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論
　
　

説

「
核
の
倫
理
」
の
政
治
学

佐
　

藤
　

史
　

郎

は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
核
兵
器
の
使
用
（use
）
と
そ
の
威
嚇
（threat

）
を
め
ぐ

る
倫
理
、
い
わ
ゆ
る
「
核
の
倫
理
（nuclear ethics

）」
に
つ
い
て
、
そ
の
国

際
政
治
上
の
意
味
合
い
と
は
何
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

核
の
倫
理
は
、
古
く
て
新
し
い
問
い
で
あ
り
、
日
本
の
核
軍
縮
・
不
拡
散
外

交
の
ス
タ
ン
ス
に
大
き
な
影
響
を
与
え
続
け
て
い
る
。
一
九
四
五
年
八
月
十

日
、
大
日
本
帝
国
政
府
は
、
広
島
に
落
と
さ
れ
た
「
新
型
爆
弾
」
に
つ
い
て
、

ス
イ
ス
政
府
を
通
じ
て
米
国
政
府
に
抗
議
文
を
提
出
し
た
。
そ
の
抗
議
文
の
中

で
大
日
本
帝
国
政
府
は
、「
無
差
別
性
惨
虐
性
を
有
す
る
」
原
子
爆
弾
が
使
用

さ
れ
た
こ
と
は
、「
人
類
文
化
に
対
す
る
新
た
な
る
罪
悪
」
で
あ
る
と
述
べ
、「
非

人
道
的
兵
器
の
使
用
を
放
棄
す
べ
き
こ
と
を
厳
重
に
要
求
」
し
て
い
る
（『
朝

日
新
聞
』
東
京
版
、
昭
和
二
五
年
八
月
十
一
日
）。
現
在
に
至
っ
て
も
、「
唯
一

の
被
爆
国
」
で
あ
る
日
本
は
、「
核
兵
器
の
使
用
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
惨
禍

は
決
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
核
兵
器
を
廃
絶
し
て
い
く
べ

き
こ
と
を
、
世
界
の
人
々
に
強
く
訴
え
て
い
く
使
命
が
あ
る
」（
外
務
省
軍
縮

不
拡
散
・
科
学
部
編
二
〇
一
一

：

四
）
と
高
ら
か
に
謳
っ
て
い
る
。

　

核
の
倫
理
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
先
行
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
米
国
の
学
者
や
実
務
家
ら
に
よ
っ
て
、
多
く

の
書
物
が
刊
行
さ
れ
た
（L

ackey 1984; B
lake and Pole eds. 1984; D

avis 

ed. 1986; K
ipnis and M

eyers eds. 1987; Shue ed. 1989; 

ナ
イ1988

な

ど
）
1
（

）。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
団
体
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
研
究
者
団
体
も
、

大
変
示
唆
に
富
む
研
究
成
果
を
残
し
て
い
る
（G

oodw
in ed. 1982; N

ational 

C
onference of C

atholic B
ishops 1983; D

w
yer ed. 1984

な
ど

）
2
（

）。

　

た
と
え
ば
、
当
時
議
論
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
で
有
名
なN

ational 

C
onference of C

atholic B
ishops

（1983

）
は
、
核
兵
器
の
「
使
用
」
に
つ
い
て
、

（
1
）
都
市
の
破
壊
や
多
く
の
市
民
の
犠
牲
を
「
目
的
」
と
す
る
場
合
は
倫
理

に
反
す
る
こ
と
、（
2
）
自
国
の
安
全
や
自
由
を
守
る
と
い
っ
た
善
き
「
目
的
」

は
、
無
差
別
に
無
辜
の
人
を
殺
害
す
る
と
い
う
非
道
徳
的
な
「
手
段
」
を
正
当

化
し
な
い
こ
と
、（
3
）
報
復
手
段
と
し
て
の
核
兵
器
の
使
用
は
、
そ
の
目
的

と
手
段
が
釣
り
合
う
と
い
う
「
均
衡
性
の
原
則
」
と
、
戦
闘
員
と
非
戦
闘
員
を

区
別
す
る
と
い
う
「
差
別
性
の
原
則
」
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
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い
る
。
ま
た
、
核
兵
器
の
「
抑
止
」
に
つ
い
て
は
、（
1
）
厳
格
な
条
件
を
満

た
せ
ば
、道
徳
的
に
許
さ
れ
る
こ
と
（
た
と
え
ば
、も
し
抑
止
そ
の
も
の
が
「
目

的
」
で
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
抑
止
効
果
に
十
分
な
能
力
を
持
つ
こ
と
が
、
適
切

な
戦
略
と
し
て
望
ま
し
い
）、（
2
）
し
か
し
、
核
の
「
優
位
性
」
を
求
め
る
こ

と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
、（
3
）
核
兵
器
の
実
験
、
製
造
、
配
備
の
禁
止
と
い
っ

た
軍
備
管
理
ま
た
は
軍
縮
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て

い
る

）
3
（

。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
は
、
核
の
倫
理
を
語
る
こ
と
が
、
国
際

政
治
と
い
う
場
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
、
本
格
的
に
検
討
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
の
例
外
を
あ
げ

る
と
す
れ
ば
、
ナ
イ
（Joseph S. N

ye, Jr.
）
の
『
核
戦
略
と
倫
理
』（
ナ
イ

一
九
八
八
）
で
あ
る
。
ナ
イ
は
、「
核
の
倫
理
に
つ
い
て
の
五
つ
の
公
理
」
と

し
て
、（
1
）
動
機
と
し
て
「
自
衛
は
正
当
だ
が
限
界
を
も
っ
た
大
義
名
分
で

あ
る
」、（
2
）
手
段
と
し
て
「
核
兵
器
を
け
っ
し
て
通
常
兵
器
と
お
な
じ
よ

う
に
あ
つ
か
っ
て
は
な
ら
な
い
」、（
3
）「
無
辜
の
民
へ
の
被
害
を
最
小
限
に

せ
よ
」、（
4
）
結
果
と
し
て
「
短
期
的
に
は
核
戦
争
の
リ
ス
ク
を
さ
げ
よ
」、

（
5
）「
長
期
的
に
は
核
兵
器
へ
の
依
存
度
を
さ
げ
よ
」
と
し
て
い
る
（
ナ
イ

一
九
八
八

：

一
四
七―

一
九
一
）。
こ
の
核
の
公
理
は
、「
す
べ
て
の
核
の
デ
ィ

レ
ン
マ
を
解
決
し
よ
う
と
も
く
ろ
む
も
の
で
は
な
い
」
が
、
指
導
者
ら
に
「
正

し
い
判
断
を
く
だ
す
う
え
で
の
直
感
の
基
礎
と
な
る
も
の
を
あ
た
え
る
」（
ナ

イ
一
九
八
八

：

一
九
三
）。
こ
の
「
核
の
公
理
」
は
、
核
の
倫
理
を
踏
ま
え
た

う
え
で
、
現
実
的
政
策
な
い
し
対
応
を
提
示
し
て
お
り
、
核
の
倫
理
に
関
す
る

研
究
の
進
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
や
は
り
、
核
の
倫
理

が
ど
の
よ
う
な
力
学
を
国
際
政
治
に
生
む
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
国
際
政
治
に

お
け
る
核
の
倫
理
の
肯
定
的
な
ら
び
に
否
定
的
影
響
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

十
分
に
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

　

本
稿
で
は
ま
ず
、
そ
も
そ
も
国
際
政
治
に
お
い
て
、
倫
理
を
語
る
余
地
が
あ

る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
そ
の
際
、モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー（H

ans 

J. M
orgenthau

）
と
い
っ
た
現
実
主
義
者
を
通
し
て
、倫
理
の
余
地
の
「
程
度
」

を
確
認
し
た
い
。
こ
こ
で
現
実
主
義
者
を
取
り
上
げ
る
の
は
、現
実
主
義
者
が
、

国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
の
役
割
を
重
視
し
て
い
な
い
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち

だ
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
義
務
論
的
論
法
と
結
果
主
義
的
論
法
の
枠
組
み
を

用
い
て
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
が
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る
の
か
否
か
を
問
う

「
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理
」
を
概
観
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
第

三
に
、「
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理
の
政
治
」
を
考
察
す
る
。
こ

こ
で
は
、
核
の
倫
理
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
核
兵
器
の
使
用
は
倫
理
的
に
許
容

さ
れ
な
い
と
の
規
範
を
醸
成
し
て
い
る
こ
と
、い
わ
ゆ
る
「
核
の
禁
忌
（nuclear 

taboo

）」
の
存
在
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
う
る
肯
定
的
影
響

と
否
定
的
影
響
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る
。

1
．
国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
の
余
地

（
1
）
用
語
の
確
認

　

本
題
に
入
る
ま
え
に
、
い
く
つ
か
の
用
語
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
核

兵
器
の
「
使
用
」
と
そ
の
「
威
嚇
」
の
相
違
点
で
あ
る
。
核
兵
器
の
「
使
用
」

は
、核
兵
器
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
「
結
果
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
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核
兵
器
使
用
の
「
威
嚇
」
は
、あ
く
ま
で
核
兵
器
使
用
の
威
嚇
と
い
う
「
手
段
」

で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
使
用
と
い
う
「
結
果
」
を
伴
う
も
の
で
は
な
い

）
4
（

。
こ
の

相
違
点
は
、
第
2
節
に
お
い
て
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理
を
検

討
す
る
際
に
重
要
と
な
る
。

　

つ
ぎ
に
、
倫
理
と
道
徳
の
定
義
で
あ
る
。
ま
ず
、
倫
理
（ethics

）
と
は
「
人

間
の
あ
り
か
た
」
で
あ
る
（
佐
藤
一
九
六
〇

：

二
）。
こ
の
倫
理
と
類
似
し
た

用
語
が
道
徳
（m

orality
）
で
あ
る
。
道
徳
は
、
善
（good

）
と
悪
（bad

）
と

は
何
か
、
正
（just

）
と
不
正
（unjust

）
と
は
何
か
な
ど
、
そ
の
価
値
と
信

念
を
意
味
す
る
。
つ
ぎ
に
倫
理
と
は
、
道
徳
に
基
づ
く
行
為
の
正
当
性
や
批
判

的
検
討
を
指
す
（A

m
stutz 1999: 2

）。
し
か
し
な
が
ら
、
倫
理
学
者
の
佐
藤

俊
夫
に
よ
れ
ば
、
倫
理
と
道
徳
の
原
義
は
、
と
も
に
「
こ
の
世
の
あ
り
さ
ま
」

や
「
人
と
し
て
の
あ
り
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、「
区
別
な
く
用
い
て

さ
し
つ
か
え
な
い
」（
佐
藤
一
九
六
〇

：

一
〇
）
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
本
稿

で
は
、
倫
理
と
道
徳
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
倫
理
／
道
徳
を
「
核
兵
器
の
使

用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
人
間
の
あ
り
か
た
を
問
う
こ
と
」
と
ゆ
る
や
か
に
定
義
し

た
い
。
ま
た
、
後
出
の
「
道
義
」
に
つ
い
て
も
、
道
徳
と
同
様
に
英
語
で
は

m
orality

と
表
記
す
る
た
め
、
両
者
を
同
じ
意
味
で
用
い
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

最
後
に
、
倫
理
／
道
徳
の
文
脈
に
お
け
る
規
範
（norm

）
と
法
（law

）
の

位
置
づ
け
で
あ
る
。
倫
理
／
道
徳
が
「
個
人
的
・
主
観
的
・
内
面
的
で
あ
る
」

の
に
対
し
て
、
法
（
律
）
は
「
社
会
的
・
客
観
的
・
外
面
的
で
あ
る
」（
佐
藤

一
九
六
〇

：

一
三
）。
つ
ぎ
に
、
規
範
と
は
「
社
会
的
状
況
に
お
い
て
人
び
と

の
従
う
規
則
」
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
形
態
と
し
て
は
「
法
、
モ
ー
レ
ス
、
慣

習
な
ど
」（
宮
島
編
二
〇
〇
三

：

二
〇
七
）
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の

定
義
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
個
人
的
な
「
倫
理
／
道
徳
」
が
集
団
に
お
い
て
社

会
的
に
認
識
さ
れ
る
と
「
規
範
」
と
な
り
、
そ
の
「
規
範
」
の
認
識
が
さ
ら
に

社
会
で
強
く
共
有
さ
れ
る
場
合
に
「
法
」
と
な
る
、
と
簡
単
に
理
解
し
て
お
き

た
い
。
た
だ
し
、こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
決
し
て
優
先
順
位
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

（
2
）
国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
の
三
つ
の
見
方

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber

）
は
、倫
理
に
は
目
的
と
手
段
を
重
視
す
る
「
心

情
倫
理
」
と
結
果
を
重
視
す
る
「
責
任
倫
理
」
と
が
あ
る
が
、
政
治
家
は
責
任

倫
理
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
た
。
心
情
倫
理
と
責
任
倫
理
は
、

「
絶
対
的
な
対
立
で
は
な
く
、
む
し
ろ
両
々
相
俟
っ
て
『
政
治
へ
の
天
職
』
を

も
ち
う
る

0

0

真
エ
ヒ
ト

の
人
間
を
つ
く
り
出
す
」（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
一
九
八
〇

：

一
〇
三
）

可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、「
調
停
し
が
た
く
対
立
し
た
準
則
」
で
あ
り
、「
底
知

れ
ぬ
ほ
ど
深
い
対
立
」関
係
に
あ
る（
ヴ
ェ
ー
バ
ー
一
九
八
〇

：

八
九
）。
だ
が
、

ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
責
任
倫
理
は
、
あ
く
ま
で
「
政
治
家
は
責
任
の
倫
理
を
備
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
政
治
家
が
ど
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

結
果

を
計
算
す
る
の
か
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
」（
ホ
フ
マ
ン
一
九
八
五

：

三
七
）。

つ
ま
り
、「
規
範
的
命
題
が
ほ
と
ん
ど
手
つ
か
ず
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
」（
ホ
フ
マ
ン
一
九
八
五

：

三
八
）
で
あ
る
。

　

ヴ
ェ
ー
バ
ー
は
、
国
内
政
治
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
、
責
任
倫
理
の
重
要
性

を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
彼
の
主
張
は
政
府
の
存
在
を
前
提
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
国
際
社
会
は
、
世
界
政
府
と
も
い
う
べ
き
主
体
が
存
在
し
な
い

と
い
う
意
味
で
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
世
界
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
ア
ナ
ー
キ
ー

を
前
提
と
す
る
国
際
政
治
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
倫
理
を
語
る
余
地
は
あ
る
の
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か
。
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
、
倫
理
的
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う

か
。

　

ナ
イ
は
、
国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
の
見
方
と
し
て
、
つ
ぎ
の
三
つ
の
立
場

が
あ
る
と
い
う
。
第
1
の
立
場
は
懐
疑
主
義
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
国
際
関

係
に
は
「
秩
序
を
執
行
す
る
制
度
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
道
義
的
概
念
は
意

味
を
な
さ
な
い
」
と
考
え
、
ま
た
「
共
同
体
意
識
も
な
い
の
だ
か
ら
道
義
的
権

利
と
か
道
義
的
義
務
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
な
い
」（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：
三
三
）

と
す
る
見
方
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
対
し
て
ナ
イ
は
、「
国
際
政
治
に
は
単
な

る
生
存
を
超
え
た
何
か
が
存
在
す
る
。
国
際
関
係
に
選
択
の
余
地
が
あ
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
選
択
が
な
い
ふ
り
を
す
る
こ
と
自
体
、
一
種
の
偽
装
さ
れ
た
選
択

な
の
で
あ
る
」（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：

三
四
）
と
批
判
し
て
い
る

）
5
（

。

　

第
二
の
立
場
は
国
家
中
心
的
道
義
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
諸
国
家
か
ら
な

る
社
会
の
上
に
成
り
立
つ
の
が
国
際
政
治
だ
と
考
え
る
見
方
」
で
、
国
際
社
会

に
は
「
つ
ね
に
完
全
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
定
の
規
則
と

い
う
も
の
が
存
在
す
る
」（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：

三
八
）
と
の
見
方
で
あ
る
。
こ

の
立
場
は
、
国
家
主
権
と
い
う
原
則
を
尊
重
す
る
た
め
、
他
国
の
内
政
に
干
渉

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
ナ
イ
は
、
ソ
連
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

へ
の
介
入
な
ど
を
事
例
に
、
国
家
主
権
は
し
ば
し
ば
侵
害
さ
れ
る
と
述
べ
て
い

る
（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：

三
八
）。

　

第
三
の
立
場
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る
。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
い
し
世

界
市
民
主
義
者
は
、
国
際
政
治
を
「
個
々
人
か
ら
な
る
社
会
の
問
題
」（
ナ
イ

二
〇
〇
九

：

三
九
）
と
位
置
づ
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
は
、
国

境
を
越
え
て
、個
人
間
の
正
義
の
実
現
を
重
視
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ナ
イ
は
、

「
大
規
模
な
再
配
分
の
政
治
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
恐
る
べ
き
無
秩
序
が
醸
成

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
危
険
を
冒
し
て
い
る
」（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：

四
一
）
と
批
判
し
て
い
る
。

　

以
上
の
三
つ
の
立
場
に
つ
い
て
、
ナ
イ
は
、「
…
…
リ
ア
リ
ズ
ム
的
見
方
を

す
る
人
々
は
、
規
範
分
析
に
お
い
て
は
懐
疑
主
義
あ
る
い
は
国
家
中
心
的
道
義

主
義
の
立
場
を
と
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
リ
ベ
ラ
ル
の
論
者
は
、
国
家

中
心
的
道
義
主
義
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
的
道
義
観
に
傾
き
が
ち
で

あ
る
」（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：

三
三
）
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、「
多
く
の
人
々
は
、

ど
こ
か
中
間
の
混
合
的
立
場
に
落
ち
着
く
の
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
大
事
な
の

は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
立
場
の
間
に
は
「
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
が
あ
る
、
と

認
識
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：

四
一
）
と
強
調
し
て
い
る
。

な
お
、
ナ
イ
自
身
は
自
ら
の
立
場
を
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
＝
現
実
主
義
」、
す

な
わ
ち
「
歴
史
の
現
段
階
に
お
い
て
、
世
界
が
国
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
と
い
う
現
実
に
拘
束
を
う
け
て
い
る
と
い
う
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
国

境
を
こ
え
た
義
務
を
認
め
る
」
立
場
で
あ
り
、「
人
間
性
に
共
通
す
る
も
の
に

た
い
し
、
最
小
限
の
義
務
を
う
け
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」（
ナ
イ

一
九
八
八

：

五
四―

五
五
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
3
）
現
実
主
義
か
ら
み
た
国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
の
余
地

　

ナ
イ
の
分
類
に
し
た
が
え
ば
、
国
家
中
心
的
道
義
主
義
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン

は
、
国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
の
余
地
を
認
め
て
い
る
。
両
者
の
認
識
が
異
な

る
の
は
余
地
の
「
程
度
」
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
国
家
中
心
的
道
義
主
義

は
倫
理
の
余
地
が
「
小
さ
い
」
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
は
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倫
理
の
余
地
が
「
大
き
い
」
と
認
識
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
国
家
中
心
的
道
義

主
義
に
近
い
現
実
主
義
者
の
見
解
を
も
う
少
し
詳
細
に
み
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
、
カ
ー
（E

. H
. C

arr

）
で
あ
る

）
6
（

。
カ
ー
は
「
国
際
秩
序
に
お
い
て
は
、

力
の
果
た
す
役
割
が
大
き
い
の
に
比
し
て
、道
義
の
役
割
は
は
る
か
に
小
さ
い
」

（
カ
ー
一
九
九
六

：

三
〇
四
）
と
い
う

）
7
（

。
だ
が
、
道
義
の
役
割
が
小
さ
い
か
ら

こ
そ
、「
現
行
の
秩
序
に
よ
っ
て
最
も
利
益
を
得
て
い
る
側
」
は
、「
自
己
犠
牲
」

と
「
互
恵
（
ギ
ブ
＝
ア
ン
ド
＝
テ
イ
ク
）」
と
い
う
二
つ
の
要
素
を
通
じ
て
、

現
行
の
「
秩
序
で
は
利
益
を
得
る
こ
と
が
最
も
少
な
い
側
に
も
、
こ
の
秩
序

が
耐
え
ら
れ
る
も
の
に
す
る
だ
け
の
譲
歩
を
行
う
こ
と
」（
カ
ー
一
九
九
六

：

三
〇
四―

三
〇
七
）
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

つ
ぎ
に
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
で
あ
る

）
8
（

。
国
際
社
会
の
平
和
は
、
権
力
闘
争
と
し

て
の
勢
力
均
衡
の
ほ
か
、
そ
の
権
力
闘
争
に
「
規
範
的
制
約
」
を
課
す
国
際

法
、
国
際
道
義
、
世
界
世
論
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
（
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー

一
九
八
六

：

二
六
）。
そ
れ
ゆ
え
、

「
国
際
政
治
に
及
ぼ
す
倫
理
の
影
響
力
を
過
大
評
価
し
た
り
、
あ
る
い
は
政
治

家
や
外
交
官
が
物
的
な
力
の
要
件
以
外
で
は
動
か
さ
れ
な
い
と
し
て
倫
理
の
影

響
力
を
過
小
評
価
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
警
戒
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。」（
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
一
九
八
六

：

二
四
七
）

と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、「
政
治
的
道
義
」
が
、「
政

治
的
結
果
」
を
考
慮
し
て
初
め
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
（
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー

一
九
八
六

：

一
一
）
と
も
述
べ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
ホ
フ
マ
ン
（Stanley H

offm
ann

）
で
あ
る
。
ホ
フ
マ
ン
は
、
政

治
と
倫
理
を
考
え
る
こ
と
は
「
現
実
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら

出
発
し
て
、
次
に
、
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
模
索
す
る
」
こ
と
、
そ
れ

は
「
政
治
と
い
う
も
の
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
」（
ホ
フ
マ
ン

一
九
八
五

：

二
）
と
述
べ
て
い
る
。
だ
が
、
カ
ー
と
同
様
に
、
国
際
関
係
に

お
け
る
道
徳
的
選
択
の
余
地
は
「
極
度
に
小
さ
い
」（
ホ
フ
マ
ン
一
九
八
五

：

二
一
）
と
い
う
。

　

以
上
の
三
人
の
現
実
主
義
者
は
、
国
際
政
治
に
お
い
て
倫
理
の
役
割
を
認
め

る
も
の
の
、
そ
の
役
割
は
小
さ
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ナ
イ
に
よ
れ
ば
、

国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
的
役
割
が
小
さ
い
の
に
は
四
つ
の
理
由
が
あ
る
（
ナ

イ
二
〇
〇
九

：

三
一―

三
三
）。
ま
ず
、
国
際
社
会
は
文
化
的
宗
教
的
に
多
様

で
あ
る
た
め
、
価
値
に
つ
い
て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
弱
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

二
つ
め
は
、
国
家
の
倫
理
と
人
間
個
人
の
倫
理
は
、
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
三
つ
め
は
、
国
際
関
係
で
は
因
果
関
係
が
複
雑
で
あ
る
た

め
、
物
事
の
帰
結
を
正
確
に
予
測
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
倫
理
的
に
善
い
と
思
わ
れ
る
行
動
は
、
必
ず
し
も
倫
理
的
に
善
い
結
果
を

導
く
と
は
か
ぎ
な
ら
な
い
。
最
後
の
4
つ
め
の
点
は
、国
内
政
治
と
く
ら
べ
て
、

国
際
政
治
で
は
制
度
の
力
が
弱
い
こ
と
か
ら
、
秩
序
と
正
義
の
乖
離
が
大
き
い

と
い
う
理
由
で
あ
る
。

2
．
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理

　

前
節
で
は
、
現
実
主
義
者
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
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の
余
地
は
小
さ
い
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
で
は
、
現
実
主
義
者

に
と
っ
て
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
は
倫
理
的
に
正
し
い
行
為
な
の
で
あ
ろ
う

か
。（

1
）
核
兵
器
の
登
場
と
正
戦
論

　

武
力
行
使
が
倫
理
的
に
正
し
い
の
か
、
正
し
く
な
い
の
か
の
議
論
に
つ
い
て

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
に
起
源
を
も
つ
「
正
戦
論
（theory of just w

ar

）」

が
あ
る
。
こ
の
正
戦
論
は
、
武
力
行
使
を
抑
制
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
倫

理
的
基
準
で
あ
り
、jus ad bellum
（
戦
争
の
開
始
原
因
を
判
断
）
とjus in 

bello

（
戦
争
開
始
後
の
敵
対
行
為
を
判
断
）
と
い
う
二
つ
の
基
準
が
あ
る

）
9
（

。
そ

し
て
、jus in bello

の
尺
度
に
は
、
戦
闘
員
と
非
戦
闘
員
を
区
別
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
「
差
別
性
の
原
則
」
と
、
武
力
行
使
の
目
的
と
手
段
が
釣
り

合
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
均
衡
性
の
原
則
」
が
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
核
兵
器
の
登
場
は
、
そ
の
性
質
と
効
果
と
い
う
点
で
、
正

戦
論
の
枠
組
み
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
核
兵
器
は
、
爆
風
、
熱
線
、
放
射

線
の
相
乗
的
効
果
に
よ
っ
て
被
害
を
与
え
る
と
い
う「
性
質
」を
も
ち
、加
え
て
、

中
規
模
都
市
を
破
壊
す
る
ほ
ど
の
深
刻
な
「
効
果
」
を
も
た
ら
す
。
核
兵
器
の

使
用
は
、
通
常
兵
器
の
レ
ベ
ル
を
大
幅
に
超
え
て
、jus in bello

の
基
準
（
と

く
に
差
別
性
の
原
則
）
を
満
た
す
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
大
量
破
壊

兵
器
（w

eapons of m
ass destruction

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
正
戦
論
で
有
名
な
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
（M

ichael W
alzer

）
は
、「
核
兵

器
は
正
戦
論
を
爆
砕
（explode

）
し
て
し
ま
う
」
と
喝
破
し
た
（
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー

2008

：514

）。

　

核
兵
器
の
登
場
の
意
味
合
い
は
、
国
際
政
治
学
や
安
全
保
障
論
の
文
脈
に

お
い
て
も
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ロ
ー
デ
ィ
ー
（B

ernard 

B
rodie

）
は
、
一
九
四
六
年
に
編
集
し
た
『
絶
対
兵
器
（T

he A
bsolute 

W
eapon

）』
に
お
い
て
、「
こ
れ
ま
で
の
軍
の
主
要
任
務
は
戦
争
に
勝
利
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
か
ら
は
そ
の
主
要
任
務
は
戦
争
を
回
避
す
る

こ
と
で
あ
る
」（B

rodie 

一
九
四
六

：

七
六
）
と
い
う
有
名
な
文
章
を
残
し
て

い
る
。核
兵
器
の
目
的
、そ
れ
は
実
戦
で
相
手
に「
使
用
」す
る
こ
と
で
は
な
く
、

相
手
か
ら
の
攻
撃
を「
抑
止
」す
る
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。核「
抑

止
」
論
の
登
場
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ブ
ル
（H

edley B
ull

）
も
同
様

の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

「
核
兵
器
時
代
の
抑
止
が
こ
れ
ま
で
の
も
の
と
ま
っ
た
く
違
う
革
新
的
な
点

は
、
実
際
の
戦
争
に
お
い
て
核
兵
器
を
使
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
嫌
悪
と
躊
躇

か
ら
、
や
む
な
く
抑
止
を
最
高
の
政
策
目
標
の
地
位
ま
で
に
高
め
た
こ
と
で
あ

る
。」（
ブ
ル2000

：146

）

こ
の
よ
う
に
、
核
兵
器
は
こ
れ
ま
で
の
戦
争
観
や
兵
器
の
役
割
を
大
き
く
変
え

た
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
「
核
革
命
（nuclear revolution

）」（Jervis 1989

）

と
呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る

）
10
（

。

（
2
）
義
務
論
的
論
法
と
結
果
主
義
的
論
法

　

核
兵
器
の
性
質
と
効
果
は
「
正
戦
論
を
爆
砕
し
て
し
ま
う
」。
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
現
実
主
義
者
に
と
っ
て
、
核
兵
器
使
用
に
対
す
る
倫
理
的
問
い
か
け
は
重
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要
な
事
柄
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、「
核
兵
器
の
使
用
は
倫
理
に
反
す
る
。
だ

が
、
相
手
に
核
兵
器
を
使
用
さ
せ
な
い
た
め
に
、
い
い
か
え
れ
ば
、
自
国
の
国

民
を
核
兵
器
の
脅
威
か
ら
守
る
た
め
に
、
核
兵
器
を
使
用
／
威
嚇
す
る
こ
と
は

倫
理
的
に
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
を
導
く
た
め
に
は
、
行
為
の
（
1
）
目
的

）
11
（

、

（
2
）
手
段
、（
3
）
結
果
を
軸
に
検
討
す
る
「
義
務
論
的
論
法
」
と
「
結
果
主

義
的
論
法
」
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。

　

ま
ず
、「
義
務
論
的
論
法
（deontological thinking

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

行
為
の
「
結
果
」
の
善
し
悪
し
を
問
題
と
せ
ず
に
、行
為
の
「
目
的
」
と
「
手
段
」

を
重
視
し
て
、
倫
理
的
な
正
し
さ
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
る
「
義
務
論
者
」
に
と
っ
て
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
と
い
う
「
手
段
」

は
、
相
手
国
の
み
な
ら
ず
自
国
の
国
民
の
生
命
を
犠
牲
な
い
し
人
質
と
す
る
こ

と
か
ら
、
倫
理
に
反
す
る
行
為
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
（W

erner 1987

）。

ま
た
、
た
と
え
核
抑
止
が
機
能
し
た
と
し
て
も
、
核
兵
器
が
無
辜
の
人
び
と
を

殺
害
す
る
手
段
で
あ
る
か
ぎ
り
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
は
倫
理
的
に
正
し
く

な
い
行
為
と
な
る
。
核
兵
器
は
「
絶
対
悪
」
な
の
で
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
、「
結
果
主
義
的
論
法
（teleological ethics

）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

行
為
の
正
し
さ
に
つ
い
て
、
そ
の
「
手
段
」
と
「
目
的
」
は
、「
結
果
」
に
基

づ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
別
の
い
い
か
た

を
す
れ
ば
、「
結
果
」
は
「
手
段
」
と
「
目
的
」
を
正
当
化
す
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
と
る
「
結
果
主
義
者
」
は
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
と
い
う
行
為
が
、
必

ず
し
も
倫
理
に
反
す
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
核
兵
器
の
使
用
／

威
嚇
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、自
国
の
国
民
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う「
結

果
」
を
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、Bobbitt

（1987

）
は
、

自
衛
権
の
概
念
を
用
い
て
、米
国
の
国
民
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、

核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
ホ

フ
マ
ン
は
、「
手
段
」
か
ら
す
れ
ば
、無
辜
の
人
び
と
に
対
す
る
脅
迫
で
あ
っ
て
、

「
そ
れ
自
体
は
実
に
良
く
な
い
」。
し
か
し
、
そ
の
究
極
的
な
「
目
的
」
は
自
ら

に
対
す
る
核
兵
器
の
使
用
を
抑
止
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
結
果
」
と

し
て
、「
平
和
の
維
持
に
役
立
つ
限
り
に
お
い
て
推
賞
し
う
る
も
の
」
で
あ
り
、

ま
た
、
核
兵
器
国
間
に
お
け
る
戦
争
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
か
ら
「
道
徳
的
に
は

誉
め
て
よ
い
こ
と
」
と
ま
で
い
う
（
ホ
フ
マ
ン
一
九
八
五

：

一
〇
三
）。

　

ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
も
結
果
主
義
者
と
い
え
よ
う
。
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
は
、「
核
戦

争
は
今
日
、
道
徳
的
に
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
し
、
将
来
に
わ
た
っ
て
も
そ
う
で

あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
の
名
誉
回
復
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
そ
れ
が
受
け

容
れ
難
い
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
別
の
方
法
を
探
さ

な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
抑
止
は
悪
い
方
法
な
の
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
他
の

方
法
を
探
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」（
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
二
〇
〇
八

：

五
一
五―

五
一
六
）
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
核
兵
器
は
正
戦

論
を
爆
砕
し
て
し
ま
う
」
の
で
あ
り
、
ま
た
「
慣
れ
親
し
ん
だ
道
徳
世
界
と
は

単
純
に
相
容
れ
な
い
人
類
初
の
技
術
革
新
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー

二
〇
〇
八

：

五
一
四
）。
た
だ
し
、「
わ
れ
わ
れ
は
悪
を
犯
さ
な
い
た
め
に
悪
で

脅
す
の
で
あ
る
。
悪
を
犯
す
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
出
来
事
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
脅
迫
が
、
比
較
す
れ
ば
ま
だ
道
徳
的
に
弁
護
可
能
に
思
わ
れ
る
」（
ウ
ォ

ル
ツ
ァ
ー
二
〇
〇
八

：

五
〇
一―

五
〇
二
）
と
し
た
う
え
で
、
自
衛
と
い
う
点

に
お
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
正
義
の
た
め
に
（
そ
し
て
平
和
の
た
め
に
）
正
義
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の
限
界
を
不
安
げ
に
踏
み
越
え
る
の
で
あ
る
」（
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
二
〇
〇
八

：

五
一
四
）
と
述
べ
て
い
る
。
核
兵
器
は
絶
対
悪
か
ら
「
必
要
悪
」
と
な
る
の
で

あ
る
。

　

要
す
る
に
、
結
果
主
義
的
論
法
を
と
る
現
実
主
義
者
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、

核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
の
「
目
的
」
は
、
無
辜
の
人
び
と
を
無
差
別
に
殺
害

す
る
こ
と
で
は
な
い
。
真
の

0

0

「
目
的
」
は
、
核
抑
止
と
い
う
必
要
悪
の
手
段
を

用
い
る
こ
と
で
、
自
国
の
国
民
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
は
、
必
ず
し
も
倫
理
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
、

と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
現
実
主
義
者
た
ち
は
、
核
の
倫
理
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー

に
よ
っ
て
、「
核
の
デ
ィ
レ
ン
マ
（nuclear dilem

m
a

）」
に
悩
む
可
能
性
が
あ

る
。
相
手
が
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
試
み
て
き
た
場
合
、
自
国
の
国
民
を
守

る
べ
く
、
相
手
国
の
国
民
を
犠
牲
な
い
し
人
質
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
そ
れ
は
倫
理
的
に
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
、
核
の

倫
理
は
提
起
し
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
核
兵
器
を
め
ぐ
る
道
義

は
、「
同
胞
へ
の
義
務
と
他
国
民
へ
の
義
務
と
の
あ
い
だ
の
、
よ
り
微
妙
な
バ

ラ
ン
ス
を
い
か
に
た
も
つ
か
に
か
か
っ
て
い
る
」（
ナ
イ
一
九
八
八

：

六
三
）

と
い
え
よ
う
。

（
3
）
核
兵
器
使
用
の
限
定
的
な
倫
理
的
正
当
性

　

こ
こ
で
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
こ

う
。
義
務
論
者
と
結
果
主
義
者
は
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
は
倫
理
に
反
す
る

行
為
で
あ
る
と
の
共
通
認
識
を
も
っ
て
い
る
（A

m
stutz 1999: 33

）。
す
な
わ

ち
、
核
兵
器
は
絶
対
悪
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
絶
対
悪
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
核
兵
器
は
必
要
悪
と
も
な
る
。
な
ぜ
な
ら
現
実
主
義
者
は
、
核
兵
器
の

使
用
／
威
嚇
を
通
じ
て
、
自
国
の
国
民
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
核
保
有
国
間
の

戦
争
防
止
と
い
う
結
果
も
期
待
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
実
主
義

0

0

0

0

者
は
0

0

、
核
抑
止
が
機
能
す
る
こ
と
を
前
提
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
が
倫
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

的
に
正
し
い
と
主
張
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
現0

実
主
義
者
は

0

0

0

0

0

、
核
抑
止
が
機
能
す
る
場
合
も
あ
る
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
機
能
し
な
い
場
合
も
あ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る
と
考
え
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、R

uston

（1984

）
は
、
核

抑
止
が
機
能
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
核
使
用
の
倫
理
性
を
否
定
し
た
。
ま

た
、
結
果
主
義
者
に
よ
る
核
抑
止
の
正
当
化
の
議
論
は
、「
知
的
な
自
慰
行
為

に
お
け
る
興
味
深
い
運
動
」
に
過
ぎ
な
い
と
の
批
判
も
あ
るW

erner

（1987

：

159

）。
だ
が
、
核
抑
止
が
機
能
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
結
果
の
み
で
し
か

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
戦
争
が
起
き
て
い
な
い
と
き
は
抑
止
が
効
い
て

い
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
戦
争
が
起
き
て
し
ま
え
ば
抑
止
は

効
か
な
か
っ
た
と
な
る
。
核
抑
止
が
機
能
す
る
か
ど
う
か
は
不
確
実
な
の
で
あ

る
。
た
だ
、
明
ら
か
な
こ
と
は
、
ホ
フ
マ
ン
の
い
う
よ
う
に
、
核
抑
止
は
機
能

す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
核
抑
止
の
信
頼
性
に
は
限
界
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
（
ホ
フ
マ
ン
一
九
八
五

：

一
〇
三
）。
ナ
イ
の
言
葉
で
い
い
か
え
れ
ば
、
核

兵
器
に
は
、
核
の
恐
怖
の
未
来
像
を
映
し
出
す
と
い
う
「
水
晶
玉
効
果
」
が
あ

る
た
め
、
核
抑
止
が
機
能
し
て
き
た
と
い
う
側
面
が
あ
る
が
、
こ
の
水
晶
玉
は

「
事
故
や
誤
算
に
よ
っ
て
打
ち
砕
か
れ
て
し
ま
う
」（
ナ
イ
一
九
八
八

：

九
二―

九
三
）
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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3
．
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理
の
政
治

　

本
節
で
は
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

そ
の
国
際
政
治
に
お
け
る
肯
定
的
影
響
と
否
定
的
影
響
と
は
何
か
、
そ
れ
ぞ
れ

検
討
を
試
み
た
い
。

（
1
）
核
兵
器
不
使
用
と
い
う
難パ

ズ
ル問

　

ま
ず
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
質
問
に
つ
い
て
、
本
稿
の
読
者
は
ど
の
よ
う
な
回
答

を
す
る
だ
ろ
う
か
。

質
問
一

： 

な
ぜ
、
冷
戦
期
に
お
い
て
、
核
兵
器
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
。

質
問
二

： 

な
ぜ
、
一
九
四
五
年
八
月
の
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
以
来
、
核
兵
器

は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
か
。

　

こ
れ
ら
の
質
問
に
対
す
る
回
答
の
一
つ
が
、
現
実
主
義
の
議
論
を
ベ
ー
ス
と

す
る
核
抑
止
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
も
し
あ
な
た
が
核
兵
器
を
使
用
す
る
の
で

あ
れ
ば
、
こ
ち
ら
も
核
兵
器
を
使
用
す
る
」
と
威
嚇
す
る
こ
と
で
、
相
手
国
が

核
兵
器
を
使
用
す
る
こ
と
を
慎
む
、
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
歴
史

家
の
ギ
ャ
デ
ィ
ス
（John L

. G
addis

）
は
、
そ
の
著
書
『
ロ
ン
グ
・
ピ
ー
ス
』

（
ギ
ャ
デ
ィ
ス2002

）
に
お
い
て
、
冷
戦
期
に
米
ソ
の
対
立
が
「
熱
戦
」
に
至

ら
な
か
っ
た
の
は
核
抑
止
が
機
能
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
、
そ
の
よ

う
な
状
況
を
「
長
い
平
和
」
と
呼
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
長
い
平
和
」
に

は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
い
っ
た
地
域
に
お
け
る
代
理
紛
争
を
ど
の
よ
う
に
捉
え

る
の
か
と
い
う
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
の
文
脈
で
注
目
し
た
い

の
は
、
冷
戦
期
に
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
と
し
て
、
核
抑
止
と
い

う
理
由
の
ほ
か
に
、
核
兵
器
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
倫
理
的
な
理
由

を
あ
げ
て
い
る
点
で
あ
る

）
12
（

。
こ
の
倫
理
的
側
面
を
ギ
ャ
デ
ィ
ス
は
「
自
己
抑
止

（self-deterrence

）」
と
呼
ん
で
い
る
。
以
下
、
ギ
ャ
デ
ィ
ス
に
よ
る
自
己
抑

止
の
議
論
の
概
要
を
み
て
み
よ
う
。

　

ギ
ャ
デ
ィ
ス
は
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
八
年
に
か
け
て
、
な
ぜ
ア
メ
リ

カ
は
核
兵
器
を
使
用
し
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
第
五
章
「
自
己
抑
止
の

起
源
（T

he O
rigins of Self-D

eterrence

）」
で
詳
細
に
検
討
し
て
い
る
。
ギ
ャ

デ
ィ
ス
が
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
八
年
の
過
程
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ

れ
が
「
確
か
な
ソ
連
の
報
復
能
力
が
な
か
っ
た
と
き
」
で
あ
り
、
ま
た
「
核

兵
器
を
初
め
て
使
用
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
を
使
用
し
な
い
と
い
う
慣
例

を
定
着
さ
せ
た
過
程
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
ギ
ャ
デ
ィ
ス
二
〇
〇
二

：

一
八
三
）。
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
八
年
と
い
う
過
程
は
、
ア
メ
リ
カ
の
み

が
一
方
的
に
核
兵
器
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
核
兵
器

が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
（
ギ
ャ
デ
ィ
ス
二
〇
〇
二

：

一
八
三
）。

つ
ま
り
、
核
兵
器
不
使
用
の
理
由
と
し
て
、
核
抑
止
の
存
在
を
主
張
す
る
こ
と

は
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
八
年
の
過
程
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ギ
ャ
デ
ィ
ス
は
、
こ
の
点
に
注
目
し
て
、
核
抑
止
以
外
の
核
兵
器

不
使
用
の
理
由
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
自
己
抑
制
の
理
由
と
し
て
、
朝
鮮

戦
争
、
イ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
、
金
門
島
・
馬
祖
島
砲
撃
を
事
例
に
、（
1
）
攻
撃

目
標
が
不
明
確
で
あ
る
こ
と
（
軍
事
的
理
由
）、（
2
）
ソ
連
に
よ
る
介
入
の
危

険
性
が
あ
る
こ
と
（
軍
事
的
理
由
）、（
3
）
国
連
な
ど
か
ら
人
種
差
別
の
道
具
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と
み
な
さ
れ
て
い
た
核
兵
器
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
信

頼
を
失
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
（
政
治
的
理
由
）、（
4
）
核
兵
器
の
使
用
は
、

有
色
人
種
で
あ
る
ア
ジ
ア
に
ア
メ
リ
カ
へ
の
反
感
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、「
特

別
な
道
徳
的
責
任
」を
も
っ
て
い
る
こ
と（
道
徳
的
理
由
）を
あ
げ
て
い
る（
ギ
ャ

デ
ィ
ス
二
〇
〇
二

：

二
四
〇―

二
四
一
）。

　

ギ
ャ
デ
ィ
ス
だ
け
で
は
な
い
。
ナ
イ
も
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
ア
メ
リ
カ
が
広
島
に
初
め
て
の
原
爆
を
投
下
し
て
以
来
、
核
兵
器
は
非
道
義

的
で
、
戦
争
で
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
越
え
て
い
る
と
い
う
感
覚
が
染
み
付
い
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
規
範
的
な
抑
制
は
測
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
が
、
明
ら
か

に
核
兵
器
を
め
ぐ
る
論
議
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
国
家
が
核
兵
器
の
使

用
を
た
め
ら
う
理
由
の
1
つ
で
あ
っ
た
。」（
ナ
イ
二
〇
〇
九

：

一
八
四
）

　

さ
ら
に
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
も
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
現
代
で
は
、［
引
用
者
注

：
部
分
的
核
実
験
禁
止
条
約
（
P 

T 

B 

T
）
や
戦
略

兵
器
制
限
条
約
（
S
A
L
T
）
な
ど
の
］
核
戦
争
を
制
限
す
る
試
み
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
努
力
は
す
べ
て
、
対
外
政
策
の
手
段
と
し
て
暴
力
を
無
制

限
に
使
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
道
義
的
な
躊
躇
が
あ
り
、
そ
れ
が
事
実
上
一
般

化
し
て
い
る
こ
と
の
証
拠
で
あ
る
。」（
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
一
九
八
六

：

二
五
四
）

こ
の
よ
う
に
、「
な
ぜ
、
冷
戦
期
に
お
い
て
、
核
兵
器
は
使
用
さ
れ
な
か
っ
た

の
か
」
と
「
な
ぜ
、
一
九
四
五
年
八
月
の
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
以
来
、
核

兵
器
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
現
実
主
義
者
の

回
答
と
し
て
は
、
核
抑
止
に
よ
る
物
質
的
要
素
だ
け
で
な
く
、
核
兵
器
の
使
用

は
倫
理
に
反
す
る
と
い
う
非
物
質
的
要
素
も
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
加
藤
朗
は
、
こ
の
こ
と
を
端
的
に
記
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
…
…
核
抑
止
戦
略
は
人
類
滅
亡
と
い
う
究
極
の
悪
と
い
う
、
い
わ
ば
『
負
』

の
倫
理
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
有
効
に
機
能
し
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
倫
理

的
立
場
か
ら
核
兵
器
に
反
対
す
る
国
際
世
論
も
戦
争
を
抑
止
す
る
重
要
な
倫
理

的
条
件
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。」（
加
藤
一
九
九
七

：

一
四
四
）

（
2
）
核
の
禁
忌

　

核
兵
器
が
一
九
四
五
年
以
降
に
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、

核
兵
器
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
倫
理
的
側
面
が
あ
る
こ
と
は
長
ら
く

指
摘
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
倫
理
的
側
面
を
国
際
政
治
学
か
ら
本
格
的
に
研
究
し

た
の
が
、
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
（N

ina Tannenw
ald

）
の
『
核
の
禁
忌
（N

uclear 

Taboo

）』
で
あ
る
。
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
は
、
ギ
ャ
デ
ィ
ス
が
検
討
し
た
朝
鮮
戦

争
の
ほ
か
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
と
湾
岸
戦
争
も
事
例
研
究
し
た
。
し
か
し
、
彼
女

の
研
究
の
特
色
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
や
は
り
、「
核
の
禁
忌
」
と
い
う
概
念

を
提
起
し
た
点
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
は
、
核
兵
器
の
「
使
用
」
を
核
実
験
以
外
の
「
核
兵
器
の

投
下
（dropping

）
ま
た
は
発
射
（lunching

）」（Tannenw
ald 2007

：2. n. 4

）

に
限
定
し
た
う
え
で
、「
核
の
禁
忌
」
を
「
核
兵
器
の
第
一
使
用
に
対
す
る
強

力
な
事
実
上
の
禁
止
」（Tannenw

ald 2007

：10

）
と
し
て
定
義
し
た

）
13
（

。
こ
の
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核
の
禁
忌
は
、「（
不
使
用
）
そ
れ
自
体
の
行
為
で
は
な
く
、（
不
使
用
と
い
う
）

行
為
に
つ
い
て
の
規
範
的
信
念
」（Tannenw

ald 2007

：10

）
で
あ
り
、
核
保

有
国
の
行
動
を
抑
制
す
る
だ
け
で
な
く
、
文
明
国
（civilised nations

）
と
し

て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
利
益
を
構
成
す
る
（Tannenw

ald 2007

：19

）

と
い
う

）
14
（

。

　

タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
ヒ
ロ
シ
マ
に
起
源

）
15
（

を
も
つ
核
の
禁
忌
と
い

う
規
範
は
、
国
際
社
会
に
広
く
行
き
渡
っ
て
い
る
も
の
の
普
遍
性
を
も
っ
て

い
る
と
は
い
え
ず
、
依
然
と
し
て
十
分
に
強
固
な
規
範
と
は
な
っ
て
い
な
い

（Tannenw
ald 2007

：59

）。
さ
ら
に
、
核
の
禁
忌
は
、
ア
メ
リ
カ
の
市
民
や

指
導
者
に
よ
っ
て
徐
々
に
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
制
度
と
し
て
の
軍
に
は
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
、
と
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
は
述
べ
て
い
る
（Tannenw

ald 

2007
：59

）。
そ
し
て
、
注
意
す
べ
き
は
、
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
が
、
核
兵
器
不

使
用
の
要
因
と
し
て
、
核
抑
止
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
核
兵
器
不
使
用
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
現
実
主

義
を
ベ
ー
ス
と
す
る
核
抑
止
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、（
規
範
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
非
物
質
的
要
素
を
重
視
す
る
）
社
会
構
成
主
義
を
ベ
ー
ス

と
す
る
禁
忌
と
い
う
規
範
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る

（Tannenw
ald 2007

：4― 5

）。
一
九
四
五
年
以
降
、
ア
メ
リ
カ
が
核
兵
器
を
使

用
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
核
抑
止
の
存
在
と
と
も
に
、
核
兵
器
を
使
用
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
禁
忌
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
、
と
い
う
の
が
タ
ン
ネ
ン
ワ

ル
ド
の
見
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
女
の
主
張
は
、
核
兵
器
不
使
用
の
要
因
と

し
て
、
核
抑
止
よ
り
も
核
の
禁
忌
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
そ
の

主
眼
が
あ
る
。

（
3
）
核
の
禁
忌
に
対
す
る
批
判

　

タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
が
提
起
し
た
「
核
の
禁
忌
」
に
つ
い
て
は
、（
1
）
核
の

禁
忌
を
否
定
す
る
言
説
の
存
在
、（
2
）
核
の
禁
忌
が
も
つ
説
得
性
の
乏
し
さ
、

（
3
）
核
の
禁
忌
の
程
度
の
弱
さ
、
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
プ
の
批
判
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
第
一
の
批
判
は
「
核
の
禁
忌
を
否
定
す
る
言
説
の
存
在
」
で
あ
る
。

W
alker

（2010

）
は
、
核
の
禁
忌
の
存
在
を
否
定
し
な
い
も
の
の
、
核
の
禁
忌

を
否
定
す
る
言
説
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
一

つ
の
例
と
し
て
、
核
抑
止
論
者
は
核
兵
器
使
用
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
、
核
軍

縮
論
者
は
核
兵
器
使
用
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
核
軍
縮
の
実
施

を
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
核
抑
止
論
者
で
あ
れ
核
軍
縮
論
者
で
あ
れ
、
と

も
に
核
の
禁
忌
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま

た
、
核
の
禁
忌
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
論
考
も
あ
る
。
こ
の
批
判
は
、

懐
疑
主
義
者
に
よ
る
も
の
で
、
非
核
兵
器
国
に
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い

の
は
、
核
の
禁
忌
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、（
1
）（
非
核
兵
器
国
と

同
盟
関
係
に
あ
る
）
他
の
核
兵
器
国
か
ら
核
兵
器
使
用
の
報
復
を
受
け
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
、（
2
）
通
常
兵
器
の
み
で
対
処
で
き
る
こ
と
、
と
い
っ
た
様
々

な
理
由
が
あ
る
、
と
主
張
す
る

）
16
（

。
た
だ
し
、
こ
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
外
交
史

料
と
い
っ
た
実
際
の
史
料
が
、
核
兵
器
使
用
の
決
定
過
程
に
お
い
て
、
核
兵
器

を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
が
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
、
と
の
反
論
が
あ
る
（Paul 2009

：18

）。

　

第
二
の
批
判
は
「
核
の
禁
忌
が
も
つ
説
得
性
の
乏
し
さ
」
で
あ
る
。
こ
の

批
判
は
、
核
の
禁
忌
の
存
在
を
認
め
る
も
の
の
、
核
の
禁
忌
と
い
う
概
念
は

事
実
の
半
分
し
か
説
明
し
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
最
近
、R

eview
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of International Studies

（Vol. 36, N
o. 4, O

ctober 2010

）
は
、
核
の
禁
忌

に
つ
い
て
特
集
し
て
い
る
。Farrell

（2010

）
は
、「
な
ら
ず
者
国
家
（rogue 

states
）」
に
対
す
る
核
兵
器
の
使
用
を
明
記
し
た
二
〇
〇
二
年
の
「
核
態
勢

見
直
し
（N

uclear Posture R
eview

）」
な
ど
を
取
り
上
げ
て
、
核
の
禁
忌

は
事
実
の
半
分
を
説
明
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、

E
den

（2010

）
は
、「
単
一
統
合
作
戦
計
画
（Single Integrated O

perational 

P
lan

）」
を
事
例
に
、
核
の
禁
忌
と
相
容
れ
な
い
核
兵
器
の
使
用
計
画
の
存
在

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、A

tkinson

（2010

）
は
、
一
九
九
一
年
の
湾
岸

戦
争
を
事
例
に
、
核
兵
器
は
爆
発
を
と
も
な
っ
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
が
、
イ
ラ
ク
が
大
量
破
壊
兵
器
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
つ
ま

り
核
抑
止
と
し
て
核
兵
器
を
使
用
し
た
と
指
摘
し
て
い
る

）
17
（

。

　

最
後
の
第
三
の
批
判
は
「
核
の
禁
忌
の
程
度
の
弱
さ
」（Paul 2010

：854

）

で
あ
る
。
ポ
ー
ル
（T. V. Paul

）
は
、そ
の
著
書
『
核
兵
器
不
使
用
の
伝
統
（T

he 

Tradition of N
on-U

se of N
uclear W

eapons

）』
に
お
い
て
、
核
兵
器
不
使
用

と
い
う
規
範
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
規
範
は

禁
忌
で
は
な
く
「
伝
統
」
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
、
と
批
判
し
て

い
る
。
ポ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、「
禁
忌
」
は
禁
止
の
要
素
が
き
わ
め
て
強
い
も
の

の
、「
伝
統
」
に
は
厳
格
な
禁
止
の
規
範
が
含
ま
れ
て
い
な
い
（Paul 2009

：5

）。

い
い
か
え
れ
ば
、
禁
忌
は
破
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
伝
統
は
破
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ポ
ー
ル
は
、
核
兵
器
国
が
依
然
と
し
て
核

兵
器
使
用
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
て
、
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ

ガ
サ
キ
以
降
に
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
禁
忌
と
い
う
規
範
で
は

な
く
て
、
伝
統
と
い
う
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
社
会
的
規
範
が
あ
る
か
ら
だ
と
指

摘
し
た
。
ポ
ー
ル
は
、
核
兵
器
不
使
用
の
伝
統
を
、
ギ
ャ
デ
ィ
ス
と
同
じ
よ
う

に
、「
自
己
抑
止
（self-deterrence

）」
と
呼
ん
で
い
る
（Paul 2009

：31

）。

　

ま
た
、
ポ
ー
ル
は
、
先
に
紹
介
し
た
二
〇
一
〇
年
のR

eview
 of Internati-

onal Studies

に
お
い
て
も
、
核
兵
器
不
使
用
の
伝
統
を
論
じ
て
い
る
。
核
兵

器
国
あ
る
い
は
そ
の
国
の
指
導
者
は
、
非
核
兵
器
国
に
対
し
て
核
兵
器
を
使
用

し
た
場
合
、
国
際
社
会
に
お
け
る
評
判
の
悪
化
と
い
う
コ
ス
ト
を
支
払
う
こ
と

に
な
り
、
そ
の
コ
ス
ト
こ
そ
が
核
兵
器
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
「
伝

統
」
を
強
化
し
て
い
る
、
と
主
張
し
て
い
る

）
18
（

。

　

タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
は
ポ
ー
ル
に
直
接
反
論
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
ポ
ー
ル

よ
り
も
前
に
「
核
兵
器
不
使
用
の
伝
統
」
の
概
念
を
提
示
し
た
セ
ー
ガ
ン
（Scott 

D
. Sagan

）
の
論
考
（Sagan 2004

）
に
対
し
て
は
、
国
の
指
導
者
や
大
衆
は

「
伝
統
」
で
は
な
く
「
禁
忌
」
と
し
て
み
な
し
て
い
る
こ
と
、
す
べ
て
の
違
反

行
為
が
核
の
禁
忌
を
破
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
こ
と
、
を
理
由
に
反
論
し
て
い
る

（Tannenw
ald 2007

：14

）。
ま
た
、
核
の
禁
忌
は
、
他
の
禁
忌
よ
り
も
脆
い

か
も
し
れ
な
い
（Tannenw

ald 2007

：16

）
が
、
核
兵
器
の
使
用
は
核
の
禁

忌
を
強
化
す
る
側
面
が
あ
る
（Tannenw

ald 2007

：17

）
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
4
）
核
の
禁
忌
の
肯
定
的
影
響―

核
の
道
義
的
抑
止

　

核
の
禁
忌
に
対
す
る
批
判
は
い
ず
れ
も
説
得
力
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
タ
ン
ネ

ン
ワ
ル
ド
は
、（
彼
女
が
指
摘
し
た
）
核
の
禁
忌
と
い
う
規
範
の
言
説
と
、（
彼

女
が
見
逃
し
た
）
核
の
禁
忌
の
存
在
を
否
定
す
る
言
説
が
、
同
時
に
存
在
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
の
意
味
を
と
り
わ
け
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
本
稿
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
核
兵
器
の
使
用
は
倫
理
に
反
す
る
こ
と
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か
ら
、
核
兵
器
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
社
会
的
規
範
（
そ
れ
が
禁

忌
で
あ
れ
伝
統
で
あ
れ
）
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
あ

ま
り
批
判
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

と
す
れ
ば
、
一
九
四
五
年
の
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
以
降
、
核
兵
器
が
使
用

さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
核
抑
止
だ
け
で
は
な
い
。
現
実
主
義
者
が
指
摘
し
て
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
よ
う
に

0

0

0

0

、
核
抑
止
に
加
え
て

0

0

0

0

0

0

0

、
核
兵
器
不
使
用
の
規
範
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
核
兵
器
の
使
用

0

0

0

0

0

0

を
抑
止
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
論
理
を
強
化
し
た
の
が
、

タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
や
ポ
ー
ル
の
研
究
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
本
稿
で
は
、
核

兵
器
不
使
用
の
規
範
が
、
核
兵
器
の
使
用
を
抑
止
す
る
こ
と
を
、「
自
己
抑
止
」

で
は
な
く
、「
核
の
道
義
的
抑
止
（nuclear m

oral deterrence

）」
と
し
て
お

こ
う
。「
自
己
抑
止
」
の
自
己
を
規
定
す
る
中
核
は
、
核
兵
器
を
使
用
し
て
は

い
け
な
い
と
い
う
倫
理
で
あ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
核
の
道
義
的
抑
止
の
概
念
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
の
イ
メ
ー
ジ
を

や
や
異
な
る
角
度
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ヒ
ロ
シ
マ
と

ナ
ガ
サ
キ
に
よ
る
「
核
兵
器
の
な
い
世
界
」
の
祈
り
と
声
は
、
安
全
保
障
の
問

題
を
考
慮
し
て
い
な
い
た
め
、「
理
想
主
義
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
の
祈
り
と
声
を
一
笑
に
付
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
は
、
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
に
し
た
が
え

ば
、
核
兵
器
を
使
用
す
る
こ
と
は
人
道
に
反
す
る
と
い
う
核
の
禁
忌
を
発
信
し

て
お
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
に
く
い
状
況
を
も
た
ら
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
主
義
者
に
と
っ
て
、
核
兵
器
に
関
す

る
安
全
保
障
の
最
大
の
目
的
が
、
相
手
国
の
核
兵
器
使
用
を
「
抑
止
」
す
る
こ

と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
の
祈
り
と
声
は
、
道
義
的「
抑

止
」
を
提
供
し
て
い
る
か
ぎ
り
、
安
全
保
障
上
、
現
実
主
義
的
な
側
面
を
も
っ

て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
倫
理
は
国
際
政
治
に
お
け
る
パ
ワ
ー
と
な

り
う
る
の
で
あ
る
。

（
5
）
核
の
禁
忌
の
危
機

　

核
の
禁
忌
は
、
核
の
道
義
的
抑
止
を
発
動
さ
せ
る
結
果
、
核
兵
器
が
使
用
さ

れ
に
く
い
状
況
を
国
際
社
会
に
も
た
ら
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
核
の
禁
忌
の

起
源
が
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
に
あ
る
以
上
、
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
の
記
憶

が
薄
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
核
の
禁
忌
が
弱
ま
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
ろ
う

（Tannenw
ald 2007

：388― 389

）。

　

ま
た
、
小
型
核
兵
器
は
、
核
の
禁
忌
と
い
う
規
範
を
打
ち
破
る
可
能
性
が
あ

る
。
米
国
と
英
国
は
、
一
九
九
六
年
の
I
C
J
の
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
、

文
民
に
対
す
る
被
害
が
少
な
い
小
型
核
兵
器
と
、
一
般
的
な
核
兵
器
と
を
区
別

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
（IC

J 1996: para. 91

）。
し
か
し
、
I
C
J
は
、

被
害
が
少
な
い
こ
と
を
示
す
基
準
が
な
い
こ
と
、
ま
た
、
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン

し
な
い
こ
と
を
両
国
が
示
さ
な
か
っ
た
た
め
、
小
型
核
兵
器
と
一
般
的
な
核
兵

器
を
区
別
し
な
か
っ
た
（IC

J 1996: para. 94

）。
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
に
よ
る
小

型
核
兵
器
へ
の
批
判
は
厳
し
い
。
彼
女
は
、
た
と
え
ア
メ
リ
カ
が
小
型
核
兵
器

の
開
発
を
最
終
的
に
断
念
し
た
と
し
て
も
、
核
兵
器
使
用
の
可
能
性
を
語
る
こ

と
自
体
が
、
核
の
禁
忌
を
弱
め
る
だ
ろ
う
と
警
告
し
て
い
る
（Tannenw

ald 

2007

：383

）。

　

加
え
て
、
核
の
禁
忌
で
は
な
く
、
核
兵
器
不
使
用
の
「
伝
統
」
を
主
張
す
る

ポ
ー
ル
も
、
核
兵
器
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
を
維
持
し
な
け
れ
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ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ス
の
影
響
が
生
じ
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
、
核
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
放
棄
し
た
多
く
の
国
家
は
、

核
兵
器
が
使
用
さ
れ
る
と
い
う
将
来
の
可
能
性
を
阻
止
す
べ
く
、
国
家
レ
ベ
ル

で
核
の
能
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
認
識
し
た
際
、
核
に
関
す
る
自
ら
の
政

策
を
再
考
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
テ
ロ
リ
ス
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
の
核
兵

器
使
用
に
対
す
る
報
復
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
無
辜
の
人
々
へ
の
殺
害

を
正
当
化
す
る
で
あ
ろ
う
。」（Paul 2009

：211― 212

）

　

ま
た
、
か
つ
て
ホ
フ
マ
ン
は
、
核
兵
器
の
使
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
随

伴
的
被
害
を
も
た
ら
さ
ず
都
市
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
使
う
」
の
で
あ

れ
ば
、「
道
徳
的
に
容
認
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
述
べ
た
（
ホ
フ
マ
ン

一
九
八
五

：

九
三
）。
だ
が
、
ホ
フ
マ
ン
は
、「
核
の
タ
ブ
ー
を
破
り
出
す
」
可

能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
倫
理
的
理
由
か
ら
中
性
子
爆
弾
の
使
用
を
提
唱
し

た
く
な
い
」
と
い
う
（
ホ
フ
マ
ン
一
九
八
五

：

九
三
）。
核
の
禁
忌
と
い
う
規

範
は
、現
実
主
義
者
の
「
知
」
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
6
）
核
の
禁
忌
の
否
定
的
影
響
1―

核
の
ア
イ
ロ
ニ
ー

　

本
稿
は
、
核
の
禁
忌
の
国
際
政
治
上
の
意
義
と
し
て
、
核
の
道
義
的
抑
止
い

う
肯
定
的
影
響
だ
け
で
な
く
、以
下
の
二
つ
の
否
定
的
影
響
に
も
目
を
向
け
る
。

　

ま
ず
、
一
つ
め
の
否
定
的
影
響
は
「
核
の
ア
イ

皮

ロ
ニ
ー

肉

（nuclear irony

）」

で
あ
る
。
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
無
差
別
に
無
辜
の
人
び
と
を
殺
害
す
る

核
兵
器
は
、
倫
理
的
に
絶
対
悪
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
国
の
国
民
の
安
全
を
守

る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
核
抑
止
に
強
く
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
核
兵
器

は
必
要
悪
と
な
る
の
で
あ
る
。
別
の
い
い
か
た
を
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
核
の

倫
理
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
、
核
兵
器
の
使
用
が
倫
理
に
反
す
る
と
の

社
会
的
規
範
を
醸
成
す
る
と
同
時
に
、
安
全
保
障
と
い
う
名
の
も
と
で
、
核
抑

止
の
倫
理
的
正
当
化
を
試
み
る
。
こ
れ
は
核
の
禁
忌
の
皮
肉
な
結
果
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
一
九
九
八
年
の
パ
キ
ス
タ
ン
に
よ
る
核
実
験
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

パ
キ
ス
タ
ン
の
当
時
の
シ
ャ
リ
フ
（N

aw
az Sharif

）
首
相
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
・

ナ
ガ
サ
キ
の
二
の
舞
を
避
け
る
た
め
に
、
核
実
験
を
実
施
し
た
旨
を
述
べ
た

（『
中
国
新
聞
』、
一
九
九
八
年
六
月
一
日

）
19
（

）。
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
自
身
も
、
核
の

禁
忌
が
大
国
間
に
お
い
て
「
核
抑
止
の
実
効
を
安
定
さ
せ
、
正
当
化
す
る
こ
と

を
促
進
し
て
い
る
」（Tannenw

ald 2007

：18

）
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

核
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
否
定
的
影
響
は
、
核
の
禁
忌
よ
り
も
安
全
保
障
を
重

視
し
た
場
合
に
起
こ
り
う
る
と
想
定
で
き
よ
う
。

（
7
）
核
の
禁
忌
の
否
定
的
影
響
2―

核
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　

二
つ
め
の
否
定
的
影
響
は
、
核
の
禁
忌
が
さ
ら
な
る
核
兵
器
の
拡
散
を
も
た

ら
す
と
い
う「
核
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス（nuclear paradox

）」で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

ホ
フ
マ
ン
は
、
核
の
先
制
不
使
用
（non-first-use of nuclear w

eapons

）
の

宣
言
は
、「
戦
争
を
制
限
す
る
た
め
の
、
完
全
に
道
徳
的
で
結
構
な
『
定
言
的

命
令
』
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
」、
そ
の
結
果
と
し
て
、
核
拡

散
を
も
た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
同
盟
国
が
攻
撃
さ
れ

た
場
合
に
は
核
の
先
制
使
用
も
あ
り
う
る
と
脅
迫
な
い
し
暗
示
す
る
意
志
が
超

大
国
に
あ
る
限
り
、
非
核
保
有
国
も
超
大
国
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
安
心
感
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を
持
ち
得
た
の
に
、
先
制
不
使
用
宣
言
に
よ
っ
て
そ
れ
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
か

ら
で
あ
る
」（
ホ
フ
マ
ン
一
九
八
五

：

六
五―

六
六
）。
つ
ま
り
、
安
全
保
障
の

問
題
を
考
慮
せ
ず
に
、
核
兵
器
の
軍
縮
・
不
拡
散
措
置
を
推
し
進
め
た
場
合
、

核
保
有
国
と
同
盟
関
係
に
あ
る
国
は
、
そ
れ
ら
の
措
置
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
で

安
全
保
障
上
の
不
安
に
直
面
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
不

安
を
払
拭
す
る
手
段
と
し
て
、
核
武
装
と
い
う
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
心
を
抱
く
危

険
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

）
20
（

。
こ
の
こ
と
は
、安
全
保
障
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
、

核
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
否
定
的
影
響
が
起
こ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、「
核
兵
器
特
有
の
多
く
の
問
題
は
、
道
義
的
原
則
だ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
経
験
的
、
戦
略
的
、
そ
し
て
慎
慮
に
も
と
づ
く
議
論
に
目
を

む
け
ざ
る
を
え
な
い
も
の
で
あ
る
」（
ナ
イ
一
九
八
八

：
一
三
七
）。

お
わ
り
に

　

本
稿
は
、
核
の
倫
理
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
現
実
主
義
の
視
点
か
ら
、
そ
の

国
際
政
治
に
お
け
る
肯
定
的
影
響
と
否
定
的
影
響
と
は
何
か
を
検
討
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
結
果
は
下
の
図
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
の
倫
理
性
を
問
う
「
核
の
倫
理
」
は
、
核
兵

器
を
使
用
す
る
こ
と
は
倫
理
に
反
す
る
と
の
認
識
を
も
た
ら
す
た
め
、「
核
の

禁
忌
」
と
い
う
社
会
的
規
範
を
醸
成
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
核
の
禁
忌
は
、
核

兵
器
の
使
用
を
倫
理
的
に
困
難
と
す
る
こ
と
か
ら
、「
核
の
道
義
的
抑
止
」
と

い
う
肯
定
的
影
響
を
も
た
ら
す
。

　

し
か
し
同
時
に
、
核
の
禁
忌
は
二
つ
の
否
定
的
影
響
も
も
た
ら
し
う
る
。
第

図　「核の倫理」の論理
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一
の
否
定
的
影
響
は
「
核
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
」
で
あ
る
。
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇

は
倫
理
的
に
反
す
る
か
ら
こ
そ
、
自
国
の
国
民
の
安
全
を
守
る
た
め
に
、
核
兵

器
に
使
用
／
威
嚇
が
倫
理
的
に
許
容
さ
れ
る
、
と
い
う
皮
肉
な
結
果
で
あ
る
。

核
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
、
核
の
禁
忌
よ
り
も
安
全
保
障
を
重
視
し
た
場
合
に
起
こ

り
う
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
核
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
は
「
核
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
に

直
面
す
る
。
私
た
ち
は
、相
手
が
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
試
み
て
き
た
場
合
、

自
国
の
国
民
を
守
る
べ
く
、
相
手
国
の
国
民
を
犠
牲
な
い
し
人
質
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
相
手
国
の
国
民
を
犠
牲
な
い
し
人
質
に
す

る
こ
と
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
、
核
の
倫
理
か
ら
生
じ
た

核
の
禁
忌
が
、
あ
ら
た
め
て
わ
れ
わ
れ
に
問
い
か
け
る
の
で
あ
る
。

　

核
の
禁
忌
に
よ
る
第
二
の
否
定
的
影
響
は
「
核
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
。

安
全
保
障
の
問
題
を
考
慮
せ
ず
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
の
反
倫
理
性
を
強
調

し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
核
兵
器
の
軍
縮
・
不
拡
散
措
置
を
推
し
進
め
た
場
合
、
核

保
有
国
の
核
兵
器
に
自
国
の
安
全
を
依
存
し
て
い
る
国
は
、
核
武
装
と
い
う
オ

プ
シ
ョ
ン
を
検
討
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
核
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
否
定
的

影
響
は
、
安
全
保
障
を
考
慮
し
な
い
場
合
に
起
こ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
、
安
全
保
障
の
問
題
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
核
兵
器
の
な
い

世
界
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
安
全
保
障
の
問
題
を
考
慮
し

さ
え
す
れ
ば
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
を
実
現
で
き
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。

核
兵
器
の
な
い
世
界
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
安
全
保
障
の
問
題
を
考
慮
す
る

と
同
時
に
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇
を
め
ぐ
る
倫
理
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必

要
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
ヒ
ロ
シ
マ
と
ナ
ガ
サ
キ
の
祈
り
と
声
は
、「
安
全

保
障
を
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
と
い
う
、
乾
い
た
風
に
か
き
消
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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註
（
1
）
　

そ
の
ほ
か
、
ナ
イ
（
一
九
八
八

：

二
三
〇―

二
三
一
）
に
よ
れ
ば
、
核
の
倫

理
に
つ
い
て
は
、L

efever and H
unt eds.

（1982

）、W
oolesey ed.

（1984

）、

D
ougherty et al.

（1985

）、M
acL

ean ed.

（1985

）、Sterba ed.

（1985

）
な
ど

に
よ
る
研
究
が
あ
る
。

（
2
）
　

そ
の
ほ
か
、キ
リ
ス
ト
教
か
ら
み
た
核
の
倫
理
に
つ
い
て
は
、Hollenbach

（1983

）

な
ど
に
よ
る
研
究
も
あ
る
（
ナ
イ
一
九
八
八

：

二
三
〇―

二
三
一
）。

（
3
）
　

N
ational C

onference of C
atholic B

ishops

（1983

）
に
対
す
る
批
判
に
つ
い

て
は
、D

w
yer ed.

（1984

）
を
参
照
の
こ
と
。
た
と
え
ば
、「
絶
対
主
義
者
」（
核

兵
器
の
使
用
／
威
嚇
が
い
か
な
る
状
況
に
お
い
て
も
倫
理
に
反
す
る
と
い
う
立
場
）

は
、N

ational C
onference of C

atholic B
ishops

が
、
限
定
的
で
は
あ
る
も
の
の
、

核
抑
止
を
肯
定
し
て
い
る
点
を
批
判
し
た
。N

ational C
onference of C

atholic 

B
ishops

の
主
張
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
議
論
の
サ
ー
ベ
イ
に
つ
い
て
は
、D

w
yer

（1984: 9― 12
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
、O’B

rien

（1984

）
とN

ovak

（1984

）
は
、
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N
ational C

onference of C
atholic B

ishops

が
、
核
兵
器
の
使
用
と
い
う
「
手
段
」

の
み
を
検
討
し
て
お
り
、
核
抑
止
の
「
結
果
」
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ

て
い
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。

（
4
）
　

な
お
、
一
九
九
六
年
に
国
際
司
法
裁
判
所
（
I 

C 

J
）
は
、
核
兵
器
の
使
用
／

威
嚇
の
合
法
性
に
関
す
る
勧
告
的
意
見
の
な
か
で
、
武
力
の
「
威
嚇
」
を
効
果
的
に

す
る
た
め
に
は
、武
力
「
行
使
」
の
意
図
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
理
由
で
、

武
力
の
「
行
使
」
が
違
法
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
威
嚇
」
も
違
法
で
あ
る
と
述
べ

た
（IC

J 1996: para. 47

）。

（
5
）
　

そ
の
ほ
か
、
懐
疑
主
義
者
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばC

ohen

（1987

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
　

カ
ー
が
現
実
主
義
に
分
類
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
（
二
〇
〇
三
）
と
山
中
（
二
〇
〇
七
）
を
参
照
。

（
7
）
　

カ
ー
の
国
際
社
会
に
お
け
る
道
義
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
カ
ー
（
一
九
九
六

：

二
七
一―

三
一
二
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
）
　

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
国
際
社
会
に
お
け
る
道
義
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
モ
ー
ゲ
ン

ソ
ー
（
一
九
八
六

：

二
四
七―

二
七
五
）
を
参
照
。

（
9
）
　

I 

C 

J
は
、
一
九
九
六
年
の
勧
告
的
意
見
に
お
い
て
、
核
兵
器
の
使
用
／
威
嚇

は
「
人
道
法
の
原
則
及
び
規
則
に
、
一
般
に
違
反
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
と
同

時
に
、「
国
家
の
存
亡
そ
の
も
の
の
か
か
っ
た
自
衛
の
極
端
な
事
情
の
も
と
で
、
合

法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
と
結
論
し
え
な
い
」
と
述
べ
た
。
訳
は

藤
田
・
浅
田
編
（
二
〇
〇
九

：
一
八
六
）。
つ
ま
り
、
国
際
法
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

jus in bello

の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
違
反
で
あ
る
が
、jus ad bellum

の
レ
ベ
ル
で
は

合
法
で
も
違
反
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
I 

C 

J
の
勧
告
的
意
見

に
つ
い
て
は
、「
核
を
倫
理
的

0

0

0

に
制
約
し
て
い
く
過
程
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
」（
加

藤1997

：161

。
傍
点
は
引
用
者
）
と
の
評
価
が
あ
る
。

（
10
）
　

核
革
命
に
基
づ
く
核
戦
略
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
M 

A 

D
（M

utually A
ssured 

D
estruction

、
相
互
確
証
破
壊
）」
の
系
譜
と
な
る
。
た
だ
し
、
核
兵
器
は
依
然
と

し
て
使
用
可
能
な
兵
器
で
あ
る
と
す
る
「
N 

U 

T 

S
（N

uclear-U
se T

heorists

、

核
使
用
論
者
）」
に
よ
る
核
戦
略
も
あ
る
。
M
A
D
と
N
U
T
S
に
つ
い
て
は
、

土
山
（
二
〇
〇
四

：

二
一
三―

二
五
〇
［
第
七
章
］）
が
詳
し
い
。

（
11
）
　

ナ
イ
は
「
目
的
」
で
は
な
く
「
動
機
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
行
動

に
は
感
情
的
も
し
く
は
非
合
理
的
な
理
由
で
と
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
必
ず
し
も
目

的
を
も
っ
て
と
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
ナ
イ
一
九
八
八

：

二
〇
二

の
脚
注
65
）。

（
12
）
　

そ
の
ほ
か
、
シ
ェ
リ
ン
グ
（T

hom
as C

. Schelling

）
も
核
兵
器
不
使
用
の
規
範

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
（Schelling 1994

）。

（
13
）
　

核
の
禁
忌
と
い
う
用
語
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
を
す
で
に
指
摘
す
る
研

究
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、ブ
ザ
ン
（B

arry B
uzan

）
な
ど
は
「
戦
略
的
文
化
的
禁
止
」

（B
uzan and H

erring eds. 1998: 165

）
と
し
て
、
馬
場
伸
也
は
「
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ

ガ
サ
キ
を
原
点
と
す
る
反
核
文
化
」（
馬
場
一
九
八
三

：

一
四
八―

一
四
九
）と
し
て
、

核
の
禁
忌
の
内
容
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
14
）
　

国
際
政
治
学
に
お
い
て
、
核
の
禁
忌
と
い
っ
た
「
規
範
」
を
重
視
す
る
の
は
社

会
構
成
主
義
（constructivism

）
の
立
場
で
あ
る
。
社
会
構
成
主
義
の
立
場
か

ら
安
全
保
障
の
問
題
を
考
察
し
た
研
究
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ばK

atzenstein 

ed.

（1996

）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
核
兵
器
の
ほ
か
、
化
学
兵
器
に
関
す
る
禁

忌
に
つ
い
て
は
、P

rice and Tannenw
ald

（1996

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）
　

詳
細
に
つ
い
て
は
、Tannenw

ald

（2007

：C
h. 3 [73― 114]

）。
ヒ
ロ
シ
マ
の
記

憶
と
そ
の
言
説
に
つ
い
て
は
、
米
山
（
二
〇
〇
五
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
16
）
　

詳
細
に
つ
い
て
は
、Paul

（2009

：16

）
を
参
照
の
こ
と
。

（
17
）
　

た
だ
し
、
タ
ン
ネ
ン
ワ
ル
ド
は
、
国
家
が
抑
止
、
脅
迫
、
同
盟
関
係
の
た
め
に
核

兵
器
に
「
依
存
」
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
（Tannenw

ald 2007

：2. n. 4

）。

し
か
し
、
彼
女
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
「
依
存
」
で
あ
っ
て
、「
使
用
」

の
定
義
に
は
含
ま
れ
な
い
。

（
18
）
　

禁
忌
よ
り
も
伝
統
の
用
語
を
使
用
す
る
ほ
う
が
望
ま
し
い
理
由
の
詳
細
に
つ
い
て

は
、Paul

（2010

：856― 863

）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
19
）
　

http://w
w

w
.chugoku-np.co.jp/abom

/98abom
/Pakistan/pa9806011.htm

l. 

二
〇
一
一
年
八
月
三
十
一
日
ア
ク
セ
ス
。
た
だ
し
、
シ
ャ
リ
フ
首
相
が
「
核
兵
器
の

使
用
は
倫
理
に
反
す
る
」
と
実
際
に
考
え
て
い
た
点
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
パ

キ
ス
タ
ン
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
核
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
論
理
は
成
立
し
な
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
黒
澤
満
教
授
よ
り
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
（
二
〇
一
一
年
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一
〇
月
二
九
日
、
於

：

広
島
修
道
大
学
）。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
の
旨
を
伝
え
た
い
。

（
20
）
　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
（
二
〇
一
〇
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。


