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国
際
関
係
論
に
お
け
る
倫
理
と
規
範

―

信
仰
の
人
・
矢
内
原
忠
雄
の
問
題
意
識―

中　

野　

涼　

子

一　

は
じ
め
に

　

国
際
関
係
論
（International R

elations
）
と
い
う
学
問
分
野
に
お
い
て
、

近
年
ま
で
倫
理
の
問
題
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
も
と
よ

り
倫
理
と
国
際
関
係
に
は
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
ろ
う
が
、
あ
る
特
定
の
倫
理

思
想
に
立
脚
し
た
形
で
国
際
関
係
の
諸
問
題
を
扱
う
こ
と
は
国
家
間
の
冷
酷
な

「
現
実
政
治
」
も
し
く
は
「
力
の
政
治
」
を
無
視
し
た
理
想
主
義
に
陥
る
も
の

と
し
て
退
け
ら
れ
て
き
た
。
倫
理
的
観
点
を
私
的
領
域
に
属
す
る
も
の
と
し
て

国
際
政
治
の
議
論
か
ら
外
す
傾
向
は
、
欧
米
の
学
問
界
で
発
展
し
た
理
論
を
受

容
す
る
立
場
に
も
あ
っ
た
日
本
の
国
際
関
係
論
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
戦
後

日
本
の
知
識
人
は
、
個
人
の
自
我
の
確
立
と
倫
理
的
目
標
で
あ
る
「
平
和
」
を

結
び
つ
け
る
形
で
私
的
領
域
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
た
が
、
国
際

関
係
論
・
外
交
論
と
い
う
分
野
に
限
っ
て
い
え
ば
、
国
家
間
関
係
が
重
視
さ
れ

た
と
言
え
る

）
1
（

。
と
こ
ろ
が
、
冷
戦
終
結
以
降
に
国
際
関
係
論
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
問
題
が
多
様
化
す
る
中
で
、
特
に
欧
米
で
は
、
国
際
関
係
論
に
お
け
る
倫
理

が
一
研
究
領
域
と
し
て
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
現
実
の
国
際
政
治

を
所
与
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
国
際
社
会
が
実
現

さ
れ
る
「
べ
き
」
か
と
い
う
議
論
が
さ
れ
て
お
り
、
現
実
と
理
想
を
つ
な
ぐ
た

め
の
規
範
形
成
に
つ
い
て
の
研
究
や
政
策
提
言
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
一
九
四
五
年
以
降
の
国
際
関
係
論
の
発
展
史
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
社
会
科
学
と
道
徳
・
理
性
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
念
頭
に
お
い
て

研
究
を
行
っ
て
き
た
矢
内
原
忠
雄
（
一
八
九
三―

一
九
六
一
年
）
の
ケ
ー
ス
を

取
り
上
げ
た
い
。
矢
内
原
は
、
日
本
に
お
い
て
社
会
科
学
が
発
展
途
上
の
段
階

に
あ
っ
た
一
九
二
〇
年
代
に
、
実
証
的
な
植
民
地
研
究
に
携
わ
り
な
が
ら
日
本

の
同
化
政
策
を
批
判
し
た
人
物
で
あ
る

）
2
（

。
彼
の
思
想
的
特
徴
は
、
自
由
主
義
と

マ
ル
ク
ス
主
義
の
両
潮
流
に
影
響
を
受
け
つ
つ
も
、
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
信
者

と
し
て
の
独
自
の
世
界
観
を
維
持
し
た
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う

）
3
（

。
国
家
学
に
重

点
を
置
く
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て
、
矢
内
原
は
大
正
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
社

会
思
想
を
吸
収
し
、
自
ら
の
研
究
に
取
り
入
れ
た
。
一
方
で
「
科
学
的
」
と
さ

れ
る
実
証
研
究
を
目
指
し
、
他
方
で
「
科
学
」
に
傾
倒
す
る
危
険
性
に
つ
い
て

指
摘
し
た
矢
内
原
の
二
律
背
反
的
な
態
度
は
、
国
際
関
係
論
に
お
け
る
倫
理
の

位
置
づ
け
と
い
う
問
題
と
深
い
関
連
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
問
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題
は
こ
れ
ま
で
に
解
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
個
人
と
社

会
の
関
係
に
関
す
る
矢
内
原
の
問
題
意
識
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
現
代
の
国

際
関
係
論
の
、
ひ
い
て
は
日
本
が
直
面
す
る
課
題
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

　

以
下
で
は
ま
ず
、
一
九
四
五
年
以
降
の
国
際
関
係
論
に
お
い
て
倫
理
が
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
次
に
、
矢
内
原
に

よ
る
個
人
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
最
後

に
、
矢
内
原
に
よ
る
戦
後
の
平
和
主
義
に
対
す
る
批
判
か
ら
、
国
際
関
係
論
に

お
け
る
倫
理
と
規
範
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

二　

国
際
関
係
論
に
お
け
る
倫
理

　

国
際
関
係
論
が
一
つ
の
独
立
し
た
学
問
分
野
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
一
九
四
五
年
以
降
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
の
が
通
説

で
あ
る

）
4
（

。
前
史
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
一
九
一
九
年
に
英
国
ウ

エ
ー
ル
ズ
大
学
ア
バ
リ
ス
ト
ゥ
イ
ス
校
に
お
い
て
世
界
で
最
初
の
国
際
政
治
学

部
が
設
立
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
際
連
盟
の
設
立
に
象
徴
さ
れ
る

ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
の
合
理
性
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
ノ
ー
マ
ン
・
エ
ン

ジ
ェ
ル
は
『
偉
大
な
る
幻
想
』
に
お
い
て
戦
争
の
非
合
理
性
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
試
み
た

）
5
（

。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
始
ま
る
と
、
道
徳
や
倫
理
と

い
っ
た
私
的
領
域
は
次
第
に
国
際
関
係
を
読
み
解
く
学
問
か
ら
切
り
離
し
て
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
の
著
書
『
危
機
の
二
十
年
』
は
、
人

間
や
道
徳
の
問
題
を
必
ず
し
も
軽
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
エ
ン
ジ
ェ
ル
な

ど
の
論
に
対
す
る
理
想
主
義
批
判
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
こ
と

は
、
当
時
の
学
問
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う

）
6
（

。
第
二
次
世
界
大
戦

が
連
合
国
軍
側
の
勝
利
と
い
う
結
果
に
終
わ
る
と
、
圧
倒
的
な
軍
事
力
・
経

済
力
を
誇
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
国
家
主
体
に
重
点
を
置
い
た
国
際
関
係
論

（International R
elations

）
の
学
部
・
学
科
あ
る
い
は
講
座
が
諸
大
学
に
設

置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
時
期
の
国
際
関
係
論
の
主
流
は
、
国
家
の
パ
ワ
ー
を
中
心
概
念
と
し

て
、
国
家
間
関
係
を
主
眼
を
置
く
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
（R

ealism

）
で
あ
る
。

そ
の
代
表
例
と
し
て
、
国
際
機
構
や
国
際
法
の
領
域
で
な
さ
れ
る
議
論
は
国
家

間
の
政
治
的
現
実
を
反
映
し
て
い
な
い
と
認
識
し
た
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー

が
挙
げ
ら
れ
よ
う

）
7
（

。
国
際
情
勢
の
決
定
要
因
は
、
経
済
よ
り
も
政
治
、
内
政
よ

り
も
外
交
の
領
域
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
特
に
軍
事
的
パ
ワ
ー
が
伝
統
的
な
安

全
保
障
の
概
念
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
国
家
間
の
紛
争
を
調
整
す
る
統
治

者
が
不
在
の
「
ア
ナ
ー
キ
ー
」
な
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、主
要
な
ア
ク
タ
ー

は
主
権
国
家
で
あ
り
、
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ス
、
マ
キ
ャ
ベ
リ
の
例
を
持
ち
出
す

ま
で
も
な
く
、
国
家
は
国
際
社
会
に
お
い
て
国
益
を
い
か
に
追
求
す
る
か
が
至

上
命
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ワ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
政
治

的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
「
脱
道
徳
化
」
は
起
こ
っ
た

）
8
（

。
す
な
わ
ち
、
政
治
的

リ
ア
リ
ズ
ム
は
国
家
間
の
関
係
に
着
目
し
て
道
徳
・
倫
理
の
領
域
か
ら
区
別
し

た
形
で
国
際
秩
序
の
安
定
化
を
摸
索
す
る
。
こ
こ
に
、
国
際
関
係
論
に
お
い
て

社
会
科
学
の
一
領
域
と
し
て
科
学
性
・
客
観
性
を
求
め
る
契
機
が
生
ま
れ
た
と

言
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
国
際
関
係
論
か
ら
倫
理
的
な
観
点
が
私
的
領
域
に
属
す
る

も
の
と
し
て
一
旦
取
り
除
か
れ
る
が
、
そ
れ
が
再
び
議
論
の
中
心
に
据
え
ら
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れ
た
の
は
冷
戦
後
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
動
き
の
中
に
お
い
て
で

あ
っ
た
。
米
ソ
と
い
う
超
大
国
以
外
の
国
々
（
特
に
、
ド
イ
ツ
と
日
本
）
が
台

頭
し
、
国
際
機
構
の
影
響
力
が
拡
大
し
た
冷
戦
時
代
に
、
国
際
政
治
に
お
け
る

経
済
的
側
面
の
重
要
性
や
規
範
構
築
の
重
要
性
な
ど
が
注
目
さ
れ
始
め
た
が
、

東
西
冷
戦
の
壁
が
崩
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
側
面
が
さ
ら
に
重
視
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
で
は
、
民
主
化
と
武
力
介
入
、
貧
困
と
不
平
等
、

文
化
・
文
明
の
衝
突
な
ど
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
諸
問
題
が
国
際
関
係
論

に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
中
で
、
倫
理
の
問
題
が
規
範
的
価
値
と
の
関
連
で

議
論
さ
れ
て
い
る
。

　

国
際
政
治
の
あ
り
方
を
読
み
解
く
中
で
規
範
の
役
割
に
注
目
し
、
そ
の
観
点

か
ら
倫
理
的
課
題
に
も
取
り
組
ん
だ
国
際
関
係
論
の
新
し
い
潮
流
と
し
て
、
特

に
「
批
判
理
論
」（C

ritical T
heory

）
が
あ
る
。
伝
統
的
な
国
際
関
係
論
が
国

際
政
治
・
社
会
の
「
事
実
」
と
み
な
し
て
い
た
領
域
を
、
批
判
理
論
で
は
、
歴

史
的
に
形
成
さ
れ
た
動
的
な
社
会
空
間
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
の
理
論
の
発

展
は
、
国
際
関
係
論
が
学
問
と
し
て
独
立
す
る
以
前
か
ら
の
西
欧
の
思
想
的
潮

流
で
あ
る
自
由
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
再
検
討
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て

い
る

）
9
（

。
ソ
連
崩
壊
後
の
現
代
に
お
い
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
を
教
条
的
に
主
張
す

る
論
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
与
え
た
社
会
経
済
の
分
析

視
角
は
現
在
で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
、ロ
バ
ー
ト
・

コ
ッ
ク
ス
は
グ
ラ
ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
概
念
を
活
用
し
、
生
産
関
係
に
お
け
る

社
会
的
諸
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
支
配
従
属
の
構
造
を
指
摘
す
る
こ
と
で
、

新
し
い
倫
理
的
視
点
を
提
供
し
た

）
10
（

。
さ
ら
に
、
個
人
の
自
由
が
確
保
さ
れ
た
社

会
に
お
け
る
対
話
の
可
能
性
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
領
域
で
倫
理
的
価
値
を
構
築
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
を
模
索
す
る
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
リ
ン
ク
レ
ー
タ
ー
の
論
も
あ
る

）
11
（

。
国
際
関
係
論
に
お
い
て
、
か
つ
て

は
私
的
領
域
と
し
て
取
り
除
か
れ
た
倫
理
が
規
範
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
国
際
関
係
論
そ
の
も
の
が
転
換
期
を
迎

え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

三　

矢
内
原
忠
雄
の
研
究

　

矢
内
原
忠
雄
は
一
九
二
〇
～
三
〇
年
代
に
主
と
し
て
植
民
地
の
研
究
に
携

わ
っ
た
社
会
科
学
者
で
あ
る

）
12
（

。
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
後
、
一
旦
は
住
友
総
本

社
に
入
社
し
て
別
子
鉱
業
所
に
赴
任
し
た
が
、
国
際
連
盟
事
務
次
長
へ
の
転
出

が
決
ま
っ
た
新
渡
戸
稲
造
の
後
任
と
し
て
、
矢
内
原
が
、
植
民
政
策
講
座
を
担

当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
年
半
の
海
外
留
学
後
、
矢
内
原
は
主
に
帝
国
主
義

や
植
民
地
関
係
の
著
作
を
発
表
し
、
日
本
の
植
民
地
政
策
に
つ
い
て
も
厳
し
い

批
判
を
行
っ
た
。
東
京
帝
国
大
学
は
近
代
国
家
建
設
の
た
め
の
エ
リ
ー
ト
養
成

と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
が
、
彼
が
赴
任
し
た
経
済
学
部
は
社
会
的
な
問
題

を
経
済
学
的
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
新
し
い
気
風
に
乗
っ
て
、
法
科
大
学
か

ら
の
分
離
と
い
う
形
で
一
九
一
九
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
大
逆
事
件
特
別
裁

判
後
の
一
九
一
〇
年
代
や
満
州
事
変
以
降
の
一
九
三
〇
年
代
に
比
べ
て
、
学
問

に
対
す
る
制
約
が
比
較
的
少
な
い
時
代
に
研
究
を
始
め
た
と
言
え
よ
う
。

　

明
治
維
新
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
近
代
国
家
と
し
て
の
枠
組
み
構

築
が
至
上
命
題
で
あ
っ
た
日
本
の
学
問
的
潮
流
は
、
国
家
学
的
な
色
彩
が
濃
厚
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で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
矢
内
原
が
本
格
的
に
植
民
地
に
関
す
る
研
究
を
始
め
た

一
九
二
〇
年
代
ま
で
に
、
自
由
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
既
に
日
本
の
思
想
界

に
根
を
下
ろ
し
つ
つ
あ
っ
た

）
13
（

。
天
皇
主
権
を
基
本
と
す
る
大
日
本
帝
国
憲
法
の

下
で
人
々
の
政
治
的
自
由
は
制
約
を
受
け
て
い
た
が
、
西
欧
の
啓
蒙
主
義
・
自

由
主
義
思
想
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
特
に
経
済
学
の
分

野
に
お
い
て
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
著
作
は
明
治
時
代
の
早
い
時
期
に
翻
訳
さ

れ
、『
国
富
論
』
は
研
究
者
の
間
で
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
ド
イ
ツ
留
学
の
折
に
そ
の
関
連
文
献
を
学
ん
だ
学

生
も
少
な
く
な
く
、
労
働
問
題
な
ど
が
深
刻
化
し
た
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら

研
究
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
西
洋
の
帝
国
主
義
が
経
済
的
な
利

権
伸
張
の
た
め
に
生
ま
れ
た
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
理
解
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク

内
外
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
矢
内
原
の
場
合
は
、
こ
の
視
点
を
生
か
し
て
具

体
的
に
植
民
地
の
経
済
・
社
会
分
析
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
彼
は
、
高
等
学
校
時

代
に
内
村
鑑
三
に
よ
る
聖
書
講
義
に
参
加
し
、
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
評

さ
れ
る
立
場
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
堅
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
無
教
会
の
特
徴

は
、
体
制
と
の
関
係
を
持
た
な
い
で
聖
書
を
直
接
学
ぶ
こ
と
を
重
視
し
た
点
に

あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
外
部
の
勢
力
に
よ
っ
て
教
会
組
織
が
設
置
さ
れ
る
こ

と
か
ら
来
る
問
題
点
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
志
が
あ
る

）
14
（

。
内
村
の
聖
書
講
義
に

参
加
し
て
い
た
矢
内
原
は
、
そ
の
教
え
に
沿
っ
て
有
志
に
よ
る
聖
書
勉
強
会
を

家
庭
や
大
学
で
開
き
、
自
ら
の
信
仰
を
綴
っ
た
会
報
を
作
成
し
た

）
15
（

。
東
京
帝
国

大
学
で
国
家
学
的
な
学
問
に
触
れ
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
三
つ
の
思
想
的
潮
流

―

自
由
主
義
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
キ
リ
ス
ト
教―

に
影
響
を
受
け
な
が
ら

矢
内
原
は
独
自
の
世
界
観
・
人
間
観
を
培
っ
た
。
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年

代
に
矢
内
原
が
期
せ
ず
し
て
植
民
地
研
究
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、

彼
の
思
想
的
探
求
が
学
問
的
な
形
で
結
実
す
る
の
で
あ
る
。

ａ　

社
会
制
度
と
秩
序

　

矢
内
原
が
自
ら
を
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
は
な
い
と
公
言
し
て
い
た
よ
う
に
、

研
究
上
で
の
マ
ル
ク
ス
主
義
の
使
用
は
極
め
て
限
定
的
で
あ
っ
た
。
確
か
に
彼

は
『
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』
そ
の
他
諸
々
の
著
作
・
論
文
に
お
い
て
、
マ
ル
ク

ス
主
義
的
観
点
か
ら
経
済
格
差
や
政
治
的
従
属
関
係
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
試
み
た

）
16
（

。
し
か
し
、植
民
地
分
析
の
単
位
を
「
階
級
」
で
は
な
く
「
社

会
群
」
と
し
た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
経
済
的
な
関
係
の
み
に
焦
点
を

絞
っ
て
い
た
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い

）
17
（

。
ま
た
、
日
本
の
植
民
地
獲
得
は
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
階
級
に
よ
る
経
済
利
権
の
拡
大
よ
り
も
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
動
機

に
よ
る
傾
向
が
強
い
と
示
し
た
点
も
、
彼
が
階
級
概
念
を
無
造
作
に
適
用
し
た

の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る

）
18
（

。
社
会
構
造
の
変
革
に
よ
っ
て
社
会
問
題
の

解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
思
想
は
、
彼
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
も

「
空
想
的
」
で
あ
っ
た

）
19
（

。
人
間
に
は
経
済
的
利
益
以
外
の
も
の―

た
と
え
ば

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
民
族
意
識
の
充
足―

を
求
め
て
行
動
す
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
欲
求
は
社
会
革
命
に
よ
っ
て
も
消
滅
し
な
い
と
矢
内
原
は
考
え
て
い

た
。

　

矢
内
原
が
支
持
し
て
い
た
政
治
体
制
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
政
治
的
・
経

済
的
な
自
由
主
義
で
あ
る
。
彼
は
植
民
地
住
民
に
は
賦
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

政
治
的
権
利
（
参
政
権
、
言
論
の
自
由
な
ど
）
を
積
極
的
に
要
求
し
、
自
由
な

経
済
活
動
を
妨
げ
る
政
治
的
構
造
に
対
す
る
批
判
の
声
を
上
げ
て
い
た

）
20
（

。
こ
の
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根
底
に
は
、
現
在
で
言
う
と
こ
ろ
の
人
権
概
念
が
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
矢
内

原
が
講
義
を
通
し
て
親
し
ん
だ
吉
野
作
造
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
「
民
本

主
義
」
は
、
天
皇
主
権
の
政
治
構
造
の
中
で
「
臣
民
」
か
ら
「
国
民
」
へ
の
役

割
転
換
を
図
ろ
う
と
す
る
点
で
画
期
的
で
あ
っ
た

）
21
（

。
矢
内
原
は
こ
の
時
代
の
潮

流
に
則
っ
た
形
で
植
民
地
の
自
治
権
、
参
政
権
に
つ
い
て
主
張
し
、
住
民
の
自

主
性
を
尊
重
す
る
政
策
を
と
ら
ね
ば
植
民
地
の
抵
抗
運
動
は
止
ま
な
い
と
警
告

し
た

）
22
（

。

　

ま
た
、
矢
内
原
の
経
済
的
な
自
由
主
義
と
は
、
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
超
え

た
自
由
な
人
・
モ
ノ
・
金
の
移
動
を
前
提
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
一
九
二
〇

年
代
に
植
民
地
の
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
彼
は
、
植
民
地
と
い
う
概
念
を
再
定

義
す
る
こ
と
で
新
た
な
学
問
の
形
成
を
目
指
し
た
。
通
常
、
国
家
学
に
連
な
る

形
で
行
わ
れ
る
植
民
地
研
究
の
対
象
は
、
国
家
・
植
民
地
の
法
的
な
支
配
従
属

関
係
を
持
っ
た
、
い
わ
ば
公
式
の
植
民
地
で
あ
り
、
そ
う
し
た
植
民
地
に
お
い

て
は
、
国
家
利
益
を
確
保
す
る
た
め
の
植
民
地
政
策
は
当
然
視
さ
れ
た
。
し
か

し
、
矢
内
原
の
再
定
義
に
よ
る
と
、
元
々
植
民
と
い
う
行
為
主
体
は
国
家
で
は

な
く
人
民
で
あ
り
、
あ
る
土
地
に
住
む
人
間
集
団
が
生
活
環
境
の
改
善
を
求
め

て
移
動
す
る
こ
と
を
指
す
。
し
た
が
っ
て
植
民
地
と
は
、
国
家
な
ど
の
主
体
が

「
民
を
植
う
る
地
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
だ
け
で
な
く
、
民
が
自
ら
の
意
思
に

よ
っ
て
移
動
し
た
土
地―

「
植
う
る
民
の
地
」―

と
も
解
釈
で
き
る

）
23
（

。
後

者
の
解
釈
の
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
は
資
源
や
土
地
の
富
沃
度
が
不
均
衡
な
地

球
上
に
お
い
て
植
民
や
貿
易
な
ど
の
経
済
活
動
は
必
然
的
に
起
こ
る
と
い
う
認

識
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
類
に
よ
る
経
済
活
動
の
世
界
的
拡
大
と
い
う
側

面
を
植
民
史
の
中
で
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
、
矢
内

原
が
日
本
と
満
州
（
さ
ら
に
は
中
国
）
の
ブ
ロ
ッ
ク
経
済
圏
形
成
の
動
き
に
反

対
し
た
こ
と
も
、
こ
の
点
と
無
関
係
で
は
な
い

）
24
（

。
長
期
的
視
点
に
た
て
ば
、
地

域
的
経
済
圏
の
形
成
は
物
資
の
供
給
と
い
う
点
で
不
十
分
で
あ
り
、
日
本
は
満

州
や
中
国
か
ら
得
ら
れ
る
経
済
的
利
益
の
た
め
に
西
欧
列
強
と
の
関
係
を
悪
化

さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
矢
内
原
は
こ
う
し
た
政
治
的
・
経
済
的
合
理
性
か
ら
社
会
秩
序
の

安
定
化
や
生
産
力
改
善
と
い
う
方
策
を
提
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
個

人
の
道
徳
・
理
性
の
問
題
を
差
し
挟
ん
で
い
る
。
な
ぜ
な
ら
個
人
の
道
徳
・
理

性
は
体
制
や
制
度
の
補
完
的
要
素
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
ら
を
支
え
る
重
要
な

基
盤
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
的
観
点
に
基
づ
い
て
、

当
時
、自
他
共
に
自
由
主
義
者
と
認
め
ら
れ
て
い
た
河
合
栄
次
郎
に
対
し
て
も
、

矢
内
原
は
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
的
態
度
を
と
っ
た
。
矢

内
原
に
よ
れ
ば
、
河
合
は
自
由
と
い
う
概
念
を
ト
ー
マ
ス
・
ヒ
ル
・
グ
リ
ー
ン

の
倫
理
哲
学
か
ら
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
が
、
神
の
概
念
を
置
き
去
り
に
し

た
た
め
に
、
個
人
の
利
益
を
結
果
的
に
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
な
っ
た

）
25
（

。
し
か

し
、
意
思
自
律
の
主
体
で
あ
る
人
間
自
身
の
問
題
に
取
り
組
ま
ず
に
社
会
的
な

安
定
、
自
由
、
平
和
を
述
べ
る
こ
と
は
浅
は
か
で
あ
り
、
現
実
か
ら
か
け
離
れ

た
論
を
生
む
危
険
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
日
本
の
言
論
状

況
が
大
き
く
変
わ
る
一
九
三
〇
年
代
に
矢
内
原
が
著
し
た
文
章
に
着
目
し
て
、

彼
が
個
人
と
社
会
の
関
係
に
関
す
る
問
題
を
科
学
的
な
学
問
探
求
に
よ
っ
て
は

解
決
で
き
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
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ｂ　

道
徳
的
自
由
と
社
会
的
自
由

　

矢
内
原
に
よ
る
と
、
自
由
に
は
社
会
的
自
由
と
道
徳
的
自
由
の
二
種
類
が
あ

る
。
道
徳
的
自
由
と
は
、
人
が
人
で
あ
る
ゆ
え
に
為
す
こ
と
の
で
き
る
道
徳
的

決
定
を
最
優
先
さ
せ
る
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
。
道
徳
的
決
定
は
、「
意

思
の
自
律
」
を
有
す
る
「
主
体
」
、
す
な
わ
ち
「
人
格
の
尊
厳
」
を
持
つ
人

間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

）
26
（

。
主
体
に
よ
る
道
徳
的
決
定
を
妨
げ
る
要
因
は
一
つ
で

は
な
い
。
彼
が
「
人
の
精
神
の
自
由
を
拘
束
し
、
之
に
恐
怖
感
を
与
ふ
る
も
の

は
、
単
に
自
己
以
外
の
外
界
に
存
在
す
る
の
み
で
な
く
、
自
己
の
衷
に
も
そ
の

原
因
を
蔵
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
道
徳
的
自
由
の
障
害
は
、
社

会
的
な
抑
制
な
ど
の
外
部
的
な
も
の
と
個
人
の
内
的
な
「
自
利
心
」
が
あ
る

）
27
（

。

　

道
徳
的
自
由
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
、
善
の
決
定
を
下
す
こ
と
が
自
ず
と
可

能
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
矢
内
原
は
、
絶
対
者
の
存
在
を
暗
に
示
し
、「
善

は
善
の
故
の
み
追
求
す
べ
く
、
好
悪
利
害
等
に
よ
り
て
そ
の
動
機
を
不
純
な
ら

し
む
べ
き
で
な
い
」
と
述
べ
た

）
28
（

。
換
言
す
る
と
、
道
徳
的
自
由
は
、
そ
れ
自
体

の
み
の
論
理
に
よ
っ
て
存
在
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
物
質
的
豊
か

さ
を
得
よ
う
と
す
る
欲
求
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
道
徳
的
自
由
に
対
し
て
「
社
会
的
自
由
」
は
、「
社
会
が
各
個

人
に
対
し
て
規
定
す
る
自
由
に
し
て
、
各
個
人
が
他
に
対
し
又
は
社
会
に
対
し

て
自
己
の
権
利
と
し
て
要
求
す
る
自
由
で
は
な
い

）
29
（

。」
と
か
く
、
社
会
的
自
由

は
社
会
に
お
い
て
個
人
の
権
利
を
主
張
で
き
る
こ
と
と
し
て
解
釈
さ
れ
が
ち
で

あ
る
が
、
矢
内
原
は
「
社
会
的
自
由
は
社
会
あ
り
て
始
め
て
存
在
す
る
個
人
の

領
域
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
彼
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
説
明

す
る
。

而
し
て
社
会
生
活
は
正
義
を
以
て
原
理
と
し
、
こ
の
原
理
に
基
き
て
社
会
的
自
由

を
規
定
す
る
。
何
を
社
会
的
正
義
と
い
ふ
か
。
人
を
ば
そ
の
人
た
る
こ
と
に
よ
り

て
意
思
の
自
律
者
、
道
徳
的
自
由
者
、
そ
れ
自
体
目
的
た
る
も
の
に
し
て
決
し
て

他
の
手
段
と
し
て
利
用
せ
ら
れ
ざ
る
べ
き
も
の
と
為
す
の
原
理
、
之
で
あ
る
。
即

ち
人
格
の
尊
厳
で
あ
る
。
他
の
人
格
の
尊
厳
を
害
す
る
如
き
行
為
は
、
之
を
拘
制

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

）
30
（

。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
社
会
的
自
由
と
道
徳
的
自
由
と
の
連
結
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
自
由
は
人
間
の
外
側
に
位
置
す
る
社
会
と
い
う
領
域

か
ら
道
徳
的
自
由
を
支
え
る
原
則
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え

ば
、「
社
会
的
正
義
」
は
利
益
調
整
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
徳
的
自
由
を
実

現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
論
理
的
に
は
社
会
の
利
益
と
は
別
の
次
元
に
属
す
る
。

し
た
が
っ
て
こ
こ
に
は
、
他
者
を
単
に
手
段
と
し
て
で
は
な
く
目
的
と
し
て
扱

う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
と
同
様
の
内
容
が

込
め
ら
れ
て
お
り
、「
社
会
的
自
由
は
道
徳
的
自
由
の
必
然
の
結
果
で
あ
り
、

又
必
然
の
要
求
」
と
な
る

）
31
（

。
道
徳
的
自
由
、
す
な
わ
ち
個
人
の
人
間
と
し
て
の

あ
り
方
が
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
社
会
的
自
由
の
あ
り
方

も
社
会
的
正
義
の
有
無
も
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
矢
内
原
の

言
う
社
会
的
正
義
は
道
徳
的
自
由
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

ｃ　

「
自
由
社
会
主
義
」
と
〈
全
体
〉
の
正
義

　

道
徳
的
自
由
を
中
心
に
据
え
る
観
点
か
ら
矢
内
原
が
提
唱
し
た
の
は
、
個

人
主
義
、
自
由
主
義
、
資
本
主
義
の
い
ず
れ
で
も
な
い
「
協
調
主
義
」、
す
な
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わ
ち
、
Ｌ
・
Ｔ
・
ホ
ッ
ブ
ハ
ウ
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
自
由
社
会
主
義
」
で
あ

る
）
32
（

。
矢
内
原
に
よ
れ
ば
、
自
由
な
経
済
活
動
が
も
た
ら
す
経
済
的
格
差
を
是
正

す
る
た
め
に
国
家
の
み
な
ら
ず
国
際
的
な
社
会
政
策
に
よ
る
富
の
再
分
配
が
必

要
で
あ
る
。
再
分
配
を
実
践
す
る
こ
と
は
国
際
連
盟
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
な
が

ら
も
、
事
実
上
不
可
能
の
状
況
で
あ
っ
た
が
、
個
々
の
社
会
の
存
続
の
た
め
に

は
不
可
欠
の
方
策
と
矢
内
原
は
認
識
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
自
由
社
会
主
義

は
、
国
際
社
会
の
実
践
上
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
や
社
会
主
義
に
近
い
も
の

で
あ
る
と
一
応
言
え
る
と
し
て
も
、
個
人
の
理
性
的
な
認
識
を
必
要
と
す
る
点

で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
矢
内
原
に
よ
れ
ば
、「
私
を
私
た
ら
し
め
他
を
他

た
ら
し
め
る
も
の
は
全
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
が
人
間
の
尊
厳
を
第

一
目
的
と
す
る
道
徳
的
自
由
で
あ
る
か
ら
、
個
人
は
協
調
主
義
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
秩
序
に
従
う

）
33
（

。
社
会
の
領
域
に
お
い
て
は
、「
全
体
の
正
義
」
を
原

理
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
は
道
徳
的
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

る
）
34
（

。
個
人
、
社
会
の
い
ず
れ
も
道
徳
的
自
由
に
礎
を
置
き
、
そ
の
結
果
と
し
て

利
益
の
調
整
は
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
全
体
の
正
義
」
と
い
う
概
念
の
根
底
に
は
、
共
通
善
を
重
ん
じ
る
ト

マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
以
降
の
自
然
法
哲
学
に
近
い
考
え
方
が
存
在
し
て
い
る
。

自
由
放
任
の
経
済
思
想
に
よ
る
社
会
の
改
善
に
よ
っ
て
、
人
間
が
固
有
に
も
つ

自
由
や
尊
厳
、
精
神
的
価
値
を
破
壊
す
る
危
険
性
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
ス
コ
ラ

哲
学
者
の
よ
う
に
、
矢
内
原
は
社
会
全
体
の
利
益
を
損
な
わ
な
い
形
で
個
人
の

経
済
活
動
に
抑
制
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
九
三
一
年
に
教
皇
ピ
オ
十
一

世
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
回
勅
、『
ク
ア
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
』
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
た
社
会
的
正
義
は
、
矢
内
原
の
描
く
社
会
的
正
義
に
極
め
て
近

い
）
35
（

。
こ
の
回
勅
に
お
い
て
、
個
人
の
経
済
活
動
は
社
会
全
体
の
共
通
善
に
従
属

せ
し
め
ら
れ
、「
経
済
生
活
の
全
体
の
形
と
姿
と
を
与
え
る
よ
う
な
法
的
・
社

会
的
秩
序
を
確
立
」
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
に
は
他
者
の
〈
愛
〉
と

利
己
心
の
止
揚
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
矢
内
原
の
道
徳
的
自
由
の

議
論
と
類
似
し
て
い
る
。

　

一
九
三
〇
年
代
の
日
本
に
お
い
て
「
全
体
の
正
義
」
の
概
念
と
最
も
関
係
が

あ
る
も
の
は
、
ア
ジ
ア
と
い
う
共
同
体
で
あ
ろ
う
。
彼
は
当
時
の
ア
ジ
ア
（
特

に
中
国
）
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
無
視
す
る
形
の
「
ア
ジ
ア
共
同
体
」
思
想
を

批
判
し
て
い
た
が
、
共
同
体
の
存
在
意
義
は
認
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
個
人

の
道
徳
は
共
同
体
の
正
義
に
よ
っ
て
養
わ
れ
、
個
人
も
ま
た
共
同
体
も
し
く
は

社
会
に
関
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
矢
内
原
が
共

同
体
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
軍
事
的
・
政
治
的
状
況
に
よ
っ
て
範
囲
が
変
化
す

る
「
ア
ジ
ア
」
で
は
な
く
、「
人
類
生
活
の
国
際
的
連
関
」
に
基
づ
く
と
こ
ろ

の
「
全
体
」
で
あ
る

）
36
（

。
矢
内
原
は
こ
の
見
解
に
基
づ
い
て
「
自
国
民
の
生
存
は

他
国
民
と
の
連
関
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
各
国
民
の
利
益
及
文
化
は
他
国

民
の
利
益
及
文
化
の
相
互
的
尊
重
の
上
に
於
て
の
み
維
持
し
得
ら
る
」
国
際
主

義
を
主
張
し
た

）
37
（

。
つ
ま
り
、
個
人
の
道
徳
・
理
性
は
そ
の
個
人
が
属
す
る
社
会

の
正
義
を
支
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
国
際
社
会
の
秩
序
に
も
必
要
不
可

欠
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

四　

矢
内
原
と
戦
後
の
平
和
運
動

　

以
上
の
よ
う
に
、
矢
内
原
は
人
間
関
係
の
あ
り
方
に
踏
み
込
ん
で
、
国
際
関
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係
に
お
け
る
秩
序
と
正
義
を
捉
え
直
す
作
業
を
行
っ
て
い
る
。
人
間
の
存
在
そ

の
も
の
が
秩
序
と
正
義
に
深
く
影
響
す
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
の
信
仰
が
国

際
関
係
の
考
察
に
お
い
て
も
重
要
性
を
持
つ
こ
と
は
、
既
に
明
示
さ
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
確
か
に
矢
内
原
は
社
会
科
学
の
研
究
で
は
宗
教
の
論
理
を
持
ち

込
む
こ
と
は
極
力
避
け
て
お
り
、
著
作
で
時
折
見
ら
れ
る
宗
教
的
な
言
葉
は
希

望
の
吐
露
に
過
ぎ
な
い
と
受
け
と
め
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
矢
内
原
が

信
仰
の
必
要
性
を
強
調
し
た
こ
と
は
、
制
度
上
の
変
革
の
将
来
は
社
会
の
構
成

員
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
、
国
際
関
係
論
上
、
重
要
な
指
摘
を
し
て
い

る
点
で
見
逃
せ
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
態
度
は
、
分
析
対
象
を
主
権
国

家
の
み
に
絞
る
こ
と―

そ
れ
は
し
ば
し
ば
一
九
四
五
年
以
降
の
国
際
関
係
論

に
見
ら
れ
た―

に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
で
も
あ
っ
た
。

　

人
間
存
在
の
あ
り
方
を
重
視
す
る
矢
内
原
の
視
座
が
顕
著
に
現
れ
る
の
は
、

戦
後
日
本
の
平
和
運
動
に
対
す
る
懐
疑
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
矢
内
原
は
戦
後
の

米
国
占
領
軍
に
よ
る
民
主
化
の
動
き
に
概
ね
賛
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の

過
程
で
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
「
絶
対
的
平
和
論
の
旗
じ
る
し
」

を
掲
げ
た
こ
と
は
、「
世
界
の
平
和
思
想
及
び
平
和
政
策
の
歴
史
に
於
い
て
も

亦
、
驚
嘆
す
べ
き
飛
躍
」
で
あ
り
、
日
本
国
民
は
よ
り
大
き
な
課
題
を
抱
え
る

結
果
に
な
っ
た

）
38
（

。
そ
の
課
題
と
は
、
日
本
国
民
が
国
家
間
の
対
立
が
続
く
国
際

社
会
と
非
武
装
を
訴
え
る
日
本
国
憲
法
の
相
克
に
ど
の
よ
う
に
耐
え
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
矢
内
原
に
よ
れ
ば
、
戦
後
に
興
っ

た
平
和
運
動
は
、
日
本
国
家
に
よ
る
絶
対
的
平
和
完
遂
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ

る
私
的
領
域
に
属
す
る
道
徳
・
理
性
を
伴
わ
な
い
軍
国
主
義
へ
の
反
動
で
あ

る
。
彼
は
、
国
民
の
間
に
平
和
国
家
を
支
え
る
道
徳
・
理
性
を
育
て
る
に
は
、

民
主
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
育
が
最
も
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
主
張
す
る

）
39
（

。

な
ぜ
な
ら
平
和
国
家
は
制
度
上
の
改
革
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、

道
徳
的
自
由
の
涵
養
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の

文
脈
に
お
い
て
、
矢
内
原
は
道
徳
・
理
性
を
超
越
す
る
〈
愛
〉
を
聖
書
か
ら
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

矢
内
原
は
カ
ン
ト
の
永
久
平
和
論
を
引
い
て
、「
戦
争
は
あ
っ
て
は
い
け
な

い
」
こ
と
が
実
践
的
理
性
の
要
請
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
敵
対
関
係
を
生

み
出
す
人
間
の
「
非
社
交
性｣

に
よ
っ
て
そ
れ
は
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。

で
は
、
非
社
交
性
を
抑
制
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
矢
内
原

は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

「
不
可
達
成
的
理
念
」
た
る
永
久
平
和
へ
の
不
断
の
接
近
を
、「
義
務
」
と
し
て
努

力
す
る
こ
と
。
永
久
平
和
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て
、
理
性
の
言
い
得
る
最
後
の

線
は
こ
れ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
併
し
信
仰
は
理
性
の
越
え
る
こ
と
の
出
来
な

い
線
を
跳
び
越
え
る

）
40
（

。

　

こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
道
徳
・
理
性
は
日
本
国
憲
法
の
条
項
を

「
義
務
」
と
し
て
支
え
る
が
、
信
仰
は
そ
の
理
性
を
根
底
か
ら
支
え
得
る
力
を

持
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
重
要
性
が
提

示
さ
れ
、
聖
書
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
が
強
調
さ
れ
る
。
竹
中
佳
彦
の
指
摘
す
る

と
お
り
、
矢
内
原
の
平
和
論
は
、「
あ
ま
り
に
キ
リ
ス
ト
教
に
根
拠
を
置
き
す

ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る

）
41
（

」。
し
か
し
、
彼
が
「
仏
教
に
も
、
神
道
に
も
、
そ
の
他

の
哲
学
や
宗
教
の
中
に
も
、
平
和
思
想
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
信
仰
は
他
宗
教
を
排
除
す
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る
も
の
で
は
な
い

）
42
（

。
む
し
ろ
彼
が
聖
書
か
ら
読
み
取
っ
た
も
の
は
、
他
の
宗
教

に
も
摂
取
さ
れ
得
る
寛
容
（tolerance

）
の
精
神
で
あ
ろ
う

）
43
（

。
矢
内
原
が
戦
後

日
本
に
お
い
て
殊
更
キ
リ
ス
ト
教
を
説
い
て
回
っ
た
の
は
、
軍
国
主
義
へ
の
途

を
辿
っ
た
日
本
に
は
戦
後
に
急
ピ
ッ
チ
で
行
わ
れ
た
民
主
化
改
革
だ
け
で
は
な

く
、
制
定
さ
れ
た
平
和
憲
法
に
適
合
す
る
よ
う
な
国
民
の
養
成
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
認
識
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
平
和
と
い
う
価
値
の
志
向
や
戦
争
の

忌
避
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
と
個
人
、
個
人
と
社
会
の
関
係
の
再
考
が
な
け
れ

ば
社
会
の
諸
問
題
は
な
く
な
ら
ず
、
平
和
運
動
は
一
過
性
の
も
の
と
な
る
で
あ

ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
の
受
容
、
す
な
わ
ち
、
戦
後
の
日
本
国
民
の
側
も
大
き
な

意
識
的
転
換
を
強
い
ら
れ
な
け
れ
ば
、憲
法
を
絶
対
遵
守
す
る
た
め
の
人
間
観
、

世
界
観
が
育
ち
に
く
い
と
、
矢
内
原
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

論
理
で
立
て
ら
れ
た
平
和
思
想
は
そ
れ
自
体
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
す
る
依
存
だ
け
で
永
久
平
和
へ
の
接
近
を
普
遍
化
さ

せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
矢
内
原
は
見
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
平
和
と
い

う
価
値
を
絶
対
視
し
て
行
動
す
る
こ
と
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
同
時
に
、
国

際
関
係
を
科
学
的
分
析
も
し
く
は
理
論
に
過
大
に
依
存
し
て
国
際
関
係
を
読
み

解
き
、
私
的
領
域
で
あ
る
道
徳
・
理
性
、
さ
ら
に
は
信
仰
を
切
り
離
し
て
考
え

る
こ
と
の
限
界
を
見
極
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
即
座
に

学
問
の
無
力
さ
を
示
す
の
で
は
な
い
。
社
会
状
況
の
変
化
が
人
間
存
在
に
与
え

る
影
響
は
見
過
ご
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
彼
は
誠
意
を
持
っ
て

科
学
的
研
究
に
取
り
組
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
個
人
の
道
徳
・
理
性
に

依
存
す
る
以
上
、
信
仰
の
問
題
も
国
際
関
係
と
無
関
係
で
な
い
と
矢
内
原
は
考

え
た
。
正
義
は
功
利
的
・
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
一
時
的
に
な
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
正
義
に
基
づ
い
た
秩
序
は
内
部

に
抱
え
る
矛
盾
に
よ
っ
て
崩
壊
し
や
す
い
。
だ
か
ら
こ
そ
道
徳
・
理
性
が
重
要

で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
矢
内
原
は
、
非
戦
条
項
を
も
つ
憲
法
が
受
容
さ
れ
る

戦
後
日
本
の
特
殊
状
況
の
中
で
正
義
と
道
徳
・
倫
理
と
の
重
要
な
つ
な
が
り
が

見
捨
て
ら
れ
る
こ
と
に
警
戒
感
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。
平
和
運
動
に
対
す
る

冷
淡
な
態
度
が
彼
の
中
に
生
ま
れ
た
の
は
、
理
論
・
理
念
を
固
有
の
日
本
の
状

況
に
適
合
さ
せ
る
と
き
に
生
ま
れ
る
緊
張
関
係
を
的
確
に
読
み
取
っ
た
た
め
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五　

お
わ
り
に

　

一
九
四
五
年
以
降
の
国
際
関
係
論
が
科
学
性
を
強
調
し
て
き
た
の
に
対
し
、

矢
内
原
は
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
な
調
整
を
必
要
と
す
る
国
際
社
会
の
秩

序
の
た
め
に
は
、
個
人
の
私
的
領
域
に
ま
で
踏
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え

て
い
た
。
国
家
と
い
う
主
体
間
の
、
あ
る
い
は
労
働
者
階
級
と
い
う
仮
想
主
体

に
よ
る
秩
序
の
形
成
・
維
持
は
、
政
治
的
・
経
済
的
合
理
性
に
よ
っ
て
あ
る
程

度
は
達
成
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
で
見
落
と
さ
れ
た
人
間
の

私
的
領
域
に
お
い
て
個
人
と
個
人
、
社
会
と
個
人
と
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か

と
い
う
問
題
が
、
長
期
的
に
は
国
際
秩
序
の
趨
勢
に
大
き
く
影
響
す
る
と
矢
内

原
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
に
と
っ
て
の
国
際
関
係
は
道

徳
・
理
性
の
問
題
で
あ
り
、
人
類
共
同
体
の
認
識
を
強
調
す
る
キ
リ
ス
ト
教
思

想
と
も
深
い
関
連
性
を
持
っ
て
い
た
。
矢
内
原
の
独
自
性
は
、「
科
学
的
」
な

植
民
地
研
究
の
み
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
科
学
と
倫
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理
と
い
う
二
つ
の
領
域
間
の
距
離
を
縮
め
る
た
め
に
、私
的
領
域―

政
治
的
・

経
済
的
合
理
性
か
ら
区
別
し
て
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
道
徳
・
理
性
の
領
域

―
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
た
点
に
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
も
あ
り
社
会
科

学
者
で
も
あ
っ
た
彼
の
思
想
的
時
徴
が
見
出
だ
さ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ

う
し
た
視
角
は
、
近
年
の
批
判
理
論
に
お
い
て
も
見
出
だ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
敗
戦
後
に
、
矢
内
原
が
執
拗
に
道
徳
・
理
性
、
さ
ら
に
は
キ
リ
ス
ト

教
の
信
仰
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
い
た
こ
と
は
、
現
代
の
日
本
社
会
に
お
け

る
問
題
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
米
軍
占
領
下
に
お
け
る
制
度
上
の

改
革
に
よ
り
、
日
本
は
大
き
な
政
治
的
転
換
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
、
戦
後

の
平
和
運
動
の
高
ま
り
は
最
高
潮
に
達
し
た
。
し
か
し
、
平
和
運
動
は
戦
争
や

軍
国
主
義
の
復
活
へ
の
拒
絶
と
し
て
は
機
能
し
て
も
、
倫
理
的
価
値
の
基
底
ま

で
議
論
を
深
め
な
い
た
め
に
、
経
済
的
・
社
会
的
諸
問
題
や
個
人
と
社
会
の
関

係
に
お
け
る
問
題
は
存
続
す
る
運
命
に
あ
る
こ
と
を
矢
内
原
は
示
唆
し
て
い

た
。
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
近
年
に
見
ら
れ
る
日
本
国
憲
法
改
正
論
が
平

和
運
動
に
対
す
る
反
動
と
し
て
現
れ
得
る
こ
と
を
、
矢
内
原
は
予
見
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
的
領
域
と
し
て
閉
じ
込
め
ら
れ
て
き
た

道
徳
や
人
間
理
性
の
問
題
は
、
現
在
に
到
る
ま
で
解
決
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
と
同
じ
歴
史
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
は
、
政
治
的
・
経
済

的
合
理
性
や
従
来
の
国
際
関
係
論
の
枠
組
み
で
物
事
を
推
し
量
る
だ
け
で
は
な

く
、
欧
米
を
中
心
と
す
る
国
際
関
係
論
の
学
者
が
目
を
向
け
始
め
た
よ
う
に
、

個
人
と
個
人
、
個
人
と
社
会
の
関
係
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
び
問
い
直
す
必
要

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
矢
内
原
の
考
察
は
現
代
社
会

の
問
題
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

註
（
1
）　

日
本
の
国
際
政
治
学
会
の
発
足
は
一
九
五
六
年
だ
が
、
そ
の
際
の
重
点
は
外
交
史

に
あ
り
、
ま
た
そ
の
学
術
雑
誌
の
英
文
タ
イ
ト
ル
はInternational R

elations

で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
文
タ
イ
ト
ル
は
『
国
際
政
治
』
で
あ
っ
た
。

（
2
）　

矢
内
原
の
著
作
・
講
演
の
多
く
は
全
集
二
十
九
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
矢
内
原

忠
雄
『
矢
内
原
忠
雄
全
集
』（
以
下
、
全
集
）
岩
波
書
店
、
一
九
六
三―

六
五
年
。

ま
た
、
矢
内
原
の
植
民
地
研
究
に
つ
い
て
た
と
え
ば
、
村
上
勝
彦
「
矢
内
原
忠
雄
に

お
け
る
植
民
論
と
植
民
政
策
」
浅
田
喬
二
他
編
『
岩
波
講
座
近
代
日
本
と
植
民
地
』

第
四
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
二
〇
五―

二
三
七
頁
。
ス
ー
ザ
ン
・
タ
ウ
ン

ゼ
ン
ド
「
矢
内
原
忠
雄
と
大
英
帝
国
・
植
民
地
改
革
の
モ
デ
ル
と
し
て
」
見
本
雅
俊

訳
、
都
築
忠
七
他
編
『
日
英
交
流
史
一
六
〇
〇―

二
〇
〇
〇
』
東
京
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
、
一
六
六―

一
八
一
頁
。

（
3
）　

無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
て
の
矢
内
原
を
十
分
に
認
識
し
た
上
で
、
彼
の
学

問
的
活
動
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
中
村
克
巳
『
内
村
鑑
三
と
矢
内
原
忠

雄
』
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、
一
九
八
一
年
。

（
4
）　

Stanley H
offm

ann,“ A
n A

m
erican Social Science:  International R

elations” , 
in Stanley H

offm
ann, Janus &

 M
inerva:  E

ssays in T
heory and P

racice in 

International Politics, W
estview

, 1987, 3― 24.

（
5
）　

N
orm

an A
ngell, T

he G
reat Illusion:  1933, W

. H
einem

ann, 1933.

（
6
）　

E
. H

. C
arr, T

he Tw
enty Years C

risis, 1919― 1939:  an Introduction to the 

Study of International R
elations, M

acm
illan, 1939, revised edition, 1946.

（
7
）　

H
ans J. M

orgenthau, Politics am
ong N

ations:  T
he S

truggle for Pow
er 

and Peace, 2
nd edn. A

lfred K
nopf, 1954. 

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
国
際
法
学
者
か
ら

国
際
政
治
学
者
と
し
て
転
身
す
る
過
程
が
よ
く
伺
え
る
も
の
と
し
て
、H

ans J. 

M
orgenthau, “ Positivism

, functionalism
 and international law

” , A
m

erican 

Journal of International L
aw

, 24

（1940

）.
（
8
）　

M
artin W

ight, International T
heory:  T

he T
hree Traditions

（1976

）, 

L
eicester U

niversity P
ress and the R

oyal Institute of International A
ffairs, 

1991, C
h. 11.

（
9
）　

Stanley H
offm

ann, T
he Political E

thics of International R
elations:  Seventh 
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A
nnual M

orgenthau L
ecture of E

thics and Foreign Policy, C
arnegie C

ouncil on 

E
thics and International A

ffairs, 1988.
（
10
）　

R
obert W

. C
ox, P

roduction, Pow
er and W

orld O
rder:  Social Forces in the 

M
aking of H

istory, C
olum

bia U
niversity P

ress, 1987.

（
11
）　

A
ndrew

 L
inklater, T

he Transform
ation of Political C

om
m

unity:  E
thical 

Foundations of Post-W
estphalian E

ra, Polity P
ress, 1998.

（
12
）　

矢
内
原
の
伝
記
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
矢
内
原
伊
作
『
矢
内
原
忠
雄
伝
』
み

す
ず
書
房
、
一
九
九
八
年
。

（
13
）　

日
本
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
潮
流
に
つ
い
て
は
、
石
田
雄
『
日
本
の
社
会

科
学
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
。

（
14
）　

無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
、
量
義
治
『
無
教
会
の
展
開
』
新
地
書
房
、

一
九
八
九
年
、
参
照
。

（
15
）　

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
お
け
る
警
察
の
圧
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
矢
内
原
は
キ
リ

ス
ト
教
を
信
仰
す
る
読
者
を
対
象
に
、
会
報
『
通
信
』、『
嘉
信
』
な
ど
を
執
筆
・
配

布
し
た
。
一
九
四
五
年
当
時
の
発
行
数
は
約
千
部
で
あ
る
。

（
16
）　

マ
ル
ク
ス
主
義
的
観
点
が
特
に
濃
厚
に
表
れ
る
の
は
、『
帝
国
主
義
化
の
台
湾
』

で
あ
る
。
矢
内
原
忠
雄
『
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』（
一
九
二
九
年
初
出
）『
全
集
』
第

二
巻
。
矢
内
原
の
帝
国
主
義
理
解
に
つ
い
て
は
、
矢
内
原
忠
雄
「
資
本
蓄
積
と
植
民

地
」『
全
集
』
第
五
巻
、五
〇―

七
十
頁
、お
よ
び
「
超
帝
国
主
義
論
に
つ
い
て
」『
全

集
』
第
五
巻
、
七
一―

一
〇
八
頁
。

（
17
）　

矢
内
原
に
よ
る
と
、「
社
会
群
」
と
は
「
種
族
、
民
族
、
国
民
等
」
で
あ
り
、
時

に
は
「
社
会
的
集
団
」
と
曖
昧
な
形
で
表
し
て
い
る
。
矢
内
原
忠
雄
『
植
民
及
植
民

政
策
』（
一
九
二
六
年
初
出
）『
全
集
』
第
一
巻
、
一
四
頁
。

（
18
）　

矢
内
原
『
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』
一
九
七―

一
九
八
頁
。

（
19
）　

矢
内
原
「
超
帝
国
主
義
論
に
つ
い
て
」
一
〇
七
頁
。

（
20
）　

特
に
、
矢
内
原
忠
雄
「
朝
鮮
統
治
の
方
針
」（
一
九
二
六
年
初
出
）『
全
集
』
第
一

巻
、
七
三
五
頁
。

（
21
）　

吉
野
作
造
の
「
民
本
主
義
」
概
念
は
、
人
民
が
主
権
を
有
し
な
い
に
せ
よ
国
家
主

権
の
活
動
の
目
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
た
。
吉
野
作
造
「
憲
政
の
本
義
を

説
い
て
其
有
終
の
美
を
済
す
の
途
を
論
ず
」（
一
九
一
六
年
初
出
）『
吉
野
作
造
選
集
』

第
二
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
三―

九
十
八
頁
。

（
22
）　

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
の
同
化
主
義
に
対
す
る
批
判
と
い
う
点
で
、
吉
野
と
矢

内
原
の
主
張
は
酷
似
し
て
い
る
。
矢
内
原
が
吉
野
よ
り
踏
み
込
ん
だ
主
張
を
し
て
い

る
点
は
、「
自
治
政
策
」
を
推
進
す
べ
き
だ
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
矢
内
原
「
朝

鮮
統
治
の
方
針
」『
全
集
』
第
一
巻
、
七
三
四―

七
四
五
頁
、
参
照
。

（
23
）　

矢
内
原
『
植
民
及
植
民
政
策
』
三
十
九
頁
。

（
24
）　

矢
内
原
忠
雄
『
満
州
問
題
』（
一
九
三
四
年
初
出
）『
全
集
』
第
二
巻
、
四
八
一―

六
八
四
頁
。

（
25
）　

矢
内
原
忠
雄
「
自
由
と
自
由
主
義
」（
一
九
二
九
年
初
出
）『
全
集
』
第
一
六
巻
、

一
八
〇
頁
。

（
26
）　

前
掲
、
一
八
二
頁
。

（
27
）　

矢
内
原
忠
雄
「
自
由
と
青
年
」（
一
九
三
六
年
初
出
）『
全
集
』
第
一
八
巻
、

五
四
八
頁
。

（
28
）　

矢
内
原
、「
自
由
と
自
由
主
義
」
一
八
八
頁
。

（
29
）　

前
掲
、
一
八
九
頁
。

（
30
）　

前
掲
、
一
八
九
頁
。

（
31
）　

前
掲
、
一
九
一
頁
。

（
32
）　

前
掲
、
一
九
四
頁
。

（
33
）　

前
掲
、
一
八
九
頁
。

（
34
）　

前
掲
、
一
九
六―

一
九
七
頁
。

（
35
）　

社
会
的
正
義
と
『
ク
ア
ド
ラ
ジ
ェ
ジ
モ
・
ア
ン
ノ
』
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
稲
垣

良
典
『
法
的
正
義
の
理
論
』
成
文
堂
、
一
九
七
二
年
、
二
三
三―

二
四
〇
頁
。

（
36
）　

矢
内
原
忠
雄
「
国
民
主
義
と
国
際
主
義
」（
一
九
三
三
年
初
出
）『
全
集
』
第
一
八

巻
、
三
八
頁
。

（
37
）　

前
掲
、
三
九
頁
。

（
38
）　

矢
内
原
忠
雄
「
相
対
的
平
和
論
と
絶
対
的
平
和
論
」（
一
九
五
〇
年
初
出
）『
全
集
』

第
一
九
巻
、
五
〇
四
頁
。

（
39
）　

前
掲
、
五
〇
六
頁
。

（
40
）　

前
掲
、
五
一
二
頁
。
イ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の
「
義
務
」
の
論
に
つ
い
て

は
、Im

m
anuel K

ant, “ T
he m

etaphysics of m
orals” , in H

. S. R
eiss, ed., K

ant:  
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Political W
ritings, C

am
bridge U

niversity P
ress, 1970, p. 174.

（
41
）　

竹
中
佳
彦
「
敗
戦
直
後
の
矢
内
原
忠
雄―

民
族
共
同
体
と
絶
対
的
平
和
」『
思
想
』

八
八
二
号
、
一
九
九
二
年
一
二
月
、
六
四
頁
。

（
42
）　

矢
内
原
「
相
対
的
平
和
論
と
絶
対
的
平
和
論
」、
五
一
三
頁
。

（
43
）　

こ
の
場
合
の
「
寛
容
」
は
、
和
辻
哲
郎
が
述
べ
た
よ
う
な
、
文
化
の
違
い
に
無
関

心
な
包
摂
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
西
欧
思
想
史
で
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
寛
容

で
あ
る
。
石
井
に
よ
れ
ば
、
西
欧
に
お
け
る
「
寛
容
」
と
は
、「
少
数
者
の
宗
教
的

信
条
が
多
数
者
の
そ
れ
と
違
う
こ
と
を
敏
感
に
意
識
し
た
上
で
、
こ
れ
を
容
認
す
る

立
場
」
で
あ
る
。
石
井
雄
「『
同
化
』
政
策
と
創
ら
れ
た
観
念
と
し
て
の
『
日
本
』（
下
）」

『
思
想
』
第
八
九
三
号
、
一
九
九
八
年
、
一
六
六
頁
。


