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●
は
じ
め
に

二
○
○
四
年
一
月
、
国
際
刑
事
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ

Ｃ
）
は
、
北
部
ウ
ガ
ン
ダ
の
事
態
に
関
す
る
捜
査

に
向
け
た
活
動
を
開
始
し
た
。
北
部
ウ
ガ
ン
ダ
で

は
一
九
八
○
年
代
後
半
か
ら
政
府
軍
と
神
の
抵
抗

軍
（
Ｌ
Ｒ
Ａ
）
と
の
戦
闘
が
続
い
て
お
り
、
そ
の

な
か
で
行
わ
れ
て
き
た
行
為
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
が
管
轄
し

う
る
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
こ
の
直

後
か
ら
、
被
害
地
域
の
北
部
ウ
ガ
ン
ダ
（
特
に
ア

チ
ョ
リ
地
域
）
の
指
導
者
層
や
援
助
組
織
等
に
よ

る
批
判
に
直
面
し
た
。
彼
ら
の
多
く
は
、
ア
チ
ョ

リ
の
「
伝
統
的
」
方
法
で
被
害
者
に
と
っ
て
の
正

義
が
追
求
で
き
る
と
主
張
し
、「
ア
チ
ョ
リ
の
伝

統
的
正
義
」
を
象
徴
す
る
儀
礼
と
し
て
、
殺
害
行

為
に
適
用
さ
れ
る
「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
を
挙
げ

た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
こ
の
儀
礼
が
Ｌ
Ｒ
Ａ

の
元
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
行
わ
れ
た
記
録
は
存
在

せ
ず
、
彼
ら
に
対
し
て
実
際
に
は
他
の
種
類
の
儀

礼
が
行
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、「
マ
ト
・
オ

プ
ー
ト
」
の
儀
礼
お
よ
び
実
際
に
行
わ
れ
て
き
た

儀
礼
の
例
を
検
討
し
、
現
段
階
で
の
「
伝
統
的
」

儀
礼
の
可
能
性
と
限
界
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

●
北
部
ウ
ガ
ン
ダ
紛
争
と
Ｉ
Ｃ
Ｃ

一
九
八
五
年
、
ウ
ガ
ン
ダ
北
部
・
ア
チ
ョ
リ
地

域
出
身
の
オ
ケ
ロ
は
オ
ボ
テ
政
権
を
倒
し
た
が
、

一
九
八
六
年
に
南
部
を
基
盤
と
す
る
現
大
統
領
ム

セ
ベ
ニ
の
軍
に
倒
さ
れ
た
。
ム
セ
ベ
ニ
の
軍
に
よ

る
残
虐
行
為
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
北
部
住
民
や
、

北
部
に
逃
れ
た
オ
ケ
ロ
政
権
下
の
軍
関
係
者
は
様

々
な
反
政
府
集
団
を
形
成
し
た
。
一
九
八
八
年
前

後
か
ら
ジ
ョ
セ
フ
・
コ
ニ
ー
率
い
る
Ｌ
Ｒ
Ａ
が
反

政
府
集
団
の
主
流
と
な
っ
た
が
、
次
第
に
ア
チ
ョ

リ
の
人
々
の
支
持
を
失
う
よ
う
に
な
る
と
、
若
い

ア
チ
ョ
リ
の
人
々
を
誘
拐
し
、
彼
ら
に
同
じ
ア
チ

ョ
リ
の
人
々
を
攻
撃
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
ウ
ガ
ン
ダ
政
府
軍
も
Ｌ
Ｒ
Ａ
か
ら
国
民
を
守

る
た
め
に
戦
う
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
、
北
部
住

民
へ
の
暴
力
行
為
を
行
っ
て
き
た
。
二
○
○
三
年

一
二
月
、
ウ
ガ
ン
ダ
政
府
は
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
事
態
を
付

託
し
、
二
○
○
四
年
一
月
末
、
上
述
の
と
お
り
、

Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
捜
査
に
向
け
て
活
動
を
開
始
し
た
。
そ

の
後
、
公
式
捜
査
が
行
わ
れ
、
二
○
○
五
年
一
○

月
に
は
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
指
導
者
五
人
に
対
す
る
逮
捕
状

が
公
表
さ
れ
た
。

●
「
ア
チ
ョ
リ
の
伝
統
的
正
義
」
と
マ

ト
・
オ
プ
ー
ト

英
語
で
の
議
論
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
「
伝
統

的
正
義
」（traditional justice

）
と
い
う
言
葉
は
、

ル
オ
（
ア
チ
ョ
リ
の
言
葉
）
で
は
「
ゴ
ル
・
マ
テ

ィ
ー
」（
正
し
い
決
定
）
あ
る
い
は
「
ゴ
ル
・
メ

・
テ
・
ク
ワ
ロ
」（
伝
統
に
即
し
た
決
定
）
と
い

う
表
現
が
な
さ
れ
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
「
正
義
」
が
、

管
轄
す
る
罪
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｃ
規
定
に
基
づ
い
て

裁
く
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
、「
伝
統
的
正
義
」

は
「
タ
ブ
ー
」
と
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
、
行
為

の
性
質
お
よ
び
各
ク
ラ
ン
な
ど
の
慣
習
に
基
づ
き
、

適
用
さ
れ
る
儀
礼
や
「
賠
償
」
の
額
な
ど
を
決
定

し
実
行
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
も
言
え
る
。
そ
し

て
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
刑
期
が
様
々
で

あ
る
よ
う
に
、
行
っ
た
行
為
お
よ
び
各
ク
ラ
ン
の

慣
習
に
よ
っ
て
儀
礼
の
形
態
や
「
賠
償
」
の
額
は

様
々
で
あ
る
。

ア
チ
ョ
リ
地
域
で
行
わ
れ
て
き
た
数
多
く
の
儀

礼
の
う
ち
、
上
述
の
「
伝
統
的
正
義
」
を
象
徴
す

る
儀
礼
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
殺
害
行
為
に

適
用
さ
れ
る
「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」（
苦
い
根
を

飲
む
、
の
意
）
の
儀
礼
で
あ
る
。
儀
礼
に
至
る
プ
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ロ
セ
ス
は
、「
加
害
者
ク
ラ
ン
と
被
害
者
ク
ラ
ン

の
関
係
が
断
絶
さ
れ
る
冷
却
期
間
」、「
自
発
的
告

白
」、「
双
方
の
家
族
や
ク
ラ
ン
が
関
与
し
た
事
実

確
認
」、「
賠
償
に
関
す
る
合
意
」
等
が
大
抵
の
ク

ラ
ン
に
み
ら
れ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
儀
礼
の

内
容
や
意
味
は
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

・
両
ク
ラ
ン
が
棒
で
棒
を
叩
き
合
い
、
仲
介
者

が
止
め
に
入
る
。

・
加
害
者
ク
ラ
ン
の
メ
ン
バ
ー
が
そ
の
場
か
ら

走
り
去
る
。
罪
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
加
害
者
ク
ラ
ン
か
ら
提
供
さ
れ
る
羊
と
被
害

者
ク
ラ
ン
か
ら
提
供
さ
れ
る
山
羊
を
真
二
つ
に
切

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
片
側
を
交
換
す
る
。
両
ク
ラ
ン

の
一
体
化
を
意
味
す
る
。

・
腐
っ
た
青
野
菜
を
食
べ
る
。
腐
っ
た
青
野
菜

は
、
食
物
が
腐
る
ほ
ど
長
く
緊
張
関
係
が
続
い
た

こ
と
を
示
し
、
こ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
で
和
解
の

意
思
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
苦
い
根
（
オ
プ
ー
ト
）
が
入
っ
た
液
体
を
飲

む
。
苦
い
根
は
苦
い
感
情
を
象
徴
し
、
こ
の
液
体

を
両
ク
ラ
ン
の
メ
ン
バ
ー
が
飲
む
こ
と
で
苦
い
感

情
を
流
し
去
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
羊
と
山
羊
の
肝
臓
が
調
理
さ
れ
、
両
ク
ラ
ン

の
メ
ン
バ
ー
が
食
べ
る
。
苦
い
感
情
が
洗
い
流
さ

れ
、
両
ク
ラ
ン
の
血
液
が
混
ざ
り
あ
い
一
体
と
な

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
オ
デ
ヨ （
鍋
の
残
り
物
） 

を
食
べ
る
。
両
ク

ラ
ン
が
再
び
食
事
を
共
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

・
用
意
さ
れ
た
全
て
の
料
理
を
食
べ
つ
く
す
。

緊
張
関
係
が
残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

●
「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の
可
能
性
と

限
界

「
ア
チ
ョ
リ
の
伝
統
的
正
義
」
を
象
徴
す
る

「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
可

能
と
な
る
も
の
と
し
て
は
、
①
被
害
者
の
魂
の
鎮

魂
、
②
被
害
者
ク
ラ
ン
の
「
苦
い
感
情
」
の
解
消
、

③
加
害
者
ク
ラ
ン
に
魂
が
も
た
ら
す
災
禍
の
防
止
、

④
ク
ラ
ン
間
の
「
関
係
修
復
」
と
「
和
解
」、
と

い
っ
た
点
が
強
調
さ
れ
る
。
加
え
て
、
一
連
の
プ

ロ
セ
ス
の
な
か
に
含
ま
れ
る
懲
罰
的
要
素
に
も
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
賠

償
」
に
は
、
被
害
者
ク
ラ
ン
の
生
命
の
喪
失
分
を

元
に
戻
す
役
割
と
と
も
に
、
賠
償
を
行
う
た
め
に

加
害
者
お
よ
び
加
害
者
ク
ラ
ン
が
苦
難
を
味
わ
う

と
い
う
懲
罰
的
な
役
割
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
加
害
者
ク
ラ
ン
が
死
者
の
魂
に
よ
る
災
禍

お
よ
び
災
禍
へ
の
恐
怖
に
苛
ま
れ
る
こ
と
な
ど
に

も
、
懲
罰
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
紛
争
下
で
の
殺
害
行
為

に
「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の
儀
礼
が
適
用
可
能
で

あ
る
か
に
つ
い
て
は
曖
昧
な
点
が
多
い
。
ま
ず
、

こ
の
儀
礼
を
行
う
た
め
に
は
加
害
者
ク
ラ
ン
と
被

害
者
ク
ラ
ン
が
存
在
す
る
必
要
が
あ
り
、
よ
っ
て

誰
が
誰
を
殺
害
し
た
の
か
明
確
で
あ
る
必
要
が
あ

る
。
し
か
し
、
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
誘
拐
さ
れ
た
人
々
は
見

知
ら
ぬ
場
所
に
連
れ
て
い
か
れ
、
夜
の
闇
の
な
か

で
人
々
を
殺
害
さ
せ
ら
れ
た
り
、
キ
ャ
ン
プ
間
を

移
動
す
る
人
々
を
殺
害
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る
た
め
、

誰
が
誰
を
殺
害
し
た
の
か
不
明
確
な
場
合
も
あ
る
。

あ
る
い
は
逆
に
、
近
い
関
係
に
あ
っ
た
人
の
殺
害

を
強
い
ら
れ
た
場
合
に
は
、
儀
礼
の
前
に
行
為
を

告
白
す
る
と
混
乱
に
陥
る
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
あ
ま
り
に
多
く
の
人
が
あ
ま
り

に
多
く
の
人
を
殺
害
し
て
お
り
、
紛
争
で
疲
弊
し
、

物
資
の
殆
ど
を
支
援
に
頼
る
こ
の
地
域
に
お
い
て
、

賠
償
お
よ
び
儀
礼
に
膨
大
な
費
用
を
要
す
る
「
マ

ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
一
人
ず
つ
行
う

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
実
際

の
殺
害
を
行
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
「
加
害
者
」

は
、
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
誘
拐
さ
れ
、
殺
害
等
の
行
為
を
強

い
ら
れ
た
人
々
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ま
で

の
議
論
の
な
か
で
、「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の
儀

礼
は
Ｌ
Ｒ
Ａ
指
導
者
層
に
も
適
用
可
能
な
儀
礼
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
て
の
殺
害

行
為
を
直
接
に
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
指
導

者
層
に
実
際
に
ど
の
よ
う
な
形
で
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ

の
紛
争
下
で
行
わ
れ
た
殺
害
行
為
に
こ
の
儀
礼
が

適
用
さ
れ
た
記
録
は
存
在
し
な
い
と
言
わ
れ
る
。

●
実
際
に
適
用
さ
れ
て
き
た
儀
礼
の
例

─
「
ヨ
ボ
・
コ
ム
」

ア
チ
ョ
リ
地
域
に
お
い
て
殺
害
行
為
に
適
用
さ

れ
る
儀
礼
は
、「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
だ
け
で
は

な
い
。
戦
争
時
に
人
を
殺
害
し
た
者
や
、
故
意
で

な
く
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
者
に
適
用
さ
れ
る
儀

礼
と
し
て
、「
ヨ
ボ
（
浄
化
す
る
）・
コ
ム
（
体
）」

も
存
在
す
る
。
儀
礼
の
詳
細
は
ク
ラ
ン
に
よ
っ
て

違
い
が
あ
る
が
、
人
の
体
に
本
人
の
魂
以
外
の
魂

が
と
り
つ
い
て
い
る
場
合
、
そ
の
魂
を
動
物
に
移
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す
こ
と
で
本
人
を
浄
化
す
る
も
の
、
と
言
わ
れ
る
。

一
九
九
○
年
代
以
降
、
Ｌ
Ｒ
Ａ
か
ら
帰
還
し
た
人

々
の
な
か
に
、
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
強
要
さ
れ
た
殺
害
な
ど

の
行
為
の
た
め
に
、
そ
し
て
そ
う
し
た
行
為
に
よ

っ
て
魂
が
と
り
つ
い
た
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
、

家
族
や
隣
人
に
受
容
さ
れ
な
い
者
が
い
る
こ
と
が

問
題
視
さ
れ
た
。
ま
た
、
と
り
つ
い
た
魂
が
鎮
魂

さ
れ
な
い
限
り
、
本
人
や
ク
ラ
ン
な
ど
に
災
禍
が

も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
。
そ
う
し
た

状
況
の
な
か
、「
ヨ
ボ
・
コ
ム
」
の
儀
礼
や
類
似

の
儀
礼
が
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
元
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
行
わ

れ
て
き
た
。
以
下
、
筆
者
が
現
地
で
記
録
し
た

「
ヨ
ボ
・
コ
ム
」
の
儀
礼
に
つ
い
て
、
対
象
者
、

儀
礼
に
至
る
背
景
と
儀
礼
の
内
容
を
概
観
す
る
。

①
対
象
者
。
儀
礼
は
、
と
も
に
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
元
メ

ン
バ
ー
で
あ
る
二
○
代
半
ば
の
夫
妻
と
三
人
の
子

ど
も
た
ち
に
対
し
て
行
わ
れ
た
。
夫
妻
は
と
も
に

ア
チ
ョ
リ
地
域
グ
ル
県
の
同
じ
地
域
で
生
ま
れ
、

一
九
九
○
年
頃
に
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
誘
拐
さ
れ
、
約
一
○

年
後
に
そ
れ
ぞ
れ
が
帰
還
し
た
後
に
再
会
し
た
。

二
人
は
誘
拐
前
か
ら
顔
見
知
り
で
あ
り
、
誘
拐
さ

れ
て
い
た
間
に
結
婚
し
た
。
夫
は
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
も
と

で
一
定
の
地
位
を
与
え
ら
れ
、
多
く
の
政
府
軍
兵

士
と
数
人
の
民
間
人
を
殺
害
し
た
が
、
妻
は
人
を

殺
害
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
二
○
○
五
年
春
ご

ろ
か
ら
、
夫
妻
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
か
ら
「
社
会
復
帰
」
の

た
め
の
職
業
訓
練
等
の
支
援
を
受
け
て
い
る
。

②
背
景
。
一
家
に
と
り
つ
い
て
い
る
魂
に
よ
る

と
さ
れ
る
問
題
が
二
○
○
五
年
以
降
に
表
面
化
し

た
際
に
、
夫
の
ク
ラ
ン
の
長
老
た
ち
は
、
夫
が
行

っ
た
行
為
と
ク
ラ
ン
の
慣
習
を
考
慮
し
、「
ヨ
ボ

・
コ
ム
」
の
儀
礼
が
必
要
と
判
断
し
、
夫
だ
け
で

な
く
一
家
全
員
に
儀
礼
を
行
う
べ
き
と
結
論
づ
け

た
（
夫
の
ク
ラ
ン
の
ア
テ
ケ
ー
│
長
老
の
な
か
の

一
人
で
、
儀
礼
を
執
り
行
う
こ
と
が
多
い
│
の
補

佐
役
で
あ
り
、
夫
の
叔
父
に
あ
た
る
長
老
へ
の
筆

者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。
二
○
○
六
年
四
月
二
○
日
）。

し
か
し
、
一
家
も
ク
ラ
ン
の
人
々
も
儀
礼
の
費
用

を
捻
出
で
き
な
か
っ
た
。
二
○
○
六
年
三
月
か
ら
、

悪
夢
、
幻
想
、
頭
痛
、
腹
痛
等
の
、
魂
に
よ
る
と

さ
れ
る
問
題
が
深
刻
化
し
、
夫
妻
を
支
援
し
て
い

た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
儀
礼
を
支
援
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

③
儀
礼
の
内
容
。
二
○
○
六
年
四
月
二
○
、
二

一
日
に
、
夫
妻
の
親
類
の
多
く
が
住
む
グ
ル
県
南

部
の
オ
ピ
ト
国
内
避
難
民
キ
ャ
ン
プ
で
行
わ
れ
た
。

初
日
の
午
前
一
一
時
、
夫
の
親
類
の
家
（
キ
ャ
ン

プ
の
な
か
の
仮
設
住
宅
）
の
近
く
で
長
老
が
オ
ス

山
羊
と
と
も
に
立
ち
、
上
半
身
裸
に
な
っ
た
一
家

に
対
面
し
、
魂
に
赦
し
去
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と

を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
山
羊
が
地
面
に
横
た
え
ら

れ
、
一
家
は
一
人
ず
つ
山
羊
を
跨
い
だ
後
、
夫
の

親
類
の
家
に
入
っ
た
。
ク
ラ
ン
の
メ
ン
バ
ー
は
山

羊
を
ナ
イ
フ
で
殺
し
、
腸
の
な
か
の
も
の
を
取
り

出
し
て
カ
ラ
バ
ッ
シ
ュ
の
容
器
の
な
か
で
胡
麻
油

と
混
ぜ
た
。
一
家
は
家
か
ら
出
て
再
び
上
着
を
脱

ぎ
、
イ
サ
ッ
ク
は
カ
ラ
バ
ッ
シ
ュ
の
な
か
の
も
の

を
五
人
の
胸
の
中
央
に
塗
っ
た
（
こ
の
行
為
は
浄

化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ
る
）。
一
家

は
再
び
家
に
入
り
、
そ
の
間
に
山
羊
が
調
理
さ
れ
、

焼
い
た
レ
バ
ー
が
皆
に
分
け
ら
れ
、
食
事
が
供
さ

れ
た
。
午
後
七
時
過
ぎ
に
ア
ジ
ュ
ワ
カ
（
祈
祷
・

霊
媒
な
ど
を
行
う
人
）
が
到
着
し
、
一
家
は
ア
ジ

ュ
ワ
カ
の
前
に
座
り
、
そ
の
周
り
で
ク
ラ
ン
の
人

々
が
歌
い
踊
る
な
か
、
ア
ジ
ュ
ワ
カ
が
魂
を
呼
び
、

そ
れ
ぞ
れ
の
魂
が
何
を
求
め
る
の
か
を
尋
ね
た
。

ア
ジ
ュ
ワ
カ
に
よ
れ
ば
、
夫
、
長
男
、
妻
に
と

り
つ
い
て
い
た
魂
が
順
番
に
降
り
て
き
て
、
ア
ジ

ュ
ワ
カ
と
話
を
し
た
。
要
求
さ
れ
た
こ
と
は
、
黒

い
オ
ス
山
羊
を
殺
し
て
頭
以
外
の
肉
を
食
べ
る
こ

と
、
黒
い
雄
鶏
を
殺
し
て
森
に
捨
て
る
こ
と
、
メ

ス
山
羊
を
一
番
近
く
の
川
に
連
れ
て
い
っ
て
殺
し
、

内
臓
を
取
り
出
し
て
放
置
す
る
こ
と
（
内
臓
以
外

の
部
分
は
食
べ
て
良
い
が
、
夫
妻
と
三
人
の
子
ど

も
は
食
べ
て
は
な
ら
な
い
）、
雌
鳥
を
川
の
中
に

生
き
た
ま
ま
放
り
込
む
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

翌
日
の
朝
八
時
、
一
家
と
ア
ジ
ュ
ワ
カ
は
起
床

し
、
魂
に
言
わ
れ
た
と
お
り
の
こ
と
を
森
の
な
か

で
行
っ
た
。
残
っ
た
雄
鶏
一
羽
と
一
万
ウ
ガ
ン
ダ

・
シ
リ
ン
グ
（
約
五
・
六
米
ド
ル
）
が
、
ア
ジ
ュ

ワ
カ
に
つ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
「
良
い
魂
」
に
贈

ら
れ
た
。
儀
礼
の
後
、
一
家
を
支
援
し
て
い
る
Ｎ

Ｇ
Ｏ
の
ス
タ
ッ
フ
は
、
魂
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
た

問
題
が
解
消
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
（
支
援
Ｎ
Ｇ

Ｏ
に
よ
る
情
報
。
二
○
○
六
年
八
月
）。

●
「
ヨ
ボ
・
コ
ム
」
の
可
能
性
と
限
界

「
ア
チ
ョ
リ
の
伝
統
的
正
義
」
を
象
徴
す
る
儀

礼
と
し
て
提
示
さ
れ
る
「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の

儀
礼
を
近
年
の
紛
争
下
で
行
わ
れ
た
殺
害
行
為
に

適
用
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
誰
が
誰
を
殺
害
し

た
の
か
明
確
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
し

ば
し
ば
困
難
で
あ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
そ
れ

に
対
し
、「
ヨ
ボ
・
コ
ム
」
の
儀
礼
を
行
う
た
め
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に
は
被
害
者
を
明
確
に
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
た
、

「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の
場
合
は
、
現
在
の
北
部

ウ
ガ
ン
ダ
で
は
加
害
者
ク
ラ
ン
が
賠
償
お
よ
び
儀

礼
に
要
す
る
費
用
を
捻
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
上
述
の
「
ヨ

ボ
・
コ
ム
」
の
儀
礼
は
被
害
者
ク
ラ
ン
へ
の
賠
償

を
伴
わ
ず
、
儀
礼
費
用
の
殆
ど
で
あ
る
三
四
万
七

○
○
○
ウ
ガ
ン
ダ
・
シ
リ
ン
グ
（
約
一
九
二
米
ド

ル
）
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
提
供
し
た
。
実
際
に
、
こ
れ
ま

で
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
元
メ
ン
バ
ー
に
対
し
て
行
わ
れ
て
き

た
儀
礼
は
「
ヨ
ボ
・
コ
ム
」
お
よ
び
類
似
の
儀
礼

で
あ
り
、
儀
礼
に
必
要
な
生
贄
は
安
価
な
代
用
品

を
用
い
る
か
、
援
助
組
織
が
費
用
を
負
担
す
る
こ

と
も
多
い
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
今
回
の
事
例

で
は
、
一
家
に
と
り
つ
い
て
い
た
魂
に
よ
る
と
さ

れ
て
い
た
問
題
が
解
消
し
た
こ
と
か
ら
、
魂
が
鎮

魂
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
殺
さ
れ
た
人
々
を
明
確
に
す

る
必
要
も
賠
償
を
行
う
必
要
も
な
い
た
め
、
殺
さ

れ
た
人
々
の
家
族
や
ク
ラ
ン
は
こ
の
儀
礼
が
行
わ

れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
す
ら
な
く
、
賠
償
を
受
け

取
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
魂
が
も
た
ら
す
災
禍

と
い
う
懲
罰
的
要
素
は
残
る
も
の
の
、
儀
礼
に
必

要
な
も
の
を
揃
え
る
た
め
に
加
害
者
ク
ラ
ン
全
体

が
苦
難
を
味
わ
う
と
い
う
懲
罰
的
要
素
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ

が
支
援
を
す
る
こ
と
で
消
滅
す
る
。
今
回
の
事
例

で
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
夫
の
ク
ラ
ン
の
長
老
た
ち
に
謝

礼
金
（
今
回
は
一
○
万
ウ
ガ
ン
ダ
・
シ
リ
ン
グ
＝

約
五
五
・
六
米
ド
ル
）
を
支
払
っ
た
が
、
こ
の
よ

う
な
場
合
は
加
害
者
ク
ラ
ン
の
人
々
に
と
っ
て
む

し
ろ
利
益
と
な
る
。

●
お
わ
り
に

「
ア
チ
ョ
リ
の
伝
統
的
正
義
」
を
象
徴
す
る
儀

礼
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
「
マ
ト
・
オ
プ
ー
ト
」
の

儀
礼
が
、
こ
の
紛
争
の
な
か
で
行
わ
れ
て
き
た
殺

害
行
為
に
適
用
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
曖
昧

な
点
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
に
適
用
さ
れ
た
記
録
も

存
在
し
な
い
と
言
わ
れ
る
。
一
方
で
、
実
際
に
殺

害
行
為
に
適
用
さ
れ
て
き
た
「
ヨ
ボ
・
コ
ム
」
等

の
儀
礼
に
よ
っ
て
は
「
賠
償
」
や
「
ク
ラ
ン
間
の

関
係
修
復
」
と
い
っ
た
も
の
は
実
現
さ
れ
ず
、
懲

罰
的
要
素
は
少
な
い
。
儀
礼
の
た
め
に
必
要
な
資

金
を
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
提
供
す
る
場
合
は
、
懲
罰
的
要
素

は
さ
ら
に
減
じ
ら
れ
る
。
ま
た
、
両
儀
礼
と
も
に

殺
害
行
為
に
適
用
さ
れ
る
儀
礼
で
あ
り
、
こ
の
紛

争
下
で
行
わ
れ
た
殺
害
以
外
の
行
為
に
つ
い
て
は

他
の
儀
礼
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ア
チ
ョ
リ
の
「
伝
統
的
」
儀
礼
全
般

に
共
通
す
る
問
題
も
存
在
す
る
。
ま
ず
、
現
在
の

ア
チ
ョ
リ
の
人
々
す
べ
て
が
元
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
メ
ン
バ

ー
に
「
伝
統
的
」
儀
礼
を
適
用
す
る
こ
と
を
支
持

し
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
加
え
て
、
こ
の
紛
争
下

の
行
為
の
加
害
者
（
Ｌ
Ｒ
Ａ
あ
る
い
は
政
府
軍
の

兵
士
）
に
も
被
害
者
に
も
ア
チ
ョ
リ
以
外
の
人
々

が
い
る
。
こ
う
し
た
人
々
が
加
害
者
あ
る
い
は
被

害
者
の
場
合
、
ア
チ
ョ
リ
の
「
伝
統
的
」
儀
礼
を

適
用
す
べ
き
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

二
○
○
六
年
一
二
月
現
在
、
政
府
軍
と
Ｌ
Ｒ
Ａ

と
の
和
平
交
渉
が
行
わ
れ
て
お
り
、
Ｌ
Ｒ
Ａ
は
Ｉ

Ｃ
Ｃ
の
逮
捕
状
が
存
在
す
る
限
り
は
和
平
合
意
に

署
名
し
な
い
と
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｃ
は
ウ
ガ
ン
ダ

政
府
に
国
際
法
上
の
義
務
を
果
た
す
こ
と
を
要
求

し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
場
合
は
和
平
合
意
に
至

る
こ
と
が
で
き
ず
、
戦
闘
が
再
開
さ
れ
、
死
傷
者

が
さ
ら
に
増
加
し
、
北
部
地
域
の
疲
弊
を
生
む
こ

と
が
懸
念
さ
れ
る
。
ま
た
、
和
平
交
渉
や
Ｉ
Ｃ
Ｃ

の
逮
捕
状
に
つ
い
て
今
後
ど
の
よ
う
な
展
開
に
な

ろ
う
と
も
、
少
な
く
と
も
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
訴
追
の
対
象

と
な
ら
な
い
人
々
に
つ
い
て
は
、「
ア
チ
ョ
リ
の

伝
統
的
正
義
」
の
要
素
を
含
ん
だ
何
ら
か
の
制
度

を
形
成
す
べ
き
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
こ
う
し
た

状
況
か
ら
、
Ｉ
Ｃ
Ｃ
の
「
正
義
」
に
代
わ
る
あ
る

い
は
補
完
的
に
機
能
す
る
よ
う
な
、「
ア
チ
ョ
リ

の
伝
統
的
正
義
」
の
要
素
を
含
め
た
国
内
制
度
が

検
討
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ア
チ
ョ
リ
の
「
伝
統
的
」
と
さ
れ
る
儀
礼
の
多

く
は
、
こ
れ
ま
で
も
形
態
や
解
釈
が
柔
軟
に
変
化

し
て
き
た
。
現
在
の
形
態
や
解
釈
の
も
と
で
は
紛

争
下
の
行
為
に
対
応
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
疑
問

点
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
即
座
に
全
て
の
可
能

性
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今

後
、
ア
チ
ョ
リ
の
「
伝
統
的
」
儀
礼
の
要
素
を
含

め
た
何
ら
か
の
国
内
制
度
が
検
討
さ
れ
る
場
合
に

は
、
各
儀
礼
の
現
段
階
で
の
利
点
と
限
界
に
つ
い

て
十
分
な
考
慮
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
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