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に

　
占
領）

1
（

法
規
は
、
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
第
四
条
約
（
文
民
条
約
）
に
よ
り
補
完
さ
れ
た
も
の
の
、
一
八
七
四
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣

言
、
一
八
九
九
／
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
で
示
さ
れ
た
基
本
構
造
、
す
な
わ
ち
領
域
国
の
主
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
（
暫

定
性
）、
占
領
国
の
軍
事
的
必
要
と
占
領
地
住
民
の
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
構
造）

2
（

を
変
え
る
こ
と
な
く
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
間
に
生
じ
た
国
際
法
の
発
展
、
特
に
戦
争
の
違
法
化
、
国
際
人
権
法
の
発
展
、
そ
し
て
武
力
紛
争
法
の
「
人
道
化
」
は
、

占
領
法
規
の
個
々
の
規
則
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
存
在
意
義
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
二
〇
世
紀
以
降
の
軍
事

技
術
の
発
展
は
、
占
領
地
の
支
配
の
た
め
に
一
九
世
紀
に
必
要
と
さ
れ
た
前
提
を
変
更
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
軍
隊
が
敵
国
の
領
域
を
支
配
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す
る
目
的
も
、
国
際
法
環
境
の
発
展
や
そ
れ
を
前
提
に
し
た
各
国
の
軍
事
ド
ク
ト
リ
ン
の
変
更
に
よ
り
、
一
九
世
紀
後
半
ほ
ど
画
一
的
に
は

と
ら
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
変
化
に
伴
い
、
占
領
に
関
わ
る
一
群
の
ル
ー
ル
（
占
領
法
規
）
の
存
在
意
義
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
う
る
の
か
を
、
占
領

法
規
適
用
対
象
で
あ
る
占
領
状
態
の
定
義
の
あ
り
方
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
一
八
九
九
／
一
九
〇
七
年
の
ハ
ー

グ
陸
戦
規
則
四
二
条
は
、
一
八
七
九
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣
言
一
条
と
同
一
の
語
で
、「
一
地
方
ニ
シ
テ
事
実
上
敵
軍
ノ
権
力
内
ニ
帰
シ
タ

ル
ト
キ
ハ
占
領
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス
。
占
領
ハ
右
権
力
ヲ
樹
立
シ
タ
ル
且
之
ヲ
行
使
シ
得
ル
地
域
ヲ
以
テ
限
ト
ス
」
と
規
定
す
る
。
フ
ラ

ン
ス
語
の
正
文
で
は
以
下
の
通
り
規
定
さ
れ
る
。

　
　

 　

U
n territoire est considéré com

m
e occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’arm

ée ennem
ie. 

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en m
esure de s’exercer.

　
コ
ウ
ト
ロ
ウ
リ
ス
は
、
こ
の
条
文
の
要
素
と
し
て
、
以
下
の
四
つ
の
条
件
が
抽
出
で
き
る
と
す
る）

3
（

。

　
　
①　
領
域
が
支
配
さ
れ
る
こ
と

　
　
②　
軍
隊
に
よ
る
支
配
で
あ
る
こ
と

　
　
③　
交
戦
状
態
の
存
在
（「
敵
」
と
い
う
用
語
か
ら
当
然
類
推
さ
れ
る
）

　
　
④　
敵
軍
ノ
権
限
内
に
当
該
領
域
が
「
事
実
上
」
お
か
れ
て
い
る
こ
と

こ
れ
ら
占
領
状
態
の
構
成
要
素
の
核
心
は
、一
つ
に
は
、当
該
領
域
が
外
国
軍
隊
の
「
実
効
的
支
配
」
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
事
実
で
あ
り
、

他
方
で
当
該
外
国
が
領
域
国
と
の
関
係
で
「
敵
国
」
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る）

4
（

。
本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
妥
当
性
を
順
に
検
討
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す
る
。

一　
実
効
的
支
配
の
要
件

１　
実
効
的
支
配
の
意
義

　
一
定
の
外
国
領
域
を
実
効
的
に
支
配
す
る
こ
と
は
占
領
状
態
の
確
立
の
た
め
の
必
要
条
件
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
占
領
法
規
が
適
用
さ

れ
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
た
占
領
国
と
し
て
の
権
限
を
行
使
で
き
る
（
か
つ
そ
れ
に
伴
う
義
務
・
責
任
を
負
う
べ
き
だ
）
と
い
う
状
況
は
、
占

領
国
が
敵
国
の
一
定
領
域
を
実
効
的
に
支
配
す
る
と
い
う
事
実
に
よ
り
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
領
域
国
や
他
国
・
国
際
機
関
に
よ
る

承
認
は
必
要
と
さ
れ
ず
、
実
効
的
支
配
と
い
う
事
実
の
み
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

国
際
法
上
「
実
効
的
支
配
（effective control

）」
と
い
う
語
は
、
国
家
責
任
法
と
の
関
連
で
非
国
家
主
体
の
行
為
の
国
家
へ
の
帰
属
の

条
件
と
し
て
、
さ
ら
に
、
非
国
家
武
装
勢
力
に
対
す
る
外
国
の
支
配
を
原
因
と
し
て
当
該
非
国
家
武
装
勢
力
と
領
域
国
と
の
間
の
非
国
際
的

武
力
紛
争
を
国
際
化
す
る
要
件
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る）

5
（

。
し
か
し
、
占
領
状
態
の
要
件
と
し
て
の
「
実
効
的
支
配
」
概
念
に
最
も
近
似

し
た
国
際
法
上
の
制
度
は
、
国
家
責
任
法
や
武
力
紛
争
国
際
化
の
そ
れ
で
は
な
く
、
海
戦
法
規
に
お
い
て
封
鎖
を
法
的
に
有
効
た
ら
し
め
る

た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
封
鎖
の
「
実
効
性
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣
言
起
草
時
に
、
一
八
五
六
年
の
パ
リ
宣
言
に
お
い

て
、
封
鎖
宣
言
の
み
に
よ
っ
て
封
鎖
が
も
た
ら
す
法
的
効
果
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
紙
上
封
鎖
（paper blockade

）
が
諸
国
に
よ
り
排
除

さ
れ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
占
領
に
よ
り
生
じ
る
「
権
利
」
の
安
易
な
獲
得
を
排
除
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、「
実
効
的
支
配
」
を

占
領
状
態
確
立
の
条
件
と
し
た
の
で
あ
る）

6
（

。

　

こ
こ
で
い
う
「
実
効
的
支
配
」
は
、
一
定
領
域
が
「
敵
軍
ノ
権
力
内
ニ
帰
」
し
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
擬
制
」
と
し
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て
や
「
紙
上
」
の
み
で
は
な
く
、
現
実
の
権
力
の
確
立
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
軍
の
二
〇
一
五
年
戦
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル

は
、
占
領
に
か
か
る
実
効
的
支
配
の
意
味
に
つ
い
て
、「
組
織
的
抵
抗
が
鎮
圧
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
占
領
軍
が
権
限
を
確
立
す
る

た
め
の
措
置
を
と
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
す
る）

7
（

。
同
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
よ
れ
ば
、
占
領
地
域
に
合
理
的
時
間
内
に
権
限
を
強
制

す
る
軍
事
部
隊
を
送
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
占
領
地
域
の
重
要
箇
所
の
支
配
が
必
要
で
は
あ
る
が
、
す
べ
て
の
地
区
に
軍

隊
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、「
敵
軍
ノ
権
力
内
ニ
帰
」
す
る
と
は
、「
領
域
国
の
権
限
が
停
止
さ
れ
、

占
領
軍
の
権
限
が
そ
れ
に
代
替
す
る
」
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
さ
れ
る）

8
（

。

　
占
領
は
、
領
域
及
び
住
民
に
対
す
る
権
限
行
使
が
可
能
な
部
隊
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
偵
察
部
隊
、
特

殊
作
戦
部
隊
、
空
挺
部
隊
な
ど
通
常
は
対
敵
作
戦
遂
行
の
た
め
に
移
動
し
続
け
て
い
る
部
隊
の
存
在
の
み
で
は
、
通
常
は
占
領
状
態
を
確
立

す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

9
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
実
効
的
支
配
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
特
定
の
支
配
形
態
を
と
る
こ
と
が
必
要
な

わ
け
で
は
な
い
。
い
く
つ
か
の
国
は
、
敵
国
領
域
を
占
領
す
る
場
合
に
「
軍
政
府
（m

ilitary governm
ent

）」
や
「
民
政
府
（civil 

governm
ent

）」
を
置
く
こ
と
を
予
定
す
る
陸
軍
教
範
を
持
つ
が
、
そ
の
よ
う
な
定
式
化
さ
れ
た
統
治
が
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
現

実
に
一
定
の
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
権
限
が
ど
の
よ
う
に
行
使
さ
れ
る
か
は
問
わ
れ
な
い）
10
（

。

　
武
力
衝
突
の
過
程
で
生
じ
る
占
領
は
、
十
分
な
権
限
行
使
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
一
定
程
度
の
安
定
性
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
他
方
で

占
領
状
態
に
は
あ
る
程
度
の
流
動
的
要
素
が
あ
る
。
常
に
敵
軍
に
よ
る
占
領
地
奪
還
の
潜
在
的
対
象
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
住
民

の
抵
抗
運
動
、
パ
ル
チ
ザ
ン
や
ゲ
リ
ラ
に
よ
る
脅
威
に
も
さ
ら
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
占
領
は
事
実
の
問
題
で
あ
る
と
は
い
え
、「
占
領
地
の

す
べ
て
の
場
所
」
に
十
分
な
数
の
占
領
部
隊
が
所
在
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
、
現
地
の
反
抗
勢
力
に

よ
る
領
域
支
配
が
一
時
的
に
成
立
し
て
も
、
当
該
領
域
の
占
領
地
と
し
て
の
地
位
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
可
能
性
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、

第
二
次
世
界
大
戦
時
に
ド
イ
ツ
軍
は
ギ
リ
シ
ャ
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
占
領
軍
で
あ
っ
た
が
、
パ
ル
チ
ザ
ン
に
よ
る
領
域
の
一
部
の
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支
配
が
た
び
た
び
み
ら
れ
た
事
例
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
軍
事
法
廷
は
「
ド
イ
ツ
軍
は
必
要
な
と
き
に
望
め
ば
当
該
領
域
の
物
理
的
支
配
を

回
復
し
え
た
」
こ
と
を
根
拠
に
、
当
該
パ
ル
チ
ザ
ン
支
配
地
域
も
ま
た
占
領
地
域
に
該
当
す
る
こ
と
を
認
め
た）
11
（

。
し
か
し
他
方
で
、
ド
イ
ツ

特
別
行
動
隊
（E

insatzgruppen

）
に
関
わ
る
判
例
で
は
、
同
隊
が
活
動
す
る
地
域
で
は
、
パ
ル
チ
ザ
ン
が
領
域
を
奪
還
し
、
ド
イ
ツ
側

が
同
地
を
再
占
領
す
る
た
め
に
相
当
な
軍
事
活
動
を
要
し
た
の
で
あ
り
、そ
の
規
模
が
占
領
地
に
お
け
る
秩
序
維
持
の
た
め
の
「
警
察
行
動
」

の
範
囲
を
超
え
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
パ
ル
チ
ザ
ン
に
よ
り
奪
還
さ
れ
た
領
域
を
占
領
地
域
と
は
み
な
さ
な
か
っ
た）
12
（

。

２　
実
効
的
支
配
の
現
実
性

　

ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条
の
二
項
は
、「
右
権
力
ヲ
樹
立
シ
タ
ル
且
之
ヲ
行
使
シ
得
ル
地
域
」（cette autorité est établie et en 

m
esure de s’exercer

）
と
規
定
す
る
が
、
果
た
し
て
実
効
的
権
力
を
「
樹
立
し
た
（est établie

）」
こ
と
と
、
か
か
る
権
力
を
「
行
使

し
う
る
（est en m

esure de s’exercer
）」
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
権
力
が
樹
立
さ
れ
て
い
る
と
は
、

権
力
が
行
使
さ
れ
う
る
状
況
を
当
然
意
味
す
る
の
だ
か
ら
、
両
者
は
同
一
の
状
況
を
示
す
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

全
て
の
条
文
に
意
味
が
あ
る
と
解
す
る
た
め
に）
13
（

、
両
者
の
想
定
す
る
状
況
が
同
一
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
（
特
に
「
行
使
し
う
る
」
状
況

と
）
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
指
し
示
し
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
権
力
を
「
行
使
し
う
る
」
と
は
、「
行
使
が
可
能
な
状
況
に
あ
る
」
こ
と
を

意
味
す
る
の
か
、「
行
使
さ
れ
て
い
る
事
実
」
を
必
要
と
す
る
の
か
。

　
こ
の
議
論
は
、
一
八
七
四
年
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣
言
を
起
草
す
る
過
程
で
す
で
に
問
題
と
な
り
、
そ
の
後
も
長
年
に
わ
た
り
議
論
さ
れ
て

き
た
問
題
で
も
あ
る
。
ベ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
テ
ィ
は
、
こ
の
議
論
を
潜
在
的
「
占
領
国
」
と
潜
在
的
「
被
占
領
国
」
の
見
解
対
立
の
産
物
で
あ
る

と
と
ら
え
て
い
る
。
陸
軍
大
国
で
あ
る
潜
在
的
「
占
領
国
」（
た
と
え
ば
プ
ロ
シ
ア
や
ロ
シ
ア
）
は
、
占
領
国
と
し
て
の
権
限
を
獲
得
し
占

領
地
に
お
け
る
抵
抗
を
法
的
に
規
制
す
る
根
拠
と
し
て
、
占
領
状
態
の
敷
居
を
可
能
な
限
り
低
く
し
た
い
の
に
対
し
て
、
強
大
な
陸
軍
を
持
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た
な
い
潜
在
的
「
被
占
領
国
」（
た
と
え
ば
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
）
は
、
占
領
状
態
の
確
立
の
た
め
の
条
件

を
よ
り
厳
し
く
設
定
し
よ
う
と
し
た
。
後
者
の
立
場
か
ら
は
、
占
領
は
「
外
国
の
軍
隊
が
一
定
領
域
を
確
保
し
領
域
国
軍
を
追
い
出
し
た
局

面
」
と
「
外
国
軍
が
増
強
さ
れ
、通
信
通
行
が
確
保
さ
れ
、さ
ら
に
現
地
住
民
と
の
関
係
で
一
定
の
管
理
を
行
い
う
る
よ
う
に
な
っ
た
局
面
」

と
い
う
二
局
面
に
分
け
ら
れ
、
後
者
の
局
面
に
達
し
た
場
合
に
の
み
占
領
法
規
の
適
用
さ
れ
る
占
領
状
態
に
該
当
す
る
と
主
張
さ
れ
た）
14
（

。
対

し
て
潜
在
的
「
占
領
国
」
は
、
地
上
に
お
け
る
領
域
の
実
効
的
支
配
は
海
上
封
鎖
の
場
合
の
実
効
性
よ
り
も
可
視
性
が
低
く
、
そ
う
し
た
可

視
性
の
確
保
の
た
め
に
は
現
実
の
実
効
的
支
配
に
必
要
な
数
と
比
較
し
て
よ
り
膨
大
な
数
の
兵
員
・
部
隊
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
、

当
該
対
象
領
域
全
体
の
「
物
理
的
な
支
配
」
は
必
ず
し
も
要
さ
れ
な
い
と
反
論
し
た
。
議
論
の
結
果
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
で
は
、
本
項
の

真
意
が
「
擬
制
封
鎖
を
認
め
な
い
」
趣
旨
で
あ
る
と
の
了
解
の
下
、
小
国
の
同
意
を
取
り
つ
け
る
た
め
「
権
力
を
行
使
し
う
る
」
と
い
う
実

行
可
能
性
要
件
が
付
け
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た）
15
（

。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
八
七
四
年
の
段
階
で
今
日
に
つ
な
が
る
「
現
実
の
外
国
軍
の
存
在
（
権
力
の
確
立
）」
と
そ
の
「
実
行
可
能
性
」

と
が
累
積
的
に
「
実
効
的
支
配
」
の
要
件
と
し
て
確
立
さ
れ
た
。
よ
り
高
い
敷
居
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
占
領
国
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し

え
な
い
「
占
領
国
」
が
、
占
領
の
果
実
の
み
を
得
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
し
か
し
、
後
年
、
特
に
国
際
法
が
発
展
し
占
領
国

の
義
務
・
責
任
が
よ
り
重
く
な
る
に
し
た
が
っ
て
、
一
九
世
紀
の
起
草
者
ら
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
問
題
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、
権
力

の
実
行
可
能
性
の
要
素
に
関
し
て
新
た
な
問
題
を
提
起
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
定
地
域
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
も
、
占

領
地
に
お
け
る
文
民
に
対
す
る
実
際
の
支
配
を
敢
え
て
行
わ
な
い
こ
と
で
、
占
領
軍
た
る
こ
と
、
占
領
国
と
し
て
の
義
務
や
責
任
を
引
き
受

け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
ケ
ー
ス
が
生
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
占
領
国
の
権
力
が
「
実
行
可
能
で
あ
る
」
こ
と
の
正
し
い

解
釈
は
、「
実
際
に
権
力
が
行
使
さ
れ
て
い
る
実
績
」
が
必
要
な
の
か
、
ま
た
は
占
領
国
が
「
権
力
を
行
使
し
得
る
立
場
」
に
あ
れ
ば
十
分

と
い
え
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
っ
た）
16
（

。
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こ
の
点
に
関
し
て
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
会
議
に
お
い
て
「
権
利
を
行
使
し
う
る
」
と
い
う
条
件
が
付
加
さ
れ
る
際
、
ベ
ル
ギ
ー
代
表
は
「
占

領
国
が
占
領
地
住
民
の
支
配
の
た
め
の
現
実
的
か
つ
十
分
な
手
段
を
有
す
る
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
た）
17
（

。
学
説
上
も
、
例
え

ば
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
ム
は
、「
領
域
国
の
権
力
行
使
が
阻
止
さ
れ
、
占
領
軍
が
自
己
の
権
限
を
主
張
し
う
る
地
位
に
あ
り
、
領
域
に
対
す
る
管

理
が
実
際
に
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
が
占
領
状
態
確
立
の
た
め
に
は
必
要
だ
と
述
べ
て
い
る）
18
（

。
こ
こ
か
ら
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条
一

項
と
二
項
の
前
半
の
支
配
の
確
立
を
「
領
域
」
に
お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
管
理
の
実
施
を
意
味
し
、二
項
の
後
半
（「
権
利
を
行
使
し
う
る
」）

を
住
民
に
対
す
る
「
権
力
行
使
可
能
性
」
に
言
及
し
た
も
の
と
の
理
解
が
成
り
立
つ
。

　
そ
の
よ
う
な
当
初
の
思
惑
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
変
容
し
た
。
例
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
ド
イ
ツ
の
戦
争
犯
罪
を
裁
い
た
ア
メ
リ

カ
軍
事
法
廷
の
「
人
質
事
件
」（H

ostages C
ase

）
判
決
で
は
、
ハ
ー
グ
規
則
の
要
件
か
ら
離
脱
し
、
む
し
ろ
一
八
七
四
年
時
点
の
プ
ロ
シ

ア
な
ど
の
潜
在
的
占
領
国
に
近
い
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
…
占
領
軍
の
支
配
が
維
持
さ
れ
、
現
地
政
府
権
力
が
排

除
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
当
該
地
域
は
占
領
さ
れ
て
い
る
」）
19
（

と
い
う
表
現
は
、
占
領
地
域
住
民
に
対
す
る
権
力
行
使
の
要
素
を
重
視
し
て

い
な
い
と
指
摘
さ
れ
る）
20
（

。
少
な
く
と
も
、
占
領
軍
の
領
域
的
な
支
配
の
確
立
の
み
に
言
及
し
な
が
ら
も
、
か
か
る
領
域
支
配
の
確
立
が
占
領

軍
に
よ
る
当
該
領
域
住
民
に
対
す
る
権
力
行
使
の
潜
在
的
能
力
を
同
時
に
意
味
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る）
21
（

。
少
な
く
と
も
、
こ
の
判
決
は

領
域
支
配
に
加
え
て
住
民
に
対
す
る
「
現
実
の
権
限
行
使
」
ま
で
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
人
質
事
件
が
示
唆
す
る

よ
う
な
「
領
域
」
の
実
効
的
支
配
（
＝
住
民
の
支
配
可
能
性
）
と
い
う
単
一
化
さ
れ
た
基
準
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
学
説
上
も
支
持
を

う
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）
22
（

。

　
各
国
の
軍
事
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
若
干
不
明
確
な
が
ら
も
同
様
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
統
合
軍
マ
ニ
ュ
ア
ル
は

「
占
領
軍
は
、
権
限
を
実
際
に
行
使
す
る
能
力
を
有
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）
23
（

」
と
の
べ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
一

九
五
六
年
の
陸
軍
野
戦
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
占
領
に
は
「
侵
攻
軍
が
現
地
正
統
政
府
の
権
限
を
代
替
す
る
こ
と
に
成
功
し
た）
24
（

」
事
実
を
要
す
る
と
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し
て
い
た
が
、
二
〇
一
五
年
戦
争
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
よ
り
明
確
に
「
占
領
の
事
実
が
占
領
地
域
（the occupied territory

）
に
権
限
を
行

使
す
る
要
件
と
し
て
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
当
該
領
域
を
実
際
に
支
配
す
る
こ
と
な
く
敵
国
領
域
に
対
し
て
軍
政
を
敷
く
権
限
を
た
だ
宣
言

す
る
だ
け
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る）
25
（

」
と
し
て
、
領
域
に
対
す
る
支
配
の
要
件
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

の
二
〇
〇
四
年
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
「
第
一
に
、
従
前
の
政
府
が
そ
の
権
限
を
当
該
地
域
に
公
に
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
、
第
二

に
、
占
領
軍
が
従
前
の
政
府
の
そ
れ
に
替
わ
っ
て
自
ら
の
権
限
を
行
使
す
る
地
位
に
あ
る
こ
と
」
が
必
要
だ
と
し
て
い
る）
26
（

。
こ
れ
ら
が
一
応

示
す
の
は
、
住
民
に
対
す
る
統
治
を
可
能
に
す
る
前
提
と
し
て
の
領
域
の
支
配
が
、
占
領
法
規
適
用
に
必
要
な
実
効
的
支
配
の
内
実
だ
と
い

う
各
国
の
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る）
27
（

。

　
し
か
し
他
方
で
、
い
く
つ
か
の
判
例
は
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
曖
昧
に
し
、
ま
た
は
完
全
に
無
視
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
刑
事
法
廷
の
ナ
レ
テ
リ
ッ
チ
事
件
の
第
一
審
裁
判
部
判
決
は
、
英
国
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
も
共
通
す
る
よ
う
な
「
現
地
政
権
の
権

力
の
占
領
軍
に
よ
る
代
替
を
可
能
と
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と
」
な
ど
を
占
領
の
確
立
に
必
要
な
実
効
的
支
配
、
ま
た
「
領
域
に
対
す
る
一
時

的
統
治
の
確
立
」
な
ど
領
域
支
配
の
要
素
を
指
標
と
し
て
あ
げ
つ
つ
、「
文
民
た
る
住
民
に
対
し
て
自
ら
の
指
令
を
発
し
、
強
制
し
て
い
る

こ
と
（the occupying pow
er has issued and enforced directions to the civilian population

）」
と
い
う
住
民
支
配
・
現
実
の

権
限
行
使
の
指
標
も
同
時
に
示
唆
し
て
い
る）
28
（

。

　
ま
た
、
国
際
司
法
裁
判
所
コ
ン
ゴ
領
域
軍
事
活
動
事
件
判
決
は
、
領
域
支
配
の
可
能
性
で
は
な
く
住
民
に
対
す
る
現
実
の
支
配
に
重
き
を

置
く
論
理
を
と
っ
て
い
る）
29
（

。
裁
判
所
は
ウ
ガ
ン
ダ
軍
が
新
し
い
知
事
を
任
命
す
る
な
ど
し
て
実
際
に
支
配
を
及
ぼ
し
た
コ
ン
ゴ
領
域
の
一
部

（
イ
ト
ゥ
リ
地
区
）
に
つ
い
て
占
領
地
域
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た）
30
（

。
し
か
し
そ
の
他
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
ウ
ガ
ン
ダ
側
の
「
ウ
ガ
ン
ダ

軍
は
小
規
模
で
あ
り
、
現
地
の
支
配
は
コ
ン
ゴ
内
の
反
政
府
武
装
組
織
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
」
と
い
う
主
張
を
容
れ
、
実
際
に
は
ウ
ガ

ン
ダ
軍
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
お
り
、
完
全
に
コ
ン
ゴ
政
府
に
よ
る
支
配
の
外
に
あ
っ
た
領
域
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ウ
ガ
ン
ダ
軍
が
住
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民
に
対
す
る
直
接
統
治
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
、
ウ
ガ
ン
ダ
に
よ
る
占
領
地
域
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た）
31
（

。

　
コ
ン
ゴ
領
域
軍
事
活
動
事
件
に
お
け
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
解
釈
は
、
占
領
地
住
民
に
つ
い
て
法
的
責
任
を
有
す
る
統
治
者
が
不
在
と
な

り
、
人
道
的
保
護
の
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
を
作
り
か
ね
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
批
判
を
受
け
て
い
る）
32
（

。「
南
オ
セ
チ
ア
」
お
よ
び
ジ
ョ
ー
ジ
ア
領

域
に
お
け
る
ロ
シ
ア
軍
の
責
任
を
め
ぐ
る
独
立
国
際
事
実
調
査
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
報
告
書
は
、
占
領
軍
が
現
実
に
権
限
を
行
使
し
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
占
領
法
規
上
の
責
任
を
免
れ
よ
う
と
す
る
危
険
性
を
増
大
さ
せ
る
と
し
て
こ
の
解
釈
を
否
定
し
た
。
委
員
会
は
、「
占
領
軍
と
み
な

さ
れ
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
国
際
法
の
基
準
は
、
侵
入
国
が
問
題
の
国
家
領
域
お
よ
び
そ
の
住
民
に
対
し
て
実
効
的
支
配
を
確
立
し
て
い
る

か
ど
う
か
で
あ
る
」
と
い
う
ロ
シ
ア
の
主
張）
33
（

を
退
け
て
、
現
地
に
お
い
て
「
ロ
シ
ア
軍
は
駐
留
す
る
地
域
の
公
の
秩
序
と
安
全
を
確
保
し
う

る
地
位
に
あ
り
」、
ロ
シ
ア
が
現
地
住
民
を
保
護
す
る
た
め
に
権
限
を
行
使
し
な
か
っ
た
こ
と
で
占
領
軍
の
義
務
か
ら
免
れ
う
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で
あ
る）
34
（

。

３　
侵
入
期
と
占
領
の
関
係

　
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条
に
お
け
る
占
領
の
定
義
は
、第
二
次
世
界
大
戦
後
、一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
が
成
立
し
た
際
に
も
、

「
抵
抗
な
き
占
領
」（
共
通
二
条
二
項
）
の
概
念
の
導
入
以
外
に
は
変
更
さ
れ
ず
維
持
さ
れ
た
。
文
民
条
約
の
一
五
四
条
が
「
…
陸
戦
の
法
規

及
び
慣
例
に
関
す
る
ヘ
ー
グ
条
約
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
国
で
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
も
の
の
間
の
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
条

約
は
、
そ
れ
ら
の
ヘ
ー
グ
条
約
に
附
属
す
る
規
則
の
第
二
款
及
び
第
三
款
を
補
完
す
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
す
る
よ
う
に
、
文
民
条
約
第

三
編
第
三
部
の
占
領
法
規
の
規
定
も
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
の
占
領
概
念
を
適
用
対
象
と
し
て
想
定
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
諸
条
約
お
よ
び
一
九
七
七
年
の
追
加
議
定
書
に
は
、
占
領
状
態
を
定
義
す
る
規
定
は
存
在
し
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
「
保
護
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
残
さ
ず
、
最
大
限
の
人
道
的
保
護
を
達
成
す
る）
35
（

」
と
い
う
趣
旨
目
的
の
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観
点
か
ら
、ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条
の
定
義
に
該
当
し
な
い
状
況
で
あ
っ
て
も
、文
民
条
約
の
規
定
は
適
用
さ
れ
る
と
い
う
主
張
が
あ
る
。

Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
に
お
い
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
起
草
に
深
く
関
与
し
た
ピ
ク
テ
は
、
文
民
条
約
の
注
釈
に
お
い
て
、
こ
の
考
え
方
を
最
初
に
示

し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
文
民
条
約
に
お
い
て
被
保
護
者
は
「
い
か
な
る
時
で
あ
る
と
、
ま
た
、
い
か
な
る
形
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
紛
争
当

�

�

�

事
国
又
は
占
領
国
の
権
力
内
に
あ
る
者

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

で
そ
の
紛
争
当
事
国
又
は
占
領
国
の
国
民
で
な
い
も
の
（
傍
点
引
用
者
）」
と
定
義
さ
れ
て
お
り
、

占
領
国
で
あ
れ
占
領
国
に
該
当
し
な
い
紛
争
当
事
国
で
あ
れ
、
自
国
民
で
な
い
者
を
そ
の
権
力
内
に
お
け
ば
、
文
民
条
約
に
よ
る
保
護
が
与

え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
い
か
な
る
ル
ー
プ
ホ
ー
ル
も
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る）
36
（

。
か
か
る
観
点
か
ら
、
同
条
約
六
条
一
項
が
条
約
適
用
対
象

と
す
る
「
占
領
」
は
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条
の
定
義
よ
り
も
広
く
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
必
ず
し
も
同
条
に
は
依
存
せ
ず）
37
（

、「
文

民
条
約
は
、
軍
隊
が
外
国
領
域
に
侵
入
し
、
現
地
の
文
民
た
る
住
民
と
の
関
わ
り
が
生
じ
れ
ば
直
ち
に
適
用
が
開
始
さ
れ
る
」
と
す
る）
38
（

。
軍

隊
の
外
国
領
域
へ
の
侵
入
と
占
領
状
態
確
立
の
間
に
中
間
的
状
態
は
存
在
せ
ず
、
例
え
ば
「
敵
領
域
に
駐
留
の
目
的
な
く
侵
入
し
た
パ
ト
ロ

ー
ル
部
隊
も
、
文
民
と
出
会
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
文
民
の
扱
い
に
お
い
て
文
民
条
約
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る）
39
（

。
Ｉ
Ｃ

Ｔ
Ｙ
ナ
レ
テ
リ
ッ
チ
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
も
、
文
民
条
約
注
釈
の
「
ピ
ク
テ
・
セ
オ
リ
ー
」
を
追
認
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る）
40
（

。

　
し
か
し
、
こ
の
「
ピ
ク
テ
・
セ
オ
リ
ー
」
に
対
し
て
は
、
根
強
い
反
論
が
あ
る
。
第
一
の
反
論
は
、
占
領
法
規
に
関
す
る
適
用
の
敷
居
に

「
二
重
性
」
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
証
拠
が
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
文
民
条
約
の
起
草
作
業
に
お
い
て
、
当
初
Ｉ

Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
文
民
条
約
に
よ
っ
て
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
の
関
連
規
定
を
置
き
換
え
る
こ
と
を
意
図
し
た
と
さ
れ
る）
41
（

。
し
か
し
、
最
終
的
な
条
文
で

は
、
一
五
四
条
に
あ
る
よ
う
に
、
両
条
約
が
併
存
し
補
完
し
合
う
こ
と
と
な
っ
た
。
二
つ
の
条
約
の
間
に
矛
盾
が
あ
れ
ば
、「
後
法
優
先
」

の
原
則
に
よ
り
調
整
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
が）
42
（

、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条
と
異
な
る
意
味
を
も
つ
占
領
の
定
義
は
文
民
条
約
に
は
導
入
さ

れ
な
か
っ
た
。
コ
ン
ゴ
領
域
軍
事
活
動
事
件
に
お
け
る
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
占
領
法
規
適
用
の
「
唯
一
の
」
敷
居
と
し
て
、
さ
ら
に
文
民

条
約
の
適
用
範
囲
の
決
定
に
お
い
て
も
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条
の
占
領
の
定
義
に
依
拠
し
て
い
る）
43
（

。
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
も
、
上
記
ナ
レ
テ
リ
ッ
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チ
事
件
第
一
審
裁
判
部
判
決
の
別
の
箇
所
で
、「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
に
お
い
て
占
領
の
定
義
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規

則
四
二
条
の
占
領
の
定
義
に
依
拠
す
る
」
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る）
44
（

。

　
第
二
の
反
論
と
し
て
、
文
民
条
約
に
限
っ
て
も
、
占
領
状
態
が
確
立
す
る
前
の
「
侵
入
期
」
に
お
い
て
は
履
行
不
可
能
な
条
文
が
多
数
存

在
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
文
民
条
約
の
多
く
の
規
定
が
、
占
領
軍
に
よ
る
実
効
的
支
配
を
前
提
と
す
る
「
積
極
的
義
務
」
を
課
し
て
い

る
。
確
か
に
同
条
約
五
〇
条
に
い
う
「
児
童
の
監
護
及
び
教
育
」
に
関
わ
る
規
定
、
ま
た
は
五
六
条
に
い
う
「
医
療
施
設
及
び
衛
生
措
置
」

に
か
か
わ
る
義
務
な
ど
を
、
十
分
な
領
域
支
配
を
確
立
す
る
こ
と
な
く
履
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
反
論
に

対
し
て
「
ピ
ク
テ・セ
オ
リ
ー
」
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
占
領
法
規
の
す
べ
て
の
規
則
が
「
侵
入
期
」
か
ら
適
用
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

一
部
の
規
則
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
再
反
論
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
保
護
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め

る
た
め
に
は
「
好
ま
し
い
」
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
ツ
ワ
ネ
ン
ブ
ル
グ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
文
民
条
約
の
条
文
中
に
二
種
類
の
異
な
る

状
況
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
規
則
の
二
分
化
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
実
際
上
「
侵
入
期
」
か
ら
適
用
可
能
な
規
則
と
は
何
か
が
把
握
で
き
な
い

と
い
う
難
点
が
あ
る）
45
（

。

　

第
三
の
反
論
は
「
ピ
ク
テ
・
セ
オ
リ
ー
」
が
強
調
す
る
保
護
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
関
わ
る
。「
ピ
ク
テ
・
セ
オ
リ
ー
」
を
支
持
す
る
サ
ッ
ソ
ー

リ
は
、「
文
民
条
約
起
草
時
に
、
占
領
地
の
文
民
と
占
領
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
敵
国
の
権
力
内
に
置
か
れ
た
文
民
と
の
間
で
保
護
の
程

度
に
差
を
設
け
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る）
46
（

。
し
か
し
他
方
で
、
ツ
ワ
ネ
ン
ブ
ル
グ
は
武
力
紛
争
の
影
響

を
う
け
る
人
の
間
に
保
護
の
程
度
の
差
が
存
在
す
る
の
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
例
え
ば
国
際
的
武
力
紛
争
と
非

国
際
的
武
力
紛
争
の
間
の
差
、
捕
虜
と
捕
虜
た
り
得
な
い
者
と
の
間
の
扱
い
の
差
な
ど）
47
（

）。
こ
こ
で
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
ピ

ク
テ
・
セ
オ
リ
ー
」
を
受
け
入
れ
な
い
場
合
に
、「
占
領
地
の
文
民
と
占
領
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
敵
国
の
権
力
内
に
置
か
れ
た
文
民
と

の
間
に
保
護
の
程
度
に
差
が
生
じ
る

�

�

�

�

�

」
の
で
あ
っ
て
、
後
者
の
文
民
に
「
い
か
な
る
法
的
保
護
も
与
え
ら
れ
な
く
な
る
」
わ
け
で
は
な
い
と
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い
う
点
で
あ
ろ
う
。
文
民
条
約
四
条
の
被
保
護
者
の
定
義
に
よ
れ
ば
、「
占
領
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
敵
国
の
権
力
内
に
置
か
れ
た
文
民
」

も
、
占
領
地
域
に
適
用
さ
れ
る
第
三
編
第
三
部
以
外
の
規
定
、
例
え
ば
第
二
編
「
戦
争
の
影
響
に
対
す
る
住
民
の
一
般
的
保
護
」
の
規
定
の

適
用
対
象
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
先
の
ナ
レ
テ
リ
ッ
チ
事
件
に
関
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
第
一
審
裁
判
部
判
決
も
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規

則
四
二
条
の
占
領
の
定
義
を
受
け
入
れ
つ
つ
「
ピ
ク
テ
・
セ
オ
リ
ー
」
を
採
用
し
て
い
る
が
、
後
者
が
当
て
は
ま
る
の
は
、「
個
人
に
関
す

る
限
り
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、「
ピ
ク
テ
・
セ
オ
リ
ー
」
を
占
領
法
規
全
体
の
適
用
の
敷
居
を
引
き
下
げ
る
た
め
に
援
用
し
て

い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、次
の
よ
う
な
ボ
ー
テ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
穏
当
か
つ
説
得
力
あ
る
両
説
の
着
地
点
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

前
節
で
論
じ
た
よ
う
に
、
占
領
状
態
の
成
立
は
「
客
観
的
」
に
「
占
領
軍
が
そ
の
権
限
を
行
使
し
う
る
立
場
に
あ
る
こ
と
」
と
捉
え
ら
れ
、

侵
入
軍
の
主
観
的
意
思
（
た
と
え
ば
軍
政
を
立
ち
上
げ
な
い
こ
と
）
に
よ
り
責
任
を
回
避
し
得
な
い
。
他
方
で
、
占
領
状
態
と
は
言
え
な
い

状
況
に
お
い
て
も
、
現
実
の
戦
闘
状
況
に
お
け
る
文
民
の
攻
撃
の
影
響
か
ら
の
保
護
、
文
民
条
約
第
二
編
の
保
護
、
さ
ら
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸

条
約
共
通
三
条
や
第
一
追
加
議
定
書
七
五
条
の
最
低
限
度
の
人
道
的
保
護
が
存
在
し
う
る
。
仮
に
、
後
者
の
規
定
に
よ
る
人
道
的
保
護
が
不

十
分
で
あ
る
状
況
が
生
じ
て
も
、
前
者
の
よ
う
な
占
領
状
態
の
定
義
の
客
観
化
に
よ
れ
ば
、
ピ
ク
テ
が
懸
念
し
た
よ
う
な
「
保
護
の
中
間
状

態
」
は
、
現
実
に
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る）
48
（

。

４　
地
上
軍
な
き
実
効
的
支
配
？

　
上
述
の
よ
う
に
、
今
日
の
国
際
法
で
は
、
占
領
軍
に
よ
る
実
効
的
支
配
の
事
実
、
特
に
「
権
限
行
使
が
可
能
と
な
る
状
態
」
に
あ
る
こ
と

が
占
領
法
規
適
用
の
条
件
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
人
質
事
件
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
軍
事
法
廷
判
決
や
二
〇
一
五
年
の
ア
メ
リ
カ
軍
マ

ニ
ュ
ア
ル
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
実
効
的
支
配
を
行
う
軍
隊
の
配
置
は
、
必
ず
し
も
領
域
の
す
べ
て
に
及
ん
で
い
る
必
要
は
な
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七

く
、
一
定
の
時
間
内
に
困
難
な
く
部
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
十
分
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
法
状
況
に
お
い
て
、
さ

ら
に
今
日
の
軍
事
技
術
の
発
展
を
も
考
慮
し
て
、
占
領
地
域
の
実
効
的
支
配
の
確
立
に
は
地
上
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
（B

oots on the 

ground
）
が
必
要
な
の
か
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
一
旦
地
上
軍
を
用
い
て
一
定
領
域
に
対
し
て
実
効
的
支
配
を

確
立
す
れ
ば
、
そ
の
後
の
権
限
の
維
持
の
た
め
に
は
地
上
軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
必
要
と
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
こ
れ

は
二
〇
〇
五
年
に
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
地
区
か
ら
地
上
軍
を
撤
退
さ
せ
、
一
九
六
七
年
以
来
続
い
て
き
た
軍
政
を
終
了
さ
せ
る
手
続
を
と

っ
た
こ
と
で
顕
在
化
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
二
〇
〇
五
年
以
降
も
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
ガ
ザ
地
区
に
対
し
て
、
海
上
封
鎖
、
陸
上
国
境
と
チ
ェ

ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
の
管
理
、
航
空
管
制
の
独
占
等
を
通
じ
て
、
ガ
ザ
地
区
住
民
の
生
殺
与
奪
を
握
っ
て
お
り
、
ハ
マ
ス
等
の
武
装
組
織
か
ら
の

「
テ
ロ
攻
撃
」
に
対
抗
す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
速
や
か
な
地
上
作
戦
を
展
開
す
る
こ
と
で
、「
好
き
な
と
き
に
」
従
来
の
地
上
軍
の
プ
レ
ゼ
ン

ス
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
現
実
を
証
明
し
た
か
ら
で
あ
る）
49
（

。
例
え
ば
、
国
際
刑
事
裁
判
所
検
察
局
は
、
ガ
ザ
沖
に
お
け
る
「
人
道
支

援
船
」
襲
撃
に
関
わ
る
状
況
と
ガ
ザ
地
区
に
お
け
る
状
況
の
予
備
的
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
の
状
況
に
関
し
て
も
、
二
〇
〇
五
年

の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
撤
退
以
降
も
「
イ
ス
ラ
エ
ル
が
維
持
し
て
い
る
権
限
の
範
囲
と
程
度
」
を
考
慮
す
る
と
、
イ
ス
ラ
エ
ル
は
ガ
ザ
地
区
を
占

領
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
い
る）
50
（

。

　
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
二
〇
一
六
年
に
公
表
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
の
新
し
い
注
釈
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
つ
き
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る）
51
（

。

「
三
〇
七　

…
…
例
外
的
で
特
別
な
状
況
に
お
い
て
は
、
特
に
外
国
軍
隊
が
権
限
の
主
た
る
要
素
や
占
領
軍
に
よ
っ
て
通
常
と
ら
れ
る

そ
の
他
の
重
要
な
統
治
機
能
を
維
持
し
つ
つ
、
占
領
地
域
か
ら
撤
退
す
る
場
合
に
は
、
占
領
法
規
は
、
当
該
領
域
内
で
そ
れ
ら
権
限
が

機
能
す
る
限
り
に
お
い
て
引
き
続
き
適
用
さ
れ
う
る
。

三
〇
八　
外
国
軍
隊
が
物
理
的
に
所
在
し
な
く
な
っ
て
も
、
当
該
領
域
に
維
持
さ
れ
る
権
限
は
占
領
法
規
の
適
用
の
観
点
か
ら
実
効
的
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領
の
定
義
に
つ
い
て

二
五
二
八

支
配
に
該
当
し
う
る
場
合
が
あ
る
。
…
…

三
〇
九　
今
日
で
は
、
従
前
の
占
領
地
域
の
外
か
ら
実
効
的
支
配
を
行
使
し
続
け
う
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
技
術
的
軍
事
的
発
展

に
よ
っ
て
、
継
続
的
に
軍
隊
を
駐
留
さ
せ
る
こ
と
な
く
外
国
領
域
の
全
部
ま
た
は
一
部
に
対
し
て
実
効
的
支
配
を
及
ぼ
し
続
け
る
こ
と

は
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
外
国
軍
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
権
限
の
程
度
を
考
慮
す
る
こ
と
が
、
現
実
に
ど
の
よ
う
な

手
段
に
よ
っ
て
そ
れ
が
行
使
さ
れ
て
い
る
か
を
考
慮
す
る
こ
と
よ
り
も
重
要
な
の
で
あ
る
。」

　

こ
の
注
釈
が
右
の
よ
う
な
「
特
別
な
例
外
的
状
況
」
が
存
在
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、「
占
領
国
と
被
占
領
国
（
当
事
者
）
の
間
に
地
理

的
近
接
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
重
要
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら）
52
（

、
名
指
し
は
し
て
い
な
い
が
、
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の

「
撤
退
」
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う）
53
（

。
た
だ
し
、Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
の
意
図
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、現
行
法
に
よ
れ
ば
、

占
領
に
必
要
と
さ
れ
る
実
効
的
支
配
に
お
い
て
地
上
軍
の
物
理
的
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
不
要
で
あ
る
と
す
る
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
占
領
」
を
一
般
的

に
占
領
の
新
し
い
形
態
と
し
て
再
定
義
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
一
に
、
新
し
い
注
釈
が
注
意
深
く
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
地
上
軍
な
き
占
領
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
、「
一
旦
確
立
し
た
占
領
の
継

続
性
」
の
判
断
の
文
脈
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
点
シ
ェ
イ
ニ
ー
は
、「
占
領
確
立
の
三
要
件
（
彼
は
こ
れ
を
、
①
外
国
軍
の
物
理
的
存
在
、
②

外
国
軍
に
よ
る
実
効
的
な
権
限
の
行
使
、
③
領
域
国
政
府
に
よ
る
支
配
の
不
可
能
性
と
と
ら
え
る
）」
は
、
鏡
の
よ
う
に
、「
占
領
の
終
了
」

に
お
い
て
も
あ
て
は
ま
る
と
説
く
。
ゆ
え
に
、
地
上
軍
の
物
理
的
不
存
在
は
当
然
に
占
領
の
終
了
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な
る）
54
（

。
し
か
し
、
占

領
の
確
立
と
終
了
が
完
全
に
同
じ
要
件
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る）
55
（

。
人
道
的
保
護
の
要
請
か
ら
客
観
的
に
決
定
さ
れ

る
べ
き
「
占
領
の
開
始
（
確
立
）」
と
異
な
り
、
占
領
の
終
了
に
は
様
々
な
考
慮
要
素
が
関
わ
る
。
例
え
ば
、
自
決
権
の
保
障
や
政
府
承
認

の
よ
う
な
国
際
人
道
法
外
の
法
的
要
請
の
み
な
ら
ず
、
二
〇
〇
四
年
の
イ
ラ
ク
に
お
け
る
占
領
終
了
の
よ
う
に
、
新
政
権
の
独
立
性
を
強
調
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す
る
と
い
う
よ
う
な
政
治
的
配
慮
も
そ
こ
に
含
ま
れ
う
る
。
そ
も
そ
も
一
九
四
九
年
の
文
民
条
約
自
体
が
、
六
条
に
言
う
よ
う
に
、「
軍
事

行
動
の
全
般
的
終
了
の
後
一
年
」
と
い
う
占
領
開
始
の
要
件
と
は
全
く
別
の
終
了
条
件
、
ま
た
は
「（
占
領
）
地
域
で
管
理
を
行
っ
て
い
る

限
り
（
占
領
法
規
の
主
要
な
規
定
が
継
続
的
に
適
用
さ
れ
る
）」
と
い
う
よ
う
な
「
機
能
主
義
的
要
素
」
を
予
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

特
に
文
民
条
約
六
条
を
考
慮
す
る
と
、
一
旦
確
立
し
た
占
領
が
地
上
軍
の
撤
退
の
み
に
よ
っ
て
は
終
了
し
な
い
こ
と
、
少
な
く
と
も
占
領
国

の
義
務
は
地
上
軍
の
存
在
と
は
無
関
係
に
残
存
し
う
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
に
は
妥
当
性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
法
と
秩
序
の
維

持
と
い
っ
た
占
領
国
に
課
さ
れ
た
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
地
上
軍
な
し
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
地
上
軍
な
き

占
領
の
確
立
（
開
始
）」
を
想
定
す
る
こ
と
ま
で
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
上
記
注
釈
の
記
述
は
主
と
し
て
二
〇
〇
五
年
以
降
の
ガ
ザ
地
区
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
ガ
ザ
地
区
を
占
領

地
域
と
見
い
だ
す
た
め
に
そ
も
そ
も
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
占
領
」
な
る
新
概
念
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
く
、
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
措
定
す
る
の
と
は
異

な
る
根
拠
で
イ
ス
ラ
エ
ル
が
ガ
ザ
地
区
を
占
領
状
態
に
お
い
て
い
る
と
結
論
で
き
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
二
〇
〇
五
年
に
ガ
ザ
地
区
か

ら
地
上
軍
を
撤
退
さ
せ
た
も
の
の
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
東
エ
ル
サ
レ
ム
を
含
む
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
に
お
い
て
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
四
二
条

に
言
う
実
効
的
支
配
を
維
持
し
て
い
る
。
従
来
、
国
際
場
裡
に
お
い
て
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
と
ガ
ザ
地
区
は
不
可
分
の
「
パ
レ
ス
チ
ナ
」

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
た
め
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
の
ガ
ザ
地
区
か
ら
の
撤
退
は
パ
レ
ス
チ
ナ
占
領
地
の
「
一
部
か
ら
の
撤
退
」
に
過
ぎ
な
い
と

結
論
で
き
る
の
で
あ
る）
56
（

。
確
か
に
、
二
〇
〇
七
年
に
ハ
マ
ス
が
ガ
ザ
地
区
の
支
配
を
確
立
し
て
以
降
、
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
地
区
の
パ
レ
ス
チ

ナ
当
局
（
Ｐ
Ａ
）
と
ガ
ザ
地
区
の
ハ
マ
ス
と
が
異
な
る
政
治
体
制
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
政
治
的
に
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

当
事
者
自
身
が
そ
の
よ
う
な
パ
レ
ス
チ
ナ
の
二
分
化
を
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
際
社
会
に
お
い
て
も
、
法
的
に
こ
れ
ら
を
別
個

の
紛
争
当
事
者
と
と
ら
え
る
声
は
存
在
し
て
も
少
数
派
に
過
ぎ
な
い）
57
（

。

　
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
占
領
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
従
前
の
占
領
軍
が
占
領
国
と
し
て
の
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
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と
し
て
地
上
軍
を
撤
退
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
は
地
上
軍
を
駐
留
さ
せ
な
い
方
針
を
と
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
防
止
す
る
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
観
点
か
ら
は
、
ベ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
テ
ィ
が
述
べ
る
よ
う
に
、
現
地
の
領
域
国
政
府
に
よ
る
権
限
行
使
が
武
力
紛
争
の
結
果
不
可
能
と
な
っ

て
い
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
他
方
の
紛
争
当
事
国
が
可
能
な
限
り
当
該
空
白
地
帯
を
「
占
領
す
る
義
務
」
を
負
う
べ
き
だ
と
い
う
議
論
に
も

妥
当
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
58
（

。

二　
「
敵
国
」
に
よ
る
占
領
の
要
件

　
上
述
の
よ
う
に
、
占
領
法
規
の
適
用
条
件
と
な
る
「
実
効
的
支
配
の
確
立
」
の
解
釈
は
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣
言
以
降
、
現
実
の
状
況
変
化

や
国
際
法
環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
若
干
の
変
化
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
伝
統
的
に
占
領
を
行
う
の
は
「
敵
国
の
」

軍
隊
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
つ
い
て
も
同
様
の
変
化
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
宣
言
や
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
に
お
い
て

占
領
を
一
定
領
域
が
「
敵
軍
ノ
権
力
内
」（“sous l’autorité de  l’arm

ée en
n

em
ie”

〔
強
調
引
用
者
〕）
に
置
か
れ
る
こ
と
と
定
義
し
て

い
る
の
は
、
占
領
国
と
被
占
領
国
と
の
間
に
法
的
な
意
味
の
「
戦
争
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
以
降

の
国
際
法
の
発
展
は
、
法
的
制
度
と
し
て
の
「
戦
争
」
を
排
除
し
、
今
日
で
は
、
客
観
的
な
敷
居
を
越
え
る
武
力
紛
争
の
存
在
の
事
実
の
み

を
条
件
と
し
て
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
事
実
主
義
的
な
武
力
紛
争
概
念
が
占
領
法
規
に
も
当
て
は
ま
る
の
は
当

然
と
し
て
、
従
来
の
占
領
法
規
が
予
定
し
て
い
た
占
領
主
体
た
る
「
敵
軍
」
は
、
ど
の
よ
う
に
観
念
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

１　
占
領
の
「
同
意
に
よ
ら
な
い
」
本
質

　
伝
統
的
国
際
法
に
お
い
て
、
占
領
法
規
が
適
用
さ
れ
る
戦
時
に
お
け
る
占
領
に
対
し
て
、
領
域
国
の
同
意
に
基
づ
く
「
占
領
」
や
国
際
条
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約
に
基
づ
く
「
占
領
」
は
平
時
占
領
と
考
え
ら
れ
、
占
領
法
規
の
適
用
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た）
59
（

。
た
だ
し
、
す
べ
て
の
平
時
占
領
が
事
実
に

お
い
て
も
常
に
「
平
和
的
」
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
法
的
に
戦
争
状
態
の
創
設
を
伴
わ
な
い
限
り
、
同
意
の
な
い
強
制
的
な
「
占
領
」
も

ま
た
平
時
占
領
と
分
類
さ
れ
え
た
。
一
九
四
九
年
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
に
基
づ
き
、
共
通
二
条
に
お
い
て

戦
争
宣
言
を
伴
わ
な
い
武
力
紛
争
を
条
約
適
用
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
て
、武
力
紛
争
に
該
当
す
る
が
戦
争
状
態
創
設
を
伴
わ
な
い
「
占
領
」

に
も
適
用
範
囲
を
広
げ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
戦
時
の
占
領
と
平
時
占
領
と
の
区
別
が
法
的
に
は
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
同
条
二
項

に
よ
り
、
ド
イ
ツ
に
よ
る
デ
ン
マ
ー
ク
占
領
を
想
起
し
て
、「
武
力
抵
抗
を
伴
わ
な
い
」
占
領
も
軍
事
占
領
と
し
て
占
領
法
規
の
規
律
対
象

と
さ
れ
、
領
域
国
が
軍
事
的
手
段
に
よ
っ
て
敵
対
的
態
度
を
積
極
的
か
つ
物
理
的
に
表
明
し
な
い
場
合
に
も
占
領
状
態
が
存
在
し
う
る
こ
と

に
な
っ
た
。
コ
ル
プ
ら
は
、共
通
二
条
二
項
の
導
入
に
よ
り
、領
域
国
が
明
確
に
「
平
時
」
に
と
ど
ま
る
と
い
う
意
思
表
示
を
し
な
い
限
り
、

外
国
軍
隊
の
駐
留
に
つ
い
て
は
国
際
人
道
法
と
占
領
法
規
の
適
用
が
「
推
定
」
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る）
60
（

。
こ
れ
は
、
国
際
人

道
法
の
適
用
を
「
武
力
紛
争
」
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
敷
居
に
係
ら
し
め
た
法
の
発
展
と
平
仄
を
あ
わ
せ
た
占
領
概
念
の
拡
張
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
他
方
で
、
そ
の
結
果
、
占
領
法
規
の
適
用
を
引
き
起
こ
す
外
国
軍
隊
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
と
占
領
に
は
該
当
し
な
い
そ
れ
と
を
区
別
す
る

基
準
を
、
戦
争
状
態
の
有
無
以
外
の
と
こ
ろ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
。
通
説
的
に
は
、
占
領
を
「
領
域
国
に
よ
る
『
同
意
の
な

い
』
一
定
領
域
の
外
国
軍
に
よ
る
実
効
的
支
配
」
で
あ
る
と
捉
え
、
外
国
軍
隊
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
占
領
状
態
と
決
定
す
る
た
め
に
は
、
領
域

国
の
同
意
の
有
無
が
決
定
的
役
割
を
果
た
す
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た）
61
（

。

　
領
域
国
の
同
意
に
よ
る
「
占
領
」
は
軍
事
占
領
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
占
領
法
規
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
命
題
は
、
一
見
す
る

と
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
領
域
国
の
同
意
が
占
領
状
態
を
必
然
的
に
排
除
す
る
の
か
ど
う
か
、
な
ぜ
占
領
法
規
が
適
用
さ
れ

な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
か
、
慎
重
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
六
月
以
降
の
イ
ラ
ク
で
は
、
権
限
が
新
政
府
に
委
譲
さ

れ
公
式
に
占
領
状
態
が
終
了
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
占
領
国
た
る
英
米
両
国
軍
に
よ
る
実
効
的
支
配
の
現
状
は
、「
新
政
府
の
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同
意
」
を
得
て
も
全
く
変
わ
ら
な
か
っ
た）
62
（

。
ま
た
、
一
九
五
二
年
発
効
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
三
条
に
よ
り
、「
南
西
諸
島
」
に

関
し
て
、「
領
域
及
び
住
民
に
対
し
て
、
行
政
、
立
法
及
び
司
法
上
の
権
力
の
全
部
及
び
一
部
を
行
使
す
る
権
利
」
が
、
領
域
国
日
本
か
ら

同
条
約
発
効
ま
で
同
地
の
占
領
国
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
無
期
限
に
付
与
さ
れ
た
よ
う
に
、
占
領
と
同
様
の
自
国
領
域
の
排
他
的
統

治
を
外
国
軍
隊
に
対
し
て
承
認
す
る
よ
う
な
「
同
意
」
も
あ
り
う
る
。
ま
た
何
よ
り
も
、
歴
史
が
教
え
る
よ
う
に
、
領
域
国
の
「
同
意
」
は

ね
つ
造
さ
れ
る
（engineered

）
危
険
が
非
常
に
高
い
の
で
あ
る）
63
（

。

　
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
主
義
的
な
適
用
条
件
を
導
入
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
発
効
以
降
も
、
領
域
国
の
同
意
が
あ
る
ケ

ー
ス
は
占
領
法
規
の
適
用
対
象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｒ
Ｃ
が
二
〇
一
二
年
に
開
催
し
た
専
門
家
会
議
で
も
、
先
述
の
よ

う
な
問
題
点
や
、「
有
効
な
」
同
意
の
有
無
を
客
観
的
に
認
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、「
同
意
に
よ
ら
な
い
（non-

consensual

）」
と
い
う
占
領
の
本
質
を
再
確
認
し
た）
64
（

。
し
か
し
、
こ
の
定
式
に
は
形
式
主
義
的
側
面
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

今
日
に
お
い
て
、
個
人
の
保
護
を
領
域
国
の
同
意
の
有
無
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
際
人
道
法
が
国
家
の
利
益
よ
り
も
個
人
の
人
道
的
保

護
に
そ
の
力
点
を
シ
フ
ト
さ
せ
て
い
る
傾
向
（
国
際
人
道
法
の
「
人
道
化
」）、
さ
ら
に
、
そ
の
た
め
に
国
際
人
道
法
の
適
用
の
敷
居
を
国
家

の
主
観
的
な
状
況
判
断
よ
り
も
現
場
の
人
道
的
保
護
の
必
要
性
に
係
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
傾
向
（
事
実
主
義
）
に
合
致
す
る
の
か
ど
う

か
疑
問
が
生
じ
う
る
。

２　
領
域
国
に
よ
る
「
同
意
」
の
形
式
的
効
果
と
実
質
的
効
果

　
領
域
国
の
同
意
の
存
在
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
で
占
領
法
規
の
適
用
を
排
除
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
伝
統
的
に
、
領
域
国
の
同
意
の
効
果
に

よ
り
戦
争
状
態
が
「
創
設
さ
れ
な
い
」
こ
と
を
通
じ
て
、占
領
法
規
の
み
な
ら
ず
戦
争
法
全
体
の
適
用
排
除
が
形
式
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
。

領
域
国
の
同
意
に
実
質
的
を
持
た
せ
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、
外
国
軍
受
け
入
れ
の
同
意
自
体
が
当
該
軍
隊
の
権
利
義
務
の
範
囲
を
確
定
し
う
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る
た
め
、
ま
た
は
領
域
主
権
者
の
同
意
は
外
国
軍
に
よ
る
支
配
に
正
統
性
を
与
え
、
現
地
に
お
け
るstatus quo

の
取
り
扱
い
が
明
確
と

な
る
た
め
、
占
領
法
規
の
適
用
に
よ
る
統
制
が
不
要
と
さ
れ
た
と
捉
え
う
る
だ
ろ
う
。

　
今
日
の
国
際
人
道
法
は
、
紛
争
当
事
者
の
主
観
的
な
意
思
で
は
な
く
、
一
定
の
敷
居
を
越
え
る
程
度
の
武
力
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
に
基
づ
き
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
人
道
的
保
護
が
必
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
る
。
占
領
法
規
の
適
用
も

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
現
場
の
支
配
的
事
実
（prevailing facts

）」
に
対
応
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
領
域

国
の
同
意
は
外
国
軍
隊
が
駐
留
し
支
配
す
る
領
域
に
お
け
る
人
道
的
保
護
が
不
必
要
で
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
し
て
根
拠
づ
け
る
の
で
あ

ろ
う
か
。「
敵
対
行
為
」
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
軍
事
占
領
の
場
合
に
は
、
占
領
地
住
民
に
と
っ
て
占
領
軍
が
敵
対
的
で
あ
る
こ
と
は
あ
る

程
度
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
今
日
で
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
諸
条
約
共
通
二
条
二
項
に
よ
り
、
必
ず
し
も
「
敵
対
行
為
」
が
伴
わ
な
い
場
合
に
も

占
領
状
態
が
存
在
し
う
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
法
的
状
況
を
前
提
に
し
て
、
外
国
軍
に
よ
る
領
域
と
住
民
の
支
配
が
行
わ
れ
る
場

合
、
領
域
国
に
よ
る
同
意
は
、「
人
道
的
保
護
が
必
要
と
さ
れ
る
」
と
い
う
「
推
定
」
を
、
ど
の
よ
う
な
条
件
で
、
ど
の
程
度
覆
す
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
今
日
で
は
、
占
領
法
規
の
適
用
を
排
除
す
る
「
領
域
国
の
同
意
」
は
「
真
正
、
有
効
、
明
示
」
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る）
65
（

。
領
域
国
の
同
意
に
基
づ
く
軍
事
行
動
の
ユ
ス
・
ア
ド
・
ベ
ル
ム
上
の
合
法
性
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
同
意
が
真
正
か
つ
有
効

な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
領
域
国
の
同
意
の
「
真
正
」
さ
が
問
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
ユ
ス
・
ア
ド
・
ベ
ル

ム
上
の
合
法
性
と
は
別
に
、
同
意
の
有
無
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
存
否
を
決
定
し
、
同
時
に
占
領
法
規
適
用
の
不
要
性
を
根
拠
づ
け
う
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
、
領
域
の
住
民
に
対
し
て
責
任
を
負
い
住
民
を
真
正
に
「
代
表
す
る
」
政
府
に
よ
る
、
国
際

法
的
に
真
正
か
つ
有
効
な
同
意
の
存
在
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
外
国
軍
隊
に
よ
る
統
治
と
同
意
に
よ
り
表
明
さ
れ
た
住
民
の
利
害
が
矛
盾
し
て

い
な
い
こ
と
を
一
応
は
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
領
域
国
政
府
の
安
定
性
が
損
な
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
同
意
の
有
効
性
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
が
問
題
に
な
る
。
古
典

的
正
統
主
義
に
立
ち
合
法
的
（de jure

）
政
府
の
み
が
「
同
意
」
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
も
あ
り
う
る）
66
（

。
し
か
し
、
国
際

人
道
法
に
お
け
る
「
状
況
の
性
格
付
け
（classification

）」
は
現
場
の
事
実
に
基
づ
い
て
の
み
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
事
実
主
義
的
見

地
か
ら
は
、
同
意
主
体
が
問
題
の
領
域
に
実
効
的
な
支
配
を
及
ぼ
し
う
る
か
が
決
定
的
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
マ
ト
リ
ッ

ク
ス
上
様
々
な
場
合
分
け
が
可
能
で
あ
る
が
、
人
道
的
保
護
の
見
地
か
ら
重
要
な
の
は
、
国
内
法
的
に
合
法
な
政
権
で
は
あ
る
が
当
地
の
実

効
的
支
配
を
失
っ
て
い
る
政
権
が
、
自
国
の
一
定
領
域
に
つ
き
「
同
意
」
に
よ
り
占
領
法
規
の
適
用
排
除
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
い

わ
ゆ
る
「
同
意
に
基
づ
く
介
入
（Intervention by Invitation

）」
の
ユ
ス
・
ア
ド
・
ベ
ル
ム
上
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合

に
同
意
に
基
づ
く
軍
事
活
動
が
合
法
と
さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
思
わ
れ
る）
67
（

。
し
か
し
占
領
の
局
面
で
は
、
極
端
な
場
合
、
領
域
外
に
亡
命

し
た
政
権
が
外
国
軍
隊
の
駐
留
に
同
意
を
与
え
る
こ
と
で
、
占
領
法
規
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
終
盤

に
、
連
合
国
が
枢
軸
国
に
よ
り
占
領
さ
れ
て
い
た
他
の
連
合
国
を
再
占
領
し
た
も
の
の
、
占
領
法
規
が
適
用
さ
れ
る
軍
事
占
領
と
は
み
な
さ

れ
な
か
っ
た
例
な
ど
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
再
占
領
に
あ
た
っ
て
は
、「
民
政
事
務
協
定
（C

ivil A
ffairs A

greem
ent

）」

な
ど
が
締
結
さ
れ
、
占
領
法
規
の
諸
原
則
が
準
用
さ
れ
た
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り）
68
（

、
結
局
は
こ
れ
ら
の
事
例
も
、
同
意
を
与
え
る
当
局
の
支

配
の
「
実
効
性
」
が
「
占
領
」
軍
と
住
民
と
の
関
係
（
占
領
法
規
適
用
の
必
要
性
）
を
評
価
す
る
う
え
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
意
の
有
効
性
（
お
よ
び
同
意
主
体
の
支
配
の
実
効
性
）
を
貫
徹
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
領
域
国
の
同
意
は
、
占
領
法
規
適
用
を
排
除
す
る
要
因
と
し
て
「
実
質
化
」
さ
れ
う
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

３　
占
領
の
「
人
道
的
再
定
義
」
？

　
そ
れ
で
は
、
国
際
法
的
に
有
効
な
同
意
で
あ
れ
ば
常
に
占
領
法
規
適
用
の
必
要
性
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
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一
部
の
論
者
は
、
占
領
法
規
適
用
の
要
否
と
領
域
国
の
同
意
の
有
無
と
の
関
連
性
を
切
り
離
そ
う
と
試
み
る
。
例
え
ば
ボ
ー
テ
は
、「
占
領

の
要
諦
は
占
領
地
住
民
と
占
領
軍
の
利
益
の
衝
突
で
あ
り
、
こ
れ
は
領
域
国
が
外
国
軍
の
駐
留
を
有
効
に
認
め
る
場
合
に
も
存
在
し
う
る
」

と
述
べ
る）
69
（

。
ベ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
テ
ィ
は
「
統
治
者
と
被
統
治
者
の
間
の
利
害
の
本
質
的
矛
盾
こ
そ
、
占
領
法
規
が
規
律
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」

と
の
前
提
で
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
が
「
敵
国
ノ
権
力
」
と
表
現
し
た
概
念
を
、
統
治
側
と
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
人
々
の
間
に
「
異
質
性

（foreignness
）」
が
あ
る
「
そ
の
他
の
状
況
」
に
拡
大
す
る
べ
き
だ
と
指
摘
す
る
。
彼
は
、
今
日
で
は
、
文
民
条
約
の
「
被
保
護
者
」
の

定
義
が
形
式
的
な
国
籍
基
準
で
は
な
く
権
力
を
行
使
す
る
国
家
に
対
し
て
個
人
が
「
忠
誠
（allegiance

）」
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
基

づ
い
て
目
的
論
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
占
領
法
規
は
「
明
白
な
敵
対
関
係
の
状
況
を
超
え
て
、
領
域
の
統
治
者
と
住
民

と
の
間
の
関
係
が
『
忠
誠
関
係
に
な
い
（non-allegiance

）』
と
み
な
し
う
る
全
て
の
状
況
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
」
根
拠
が
あ
る
と
結
論
し

て
い
る）
70
（

。
例
え
ば
、
先
述
の
イ
ラ
ク
や
「
南
西
諸
島
」
の
例
の
よ
う
に
、
領
域
国
の
同
意
が
あ
っ
て
も
、
外
国
軍
が
当
該
国
家
領
域
の
一
部

ま
た
は
全
部
を
「
直
接
支
配
下
」
に
お
い
た
り
、外
国
軍
が
治
安
維
持
任
務
に
従
事
し
て
領
域
国
国
民
と
直
接
対
峙
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、

事
実
の
問
題
と
し
て
、
住
民
が
外
国
軍
に
対
し
て
「
忠
誠
」
を
持
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
主
張
は
あ
る
意
味
で
は
、
占
領

法
規
の
「
脱
形
式
化
」「
人
道
化
」
の
試
み
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
占
領
地
域
を
、
か
か
る
広
義
の
「
被
保
護
者
」（
統
治
者
に
対
し
「
忠
誠
」
の
な
い
者
）
が
存
在
す
る
領
域
と
再
定
義
す
る

こ
と
は
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
テ
ィ
が
論
拠
と
す
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｙ
タ
デ
ィ
ッ
チ
事
件
控
訴
裁
判
部
判
決
は
、
文
民
条
約
に
お
い
て

人
道
的
保
護
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
に
、「
被
保
護
者
」
の
目
的
論
的
拡
張
解
釈
に
よ
り
「
国
籍
の
み
」
に
基
づ
く
形
式
的
解

釈
を
排
除
し
た）
71
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
国
籍
を
共
有
す
る
も
の
の
「
支
配
者
」
に
対
し
て
「
忠
誠
」
を
持
た
な
い
文
民
を
敵
国
国
民
た
る
文
民

と
同
様
に
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
状
況
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
か
か
る
「
忠
誠
を
持
た
な
い
」
文
民
が
所
在
す
る
地
域
を
占
領
地
と
み

な
す
よ
う
な
形
で
、「
被
保
護
者
」
の
再
解
釈
を
占
領
地
の
定
義
に
も
応
用
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
文
民
の
人
道
的
保
護
の
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必
要
性
の
判
断
が
基
本
的
に
文
民
個
々
人
の
状
況
に
「
個
別
化
」
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
占
領
地
の
確
定
に
お
い
て
は
、
住
民
の
状
況

を
一
定
程
度
集
合
的
に
捉
え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、タ
デ
ィ
ッ
チ
事
件
で
問
題
に
な
っ
た
よ
う
な
民
族
間
対
立
と
国
家
形
成
の
「
捻
れ
」

と
い
っ
た
特
殊
事
情
が
存
在
す
る
ケ
ー
ス
を
別
に
す
れ
ば
、
国
籍
以
外
に
住
民
の
「
忠
誠
」
関
係
を
集
合
的
に
判
断
す
る
基
準
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
占
領
は
一
定
領
域
の
統
治
権
を
暫
定
的
で
あ
れ
移
動
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
が
、
現
代
の
主
権
国
家
体
制
の
下
で
領
域

国
の
領
土
保
全
や
国
土
の
一
体
性
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
、
占
領
状
態
の
決
定
に
は
「
形
式
的
要
素
」
が
伴
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
今
日
の
国
際
人
道
法
の
下
で
は
、
領
域
国
の
「
同
意
」
に
よ
り
国
内
で
の
軍
事
活
動
を
外
国
に
認
め
る
な
ら
ば
、
両
国
の
間
に
国
際
的
武

力
紛
争
は
存
在
し
な
い
。
そ
の
状
況
に
お
い
て
占
領
法
規
適
用
の
余
地
が
あ
る
と
主
張
す
る
場
合
、
ま
ず
同
意
の
有
効
性
が
疑
わ
れ
る
べ
き

だ
ろ
う
。
他
方
で
、
領
域
国
の
同
意
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
主
張
は
、
軍
事
占
領
が
国
際
的
武
力
紛
争
の
枠

外
に
お
い
て
も
存
在
し
う
る
か
、
国
家
間
の
同
意
に
よ
る
軍
事
活
動
も
国
際
的
武
力
紛
争
に
該
当
し
う
る
と
の
、
若
干
無
理
の
あ
る
解
釈
が

必
要
と
な
り
、
国
際
人
道
法
の
適
用
条
件
に
関
わ
る
大
き
な
「
進
展
」
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ

れ
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

４　
多
層
化
し
た
個
人
保
護
の
枠
組
み

　
ボ
ー
テ
や
ベ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
テ
ィ
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
領
域
国
の
同
意
に
基
づ
き
駐
留
す
る
外
国
軍
隊
と
住
民
の
間
に
「
利
益
の
衝
突
」

ま
た
は
「
異
質
性
」
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
占
領
状
態
と
同
様
の
状
況
が
生
起
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
代
の
国
際
人
道
法
は
そ
の
よ

う
な
状
況
を
占
領
法
規
の
適
用
対
象
と
は
み
な
し
て
い
な
い
。

　
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
占
領
に
含
ま
れ
な
い
状
況
に
お
い
て
、
外
国
軍
隊
の
支
配
に
さ
ら
さ
れ
る
個
人
の
保
護
が
必
要
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な
状
況
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
占
領
法
規
が
唯
一
の
保
護
枠
組
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
な
占
領
法
規
以
外
の
適
用

法
に
よ
る
保
護
が
十
分
で
は
な
い
こ
と
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
に
国
際
人
権
法
で
あ
る
。
人
権
条
約
締
約
国
は
国
家
領
域
外
に
お
い
て
も
、
自
ら
の
管
轄
下
に
あ
る
個
人
に
対
し
て
人
権
条
約
上
の

保
護
の
義
務
を
負
う）
72
（

。
ま
た
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
例
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
ハ
ー
グ
陸
戦
規
則
が
言
う
よ
う
な
実
効
的
支
配
を
及
ぼ
し

て
い
な
く
て
も
、「
決
定
的
影
響
（decisive influence

）」
を
一
定
領
域
に
対
し
て
及
ぼ
し
て
い
れ
ば
、
当
該
領
域
に
つ
い
て
締
約
国
は
人

権
条
約
を
履
行
す
る
義
務
を
負
う）
73
（

。
武
力
紛
争
当
事
国
に
よ
る
他
国
領
域
で
の
こ
の
よ
う
な
支
配
は
、
軍
事
占
領
の
概
念
と
重
複
す
る
部
分

も
多
い
が
、
軍
事
占
領
に
至
ら
な
い
状
況
に
お
い
て
も
な
お
人
権
条
約
上
の
義
務
が
課
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
の
で
あ
る
。
外
国
軍
が
領
域

国
の
同
意
に
基
づ
く
直
接
統
治
や
治
安
維
持
を
行
う
場
合
に
は
、
単
独
で
、
ま
た
は
領
域
国
と
責
任
を
分
担
し
な
が
ら
、
人
権
条
約
上
の
保

護
を
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
に
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
が
考
え
ら
れ
る
。
昨
今
の
国
際
人
道
法
の
発
展
を
ふ
ま
え
る
と
、
領
域
国
と
の

国
際
的
武
力
紛
争
が
発
生
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
も
、
同
意
に
基
づ
き
介
入
し
た
外
国
軍
が
当
該
国
家
領
域
内
で
組
織
的
武
装
勢
力
と

一
定
烈
度
の
武
力
衝
突
を
引
き
起
こ
す
場
合
に
は
、
国
家
間
の
非
紛
争
的
（
平
時
）
関
係
と
は
別
に
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
が
存
在
す
る
こ

と
も
あ
り
う
る
。
非
国
際
的
武
力
紛
争
に
適
用
さ
れ
る
国
際
人
道
法
は
、
占
領
法
規
と
パ
ラ
レ
ル
な
規
則
を
含
ん
で
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も

文
民
に
対
す
る
一
定
の
義
務
を
介
入
し
た
外
国
軍
に
課
す
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
に
領
域
国
の
同
意
そ
の
も
の
に
よ
る
統
制
が
考
え
ら
れ
る
。
同
意
に
基
づ
く
外
国
へ
の
軍
事
介
入
に
お
い
て
、
当
該
外
国
軍
隊
の
駐

留
お
よ
び
軍
事
活
動
の
法
的
根
拠
は
、
当
該
領
域
国
の
同
意
に
求
め
ら
れ
る
。
侵
略
の
定
義
決
議
が
示
唆
す
る
よ
う
に）
74
（

、
そ
の
よ
う
な
同
意

の
範
囲
を
超
え
る
、
ま
た
は
同
意
に
反
す
る
行
動
は
国
連
憲
章
二
条
四
項
に
反
す
る
武
力
行
使
と
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
侵
略
と
も
み
な

さ
れ
う
る
。
そ
も
そ
も
、
同
意
に
基
づ
く
介
入
は
事
例
に
よ
り
そ
の
目
的
や
範
囲
を
異
に
す
る
た
め
、
一
般
化
し
う
る
よ
う
な
国
際
慣
習
法
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た
る
「
外
国
軍
の
た
め
の
行
動
規
範
」
が
成
立
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
諸
国
は
し
ば
し
ば
「
地
位
協
定
」
を
締
結
す
る
こ

と
で
法
的
明
確
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、「
地
位
協
定
」
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
人
道
的
保
護
の
空
白
を
生
じ
さ
せ
な
い

た
め
に
は
、
領
域
国
に
よ
る
同
意
に
お
い
て
、
外
国
軍
隊
の
行
動
に
対
し
て
何
ら
か
の
法
的
統
制
が
予
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
武
力
行
使

禁
止
規
則
や
一
部
の
国
際
人
道
法
規
則
の
強
行
規
範
と
し
て
の
性
格
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
領
域
国
が
何
ら
の
制
限
も
な
い
域
内
で
の
軍
事

活
動
を
外
国
に
対
し
て
許
可
す
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
許
容
さ
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
諸
規
範
は
、
占
領
法
規
が
成
立
し
た
一
九
世
紀
後
半
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
占
領
法
規
は
、
国
際
人
権

法
、
非
国
際
的
武
力
紛
争
の
国
際
人
道
法
、
ユ
ス
・
ア
ド
・
ベ
ル
ム
な
ど
が
存
在
し
て
い
な
い
環
境
下
で
、
外
国
軍
と
住
民
と
の
関
係
、
当

該
外
国
と
領
域
国
と
の
関
係
を
統
一
的
に
規
律
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
。
か
か
る
複
雑
な
法
関
係
の
整
序
が
今
日
で

も
占
領
法
規
に
求
め
ら
れ
続
け
て
い
る
反
面
、
国
際
法
の
発
展
の
中
で
外
国
軍
隊
に
よ
る
支
配
に
さ
ら
さ
れ
る
住
民
を
規
律
す
る
規
範
は
多

層
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

国
際
人
道
法
、
特
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
法
体
系
の
発
展
は
、
国
際
法
に
お
け
る
脱
形
式
主
義
（anti-form

alism

）
の
一
つ
の
顕
著
な
現
れ
と

い
わ
れ
る）
75
（

。
国
家
利
益
の
保
護
か
ら
個
人
の
保
護
へ
と
重
心
を
移
す「
国
際
人
道
法
の
人
道
化
」と
い
う
大
き
な
傾
向
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、

少
な
く
と
も
国
際
人
道
法
は
「
保
護
の
最
大
化
」
を
目
指
す
こ
と
が
趣
旨
目
的
だ
と
も
指
摘
さ
れ
る）
76
（

。

　
こ
の
傾
向
に
則
し
て
占
領
法
規
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
占
領
国
は
、
今
日
で
は
、
占
領
地
域
を
実
効
的
に
支
配
す
る
能
力
が
あ
る
と
い
う

事
実
に
基
づ
い
て
占
領
法
規
上
の
義
務
を
負
い
、
当
該
紛
争
に
対
す
る
自
国
の
主
観
的
な
性
質
決
定
、
傀
儡
政
権
の
承
認
、
あ
る
い
は
住
民
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に
対
す
る
意
図
的
な
「
権
限
不
行
使
」
な
ど
に
よ
っ
て
も
そ
の
責
任
を
免
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
国
際
人
道
法
の
発
展
の
結
果
、

領
域
国
に
よ
る
同
意
も
、
両
関
係
国
間
の
「
敵
対
的
」
関
係
の
不
存
在
ま
た
は
住
民
と
占
領
軍
と
の
利
害
衝
突
の
不
存
在
を
体
現
す
る
役
割

が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
主
権
的
同
意
は
、「
形
式
的
」
正
統
性
の
み
な
ら
ず
「
実
質
的
」
正
統
性
を
も
も
た
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
さ
ら
に
は
「
人
道
的
」
な
含
意
も
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
を
占
領
法
規
の
「
人
道
化
」
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
と
同
時
に
、
占
領
法
規
は
軍
事
的
必
要
に
基
づ
く
占
領
国
の
支
配
権
を
是
認
し
つ
つ
、
被
占
領
国
の
主
権
を
保
護
す
る
役
割
も
負
っ

て
き
た
。
こ
の
側
面
は
、
先
の
人
道
的
保
護
の
最
大
化
と
共
に
、
今
日
に
お
い
て
も
占
領
法
規
の
趣
旨
目
的
と
し
て
重
要
で
あ
る
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
占
領
法
規
の
「
人
道
化
」
傾
向
に
対
し
て
抑
制
的
な
役
割
を
果
た
す
可
能
性
も
あ
り
、
占
領
法
規
の
適
用
に
お
い
て
形
式
主
義

的
な
解
釈
の
余
地
を
残
す
も
の
で
も
あ
る
。
他
方
で
、
被
占
領
国
の
主
権
は
、
今
日
で
は
人
民
の
自
決
権
な
ど
国
際
法
の
他
分
野
の
発
展
、

国
連
安
全
保
障
理
事
会
が
決
定
す
る
平
和
と
安
全
の
維
持
も
し
く
は
平
和
構
築
上
の
要
請
な
ど
の
外
的
要
因
に
大
き
な
影
響
を
受
け
、
か
つ

て
の
よ
う
に
平
和
条
約
の
締
結
ま
で
一
率
に
保
全
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
無
く
な
っ
て
い
る）
77
（

。
こ
の
点
で
は
、
国
際
法
の
発
展
と

国
際
社
会
の
組
織
化
の
中
で
占
領
法
規
の
存
在
意
義
の
再
検
討
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　
一
九
世
紀
後
半
の
古
典
的
国
家
観
、
古
典
的
国
際
法
観
を
前
提
に
し
た
占
領
法
規
は
、
占
領
と
い
う
軍
事
的
事
象
の
凡
庸
性
ま
た
は
偏
在

性
ゆ
え
に
、
そ
の
意
義
が
今
日
で
も
認
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
他
方
で
国
際
法
の
発
展
の
中
で
歪
な
外
観
を
隠
せ
ず
、

個
人
の
保
護
の
た
め
の
多
層
化
し
た
規
範
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
必
要
も
あ
る
。
本
稿
で
論
じ
た
占
領
状
態
の
定
義
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
こ
の

よ
う
な
占
領
法
規
が
今
な
お
有
す
る
人
道
的
意
義
と
現
代
国
際
法
の
下
で
の
定
位
の
難
し
さ
を
同
時
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

﹇
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）（
助
成
金
）15K03147
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。﹈
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（
1
）　
占
領
に
関
す
る
国
際
人
道
法
が
適
用
さ
れ
るB

elligerent O
ccupation

を
占
領
ま
た
は
軍
事
占
領
と
呼
び
、
よ
り
広
い
意
味
で
あ
る
国
の
領
域
が
外
国
軍
隊
に
よ
っ
て
軍

事
的
に
支
配
さ
れ
て
い
る
状
況
は
「
占
領
」（
英
語
でM

ilitary O
ccupation

と
総
称
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
）
と
表
現
し
て
い
る
。

（
2
）　E

yal B
envenisti, “O

ccupation, B
elligerent,” M

ax P
lan

ck E
n

cyclop
ed

ia of P
u

blic In
tern

ation
al L

aw
, para.1.

（
3
）　Vaios K

outroulis, L
e d

ébu
t et la fin

 d
e l’ap

p
lication

 d
u

 d
roit d

e l’occu
p

ation
 （P

edone, 2010

）, pp.21-22.

（
4
）　E

yal B
envenisti, T

h
e In

tern
ation

al L
aw

 of O
ccu

p
ation

 （2nd ed., O
xford U
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