
a

r
o
r

J
u

s
t

P
e
a

c
e
?

H
u

m
a

n
ita

r
ia

n
In

te
r
v

e
n

tio
n

a
n

d
In

te
r
n

a
tio

n
a

l
L

a
w

,O
xford

U
n

iversity
P

ress,2001.

N
ich

olas
W

h
eeler

S
a

v
in

g
S

tr
a

n
g
e
r
s
:

H
u

m
a

n
ita

r
ia

n
In

te
r
v

e
n

tio
n

in
In

te
r
n

a
tio

n
a

l
S

o
c
ie

ty
,O

xford
U

n
iversity

P
ress,2000.

（
４
）
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
報
告
書
『
安
全
保
障
の
今
日
的
課
題
』（
朝
日
新
聞
社
　
二
〇
〇
三
年
）
一
〇
頁
。

（
５
）

T
h

e
R

esp
on

sibility
to

P
rotect:

R
ep

ort
of

th
e

In
tern

ation
al

C
om

m
ission

on
In

terven
tion

an
d

S
tate

S
overeign

ty,
In

tern
ation

al
D

evelop
m

en
t

R
esearch

C
en

tre
for

IC
IS

S
,2001.

（
６
）
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
報
告
書
『
安
全
保
障
の
今
日
的
課
題
』
五
一
│
五
二
頁
。

（
７
）
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

（
８
）

R
am

esh
T

h
aku

r,
“In

terven
tion

,
sovereign

ty,
an

d
th

e
resp

on
sib

ility
to

p
rotect”,

in
R

am
esh

T
aku

r,
A

n
d

rew
F

.C
oop

er
an

d
Joh

n
E

n
glish

ed
s.,In

te
r
n

a
tio

n
a

l
C

o
m

m
is

s
io

n
s

a
n

d
th

e
P

o
w

e
r

o
f

Id
e
a

s
,U

n
ited

N
ation

s
U

n
iversity

P
ress,2005,p

p
.184-188.

（
９
）

T
h

e
R

esp
on

sibility
to

P
rotect:R

ep
ort

of
th

e
In

tern
ation

alC
om

m
ission

on
In

terven
tion

an
d

S
tate

S
overeign

ty,p
.X

I.

（
10
）

K
ofiA

n
n

an
,“W

e
th

e
p

eop
les”,M

illen
n

iu
m

R
ep

ort,U
n

ited
N

ation
s,2000,p

.48.

（
11
）

Jen
n

ifer
W

elsh
,

C
arolin

J.T
h

ielkin
g,

an
d

S
.N

eil
M

acF
arlan

e,
“T

h
e

resp
on

sib
ility

to
p

rotect
:

A
ssessin

g
th

e
rep

ort
of

th
e

In
tern

ation
al

C
om

m
ission

on
In

terven
tion

an
d

S
tate

S
overeign

ty”,in
R

am
esh

T
aku

r,A
n

d
rew

F
.C

oop
er

an
d

Joh
n

E
n

glish
,op

.cit.,p
p

.215-216.

（
12
）

R
am

esh
T

h
aku

r,op
.cit.,p187.

（
13
）

T
h

om
as

G
.

W
eiss,

M
ilita

r
y

-C
iv

ilia
n

In
te

r
a

c
tio

n
s
,

H
u

m
a

n
ita

r
ia

n
C

r
is

e
s

a
n

d
th

e
R

e
s
p

o
n

s
ib

ility
to

P
r
o
te

c
t,

secon
d

ed
ition

,
R

ow
m

an
&

L
ittlefield

P
u

blish
ers,2005,p

p
.213-214.

（
14
）
滝
澤
美
佐
子
「
ソ
マ
リ
ア
と
人
道
的
介
入
」
日
本
国
際
連
合
学
会
編
『
人
道
的
介
入
と
国
連
』（
国
際
書
院
二
〇
〇
一
年
）
九
二
頁
。

六
三



国
際
社
会
に
お
け
る
武
力
行
使
禁
止
原
則
の
変
容
（
二
）

六
四

（
15
）

E
rika

d
e

W
et,

T
h

e
C

h
a

p
te

r
V

II
P

o
w

e
r
s

o
f

th
e

U
n

ite
d

N
a

tio
n

s
S

e
c
u

r
ity

C
o
u

n
c
il,

H
A

R
T

P
u

blish
in

g,2004,p
p

.155-158.

（
16
）

S
u

p
p

lem
en

tary
V

olu
m

e
to

th
e

R
ep

ort
of

th
e

In
tern

ation
al

C
om

m
ission

on
In

terven
tion

an
d

S
tate

S
overeign

ty,
In

tern
ation

al
D

evelop
m

en
t

R
esearch

C
en

tre
for

IC
IS

S
,2001,p

p
.94-97.

（
17
）

E
d

w
in

M
.

S
m

ith
,

“C
ollective

secu
rity,

p
eacekeep

in
g,

an
d

ad
h

oc
m

u
ltilateralism

”,
in

C
h

arlotte
K

u
an

d
H

arold
K

.
Jacobson

ed
s.,

D
e
m

o
c
r
a

tic

A
c
c
o
u

n
ta

b
ility

a
n

d
th

e
U

s
e

o
f

F
o
r
c
e

in
In

te
r
n

a
tio

n
a

l
L

a
w

,C
am

brid
ge

U
n

iversity
P

ress,2002,p
p

.94-95.

（
18
）

T
h

om
as

G
.W

eiss,op
.cit.,p

.70.

（
19
）

T
h

e
R

esp
on

sibility
to

P
rotect:R

ep
ort

of
th

e
In

tern
ation

alC
om

m
ission

on
In

terven
tion

an
d

S
tate

S
overeign

ty,p60.

（
20
）

Ibid
.,p

.16.

（
21
）

A
n

n
e

O
rford

,
R

e
a

d
in

g
H

u
m

a
n

ita
r
ia

n
In

te
r
v

e
n

tio
n

-
H

u
m

a
n

R
ig

h
ts

a
n

d
th

e
U

s
e

o
f

F
o
r
c
e

in
In

te
r
n

a
tio

n
a

l
L

a
w

,
C

am
brid

ge
U

n
iversity

P
ress,2003,p

p
.1-37.

（
22
）
山
田
哲
也
「
東
テ
ィ
モ
ー
ル
に
お
け
る
国
連
の
活
動
と
「
人
道
的
介
入
」」
日
本
国
際
連
合
学
会
　
前
掲
書
、
一
二
六
頁
―
一
二
九
頁
。

（
23
）

T
h

om
as

G
.W

eiss,
H

u
m

a
n

ita
r
ia

n
In

te
r
v

e
n

tio
n

,
Id

e
a

s
in

A
c
tio

n
,P

olity
P

ress,2007,p
p

.101-102.

（
24
）

T
h

e
R

esp
on

sibility
to

P
rotect:R

ep
ort

of
th

e
In

tern
ation

alC
om

m
ission

on
In

terven
tion

an
d

S
tate

S
overeign

ty,p
.65.

（
25
）

S
tew

art
E

ld
on

,
“E

ast
T

im
or”,

in
D

avid
M

.
M

alon
e

ed
.,

T
h

e
U

N
S

e
c
u

r
ity

C
o
u

n
c
il,

F
r
o
m

th
e

C
o
ld

W
a

r
to

th
e

2
1

s
t
C

e
n

tu
r
y

,
L

yn
n

e
R

ien
n

er

P
u

blish
ers,2004,p

p
.551-566.

（
26
）

R
.S

.O
’F

ah
ey,“D

oes
D

arfu
r

H
ave

a
F

u
tu

re
in

th
e

S
u

d
an

?”,
T

h
e

F
le

tc
h

e
r

F
o
r
u

m
o
f

W
o
r
d

A
ffa

ir
s
,V

ol.30:1,2006,p
p

.27-39.

（
27
）

S
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）


