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論
　
　

説

庇
護
か
ら
保
護
へ

―

他
者
救
援
を
め
ぐ
る
倫
理
の
転
換

池
　

田
　

丈
　

佑

は
じ
め
に

　

世
界
政
治
の
視
点
か
ら
倫
理
を
み
る
際
に
欠
か
せ
な
い
前
提
と
し
て
、
私
た

ち
一
人
一
人
が
人
類
の
一
員
で
あ
る
と
同
時
に
特
定
の
政
治
的
共
同
体
に
も
属

し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る

）
1
（

。
こ
の
二
重
性
は
、
世
界
が
、
人
類
か
ら
な
る

世
界
共
同
体
と
同
時
に
、
二
〇
〇
あ
ま
り
の
政
治
的
共
同
体
の
集
合
と
し
て
も

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
て
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
を
み
る
と
き
、
世
界
共
同
体
に
根
ざ
す

倫
理
と
、
政
治
的
共
同
体
を
基
盤
と
す
る
倫
理
と
を
、
い
か
に
共
存
さ
せ
る
か

を
考
え
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
く
な
る
。
私
た
ち
が
人
類
の
一
員
と
し
て
振
舞

う
べ
き
か
、
あ
る
共
同
体
の
一
員
と
し
て
振
舞
う
べ
き
か
と
い
う
行
為
の
選
択

に
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
双
方
が
両
立
す
る
な
ら
ば
そ
れ
で
よ
い
。
問

題
は
両
立
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
が
ク
レ
オ
ン
王
の
正
義
を

斥
け
、
キ
リ
ス
ト
が
パ
リ
サ
イ
人
に
向
か
っ
て
カ
エ
サ
ル
の
も
の
を
カ
エ
サ
ル

へ
納
め
よ
と
命
じ
た
背
後
に
も
、
人
間
の
二
重
性
ゆ
え
に
直
面
す
る
倫
理
の
共

存
と
選
択
と
い
う
問
題
が
存
在
し
た
。「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
対
コ
ミ
ュ
ニ

タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
現
代
の
再
定
式
に
せ
よ
、
両
者
の
統
合
を
ね
ら
っ
た

最
近
の
研
究
に
せ
よ
、
そ
の
根
底
に
は
同
じ
問
題
が
あ
る
。

　

小
論
の
目
的
は
、
こ
の
人
間
の
二
重
性
に
立
脚
す
る
倫
理
の
共
存
と
選
択
に

関
す
る
問
題
を
、
他
者
救
援
を
素
材
に
検
討
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
く
に
、

複
合
的
人
道
危
機
に
お
い
て
常
に
発
生
す
る
人
間
の
強
制
的
移
動
に
注
目
し
、

こ
れ
に
対
処
す
る
二
つ
の
行
為
、
す
な
わ
ち
庇
護
と
保
護
と
の
関
係
か
ら
考
え

る
こ
と
に
し
た
い
。
両
者
は
、
命
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
う
ち
立
て
ら
れ
る
関
係

と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
庇
護
が
、
政
治
的
共
同
体
の
領
域
を
基

盤
に
、
そ
こ
へ
相
手
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
を
救
お
う
と
す
る
の
に

対
し
、
保
護
は
そ
の
領
域
を
越
え
、
出
向
い
て
相
手
を
救
お
う
と
す
る
点
で
、

対
称
的
で
も
あ
る
。
小
論
で
は
、
両
者
が
、
長
い
歴
史
の
な
か
で
均
衡
し
て
き

た
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
均
衡
が
二
〇
世
紀
以
降
、
強
制
移
動
に
関
す

る
国
際
レ
ジ
ー
ム
の
成
立
を
契
機
に
崩
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
均

衡
す
る
倫
理
観
の
崩
壊
は
、
ま
ず
庇
護
主
導
に
よ
る
救
援
倫
理
の
拡
大
と
い
う

か
た
ち
で
進
む
。
し
か
し
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
に
挫
折
し
、
代
わ
っ
て
保
護

主
導
に
よ
る
救
援
倫
理
の
発
展
へ
と
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
他
者
の
救
援
を
理
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由
付
け
る
倫
理
観
は
、
庇
護
か
ら
保
護
へ
と
転
換
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

準
備
作
業
と
し
て
、
次
節
と
第
二
節
で
は
、
庇
護
と
保
護
の
概
念
を
明
ら
か

に
す
る
。
第
三
、四
節
で
は
、
二
つ
の
救
援
倫
理
に
よ
る
共
存
が
、
大
規
模
強

制
移
動
の
包
摂
と
共
に
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
か
を
追
う
。
最
後
に
、
こ
の
救

援
倫
理
の
転
換
を
、
世
界
政
治
と
の
関
連
か
ら
検
討
し
た
い
。

1
．
庇
護
の
倫
理

　

そ
も
そ
も
庇
護
は
、
命
の
救
援
を
直
接
意
味
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
語

源
（asylum

; asylon

）
が
示
す
通
り
、
本
来
は
「
不
可
侵
な
る
も
の
」
を
指
す
。

不
可
侵
性
の
あ
ら
わ
れ
を
通
し
て
命
が
救
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
庇
護
に
救
援
と

い
う
意
味
が
加
わ
る
わ
け
で
あ
る
。
庇
護
が
、
避
難
す
る
「
場
所
」
と
、
避
難

し
て
き
た
者
を
庇
い
護
る
「
権
能
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
つ
と
す
る
見
解

は
）
2
（

、
こ
の
不
可
侵
性
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
よ
り
庇
護
は
、
不
可
侵
性
を
成
り
立
た
せ
る
淵
源
抜
き
に
は
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
一
般
に
、
庇
護
の
淵
源
は
、
神
か
ら
法
（
ロ
ー
マ
法
）、

王
、
国
家
へ
と
推
移
し
て
き
た
。
こ
の
流
れ
ゆ
え
、
今
日
、
庇
護
は
主
権
国
家

の
権
利
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
庇
護
を
与
え
る
も
の
は
常
に

国
家
で
あ
り
、
庇
護
を
受
け
る
も
の
は
常
に
個
人
で
あ
る

）
3
（

」
と
い
う
構
図
が
で

き
あ
が
る
。
だ
が
、
庇
護
に
は
、
こ
れ
に
並
行
し
て
、
個
人
や
人
間
に
不
可
侵

性
を
求
め
よ
う
と
し
た
流
れ
が
、
同
様
に
存
在
し
て
き
た
こ
と
に
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
庇
護
に
お
い
て
も
、
人
間
の
二
重
性
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在

し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
底
流
は
、古
代
自
然
法
や
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
、

近
代
自
然
法
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
う
る
。
そ
し
て
後
に
み
る
よ
う
に
、
庇
護
の

淵
源
を
人
に
求
め
る
こ
の
流
れ
が
、
庇
護
の
拡
大
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ

と
に
な
る
。

　

庇
護
は
、「
迫
害
」
の
存
在
を
前
提
と
す
る
。
迫
害
が
何
を
含
み
う
る
か
は

長
ら
く
議
論
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
迫
害
が
、
逃

れ
て
き
た
者
の
属
す
る
政
治
的
共
同
体
に
よ
る
権
力
作
用
で
あ
る
点
に
注
目
し

た
い
。
そ
の
上
で
、
庇
護
は
、
逃
れ
て
き
た
者
を
庇
い
護
る
こ
と
で
、
こ
の
権

力
作
用
を
い
わ
ば
免
除
す
る
は
た
ら
き
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
国
際
的
に
は
、

庇
護
に
よ
る
免
除
作
用
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
理
論
上
、
庇
護
を
潜
在
的
な
戦
争
原
因
と
み
た
見
解
が
あ
っ
た

）
4
（

一
方
で
、

諸
条
約
を
通
し
て
庇
護
行
為
を
敵
対
的
で
な
い
も
の
と
す
る
定
め
る
国
際
的
実

践
が
続
け
ら
れ
て
き
た
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

2
．
保
護
の
倫
理

　

一
方
保
護
は
、
庇
護
に
比
べ
る
と
よ
り
茫
漠
な
概
念
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ

を
、
世
界
政
治
、
そ
れ
も
人
道
危
機
の
文
脈
に
限
っ
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
な
お
も
い
く
つ
か
の
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
ず
保
護
は
、
命
の
救
援
に
つ
い
て
、
受
動
的
の
み
な
ら
ず
能
動
的
で
あ

る
。
し
か
し
、
保
護
が
ど
の
程
度
能
動
的
で
あ
り
う
る
か
は
、
保
護
が
掲
げ
る

目
的
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
保
護
に
関
し
て
は
、
あ
る
人
の
身
体
的
安
全
の
保

障
に
限
る
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
的
見
解
と
、
そ
の
人
の
政
治
的
・
社
会
的
・
文
化
的

状
況
の
改
善
を
も
含
む
と
す
る
マ
キ
シ
マ
リ
ス
ト
的
見
解
と
い
う
、
二
つ
の
意
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見
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

）
5
（

。
前
者
は
「
恐
怖
か
ら
の
自
由
」
と
、
後
者
は

「
欠
乏
か
ら
の
自
由
」と
、そ
れ
ぞ
れ
連
結
可
能
で
あ
る
。
た
だ
い
ず
れ
に
せ
よ
、

庇
護
が
前
提
と
す
る
迫
害
よ
り
も
幅
広
い
原
因
行
為
や
状
況
を
想
定
し
て
い
る

点
で
、
保
護
は
庇
護
と
は
異
な
る
意
味
を
も
つ
。

　

次
に
、
そ
の
能
動
的
性
格
か
ら
、
保
護
は
「
介
入
」
や
「
干
渉
」
と
い
う
か

た
ち
を
と
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
国
際
的
に
み
て
、
保
護
は
常
に
、「
掟

破
り

）
6
（

」
で
「
敵
対
的

）
7
（

」
な
行
動
と
な
る
余
地
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
、
保
護

が
常
に
何
ら
か
の
理
由
づ
け
を
必
要
と
す
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
国
際
的
保
護
に

関
す
る
理
由
づ
け
と
し
て
は
、
大
き
く
三
つ
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は

正
戦
論
の
類
推
適
用
で
あ
る
。「
介
入
と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」

報
告
書
で
あ
る
『
保
護
す
る
責
任
』
は
、
こ
の
代
表
例
で
あ
る
。
第
一
の
立
場

は
、
正
戦
と
正
当
介
入
と
が
、
共
に
「
掟
破
り
」
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。

し
か
し
、
正
戦
論
が
絶
対
的
平
和
論
を
想
定
し
、
そ
れ
に
違
反
す
る
戦
争
を
理

由
づ
け
る
一
方
で
、
正
当
介
入
論
が
主
権
平
等
と
内
政
不
干
渉
の
原
則
を
想
定

し
、
そ
れ
に
違
反
す
る
介
入
や
干
渉
の
正
し
さ
を
説
こ
う
と
す
る
点
で
、
両
者

の
間
に
は
質
的
な
違
い
が
あ
る
。
第
二
は
、
信
託

）
8
（

に
基
づ
く
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
信
託
を
通
し
て
、
被
害
者
の
た
め
に
第
三
者
が
保
護
を

与
え
る
こ
と
で
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
論
理
に
よ
っ

て
、
第
三
者
と
被
害
者
と
の
間
で
非
対
称
的
な
権
力
関
係
が
う
ち
立
て
ら
れ
る

点
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
第
三
は
規
範
倫
理
学
の
諸
理
論
で
あ
る
。
こ
こ

で
保
護
や
介
入
・
干
渉
は
、
功
利
主
義

）
9
（

、
権
利
論

）
10
（

、
潜
在
能
力
論

）
11
（

、
カ
ン
ト
的

義
務
論

）
12
（

等
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
正
当
化
さ
れ
る
。
し
か
し
よ
り
注
目
す
べ
き

は
、
第
三
の
立
場
が
、
保
護
や
介
入
・
干
渉
を
正
当
化
す
る
以
上
に
義
務
付
け

る
傾
向
に
あ
る
点
で
あ
る
。
い
ま
あ
げ
た
諸
議
論
が
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

を
下
敷
き
に
国
際
的
保
護
の
正
当
性
や
必
要
を
う
っ
た
え
が
ち
な
点
も
合
わ
せ

て
考
え
る
な
ら
、
第
三
の
見
解
は
、
普
遍
性
と
指
令
性
と
を
旨
と
す
る
ヘ
ア
的

理
由
づ
け

）
13
（

を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
。

3
．
庇
護
か
ら
保
護
へ―

そ
の
内
的
状
況

　

か
く
し
て
庇
護
と
保
護
と
は
、
他
者
救
援
を
め
ぐ
る
二
つ
の
倫
理
観
と
し
て

存
在
し
て
き
た
。
庇
護
の
倫
理
は
特
定
の
領
域
に
根
ざ
し
た
救
援
を
示
し
、
保

護
の
倫
理
は
領
域
を
越
え
た
救
援
を
定
め
て
き
た
。
両
者
は
、
人
間
の
持
つ
二

重
性
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
併
存
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
双
方
は
、

二
〇
世
紀
以
降
、
強
制
移
動
を
め
ぐ
る
国
際
レ
ジ
ー
ム
と
い
う
一
つ
の
枠
へ
と

流
し
込
ま
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
庇
護
主
導
に
よ
る
救
援
倫
理
の
拡
大
と

そ
の
失
敗
、
そ
し
て
保
護
主
導
に
よ
る
救
援
倫
理
の
拡
大
が
起
こ
る
。
本
節
と

次
節
で
は
、
こ
の
一
連
の
過
程
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
留
意
す

べ
き
は
、
強
制
的
移
動
と
い
う
文
脈
で
の
他
者
救
援
倫
理
の
転
換
が
、
二
〇
世

紀
に
突
然
起
き
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
救
援
倫
理
が
転
換
す
る
背
景

に
は
、
外
的
状
況
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
思
想
的
変
化
が
存
在
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
思
想
的
状
況
か
ら
ま
ず
明
ら
か
に
し
た
い
と
思

う
。（

1
）
庇
護
概
念
の
拡
大

　

庇
護
概
念
は
、
そ
の
不
可
侵
性
を
王
や
国
に
で
は
な
く
人
に
求
め
る
思
考
を
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も
っ
て
い
た
点
で
自
ら
拡
大
を
ゆ
る
す
余
地
を
有
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
、
古

代
自
然
法
と
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
ロ
ー
タ
ー
パ
ク

ト
の
指
摘
通
り
、
古
代
自
然
法
は
、
ロ
ー
マ
に
お
い
て
自
由
人
と
奴
隷
と
に
分

か
た
れ
て
き
た
人
間
が
本
質
上
平
等
で
あ
る
旨
を
示
し
た

）
14
（

。
か
つ
て
被
疑
者
や

債
務
者
に
限
ら
れ
て
き
た
庇
護
の
対
象
が
広
が
っ
た
際
、
最
初
に
含
ま
れ
た
の

が
奴
隷
で
あ
っ
た
事
実
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
、
古
代
自
然
法
の
果
た
し
た

影
響
の
大
き
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
登
場
は
、
古
代
自
然
法
を
し
の
ぐ
影
響
を
も
た
ら
し

た
と
み
て
よ
い
。
ま
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
、
迫
害
や
訴
追
を
及
ぼ
す
主

体
自
身
が
、
神
の
権
力
に
対
す
る
世
俗
の
権
力
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
。
同
様

に
、
迫
害
や
訴
追
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
成
立
さ
せ
る
世
俗
世
界
に
お
け
る
罪
や

債
務
の
考
え
も
、
原
罪
概
念
の
登
場
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え

て
、
教
会
が
庇
護
の
場
と
し
て
機
能
し
始
め
る
。
教
会
の
出
現
は
、
単
に
庇
護

の
場
を
増
や
し
た
以
上
に
質
的
な
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
教
会
は

宗
教
的
権
威
の
及
ぶ
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
世
俗
権
力
の
及
ぶ
領
域
と

は
別
個
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
教
会
の
体
現
す
る
領
域
は
個
々
の
政
治

的
共
同
体
を
越
え
て
普
遍
的
で
あ
る
。
そ
の
教
会
が
庇
護
を
受
け
持
つ
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
個
々
の
政
治
的
共
同
体
が
も
つ
領
域
に
根
ざ
し
た
庇

護
か
ら
、
宗
教
的
意
味
で
普
遍
的
で
あ
る
一
つ
の
共
同
体
を
基
礎
と
し
た
庇
護

へ
の
、
転
換
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
マ
帝

国
に
よ
る
国
教
化
以
降
、
世
俗
権
力
や
そ
の
領
域
は
、
事
実
上
宗
教
的
権
力
や

領
域
と
一
致
し
て
推
移
す
る
。
し
か
し
よ
り
重
要
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
合
致

を
経
て
も
な
お
、
普
遍
的
権
力
が
、
世
俗
的
権
力
に
完
全
に
取
っ
て
代
わ
る
ま

で
に
は
相
当
の
期
間
を
必
要
と
し
、
そ
の
期
間
中
は
、
何
ら
か
の
思
考
が
、
普

遍
的
権
威
と
権
力
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
応
す
る
領
域
を
体
現
し
続
け
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

）
15
（

。

　

こ
れ
に
加
え
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、「
よ
き
サ
マ
リ
ア
人
」

の
思
考
に
代
表
さ
れ
る
別
の
救
援
倫
理
を
も
有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ル
カ

書
の
示
す
通
り
、
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
が
説
く
の
は
、「
行
っ
て
、
彼
の
よ
う
に

せ
よ

）
16
（

」
と
い
う
能
動
的
救
援
で
あ
る
。
何
よ
り
キ
リ
ス
ト
自
身
の
行
動
が
、
庇

護
と
対
極
に
あ
る
性
格
を
体
現
し
て
い
た
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
救
済

は
、
受
動
的
な
も
の
に
加
え
て
能
動
的
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

自
然
法
に
せ
よ
、
キ
リ
ス
ト
教
倫
理
に
せ
よ
、
そ
の
導
入
に
よ
っ
て
、
庇
護

の
対
象
者
は
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
、
自
国
に
お
い
て
不
正
な
迫
害

や
訴
追
を
受
け
た
者
に
限
ら
れ
て
き
た
庇
護
は
、
一
般
の
犯
罪
者
や
債
務
者
を

含
む
よ
う
に
な
る
。
自
由
人
に
限
ら
れ
て
い
た
範
囲
は
、
奴
隷
を
含
む
よ
う
に

な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
は
異
教
徒
を
も
含
む
よ
う
に
な

る
。
後
年
、
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
ブ
ロ
ー
の
勅
令
に
よ
っ
て
出
現
す
る
ユ
グ
ノ
ー
教

徒
が
難
民
の
「
起
原
」
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
を
踏
ま
え
て

の
こ
と
で
あ
る
。

（
2
）
保
護
概
念
の
発
展

　

一
方
、
保
護
概
念
の
本
格
的
な
発
展
は
、
近
代
以
降
の
流
れ
に
ま
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
圧
政
に
苦
し
む
人
び
と
を
救
う
べ
く
介
入
し
た
事

例
は
、『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
や
先
述
し
た
サ
マ
リ
ア
人
の
話
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
古
く
か
ら
あ
る
。
ま
た
、
理
論
的
出
発
点
と
し
て
、
正
し
い
武
力
行
使
の
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ひ
な
型
と
な
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
正
戦
論
や
、
ア
ク
ィ
ナ
ス
に
よ
る
精

緻
化
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
に
お
け
る
発
展

は
、
保
護
が
持
つ
能
動
的
性
格
の
基
本
枠
組
み
が
完
成
し
た
と
い
う
点
で
、
特

別
の
重
要
性
を
持
っ
て
い
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
保
護
の
能
動
的
性
格
に
つ

い
て
は
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
が
基
本
的
枠
組
み
を
作
り
、
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
や
カ

ン
ト
が
、
そ
の
能
動
性
の
土
台
を
提
供
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。

　

保
護
の
能
動
的
性
格
は
、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
に
よ
る
「
他
人
の
た
め
に
す
る
戦

争
）
17
（

」
と
い
う
考
え
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
形
作
ら
れ
た
と
み
て
よ
い
。
プ
ラ
イ

ス
の
指
摘
通
り

）
18
（

、
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
は
庇
護
に
対
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
負
の

印
象
を
も
っ
て
い
る
。
加
え
て
彼
は
、
抑
圧
下
の
人
び
と
に
よ
る
自
国
君
主
へ

の
抵
抗
を
認
め
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
圧
政
に
対
す
る
い
わ
ば
安
全
弁
と

し
て
彼
が
設
け
た
の
が
、「
他
人
の
た
め
に
す
る
戦
争
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

彼
の
議
論
の
重
要
性
は
、
単
に
介
入
を
定
式
化
し
た
こ
と
に
は
と
ど
ま
ら
な

い
。
戦
い
が
他
国
の
人
び
と
の
解
放
を
目
的
と
す
る
点
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
が

信
託
と
い
う
形
を
と
っ
て
各
国
の
君
主
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
点
に
、
む
し
ろ
注

目
が
必
要
で
あ
る
。
現
代
の
文
脈
で
、こ
う
し
た
グ
ロ
テ
ィ
ウ
ス
の
議
論
が「
連

帯
主
義
」
を
支
え
る
一
つ
の
支
柱
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ

る
）
19
（

。

　

一
方
で
、
保
護
の
能
動
性
を
理
由
づ
け
る
か
た
ち
で
異
な
る
貢
献
を
果
た
し

た
の
が
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
と
カ
ン
ト
で
あ
る
。
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
は
、
従

来
用
い
ら
れ
て
き
た
庇
護
概
念
に
代
わ
っ
て
、「
歓
待
（hospitality

）」
と
い

う
考
え
を
提
起
し
た
。
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
庇
護
概
念
を
破
壊
し
た
と
い

う
理
由
で
批
判
的
な
見
解
が
あ
る

）
20
（

。
だ
が
、
彼
の
い
う
歓
待
が
、
受
け
入
れ
る

こ
と
で
他
者
を
救
う
と
い
う
本
質
を
な
お
も
失
っ
て
い
な
い
点
を
考
慮
す
る
な

ら
、
こ
の
批
判
は
若
干
行
き
過
ぎ
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
歓
待
に
関
し
て
、
プ
ー

フ
ェ
ン
ド
ル
フ
以
上
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
カ
ン
ト
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
カ
ン
ト
は
、
歓
待
を
明
確
に
権
利
と
し
て
位
置
づ
け
た

）
21
（

た
め
で
あ
る
。
歓

待
が
国
家
で
は
な
く
人
間
の
権
利
で
あ
る
こ
と
は
、
歓
待
さ
れ
る
べ
き
者
が
、

同
じ
地
表
上
を
「
訪
問
す
る
」
存
在
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る

）
22
（

点
を
考
え
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
単
に
人
間
の
権
利
で
あ
る
以
上
に
、
訪

問
国
と
何
の
紐
帯
も
な
い
他
者
（strangers

）
の
権
利
で
あ
る

）
23
（

こ
と
に
も
注
意

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
の
考
え
は
、
同
じ
人
間
で

あ
る
限
り
手
段
と
し
て
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
あ
る
個
人
の
格
率
は
同
時

に
普
遍
的
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
軸
と
し
た
仮
言
・
定
言
命
法
と

結
び
つ
い
て
、
国
境
を
越
え
て
他
者
の
保
護
を
可
能
と
す
る
基
盤
と
な
る
。
先

述
し
た
規
範
倫
理
学
、
と
り
わ
け
カ
ン
ト
的
立
場
に
立
つ
議
論
の
ほ
と
ん
ど

が
、こ
う
し
た
思
考
の
組
み
合
わ
せ
で
国
際
的
救
援
を
義
務
付
け
て
い
る
点
を
、

再
度
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

4
．
庇
護
か
ら
保
護
へ―

そ
の
外
的
状
況

　

か
く
し
て
前
節
よ
り
、
庇
護
と
保
護
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
う
ち
に
お
い
て
、

意
味
を
拡
大
で
き
る
だ
け
の
思
想
的
発
展
が
内
在
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
し
か
し
そ
れ
が
、
無
制
限
な
意
味
の
拡
大
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
こ
と
も
、

ま
た
事
実
で
あ
る
。
誰
が
庇
護
さ
れ
る
べ
き
か
は
法
的
に
規
定
さ
れ
、
庇
護
の
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濫
用
に
対
し
て
は
制
限
が
か
け
ら
れ
た
。「
他
人
の
た
め
に
す
る
戦
争
」
た
る

国
際
的
介
入
も
、
実
証
主
義
的
国
際
法
の
台
頭
に
よ
っ
て
停
滞
し
た
。
庇
護
か

ら
離
陸
し
た
歓
待
概
念
に
つ
い
て
も
、
訪
ね
る
者
が
相
手
国
の
平
穏
や
秩
序
を

脅
か
さ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
者
は
敵
対
的
に
扱
わ
れ
な
い
と
い
う
留
保

が
常
に
付
さ
れ
た
。
い
わ
ば
、
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
が
二
重
三
重
に
設
け
ら
れ
る
こ

と
で
、
庇
護
の
倫
理
と
保
護
の
倫
理
と
の
間
に
は
、
思
想
的
に
も
、
ま
た
制
度

的
に
も
、
絶
妙
な
均
衡
が
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

倫
理
の
均
衡
は
や
が
て
崩
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
節
で
は
、
大
規
模
強
制
移
動

に
対
応
す
る
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
る
国
際
社
会
の
動
き
か
ら
、
こ
う
し
た
他
者

救
出
倫
理
の
転
換
を
描
い
て
み
た
い
。

（
1
）
大
規
模
強
制
移
動

　

ま
ず
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
大
規
模
な
強
制
的
移
動

が
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
て
、
庇
護
と
保
護
と
の
併
存
が
崩
れ
た
わ
け
で
は
な

い
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
庇
護
と
保
護
と
が
、
大
規
模
強
制
移
動
の
被

害
者
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
、
な
し
崩
し
的
に
変
容
し
て
い
っ
た

格
好
に
近
い
。
こ
の
点
は
、
庇
護
が
拡
大
し
保
護
が
発
展
す
る
歴
史
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
扱
う
強
制
移
動
の
被
害
者
が
増
加
す
る
歴
史
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
被

害
者
を
包
摂
し
て
い
く
歴
史
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
、
大
規
模
強
制
移
動
は
新
し
い
現
象
で
は
な
い
。
た
だ
同
時
に
古
来
よ

り
、
強
制
移
動
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
人
び
と
の
数
も
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
。

ア
テ
ナ
イ
に
よ
る
メ
ロ
ス
島
の
征
服

）
24
（

や
、
四
一
〇
年
の
ロ
ー
マ
陥
落

）
25
（

に
典
型
的

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
く
の
人
び
と
は
強
制
的
移
動
と
縁
が
な
い
ま
ま
、
殺

さ
れ
、
あ
る
い
は
奴
隷
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
庇
護
と
保
護
と
が
、
制
度
と
し
て
、
い
か
に
み
ず
か
ら
大
規

模
強
制
移
動
を
包
摂
し
て
い
っ
た
か
が
、
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
、
強
制
移
動
を
め
ぐ
る
国
際
レ
ジ
ー
ム
で
あ
る
。
こ
の

レ
ジ
ー
ム
は
、
今
日
、
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
を
中
心
と
し
た
多
層

的
な
国
際
体
制
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
そ
れ
以
前
に
、
レ
ジ
ー
ム

の
誕
生
を
可
能
に
し
た
萌
芽
的
状
況
が
あ
っ
た
点
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
思
想
的
に
拡
大
さ
れ
た
庇
護
と
保
護
が
、
よ
り
規

模
の
大
き
い
強
制
移
動
を
含
む
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

強
制
的
移
動
を
扱
う
国
際
レ
ジ
ー
ム
の
萌
芽
は
、
ま
ず
、
犯
罪
人
不
引
き
渡

し
を
め
ぐ
っ
て
近
代
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
結
ん
だ
諸
条
約
に
求
め
ら
れ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
ア
ド
・
ホ
ッ
ク
で
あ
り
、
締
結
さ
れ
た
時
代
も
締
約
国
も
異

な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
連
の
諸
条
約
は
、
そ
れ
ら
が
共
通
し
て
（
1
）

庇
護
の
敵
対
的
性
格
を
否
定
し
、（
2
）
庇
護
の
対
象
と
そ
の
除
外
対
象
と
を

明
確
に
定
め
、（
3
）
本
国
へ
の
不
引
き
渡
し
を
原
則
と
す
る
こ
と
で
、
国
際

的
庇
護
に
関
す
る
共
通
了
解
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
一
九
七
七
年
に
提
起
さ
れ

る
領
域
内
庇
護
条
約
案
が
、
ま
さ
に
上
記
三
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る

）
26
（

こ
と
に

鑑
み
て
も
、
こ
の
点
は
興
味
深
い
。

　

加
え
て
、
国
際
レ
ジ
ー
ム
の
誕
生
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
て
い
る
の

が
、
そ
れ
以
前
に
制
定
さ
れ
た
外
国
人
や
少
数
者
の
処
遇
を
定
め
た
国
際
条
約

群
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
諸
条
約
が
、
単
に
外
国
人
や
少
数
者
の
み
な
ら
ず
、

強
制
的
に
移
動
を
迫
ら
れ
た
人
々
の
処
遇
に
つ
い
て
も
規
定
を
有
し
て
い
た
た

め
で
あ
る

）
27
（

。
た
し
か
に
、
条
約
の
適
用
を
受
け
う
る
強
制
移
動
の
被
害
者
が
、
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熟
練
労
働
者
（
古
代
ギ
リ
シ
ア
）
や
商
人
（
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）
な
ど

）
28
（

、
い
ず

れ
も
規
模
と
し
て
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
同
時
に
、
諸
条

約
の
発
展
が
、
国
際
的
な
人
権
法
の
創
設
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
に
も
、
注

目
の
必
要
が
あ
る

）
29
（

。
ま
た
、
中
東
欧
に
お
け
る
少
数
者
保
護
の
問
題
が
、
一
九

世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
お
け
る
国
際
的
介
入
・
干
渉
に
関
す
る
諸
議
論
の
底
流

と
し
て
存
在
し
た
点

）
30
（

も
、
少
数
者
の
お
か
れ
た
状
況
と
能
動
的
救
援
の
是
非
と

が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
ろ
う
。

　

犯
罪
人
等
の
（
不
）
引
き
渡
し
を
め
ぐ
る
条
約
群
の
成
立
と
、
外
国
人
や

少
数
者
の
保
護
を
目
的
と
し
た
諸
条
約
の
制
定
は
、
庇
護
、
保
護
、
そ
れ
ぞ
れ

の
側
面
に
お
け
る
、
レ
ジ
ー
ム
形
成
の
前
段
階
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
者

が
、
一
般
条
約
を
通
し
て
庇
護
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
土
台
と
な
り
、
後
者

は
、
保
護
の
国
際
的
展
開
を
可
能
に
す
る
だ
け
の
基
礎
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
上
で
両
者
は
、
強
制
移
動
を
端
的
に
表
現
す
る
難
民
を
保
護
す
る
国

際
制
度
へ
と
流
れ
込
ん
で
ゆ
く
。
第
一
次
世
界
大
戦
以
降
、
国
際
連
盟
を
中
心

に
難
民
問
題
を
扱
う
国
際
制
度
が
本
格
的
に
形
成
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
一

般
条
約
（
難
民
の
国
際
的
地
位
に
関
す
る
一
九
三
三
年
条
約
）
を
通
し
た
庇
護

の
国
際
的
展
開
と
、
国
際
的
行
政
機
関
（
ナ
ン
セ
ン
国
際
難
民
事
務
所
）
を
通

し
た
保
護
の
展
開
と
い
う
形
を
と
っ
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
条
約

に
よ
る
庇
護
と
、
国
際
的
行
政
機
関
を
通
し
た
保
護
、
と
い
う
二
本
立
て
の
形

態
は
、
冷
戦
に
よ
る
混
乱
を
経
つ
つ
も
、「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
難

民
条
約
）」
に
よ
る
庇
護
と
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
に
よ
る
保
護
と
い

う
形
を
と
っ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
も
継
承
さ
れ
る
。

（
2
）
庇
護
主
導
に
よ
る
救
援
倫
理
の
挫
折

　

と
こ
ろ
で
、「
出
向
く
」
救
援
を
端
的
に
示
す
人
道
的
介
入
・
干
渉
は
、
強

制
移
動
を
扱
う
国
際
レ
ジ
ー
ム
の
埒
外
に
あ
っ
た
。
当
初
よ
り
介
入
・
干
渉
は

二
国
間
に
ま
た
が
る
事
柄
で
あ
り
、
一
般
条
約
を
通
し
た
法
的
制
度
化
に
も
、

ま
た
国
際
的
行
政
機
関
を
通
し
た
実
践
に
も
、
あ
ま
り
馴
染
ま
な
か
っ
た
た
め

で
あ
る
。
加
え
て
、
主
権
平
等
の
原
則
を
破
る
介
入
や
干
渉
自
体
が
、
た
と
え

人
道
上
の
理
由
と
は
い
え
、一
般
に
支
持
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

）
31
（

。
戦
間
期
以
降
、

難
民
は
、
対
立
す
る
陣
営
の
体
制
的
欠
陥
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
す
ぐ
れ
て

政
治
的
な
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
難
民
の
救
援
に
せ

よ
、
能
動
的
な
介
入
や
干
渉
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
逃
れ
て
く
る
人
び
と
の
受

け
入
れ
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
雰
囲
気
の
な
か
、
強
制
移
動
を
扱
う
国
際
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て

は
、
受
け
入
れ
る
救
援
で
あ
る
庇
護
が
主
導
的
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
第
二
次
大
戦
前
後
の
世
界
が
、
一
般
条
約
を
通
し
て
国
際
的
庇
護
を
法

的
に
根
拠
づ
け
る
作
業
に
着
手
し
た
の
は
、
庇
護
主
導
に
よ
る
救
援
倫
理
の
展

開
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
ま
ず
手
掛
け
ら
れ
た

の
が
、
難
民
の
地
位
を
め
ぐ
る
基
準
の
策
定
で
あ
っ
た
。
戦
間
期
に
は
「
難
民

の
国
際
的
地
位
に
関
す
る
一
九
三
三
年
条
約
」
に
よ
っ
て
、
ま
た
第
二
次
世
界

大
戦
後
に
は
、
難
民
条
約
（
一
九
五
一
年
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
大
枠
が
与

え
ら
れ
る
。
一
九
六
七
年
に
は
、「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
（
難
民
議

定
書
）」
が
、
難
民
条
約
一
条
A
項
（
B
）
に
あ
っ
た
時
間
的
地
理
的
制
約
の

撤
廃
に
成
功
し
、
難
民
の
地
位
に
関
し
て
は
、
国
際
的
な
合
意
が
完
成
す
る
。

　

時
期
を
同
じ
く
し
て
進
め
ら
れ
た
の
は
、
庇
護
自
体
に
関
す
る
国
際
的
合
意
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の
形
成
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
難
民
議
定
書
と
同
じ
一
九
六
七
年

に
「
領
域
内
庇
護
に
関
す
る
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
る
こ
と
で
一
応
の
達
成
を
み
、

同
議
定
書
の
成
功
に
影
響
さ
れ
た
起
草
者
チ
ー
ム
は
、
続
い
て
条
約
化
を
念
頭

に
置
い
た
準
備
作
業
を
進
め
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
五
年
あ
ま
り
の
準
備
期
間
を

お
い
て
一
九
七
七
年
に
開
催
さ
れ
た
領
域
内
庇
護
条
約
に
関
す
る
国
際
会
議
は

完
全
な
失
敗
に
終
わ
る

）
32
（

。
そ
し
て
こ
の
失
敗
が
、
そ
れ
ま
で
庇
護
主
導
で
進
め

ら
れ
て
き
た
救
援
倫
理
の
展
開
と
レ
ジ
ー
ム
の
発
展
と
を
、
保
護
主
導
に
よ
る

も
の
へ
と
切
り
替
え
る
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
3
）
保
護
主
導
に
よ
る
救
援
倫
理
の
発
展

　

も
ち
ろ
ん
、
保
護
主
導
に
よ
る
発
展
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
一
九
七
七

年
以
降
の
状
況
が
す
ぐ
に
国
際
的
介
入
や
干
渉
を
正
当
化
す
る
制
度
形
成

に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
領
域
内
庇
護
条
約
の
失
敗
以

後
、
庇
護
主
導
の
際
に
前
提
と
さ
れ
て
き
た
基
本
的
考
え
は
次
第
に
変
化
す

る
こ
と
に
な
る
。
救
援
の
中
心
的
主
体
が
庇
護
国
か
ら
強
制
移
動
発
生
国

へ
と
移
行
す
る
の
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
は
、
一
九
七
〇
年

代
後
半
以
降
、
領
域
内
庇
護
条
約
の
失
敗
に
代
わ
っ
て
登
場
す
る
「
非
公

認
の
抑
留
（U

nacknow
ledged D

etention

、
の
ち
に
強
制
失
踪
〔forced 

disappearance

〕
と
改
め
ら
れ
る
）」
を
扱
っ
た
国
際
規
範
形
成
に
求
め
ら
れ

る
。
後
に
こ
れ
は
、
一
九
八
〇
年
代
に
進
め
ら
れ
る
「
強
制
失
踪
か
ら
の
す

べ
て
の
人
の
保
護
に
関
す
る
宣
言
（
一
九
九
二
年
採
択
）」
に
向
け
た
動
き

や
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
さ
れ
る
「
国
内
避
難
民
問
題
を
扱
う
国
連
指
導
原
則

（
一
九
九
八
年
採
択
）」
へ
の
動
き
へ
と
継
承
さ
れ
、
拡
充
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

救
援
主
体
の
移
行
に
関
連
し
て
重
要
な
の
は
、
副
次
的
な
救
援
の
担
い
手
と

し
て
「
国
際
社
会
」
や
「
国
際
共
同
体
」
が
設
定
さ
れ
る
点
で
あ
る

）
33
（

。
し
か
も
、

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
こ
れ
ら
が
形
式
上
二
次
的
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
現
実

に
は
一
次
的
な
担
い
手
と
し
て
認
識
さ
れ
、
ま
た
行
動
し
て
き
た
点
に
注
意
が

必
要
で
あ
る
。
一
次
的
な
救
援
主
体
と
し
て
発
生
国
を
、
二
次
的
主
体
と
し
て

国
際
社
会
・
国
際
共
同
体
を
設
定
す
る
背
景
に
は
、
発
生
国
が
救
援
に
お
い
て

無
意
志
で
あ
り
、
あ
る
い
は
無
能
力
・
能
力
不
足
で
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
際
し
て
国
際
社
会
・
国
際
共
同
体
が
み
ず

か
ら
事
態
の
解
決
に
乗
り
出
す
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
る
点
で
、
能
動
的
救
援
と

し
て
の
保
護
と
い
う
性
格
も
強
く
表
れ
て
い
る

）
34
（

。
そ
の
上
で
、
国
際
社
会
・
国

際
共
同
体
に
よ
る
能
動
的
救
援
を
可
能
に
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
二
つ
の
特

徴
が
見
逃
せ
な
い
。
第
一
は
国
際
社
会
を
体
現
す
る
国
際
機
構
の
自
立
化
で
あ

る
。
主
権
国
家
が
利
害
を
調
整
す
る
「
場
」
と
し
て
、
い
わ
ば
主
権
の
延
長
線

上
に
置
か
れ
た
国
際
機
構
が
、
第
二
次
大
戦
後
以
降
よ
り
自
立
的
な
存
在
へ
と

変
化
し
、そ
の
存
在
を
高
め
て
い
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

単
な
る
「
場
」
か
ら
国
際
政
治
の
「
主
体
」
へ
の
変
化
で
あ
る
と
同
時
に
、
国

際
機
構
み
ず
か
ら
に
政
治
的
権
力
を
行
使
す
る
権
能
を
与
え
始
め
た
過
程
で
も

あ
る

）
35
（

。
第
二
は
、
国
家
主
権
の
相
対
化
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
国
家
主
権
の
絶

対
性
に
対
す
る
疑
義
自
体
は
古
く
か
ら
存
在
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
国
家
と
は

異
な
る
形
で
人
々
が
つ
な
が
る
「
社
会
」
と
の
関
係
に
お
い
て
相
対
化
さ
れ
、

何
よ
り
国
家
主
権
の
主
体
が
王
か
ら
国
民
へ
と
移
行
し
、
王
の
政
治
に
国
民
が

抵
抗
し
革
命
を
起
こ
せ
る
だ
け
の
権
利
を
持
っ
た
と
い
う
点
で
、
次
第
に
条
件

付
け
ら
れ
て
い
っ
た
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。と
こ
ろ
が
、現
代
の
文
脈
に
あ
っ
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て
重
要
な
の
は
、
こ
の
国
家
主
権
の
相
対
化
が
、
単
に
国
家
主
権
の
絶
対
視
を

斥
け
る

）
36
（

の
み
な
ら
ず
、
責
任
を
連
結
さ
せ
、
さ
ら
に
責
任
実
践
に
失
敗
し
た
場

合
に
は
主
権
の
一
時
停
止
と
い
う
ペ
ナ
ル
テ
ィ
を
課
す
こ
と
を
、思
想
的
に
も
、

ま
た
制
度
的
に
も
可
能
に
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る

）
37
（

。
こ
こ
に
、
救
援
主
体
の
変
化

が
、
単
な
る
庇
護
国
か
ら
発
生
国
へ
の
移
行
以
上
の
内
容
を
有
す
る
こ
と
が
わ

か
る
。

　

救
援
主
体
の
変
化
に
加
え
て
、
何
か
ら
人
び
と
を
救
う
の
か
と
い
う
点
に
つ

い
て
も
、
考
え
方
に
変
化
が
生
じ
る
。
こ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
迫
害
か
ら

「
危
害
」
へ
の
変
化
で
あ
る
。
前
述
し
た
通
り
、
そ
も
そ
も
迫
害
と
は
、
移
動

を
強
い
ら
れ
る
人
び
と
の
本
国
に
よ
る
権
力
作
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
迫
害
の

内
容
を
め
ぐ
っ
て
は
一
九
六
〇
年
代
の
時
点
で
既
に
意
見
が
割
れ
て
お
り

）
38
（

、
そ

の
後
、
生
命
・
身
体
の
自
由
に
対
し
て
の
み
加
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
「
制

限
的
」
な
も
の
か
ら
、
よ
り
「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
も
の
へ
と
拡
大
さ
れ
て
解
釈
さ

れ
る
よ
う
に
な
る

）
39
（

。
こ
れ
と
連
動
し
て
起
き
た
の
は
、
将
来
予
想
さ
れ
る
害
悪

を
念
頭
に
置
い
た
対
応
か
ら
、
現
在
生
じ
て
い
る
害
悪
を
想
定
し
た
対
応
へ
の

移
行
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
庇
護
が
必
要
で
あ
る
理
由
は
、
被
庇
護
者
が
自
国

に
お
い
て
迫
害
を
受
け
る
だ
け
の
「
十
分
に
根
拠
の
あ
る
お
そ
れ
」
が
認
め
ら

れ
る
か
ら
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
将
来
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
推
定
に
基
づ
い
て
い

た
）
40
（

。
こ
れ
が
保
護
で
は
、
そ
の
時
点
で
生
じ
て
い
る
害
悪
へ
の
注
目
へ
と
変
化

す
る

）
41
（

。
こ
の
点
は
、
強
制
移
動
へ
の
対
応
を
事
後
的
な
も
の
か
ら
予
防
的
な
も

の
へ
と
転
換
し
よ
う
と
す
る
動
き
と
も
関
連
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
初
頭

か
ら
、
国
連
を
中
心
に
「
予
防
的
保
護
」
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
が

）
42
（

、
そ
こ

で
は
将
来
に
お
け
る
人
の
流
出
入
で
は
な
く
、
内
戦
や
人
道
危
機
が
起
こ
っ
て

い
る
地
域
の
少
数
民
族
グ
ル
ー
プ
や
人
権
状
況
が
問
題
と
な
る

）
43
（

。
救
援
倫
理
の

転
換
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
に
注
目
す
る
か
に
加
え
て
、
い
つ
起
こ
っ
て
い
る

事
態
に
目
を
向
け
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
も
、
考
え
方
を
変
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　

救
援
倫
理
の
転
換
を
め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た
こ
う
し
た
変
化
は
、
強
制
移
動
に

対
処
す
る
複
数
の
国
際
的
実
行
に
お
い
て
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ

れ
ら
は
や
が
て
収
斂
し
、
国
内
強
制
移
動
に
関
す
る
「
指
導
原
則
」
に
お
い
て

結
晶
化
す
る
こ
と
に
な
る
。「
指
導
原
則
」
は
一
方
で
、
国
内
強
制
移
動
の
被

害
者
で
あ
る
国
内
避
難
民
が
い
か
な
る
危
害
か
ら
保
護
さ
れ
る
か
を
、
権
利
と

し
て
規
定
す
る

）
44
（

。
他
方
で
同
時
に
、国
内
強
制
移
動
の
予
防
と
対
応
に
際
し
て
、

避
難
民
発
生
国
が
一
義
的
責
任
を
負
い
、
国
際
社
会
が
副
次
的
責
任
を
負
う
こ

と
を
述
べ
て
も
い
る

）
45
（

。
そ
し
て
そ
の
前
提
と
し
て
、
発
生
国
が
こ
れ
ら
一
連
の

対
応
の
責
任
を
負
え
な
い
と
し
た
と
き
、
発
生
国
の
主
権
が
一
時
的
に
停
止
し

う
る
点
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
指
導
原
則
以
前
に
、
異

な
る
国
際
実
行
や
文
書
、
制
度
が
異
な
る
局
面
で
提
示
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ

た
。
指
導
原
則
は
、
こ
れ
ら
を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
格
好
で
、
自
ら
の
屋
台
骨

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
こ
の
「
指
導
原
則
」
が
、
強
制
移
動
に
お
け
る

救
援
倫
理
の
収
斂
点
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
以
降
人
道
問
題
一
般
を
扱
う

救
援
倫
理
の
ひ
な
型
を
も
提
供
し
た
こ
と
で
あ
る
。
内
容
的
に
み
れ
ば
、『
保

護
す
る
責
任
』
で
表
れ
る
基
本
的
な
諸
原
則
は
、「
指
導
原
則
」
の
時
点
で
す

で
に
出
揃
っ
て
い
る
。
国
連
が
事
務
総
長
報
告
と
し
て
二
〇
〇
〇
年
代
に
出
し

た
複
数
の
文
書
に
お
い
て
も
、
同
様
の
言
及
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

）
46
（

。
い
ず
れ
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も
、救
援
主
体
と
そ
の
責
任
分
担
を
め
ぐ
る
考
え
方
が
特
に
重
視
さ
れ
て
お
り
、

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
容
上
の
共
通
性
に
加
え
て
、「
指
導
原
則
」

は
、
意
識
的
な
法
的
制
度
化
を
避
け
た
点
で
、
倫
理
を
ど
う
制
度
化
す
る
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る

）
47
（

。「
私
人
の
手
に

よ
る
ソ
フ
ト
・
ロ
ー

）
48
（

」
と
い
う
制
度
化
の
形
態
は
、
一
方
で
、
本
来
国
際
法
上

の
宣
言
化
を
目
指
し
て
い
た
は
ず
の
「
指
導
原
則
」
が
そ
の
完
成
前
に
取
っ
た

方
向
転
換
で
あ
り

）
49
（

、
し
か
し
同
時
に
そ
の
結
果
、
原
則
の
広
範
な
受
容
へ
と
つ

な
が
っ
た
と
考
え
て
よ
い
選
択
で
も
あ
っ
た

）
50
（

。
内
容
的
に
も
、
ま
た
倫
理
の
制

度
化
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
、
今
日
、
救
援
倫
理
の
転
換
を
考
え
る
に
際
し
て
、

「
指
導
原
則
」
に
は
特
別
な
重
要
性
が
与
え
ら
れ
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

小
論
で
は
、
人
の
強
制
移
動
と
い
う
文
脈
で
、
他
者
救
援
に
関
す
る
倫
理
の

転
換
が
い
か
に
進
ん
で
き
た
か
を
み
て
き
た
。
論
を
閉
じ
る
に
あ
た
り
、再
度
、

人
間
の
二
重
性
が
も
た
ら
す
倫
理
の
共
存
と
選
択
と
い
う
問
題
に
立
ち
返
り
、

小
論
の
内
容
が
い
か
な
る
示
唆
を
与
え
う
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　

人
類
共
同
体
に
立
脚
す
る
倫
理
と
、
特
定
の
政
治
的
共
同
体
に
基
づ
く
倫
理

と
を
、
い
か
に
併
存
さ
せ
る
か
と
い
う
問
い
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
倫
理
が
拠
っ
て

立
つ
権
威
や
権
力
を
い
か
に
併
存
さ
せ
る
か
と
い
う
問
い
と
つ
な
が
る
。
そ
し

て
、
二
つ
の
倫
理
の
う
ち
の
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
と
い
う
問
い
は
、
二
つ
の

倫
理
の
土
台
た
る
権
威
や
権
力
の
ど
ち
ら
を
選
択
す
る
か
と
い
う
問
い
で
も
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
庇
護
と
保
護
と
い
う
文
脈
で
こ
れ
を
敷
衍
す
れ
ば
、
領
域

に
根
ざ
し
た
救
援
に
関
す
る
倫
理
や
権
威
・
権
力
と
、
領
域
を
越
え
た
救
援
に

関
す
る
倫
理
や
権
威
・
権
力
を
、
い
か
に
併
存
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
い

ず
れ
を
選
ぶ
の
か
、
を
め
ぐ
る
問
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

強
制
移
動
に
お
け
る
救
援
倫
理
の
転
換
は
、
二
つ
の
救
援
倫
理
の
併
存
か
ら

は
じ
ま
り
つ
つ
も
、
大
規
模
強
制
移
動
を
前
に
、
は
じ
め
に
庇
護
の
倫
理
を
選

び
、
そ
の
後
保
護
の
倫
理
を
選
ん
だ
過
程
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
救
援
倫

理
の
転
換
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
へ
の
移

行
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
保
護
主
導
の
救
援
倫
理
が
、

冷
戦
の
終
焉
、
平
和
維
持
活
動
の
拡
大
と
そ
れ
に
対
す
る
反
省
な
ど
を
経
て
、

な
お
不
安
定
な
状
態
に
あ
る
一
方
、
そ
の
申
請
数
を
み
る
限
り
、
実
際
に
は
増

加
傾
向
に
あ
る
庇
護
の
状
況
を
考
え
る
な
ら
、「
庇
護
か
ら
保
護
へ
」
の
転
換

が
、
直
ち
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
保
護
の
台
頭
に
つ
な
が
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
の
二
重
性
を
反
映
し

た
二
つ
の
救
援
倫
理
の
併
存
が
、今
日
に
お
い
て
も
基
本
的
な
姿
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
保
護
主
導
の
救
援
倫

理
が
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
の
一
端
で
あ
る
と
す
る
主
張
を
ど
う
み

る
か
で
あ
る

）
51
（

。
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
は
、
庇
護
や
保
護
と
い
う

行
為
自
体
が
倫
理
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
に
、
国
民
国
家
成
立
に
際
し
て
「
排

除
項
」
と
さ
れ
た
人
び
と
を
回
収
す
る
た
め
の
装
置
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
別
の
問
い
を
避
け
て
は
通
れ
な
い

）
52
（

。
そ
し
て
こ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答

え
る
限
り
、
現
代
に
お
け
る
救
援
は
、
庇
護
に
せ
よ
、
ま
た
保
護
に
せ
よ
、
結

局
の
と
こ
ろ
「
排
除
項
」
で
あ
る
強
制
移
動
民
の
還
流
を
阻
止
す
る
も
の
と
し

て
特
徴
づ
け
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
よ
う
な
庇
護
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観
・
保
護
観
は
一
面
的
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
は
な
お
も
残
さ
れ
る
。

加
え
て
、
救
援
を
め
ぐ
る
今
日
の
世
界
政
治
を
打
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
批
判

的
立
場
に
立
つ
論
者
が
と
り
が
ち
な
「
無
条
件
の
歓
待
」
が
、
現
実
に
ど
こ
ま

で
有
効
で
あ
る
か
も
疑
問
の
ま
ま
で
あ
る
。
今
日
さ
け
ば
れ
る
「
歓
待
」
は
、

そ
の
思
想
的
内
容
か
ら
言
っ
て
、
か
つ
て
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
論
じ
、
カ
ン

ト
が
完
成
さ
せ
た
も
の
と
、
実
は
大
差
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
歓
待
」
が
、

か
つ
て
、
庇
護
を
拡
大
し
保
護
を
発
展
さ
せ
る
上
で
思
想
的
に
決
定
的
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、「
歓
待
」
概
念
へ
の
回
帰
に
は
十
分

な
注
意
が
必
要
に
な
る
。
わ
け
て
も
、
も
し
保
護
の
代
わ
り
に
「
歓
待
」
を
無

条
件
に
認
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
歓
待
」
を
可
能
に
す
る
倫
理
的
権

威
や
権
力
は
ど
こ
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
か
、と
い
う
点
は
重
要
な
問
い
で
あ
る
。

歓
待
が
庇
護
と
保
護
の
狭
間
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
二
つ
の
倫
理
的
権
威

や
権
力
か
ら
無
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
庇
護
と
保
護

と
に
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
倫
理
的
権
威
と
権
力
と
が
、
歓
待
の
中
で
交
錯
し
て
い

た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、「
歓
待
」
の
可
能
性
を
論
じ
る
者

が
、
倫
理
的
権
威
と
権
力
と
い
う
点
か
ら
そ
の
状
況
を
い
か
に
考
え
る
か
に
つ

い
て
、
い
ま
だ
に
明
確
な
答
え
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
点
に
、
私
た
ち
は
注
意

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

人
間
の
二
重
性
に
立
脚
し
て
倫
理
の
二
重
性
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し

ろ
庇
護
と
保
護
と
い
う
二
つ
の
救
援
倫
理
を
併
存
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
、
さ
し

あ
た
り
は
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
世
界
政
治
に
お
け

る
倫
理
的
権
威
や
権
力
を
、
特
定
の
政
治
的
共
同
体
の
み
に
置
く
こ
と
も
、
ま

た
人
類
共
同
体
の
み
に
置
く
こ
と
も
、
と
も
に
難
し
い
状
況
を
反
映
し
た
も
の

で
あ
り
、
い
か
に
も
現
状
維
持
的
な
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
倫
理

的
な
権
威
や
権
力
を
再
配
置
す
る
作
業
の
必
要
性
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
こ
の
点
が
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
価
値
観
を
内
包
し
て
い
る
点
も
否
め
な

い
で
あ
ろ
う
。
世
界
政
治
と
い
う
位
置
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
倫
理
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
群
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

追
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戦
史
・
中
巻
（
岩
波
文
庫
版
）』（
岩

波
書
店
、
一
九
六
六
年
）、
三
六
四
頁
。

（
25
）
　

弓
削
達
『
永
遠
の
ロ
ー
マ
（
講
談
社
学
術
文
庫
版
）』（
講
談
社
、
一
九
九
一
年
）、

一
五―

一
六
頁
。
た
だ
し
こ
の
時
に
は
、
ロ
ー
マ
へ
の
侵
入
軍
を
率
い
た
ア
リ
ラ
ッ

ト
王
が
、
教
会
へ
逃
げ
込
ん
だ
者
に
対
し
て
殺
人
や
掠
奪
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と

命
令
し
て
い
る
。

（
26
）
　

同

条

約

草

案

は
、A

tle G
rahl-M

adsen, Territorial A
sylum

 (Stockholm
, 

A
lm

qvist &
 W

iksell, 1980), A
nnex W

W

に
全
文
が
あ
る
。

（
27
）
　

外
国
人
や
少
数
者
を
扱
う
法
の
存
在
が
、
難
民
保
護
体
制
全
体
の
発
展
に
ど

の
よ
う
に
関
係
し
て
い
た
か
は
、Jam

es H
athaw

ay, T
he R

ights of R
efugees in 

International L
aw

 (C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress, 2004), pp. 75―

91

を
参
照
。

（
28
）
　

Ibid., p. 74.

（
29
）
　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
田
畑
茂
二
郎
『
人
権
と
国
際
法
』（
日
本
評
論
社
、

一
九
四
八
年
）
が
詳
し
い
。

（
30
）
　

田
畑
『
前
掲
書
』、
四
〇―

四
五
頁
。

（
31
）
　

田
畑
『
前
掲
書
』、
四
二―

四
四
頁
。
第
二
次
大
戦
後
の
例
に
お
い
て
も
、
と
り

わ
け
冷
戦
の
終
焉
を
分
水
嶺
と
す
る
か
た
ち
で
こ
の
傾
向
は
続
く
こ
と
に
な
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、W

heeler, Saving Strangers

中
で
扱
わ
れ
た
各
事
例
を
参
照

さ
れ
た
い
。

（
32
）
　

同
会
議
に
関
し
て
は
、
芹
田
健
太
郎
『
亡
命
・
難
民
保
護
の
諸
問
題
』（
北
樹

出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
よ
り
二
二
九―

二
三
八
頁
、G

rahl-M
adsen, Territorial 

A
sylum

, C
h. 7

を
参
照
。

（
33
）
　

国
際
社
会
に
つ
い
て
は
、H

edley B
ull, T

he A
narchical Society: A

 Study of 

O
rder in W

orld Politcs, (N
ew

 York: C
olum

bia U
niversity P

ress, 1977), C
h. 3; 

M
artin W

ight, International T
heory: T

hree Traditions (L
eicester: L

eicester 
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U
niversity P

ress, 1991), C
h. 3

を
参
照
。
ま
た
国
際
共
同
体
に
つ
い
て
は
古
谷
修

一
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
国
際
共
同
体
」
大
沼
保
昭
編
著
『
国
際
社
会
に
お
け

る
法
と
力
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。

（
34
）
　

古
谷
は
、こ
れ
を
「
国
際
共
同
体
の
介
入
的
性
格
」
と
よ
ぶ
。
古
谷
「
前
掲
論
文
」

一
六
〇―

一
六
二
頁
。

（
35
）
　

こ
れ
に
つ
い
て
は
国
際
法
を
中
心
に
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
。
さ
し
あ
た
り

初
期
の
も
の
と
し
て
、W

ilfred Jenks

に
よ
る
三
部
作International Im

m
unities 

(L
ondon: S

tevens and S
ons, 1961); T

he P
roper L

aw
 of International 

O
rgan

ization
s (L

ondon: S
tevens and S

ons, 1962); T
he P

rospects of 

International A
djudication (L

ondon: Stevens and Sons, 1964); 

ま
た
現
代
に

近
い
文
脈
で
はJose A

lvarez, International O
rganizations as L

aw
-M

akers 

(O
xford: O

xford U
niversity P

ress 2005), Sim
on C

hesterm
an (ed.), Secretary 

or G
eneral?

（C
am

bridge: C
am

bridge U
niversity P

ress, 2007

）
を
参
照
。

（
36
）
　

B
utros B

utros-G
hali, A

n A
genda for Peace: P

reventive D
iplom

acy, 

Peacem
aking and Peace-keeping (R

eport of the Secretary-G
eneral), U

N
 D

oc., 

A
/47/277― S/24111, 17 June, 1992, para. 17.

（
37
）
　

F
rancis M

. D
eng, P

rotecting the D
ispossessed: A

 C
hallenge for the 

International C
om

m
unity (N

ew
 York: T

he B
rookings Institutions P

ress, 

1993), p. 13. 

執
筆
者
で
あ
る
デ
ン
は
、
国
内
避
難
民
問
題
に
関
す
る
初
代
国
連
事

務
総
長
特
別
代
表
と
し
て
「
指
導
原
則
」
の
作
成
に
携
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。

（
38
）
　

A
lte G

rahl-M
adsen, T

he Status of R
efugees in International L

aw
, Volum

e I 

(L
eyden: A

. W
. Sijthoff, 1966), p. 189.

（
39
）
　

G
rahl-M

adsen, T
he Status of R

efugees in International L
aw

, Volum
e I, p. 

193

な
ら
び
にH

athaw
ay, T

he L
aw

 of R
efugee Status (Toronto: B

utterw
orths, 

1993), pp. 99― 134. 

な
お
、
本
文
中
に
て
述
べ
た
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
対
マ
キ
シ
マ
リ
ス

ト
と
い
う
構
図
が
、
こ
こ
で
は
あ
て
は
ま
る
。

（
40
）
　

H
athaw

ay, T
he L

aw
 of R

efugee Status, pp. 66― 69.

（
41
）
　

た
と
え
ば
『
保
護
す
る
責
任
』
は
、
現
在
進
行
中
の
大
規
模
な
人
命
の
損
失
や

民
族
浄
化
を
、「
深
刻
で
回
復
で
き
な
い
危
害
（serious and irreparable harm

）」

と

定

め

る
。IC

ISS, T
he R

esponsibility to Protect (O
ttaw

a: International 

D
evelopm

ent R
esearch C

entre, 2001), para. 4.18. 

こ
こ
で
「
危
害
」
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
も
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
42
）
　

G
uy G

oodw
in-G

ill, T
he R

efugee in International L
aw

 (O
xford: T

he 

C
larendon P

ress, 1996), pp. 286― 291.

（
43
）
　

Ibid., p. 268.

（
44
）
　

U
nited N

ations, G
uiding P

rinciples on Internal D
isplacem

ent

（U
n D

oc., 

E
/C

N
. 4/1998/A

dd. 2

）（
日
本
語
に
つ
い
て
は
、
墓
田
桂
他
『
国
内
強
制
移
動
に

関
す
る
指
導
原
則
』、
成
蹊
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン
タ
ー
、
を
参
照
）．

（
45
）
　

Ibid., P
rinciples 3― 1; 7― 1; 7― 2, 9; 25; 27 and 28― 1.

（
46
）
　

U
nited N

ations, A
 M

ore Secure W
orld; O

ur Shard R
esponsibility (Secretary-

G
eneral’ s R

eport, U
N

 D
oc., A

/59/565, 2 D
ecem

ber 2004), esp. para. 29―

30; In L
arger Freedom

: tow
ards developm

ent, security and hum
an rights for 

all (Secretary-G
eneral’ s R

eport, U
N

 D
oc., A

/59/2005, 21 M
arch 2005), esp. 

para. 132 and 135; Im
plem

enting the R
esponsibility to P

rotect (Secretary 

G
eneral’ s R

eport; U
N

 D
oc., A

/63/677, January 2009).

（
47
）
　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
池
田
丈
佑
「
国
内
避
難
民
の
国
際
的
保
護

：

『
弱
者
』
と

『
脅
威
』
の
あ
い
だ
で
」『
平
和
研
究
』
三
一
号
、
二
〇
〇
六
年
、
七
五―

七
七
頁
を

参
照
。

（
48
）
　

こ
の
言
葉
は
、国
際
法
学
者
K. 

ア
ボ
ッ
ト
が「
指
導
原
則
」の
形
成
に
つ
い
て
語
っ

た
デ
ン
の
議
論
に
対
し
て
向
け
た
コ
メ
ン
ト
か
ら
き
て
い
る
。K

enneth, A
bbott, 

‘ C
om

m
entary: P

rivately G
enerated Soft L

aw
 in International G

overnance’ , 

in T
hom

as J. B
iersteker, Peter J. Spiro, C

handra L
ekha Sriram

, and Veronica 

R
affo (eds.), International L

aw
 and International R

elations: B
ridging T

heory 

and Practice (L
ondon, R

outledge: 2007), p. 167.

（
49
）
　

こ
の
点
は
、
デ
ン
自
身
が
言
及
し
て
い
る
。Francis M

. D
eng, ‘ T

he G
uiding 

P
rinciples on Internal D

isplacem
ent and T

he D
evelopm

ent of International 

N
orm

s’ , in B
iersteker et al. (eds.), p. 153.

（
50
）
　

こ
の
点
は
、
時
期
を
大
体
同
じ
く
し
て
試
み
ら
れ
た
国
際
法
協
会
（International 

L
aw

 A
ssociation

）
に
よ
る
「
宣
言
」
化
の
試
み
が
、
各
国
へ
の
波
及
と
い
う
点
で

み
れ
ば
事
実
上
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
点
と
併
せ
て
考
え
る
と
対
照
的
で
あ
る
。
国
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際
法
協
会
の
作
業
に
関
し
て
は
、
永
田
高
英
「
I 

L 

A
『
国
内
避
難
民
に
関
す
る

国
際
法
原
則
宣
言
』
の
成
立
」
島
田
征
夫
（
編
著
）『
国
内
避
難
民
と
国
際
法
』（
信

山
社
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
。

（
51
）
　

土
佐
弘
之
「《
条
件
付
き
歓
待
》
の
国
際
政
治―

国
際
難
民
レ
ジ
ー
ム
の
危
機
と

い
う
文
脈
で
」、
土
佐
弘
之
『
安
全
保
障
と
い
う
逆
説
』（
青
土
社
、
二
〇
〇
三
年
）

所
収
。

（
52
）
　

H
・
ア
レ
ン
ト
（
大
久
保
和
郎
訳
）『
全
体
主
義
の
起
原
』（
み
す
ず
書
房
）・
第
三
巻
。


