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人
道
的
介
入
に
お
け
る
国
益
と
価
値
の
調
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レ
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英
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学
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が
か
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は
じ
め
に

　

本
稿
の
目
的
は
、
人
道
的
介
入
の
研
究
に
と
っ
て
有
用
と
思
わ
れ
る
、
新
た

な
視
点
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
効
性
と
国
益
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
。
人
道
的
介
入
の
先
行
研
究
は
伝
統
的
に
正
統
性
（legitim

acy

）

の
問
題
に
関
心
を
集
中
さ
せ
て
き
た
反
面
、
実
効
性
（effectiveness

）
に
つ

い
て
は
議
論
の
蓄
積
が
少
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
我
々
は
、
介
入
が
ど
う
す
れ

ば
上
手
く
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
上
手
く
い
く
も
の
な
の
か
、
ま
だ

良
く
分
か
っ
て
い
な
い

）
2
（

。
こ
の
よ
う
な
研
究
状
況
は
、
冷
戦
期
ま
で
人
道
的
介

入
が
基
本
的
に
疑
惑
の
目
を
向
け
ら
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
過
去
と
無
関
係
で
は

な
い
だ
ろ
う

）
3
（

。
だ
が
時
代
は
変
わ
っ
た
。
冷
戦
後
の
世
界
で
は
、
そ
れ
も
一
つ

の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
と
し
て
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る

）
4
（

。
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
そ

の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
、
実
際
に
人
道
的
危
機
の
緩
和
・
解
決
と
い
う
望
ま
し
い
結

果
を
出
せ
る
も
の
な
の
か
、
結
果
を
出
す
に
は
ど
の
よ
う
な
課
題
が
あ
る
の
か

を
知
る
必
要
が
あ
る
。
加
え
て
、
正
統
性
の
確
立
と
い
う
観
点
か
ら
も
実
効
性

の
研
究
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
近
年
の
介
入
研
究
は
、
介
入
が
正
統
性
を
得
る

に
は
「
成
功
の
見
込
み
」
が
不
可
欠
だ
と
の
意
見
で
一
致
し
て
い
る

）
5
（

。
つ
ま
り

実
効
性
は
正
統
性
の
一
条
件
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
介
入
が
ど
う
す

れ
ば
成
功
す
る
の
か
を
経
験
的
あ
る
い
は
理
論
的
に
知
ら
な
け
れ
ば
、
現
実
問

題
と
し
て
そ
の
条
件
を
満
た
す
の
は
難
し
い

）
6
（

。
実
効
性
の
研
究
に
は
こ
の
点
で

の
貢
献
が
期
待
さ
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
介
入
研
究
は
そ
の
射
程
を
正
統

性
か
ら
実
効
性
へ
広
げ
る
べ
き
時
に
来
て
い
る
。

　

そ
し
て
悩
ま
し
い
こ
と
に
、
人
道
的

0

0

0

介
入
と
い
え
ど
も
実
効
性
に
つ
い
て
考

え
る
な
ら
ば
、
国
益
と
い
う
要
素
を
無
視
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
実
効
性
の

問
題
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
介
入
国
の
動
機
付
け
の
要
因
と
し
て
国
益
が
大
き

な
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
国
益
と
は
、（
介
入
す
る
）
国
家

の
自
己
利
益
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
死
活
的
な
安
全
保
障
上
の
利
益
も

あ
れ
ば
、
重
要
性
の
低
い
二
次
的
な
利
益
も
あ
る

）
7
（

。
他
の
国
で
人
道
的
危
機
が
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発
生
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
緩
和
・
解
決
す
る
こ
と
に
一
定
の
国
益
を
見
出

せ
な
け
れ
ば
、
逆
に
い
え
ば
人
々
を
救
い
た
い
と
い
う
道
徳
的
な
感
情
だ
け
で

は
、
政
策
決
定
者
は
自
国
兵
士
を
そ
こ
に
送
り
込
む
気
に
は
な
か
な
か
な
れ
な

い
。
逆
に
、
一
定
の
国
益
を
見
出
せ
れ
ば
、
積
極
的
に
リ
ス
ク
を
背
負
っ
て
介

入
に
臨
む
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
国
益
が
か
ら
む
か
か
ら
ま
な
い
か
、

ど
の
程
度
か
ら
む
の
か
に
よ
っ
て
介
入
国
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
に
差
が
生
ま
れ

て
、
そ
れ
が
介
入
の
結
果
に
影
響
し
て
く
る
。
国
家
が
無
私
の
救
世
主
に
な
り

き
れ
な
い
以
上
、
介
入
の
実
効
性
と
国
益
は
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
現
実
か
ら
す
れ
ば
、
実
効
性
と
国
益
の
関
係
は
介
入
研
究
の
重
要
な
テ
ー
マ

と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
行
研
究
は
国
益
の
必
要
性
を
認
め
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
「
国
益
は
必
要
」
と
い
う
原
則
論
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
国
益
と
い

う
要
素
が
ど
の
よ
う
に
介
入
の
あ
り
方
を
左
右
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
実
効
性
を

左
右
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
掘
り
下
げ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
は
こ
の
問
題

に
焦
点
を
当
て
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
介
入
の
実
効
性
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
測
る
か
と
い
う
こ
と
は

重
要
か
つ
複
雑
な
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
独
立
し
た
研
究
テ
ー
マ
と
し
て

十
分
成
り
立
つ
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
深
入
り
は
せ
ず
、
実
効
性
の
評
価
基

準
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
「
人
道
的
危
機
の
緩
和
・
解
決
に
ど
れ
だ
け
貢

献
で
き
た
の
か
」
と
い
う
ご
く
大
ま
か
な
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
く
に
と
ど

め
る

）
8
（

。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
権
と
い
う
価
値
の
実
現
に
ど
れ
だ
け
貢
献
で
き
た

の
か
が
評
価
基
準
に
な
る
。
本
稿
の
主
眼
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
実
効
性

を
厳
密
に
評
価
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
実
効
性
を
上
げ
る
に
は
介
入

国
に
十
分
な
動
機
付
け
が
必
要
、
国
益
が
必
要
だ
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
た

上
で
、
実
効
性
と
国
益
の
関
係
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
に
あ
る
。
な
お
「
価

値
」
と
は
、
個
人
や
国
家
の
利
益
・
損
得
と
は
無
関
係
に
保
護
・
推
進
す
べ
き

も
の
を
意
味
す
る
。
本
稿
の
文
脈
で
は
特
に
人
権
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
普0

遍
的
0

0

価
値
、
道
徳
的

0

0

0

価
値
と
言
葉
を
補
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
次
節
か
ら
は
イ
ギ
リ
ス
の
ブ
レ
ア
元
首
相
（Tony 

B
lair

）
と
英
国
学
派
（the E

nglish School

）
そ
れ
ぞ
れ
の
人
道
的
介
入
論
を

手
が
か
り
に
議
論
を
進
め
る
。
な
ぜ
ブ
レ
ア
な
の
か
。
そ
れ
は
、
彼
が
現
実

の
政
策
面
で
人
道
的
介
入
を
国
際
的
に
リ
ー
ド
し
た
人
物
で
あ
り
、
さ
ら
に
は

介
入
に
お
け
る
国
益
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
よ
う
と
試
み
た
政
治
指
導
者
で

も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
英
国
学
派
な
の
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
学
派
が
理

論
面
で
人
道
的
介
入
の
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え

て
、
ブ
レ
ア
と
英
国
学
派
を
セ
ッ
ト
で
論
じ
る
こ
と
に
も
意
味
が
あ
る
。
と
い

う
の
も
、
介
入
研
究
の
文
脈
で
、
ま
た
恐
ら
く
は
ブ
レ
ア
が
同
じ
イ
ギ
リ
ス
の

政
治
指
導
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
も
、
ブ
レ
ア
外
交
と
英
国
学
派
の
間
に

は
注
目
す
べ
き
関
連
性
が
見
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
節
で
紹
介
す

る
ブ
レ
ア
の
外
交
理
念
「
第
三
の
道
」
は
、
英
国
学
派
の
国
際
政
治
思
想
を
彷

彿
と
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
自
国
の
国
益
の
み
を
追
求
す
る
わ
け
で
も

な
く
、
か
と
い
っ
て
価
値
や
理
想
を
追
求
し
て
既
存
の
主
権
国
家
体
制
を
崩
壊

さ
せ
る
ほ
ど
革
命
的
で
も
な
い
折
衷
的
な
理
念
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
英
国
学
派

の
思
想
も
同
じ
よ
う
に
折
衷
的
な
傾
向
を
特
徴
と
す
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
後
に

詳
し
く
論
じ
る
点
だ
が
、
人
道
的
介
入
の
文
脈
で
ブ
レ
ア
は
「
国
益
と
価
値
の

調
和
」、
英
国
学
派
は
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い
う
類
似
の
折
衷
的
な
理

念
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
も
こ
れ
に
沿
う
形
で
介
入
研
究
の
展
望
を
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描
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
　

ブ
レ
ア
の
人
道
的
介
入
論

（
一
）
国
益
と
価
値
の
調
和

　

ま
ず
は
ブ
レ
ア
外
交
全
般
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
簡
単
に
振
り

返
っ
て
み
よ
う
。
い
ま
や
ブ
レ
ア
と
い
え
ば
、
何
よ
り
も
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ

シ
ュ
元
大
統
領
（G

eorge W
. B

ush

）
と
と
も
に
イ
ラ
ク
戦
争
を
主
導
し
、
挫

折
し
た
イ
ギ
リ
ス
首
相
と
し
て
多
く
の
人
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
だ
が
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
彼
が
誰
よ
り
も
倫
理
的
な
、
つ
ま
り
人

権
重
視
の
外
交
を
追
求
し
た
人
物
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
一
九
九
七―

二
〇
〇
七
年
の
在
任
期
間
中
に
コ
ソ
ボ
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、

イ
ラ
ク
で
主
導
し
た
戦
争
や
介
入
の
理
由
や
実
態
は
様
々
だ
が
、
彼
に
と
っ
て

は
す
べ
て
「
倫
理
的
な
戦
争
」
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る

）
9
（

。
す
な
わ
ち
、
彼
は
常

に
戦
争
や
介
入
を
（
全
面
的
で
は
な
い
に
し
て
も
）
相
手
国
の
市
民
を
守
る
と

い
う
倫
理
的
観
点
か
ら
正
当
化
し
、
推
し
進
め
た
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
見
れ

ば
、「
イ
ギ
リ
ス
外
交
は
国
益
の
追
求
を
常
に
対
外
政
策
の
原
則
と
し
て
捉
え

て
き
た

）
10
（

」
の
で
あ
り
、
ブ
レ
ア
外
交
は
異
彩
を
放
っ
て
い
る

）
11
（

。

　

こ
の
よ
う
に
ブ
レ
ア
外
交
の
重
要
な
特
徴
は
倫
理
性
に
あ
る
。
但
し
、
彼
は

人
道
的
介
入
を
推
し
進
め
る
中
で
自
国
の
国
益
を
忘
れ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、

そ
の
存
在
を
隠
そ
う
と
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。「
む
し
ろ
ブ
レ
ア
首
相
は

…
…
軍
事
行
動
を
選
択
す
る
重
要
な
要
素
と
し
て
、
道
徳
的
な
必
要
性
と
国
益

上
の
必
要
性
が
両
立
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
利
益
と

価
値
が
両
立
す
る
と
い
う
論
理
に
基
づ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
対
外
軍
事
介

入
を
決
断
し
て
き
た
の
で
あ
る

）
12
（

」。

　

分
か
り
や
す
い
例
が
、
一
九
九
九
年
の
コ
ソ
ボ
介
入
の
最
中
に
シ
カ
ゴ
で

行
っ
た
演
説
で
あ
る

）
13
（

。
彼
は
そ
こ
で
、「
国
際
共
同
体
の
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
称

す
る
介
入
論
を
提
示
し
た
（
ブ
レ
ア
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
も
呼
ば
れ
る
）。
そ
れ

は
、
人
道
的
介
入
が
必
要
な
時
も
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
で

）
14
（

、
介
入
を
検
討
す

る
際
に
考
慮
す
べ
き
五
つ
の
条
件
を
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は（
一
）

介
入
の
必
要
性
に
確
信
が
あ
る
か
、（
二
）
外
交
努
力
は
尽
く
さ
れ
た
か
、（
三
）

状
況
に
適
し
た
軍
事
作
戦
は
あ
る
か
、（
四
）
長
期
的
に
関
与
す
る
準
備
は
で

き
て
い
る
か
、（
五
）
国
益
が
関
わ
っ
て
い
る
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
五
つ
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
介
入
の
正
統
性
を
客
観
的
に
判
断
す
る
た
め
の
条
件
と
い
う
よ
り

も
、
イ
ギ
リ
ス
自
身
が
介
入
す
べ
き
か
否
か
を
判
断
す
る
際
に
依
拠
す
る
条
件

で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
外
交
の
政
策
指
針
と
い
っ
て
も
よ
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
国

益
と
い
う
条
件
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
何
ら
驚
く
に
は
値
し
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
で
も
な
お
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、

外
交
の
倫
理
性
を
重
視
し
た
政
治
指
導
者
自
身
が
、
人
道
的
介
入
に
関
し
て
国

益
の
重
要
性
を
公
に
は
っ
き
り
語
っ
た
事
実
で
あ
る
。

　

で
は
、
国
益
を
強
調
す
る
ブ
レ
ア
の
介
入
論
を
支
え
る
理
念
は
ど
の
よ
う
な

も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
第
三
の
道
」
で
あ
る
。
元
々
「
第
三
の
道
」
と

は
国
内
の
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
新
し
い
理
念
だ
っ
た
が
、
ブ
レ
ア
は

そ
れ
を
外
交
に
も
応
用
し
た

）
15
（

。
外
交
理
念
と
し
て
の
「
第
三
の
道
」
の
内
容
を
、

細
谷
は
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
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ブ
レ
ア
に
よ
れ
ば
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
こ
れ
ま
で
国
益
追
求
の
た
め
の
武
力
行
使

に
走
る
傾
向
が
あ
り
、
国
際
政
治
に
お
け
る
倫
理
的
な
価
値
を
十
分
に
尊
重
し

て
こ
な
か
っ
た
。
他
方
で
、
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
は
軍
事
力
行
使
に
つ
い
て
は
消

極
的
な
立
場
に
立
ち
、
国
益
に
対
す
る
理
解
が
弱
く
、
力
の
も
つ
役
割
を
十
分

に
理
解
し
な
か
っ
た
。
ブ
レ
ア
が
論
じ
る
国
際
政
治
に
お
け
る
「
第
三
の
道
」

と
は
、
必
要
な
場
合
に
は
力
の
行
使
を
用
い
て
、
国
益
に
従
っ
た
範
囲
で
の
、

国
際
的
倫
理
の
実
現
を
め
ざ
す
こ
と
に
な
る

）
16
（

。

　

ウ
ィ
ッ
カ
ム―

ジ
ョ
ー
ン
ズ
（M

ark W
ickham

-Jones

）
は
こ
う
説
明
す
る
。

「
第
三
の
道
が
前
提
と
し
て
い
る
考
え
方
は
、
他
人
の
苦
し
み
へ
の
無
関
心
と
、

世
界
の
間
違
い
を
正
す
道
徳
的
十
字
軍
と
い
う
両
極
端
の
間
に
、
道
を
切
り
拓

く
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

）
17
（

」。
要
す
る
に
「
第
三
の
道
」
と
は
、
国

益
と
価
値
、
あ
る
い
は
軍
事
と
非
軍
事
の
ど
ち
ら
に
も
偏
り
過
ぎ
る
こ
と
の
な

い
、
折
衷
的
な
外
交
路
線
を
志
向
す
る
立
場
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
進
歩
的
な
国
益
（enlightened national interest
）」
と
い
う
概
念

が
、「
第
三
の
道
」
の
別
の
表
現
と
し
て
あ
る
。
ブ
レ
ア
に
よ
れ
ば
、
伝
統
的

な
国
益
概
念
は
、
視
野
の
狭
い
「
狭
隘
な
国
益
（narrow

 national interest
）」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
ん
だ
新
し
い
時
代
に
お

い
て
は
、
他
国
の
国
内
問
題
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
も
自
国
の
利
益
に
関
わ
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
国
益
を
広
く
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
結
果
生
ま
れ

る
の
が
「
進
歩
的
な
国
益
」
で
あ
る

）
18
（

。
以
下
は
ブ
レ
ア
の
回
顧
録
の
中
で
、
コ

ソ
ボ
介
入
と
の
関
連
で
そ
の
理
念
が
端
的
に
示
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

［
コ
ソ
ボ
の
人
道
的
危
機
に
関
し
て
］
な
ぜ
私
は
そ
れ
ほ
ど
行
動
す
る
こ
と
［
軍

事
介
入
］
に
積
極
的
で
あ
っ
た
の
か
？
　

私
は
そ
れ
を
本
質
的
に
道
徳
上
の
問

題
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
…
…
同
時
に
、
進
歩
的
な
国
益
に
沿
う
行

動
と
し
て
も
捉
え
て
い
た
。
と
い
う
の
は
、
も
し
こ
の
問
題
を
悪
化
さ
せ
て
し

ま
う
か
、
あ
る
い
は
民
族
浄
化
の
発
生
を
無
制
限
に
許
し
て
し
ま
う
か
す
れ
ば
、

最
終
的
に
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
場
所
に
波
及
す
る
だ
ろ
う
と
確
信
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る

）
19
（

。

　

人
道
的
危
機
へ
の
対
処
は
単
に
人
権
保
障
の
観
点
か
ら
要
請
さ
れ
る
だ
け
で

な
く
、
視
野
を
広
げ
れ
ば
国
際
秩
序
（
コ
ソ
ボ
の
場
合
は
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩

序
）
の
維
持
・
回
復
に
も
つ
な
が
る
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
の
安
全
保
障
上
の
国
益

の
観
点
か
ら
も
要
請
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
ブ
レ
ア
政
権
で
は
…
…

遠
方
の
内
戦
や
人
道
危
機
に
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
で
、
安
全
保
障
上
の
脅

威
を
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
ブ
レ
ア

政
権
が
考
え
る
安
全
保
障
観

）
20
（

」
で
あ
っ
た
。

　

価
値
と
い
う
要
素
を
組
み
込
ん
で
（
狭
隘
な
）
国
益
を
再
構
築
し
た
も
の
、

そ
れ
が
「
進
歩
的
な
国
益
」
で
あ
る
。
ブ
レ
ア
が
そ
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
国

益
概
念
を
打
ち
出
せ
た
の
は
、
彼
の
考
え
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
己
利
益
と
人

権
と
い
う
道
徳
的
価
値
が
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
無
関
係
で
も
な
く
、

調
和
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
ブ
レ
ア
の
理
念
と
は
、
本
稿

の
文
脈
に
合
わ
せ
て
言
い
換
え
れ
ば
「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
な
の
で
あ
る

）
21
（

。
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（
二
）
国
益
と
価
値
の
軋
轢―

コ
ソ
ボ

　

ブ
レ
ア
が
一
国
の
指
導
者
と
し
て
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
と
い
う
理
念

に
基
づ
き
、
人
道
的
介
入
に
お
け
る
国
益
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
し
よ
う
と
試

み
た
こ
と
自
体
は
評
価
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
道
的

0

0

0

介
入
に
国
益
が
混
じ
る

こ
と
は
往
々
に
し
て
非
難
の
的
に
な
っ
て
き
た
し
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
か
先

行
研
究
は
国
益
の
明
確
な
位
置
づ
け
を
怠
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
こ
の

理
念
に
は
問
題
点
も
あ
る
。
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

が
や
や
曖
昧
な
点
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
死
活
的

な
安
全
保
障
上
の
利
益
か
ら
死
活
的
で
は
な
い
経
済
的
利
益
ま
で
幅
広
い
。
そ

れ
が
個
々
の
具
体
的
な
文
脈
の
中
で
ど
う
価
値
と
調
和
で
き
る
の
か
。
介
入
の

実
効
性
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
原
則
的
な
理
念
を
現
実
の
介
入
に
反
映
さ
せ

る
道
筋
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
か
ら
議
論
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
、
よ
り
具
体
的
な
問
題
点
を
指
摘
で

き
る
。
そ
れ
は
、
国
益
と
価
値
の
間
に
調
和
ど
こ
ろ
か
軋
轢
が
生
じ
る
可
能
性

で
あ
る
。
確
か
に
国
益
は
人
道
的
介
入
の
促
進
要
因
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
と
い

う
介
入
国
は
、
人
権
と
い
う
価
値
の
追
求
が
国
益
の
追
求
に
重
な
る
と
考
え
る

か
ら
こ
そ
、
一
定
の
リ
ス
ク
を
受
け
入
れ
て
紛
争
地
域
に
乗
り
込
む
わ
け
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
同
じ
国
益
の
具
体
的
な
中
身
や
文
脈
に
よ
っ
て
は
、
必

ず
し
も
人
道
的
危
機
の
緩
和
・
解
決
に
ス
ム
ー
ズ
に
た
ど
り
着
く
と
は
限
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。
歩
く
人
の
背
中
を
押
せ
ば
そ
の
人
は
早
く
前
に
進
め
る
か

も
し
れ
な
い
。
だ
が
背
中
の
押
し
方
が
ま
ず
け
れ
ば
、
そ
の
人
は
足
が
も
つ
れ

て
転
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
国

益
が
介
入
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
性
で
あ
る
。
介
入
の
是
非

（
介
入
す
る
か
し
な
い
か
、
続
け
る
か
止
め
る
か
）
に
関
し
て
い
え
ば
、
国
益

は
実
効
性
の
促
進
要
因
に
な
り
得
る
。
だ
が
、
介
入
の
ア
プ
ロ
ー
チ
（
ど
の
よ

う
に
介
入
す
る
か
）
に
関
し
て
い
え
ば
、
そ
の
同
じ
国
益
が
今
度
は
制
約
要
因

に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

コ
ソ
ボ
介
入
を
少
し
詳
し
く
見
て
み
よ
う
。
こ
の
介
入
は
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
・
セ
ル
ビ
ア
共
和
国
内
の
コ
ソ
ボ
自
治
州
の
政
治
的
地
位
を
め
ぐ
る
紛

争
（
ユ
ー
ゴ
政
府
v
s . 

コ
ソ
ボ
の
ア
ル
バ
ニ
ア
人
）
か
ら
人
道
的
危
機
が

発
生
し
、
そ
れ
を
止
め
る
た
め
に
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
N 

A 

T 

O
）
が

一
九
九
九
年
三
月
か
ら
空
爆
を
始
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
イ
ギ

リ
ス
の
国
益
が
二
つ
の
意
味
で
か
ら
ん
で
い
た
。
第
一
に
、
コ
ソ
ボ
紛
争
は
内

戦
で
あ
り
な
が
ら
、
難
民
流
出
や
紛
争
の
拡
大
を
通
じ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
を

揺
る
が
す
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
そ
う
し
た
事
態
を
避

け
る
こ
と
に
国
益
を
見
出
し
て
い
た
。
先
の
ブ
レ
ア
の
回
顧
録
の
引
用
に
そ
れ

は
現
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
の
維
持
が
か
か
っ
て
い
た
。
コ
ソ
ボ
紛
争

が
一
九
九
八
年
二
月
に
勃
発
し
て
か
ら
空
爆
が
翌
年
三
月
に
始
ま
る
ま
で
の

間
）
22
（

、
N 

A 

T 

O
は
度
々
空
爆
の
威
嚇
を
行
っ
て
ユ
ー
ゴ
政
府
の
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ

チ
大
統
領
（Slovodan M

ilosevic

）
に
暴
力
行
為
の
停
止
と
和
平
へ
の
努
力

を
求
め
た
。
そ
う
し
て
紛
争
に
一
旦
足
を
踏
み
入
れ
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
を

解
決
す
る
能
力
が
な
い
こ
と
を
露
呈
し
て
し
ま
え
ば
、
つ
ま
り
空
爆
の
威
嚇
が

威
嚇
の
ま
ま
終
わ
っ
て
事
態
が
改
善
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
れ
ば
、
N 

A 

T 

O

自
身
の
信
頼
性
が
損
な
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
っ
た

）
23
（

。「
N 

A 

T 

O
に
と
っ
て
信
頼

性
の
喪
失
は
、
コ
ソ
ボ
紛
争
を
遥
か
に
超
え
た
と
こ
ろ
で
影
響
を
も
た
ら
す
も
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の
だ
っ
た

）
24
（

」。
こ
う
し
て
空
爆
が
始
ま
る
時
に
は
、「
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
の

維
持
」
と
い
う
動
機
が
コ
ソ
ボ
介
入
を
支
え
る
格
好
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。「
恐
ら
く
、
同
盟
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
死
活
的
な

0

0

0

0

国
益
が
か
か
っ
て
い

な
い
の
に
戦
争
を
始
め
る
こ
と
は
問
題
だ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
し
ず

つ
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
そ
れ
自
体
が
利
益
に
な
っ
た
の
で
あ
る

）
25
（

」。
当
然
イ
ギ

リ
ス
も
例
外
で
は
な
い
。
む
し
ろ
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
こ
そ
、
ひ
と
際
重
要

な
国
益
で
あ
っ
た
。「
ブ
レ
ア
政
権
に
お
い
て
は
従
来
に
も
増
し
て
、
国
際
組

織
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
役
割
と
地
位
を
強
く
意
識
し
、
多
国
間
協
力
と
し
て

の
枠
組
み
を
求
め
る
傾
向
が
顕
著
で
あ
る

）
26
（

」
中
で
、
安
全
保
障
の
中
核
を
な
す

同
盟
組
織
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
深
刻
な
問
題
で
あ
り
、
何

と
し
て
も
避
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が

国
際
社
会
の
中
で
確
固
た
る
地
位
を
築
く
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
と
も
に
主
導
的

な
地
位
を
占
め
る
N 

A 

T 

O
と
い
う
国
際
組
織
が
極
め
て
重
要
だ
っ
た
の
で

あ
り

）
27
（

、
コ
ソ
ボ
紛
争
は
、
そ
の
N 

A 

T 

O
が
冷
戦
後
の
世
界
で
生
き
残
れ
る

か
ど
う
か
を
占
う
試
金
石
と
す
ら
い
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
つ
目
の
国
益

と
結
び
つ
け
て
把
握
す
べ
き
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
が
危

険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
中
で
、
そ
の
維
持
・
回
復
に
N 

A 

T 

O
が
貢
献
で
き

る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
を
守
る
組

織
と
し
て
の
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
の
維
持
。
こ
の
点
に
こ
そ
イ
ギ
リ
ス
の
国

益
が
あ
っ
た
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
ブ
レ
ア
政
権
が
い
か
に

N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
を
気
に
か
け
て
い
た
か
は
、
以
下
の
ブ
レ
ア
と
ク
ッ
ク

外
相
（R

obin C
ook

）
の
発
言
か
ら
も
伺
い
知
れ
る
（
ど
ち
ら
も
、
空
爆
が
行

わ
れ
た
一
九
九
九
年
三
月
の
議
会
で
の
発
言
）。

今
逃
げ
れ
ば
…
…
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
は
壊
滅
す
る
で
し
ょ
う

）
28
（

。（
ブ
レ
ア
）

我
々
が
行
動
を
起
こ
す
第
一
の
理
由
は
、
こ
れ
ま
で
の
残
虐
行
為
を
知
っ
て

い
て
、
且
つ
介
入
す
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
理
由
は

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
が
自
分
た
ち
の
平
和
と
安
全
に
自
信
が

持
て
る
の
は
、
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。
昨
年
十
月
に
、

N 

A 

T 

O
は
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
大
統
領
が
合
意
し
た
停
戦
を
保
証
し
ま
し
た
。

彼
は
そ
の
停
戦
を
完
全
に
破
り
ま
し
た
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
保
証
を
守
ら

な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
次
に
我
々
の
安
全
が
脅
か
さ
れ
た
時
、
N 

A 

T 

O
に
ど

れ
ほ
ど
の
信
頼
性
が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
N 

A 

T 

O
が
行
動
を
起
こ
さ

な
か
っ
た
時
の
結
果
は
、
N 

A 

T 

O
が
行
動
を
起
こ
し
た
時
の
そ
れ
よ
り
も
遥

か
に
悪
い
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う

）
29
（

。（
ク
ッ
ク
）

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
国
益
が
か
ら
ん
で
い
た
か
ら
こ
そ
イ
ギ
リ

ス
は
介
入
し
た
は
ず
だ
っ
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
同
じ
国
益
が
効
果
的

な
空
爆
を
難
し
く
す
る
要
因
に
な
っ
た
。
N 

A 

T 

O
の
中
で
、イ
ギ
リ
ス
は（
ア

メ
リ
カ
と
並
ん
で
）
空
爆
を
リ
ー
ド
し
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ギ

リ
シ
ャ
な
ど
は
安
保
理
決
議
の
欠
如
や
国
内
世
論
の
反
発
を
懸
念
し
て
消
極
的

で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
空
爆
の
進
め
方
、
具
体
的
に
は
標
的
選
定
に
強
い
制

約
が
か
か
っ
た
。
加
盟
国
間
で
温
度
差
の
あ
る
N 

A 

T 

O
の
脆
い
結
束
を
壊

さ
な
い
よ
う
に
、
つ
ま
り
空
爆
に
消
極
的
な
国
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に

と
、
標
的
選
定
は
極
め
て
慎
重
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る

）
30
（

。「
標
的
選
定
は
か
な

り
の
部
分
、
外
向
き
に
、
い
か
に
ミ
ロ
シ
ェ
ビ
ッ
チ
に
最
も
効
果
的
に
影
響
を
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及
ぼ
す
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
様
々
な
N 

A 

T 

O
加
盟
国
の
国
内
世
論
に

対
し
て
内
向
き
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
国
内
の
支
持
も
し
く
は
同
盟
内
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
失
う
こ
と
、お
よ
び
副
次
的
被
害
を
生
む
こ
と
へ
の
恐
れ
が
、

標
的
選
定
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る

）
31
（

」。
イ
ギ
リ
ス
の
国
防
省
が
二
〇
〇
〇

年
に
公
表
し
た
コ
ソ
ボ
介
入
に
関
す
る
報
告
書
に
も
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「
コ
ソ
ボ
の
事
例
で
は
、
同
盟
の
結
束
の
確
立
・
維
持
が
、
N 

A 

T 

O
の
軍
事

作
戦
の
計
画
・
実
施
に
お
け
る
決
定
的
な
条
件
で
あ
っ
た

）
32
（

」。

　

空
爆
を
リ
ー
ド
す
る
イ
ギ
リ
ス
と
し
て
は
、
下
手
に
空
爆
の
レ
ベ
ル
を
上
げ

て
N 

A 

T 

O
の
結
束
を
壊
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
N 

A 

T 

O
の
信
頼

性
を
か
け
て
介
入
し
て
お
き
な
が
ら
N 
A 
T 

O
を
壊
し
て
し
ま
っ
て
は
、
本

末
転
倒
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
形
で
、
あ
る
意
味
コ
ソ
ボ
よ
り
も

N 

A 

T 

O
を
優
先
し
た
結
果
、
空
爆
は
中
途
半
端
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得

ず
、
予
想
以
上
の
長
期
戦
を
強
い
ら
れ
た
上
、
一
般
市
民
へ
の
誤
爆
な
ど
少
な

く
な
い
副
次
的
被
害
も
生
ん
だ
。「
N 

A 

T 

O
の
信
頼
性
の
維
持
」
と
い
う
国

益
の
追
求
と
、
コ
ソ
ボ
で
の
人
権
保
障
と
い
う
価
値
の
追
求
の
間
に
軋
轢
が
生

じ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
介
入
の
促
進
要
因
で
あ
っ
た
は

ず
の
国
益
が
介
入
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
実
効
性
を
制
約
し

た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
実
効
性
と
国
益
の
関
係
に
潜
む
問
題
を
示
唆
し
て
い
る
。
国

益
は
介
入
を
後
押
し
し
て
実
効
性
を
促
進
す
る
、
つ
ま
り
価
値
の
実
現
に
つ
な

が
る
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
他
方
で
介
入
の
足
を
引
っ
張
り
実
効
性
を
制
約
す

る
、
つ
ま
り
価
値
の
実
現
を
妨
げ
る
可
能
性
も
あ
る
。
も
う
少
し
具
体
的
に
い

う
と
、
確
か
に
介
入
の
是
非
に
関
し
て
い
え
ば
国
益
は
実
効
性
の
促
進
要
因
に

な
り
得
る
。
ブ
レ
ア
は
そ
の
点
を
認
識
し
、
公
に
は
っ
き
り
示
し
た
。
そ
れ
を

支
え
て
い
た
の
は
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
だ
が
、

介
入
の
是
非
か
ら
介
入
の
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
と
目
を
転
ず
れ
ば
、
そ
の
同
じ
国
益

が
今
度
は
実
効
性
の
制
約
要
因
に
も
な
る
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
「
国
益
と
価
値
の
軋
轢
」
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　

「
是
非
」
と
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
区
分
け
の
妥
当
性
は
と
も
か
く
、
こ
こ
で

重
要
な
の
は
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
が
介
入
の
始
ま
り
か
ら
終
わ
り
ま
で

常
に
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
狭
隘
な
）
国
益
と
価
値
は

原
理
的
に
成
り
立
ち
が
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
潜
在
的
な
緊
張

関
係
が
あ
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
調
和
」
は
何

ら
か
の
条
件
が
整
っ
た
時
に
限
っ
て
実
現
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
、
慎
重
な

見
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。
で
は
そ
の
条
件
と
は
何
か
。
ど
う
す
れ
ば
そ
の
条

件
を
明
ら
か
に
で
き
る
の
か
。
次
節
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
の
手
が
か

り
を
、
英
国
学
派
の
人
道
的
介
入
論
の
中
に
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

三
　

英
国
学
派
の
人
道
的
介
入
論

（
一
）
国
際
社
会
論―

多
元
主
義
と
連
帯
主
義

　

英
国
学
派
の
人
道
的
介
入
論
は
、「
国
際
社
会
論
（international society

）」

の
文
脈
で
把
握
す
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
国
際
社
会
論
の
骨
格
を
築
い
た
の
は

ワ
イ
ト
（M

artin W
ight

）
で
あ
る
。
彼
は
、
カ
ー
（E

dw
ard. H

. C
arr

）
や
モ
ー

ゲ
ン
ソ
ー
（H

ans J. M
orgenthau

）
が
作
り
上
げ
た
「
リ
ア
リ
ズ
ム
v
s . 

ユ
ー

ト
ピ
ア
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
二
項
対
立
の
思
想
的
枠
組
み
を
批
判
し
、
折
衷
的
な
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中
庸
の
立
場
と
し
て
「
合
理
主
義
（
グ
ロ
チ
ウ
ス
主
義
）」
を
位
置
づ
け
た

）
33
（

。

ワ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
国
際
政
治
の
世
界
は
力
が
は
び
こ
る
危
険
な
ジ
ャ
ン
グ
ル

で
も
な
け
れ
ば
、
世
界
政
府
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
実
現
に
向
か
う
過
程
で
も

な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
両
極
端
の
間
で
主
権
国
家
が
共
通
の
ル
ー
ル
、
慣

習
、
制
度
に
従
う
合
理
主
義
の
世
界
こ
そ
、
国
際
政
治
の
本
質
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
諸
国
家
は
独
特
の
「
社
会
」
を
形
成
で
き
る
。
彼
は
国
際

社
会
と
い
う
言
葉
で
そ
れ
を
表
現
し
た
の
で
あ
る

）
34
（

。

　

ワ
イ
ト
は
国
際
社
会
の
特
徴
と
し
て
四
点
挙
げ
る
が
、
中
で
も
注
目
す
べ
き

は
意
外
に
も
そ
こ
に
介
入
権
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る

）
35
（

。
す
な
わ
ち
、
国

際
社
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
国
家
に
は
、
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
な
ど
特
定
の

目
的
に
限
っ
て
他
国
の
国
内
問
題
に
介
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
介
入
は
国
際
社
会
に
必
要
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
国
際
社
会
の
構
成
原
理
で
あ
る
主

権
原
則
に
抵
触
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
積
極
的
に
推
奨
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
）
36
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
ワ
イ
ト
の

議
論
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
英
国
学
派
が
既
に
冷
戦
初
期
か
ら
介
入
の
問
題
を

理
論
の
射
程
に
入
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

そ
し
て
英
国
学
派
の
国
際
社
会
論
は
、
ブ
ル
（H

edley B
ull

）
に
よ
っ
て
次

の
段
階
に
進
ん
だ
。
彼
の
重
要
な
貢
献
は
、
多
元
主
義
／
連
帯
主
義
と
い
う
基

本
的
な
枠
組
み
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、（
一
）
戦
争
の
位
置

づ
け
、（
二
）
法
源
、（
三
）
国
家
と
個
人
の
関
係
と
い
う
三
点
を
軸
に
し
て
、

国
際
社
会
論
が
多
元
主
義
（P

luralism

）
と
連
帯
主
義
（Solidarism

）
と
い

う
二
つ
の
立
場
に
分
か
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る

）
37
（

。
こ
の
う
ち
人
道
的
介
入
と

の
関
連
で
重
要
な
の
は
（
三
）
で
あ
る
。
ブ
ル
に
よ
れ
ば
、
多
元
主
義
の
国
際

社
会
で
は
、
諸
国
家
の
共
存
と
い
う
最
低
限
の
目
的
以
上
の
も
の
を
実
現
で
き

る
ほ
ど
連
帯
性
が
深
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
主
権
国
家
の
権
利
を
個

人
の
権
利
よ
り
も
重
視
す
る
社
会
で
あ
る
。
一
方
で
、
連
帯
主
義
の
国
際
社
会

で
は
、
共
存
以
上
の
目
的
を
実
現
で
き
る
ほ
ど
連
帯
性
が
深
ま
っ
て
い
て
、
法

の
執
行
に
関
し
て
も
あ
る
程
度
の
国
家
間
協
力
が
望
め
る
。
そ
の
意
味
で
、
個

人
の
権
利
を
主
権
国
家
の
権
利
よ
り
も
重
視
す
る
社
会
で
あ
る

）
38
（

。
当
然
こ
の
よ

う
な
違
い
か
ら
し
て
、
多
元
主
義
は
人
道
的
介
入
を
否
定
し
、
連
帯
主
義
は
そ

れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る

）
39
（

。

　

ブ
ル
と
同
時
代
に
活
躍
し
た
英
国
学
派
の
研
究
者
と
し
て
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト

（R
aym

ond J. V
incent

）
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
の
主
な
貢
献
は
、
規
範

的
観
点
か
ら
国
際
社
会
論
の
中
に
人
権
概
念
を
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る

）
40
（

。
す

な
わ
ち
、
国
際
社
会
が
守
る
べ
き
価
値
と
し
て
人
権
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、

さ
ら
に
は
そ
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
政
策
が
必
要
か
と
い
う
議
論
を
も
展
開
し

た
の
で
あ
る
。
ワ
イ
ト
や
ブ
ル
が
秩
序
を
重
視
す
る
多
元
主
義
の
立
場
に
い
た

の
に
対
し
て

）
41
（

、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
正
義
を
重
視
す
る
連
帯
主
義
の
立
場
に
い
た

と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
人
道
的
介
入
を
は
っ
き
り
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
く
、
そ
の
示
唆
に
と
ど
ま
っ
て
い
る

）
42
（

。
国
際
関
係
に
お
け
る
主
権
の
役
割
や

秩
序
を
軽
視
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
英
国
学

派
の
歴
史
の
中
で
彼
が
果
た
し
た
役
割
と
は
、
人
道
的
介
入
に
否
定
的
な
多
元

主
義
に
寄
っ
て
い
た
英
国
学
派
の
議
論
の
重
心
を
、
肯
定
的
な
連
帯
主
義
の
方

向
に―
決
定
的
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
相
対
的
に―

傾
け
た
こ
と
、
お
よ

び
そ
れ
に
よ
っ
て
、
冷
戦
後
の
連
帯
主
義
が
介
入
肯
定
論
を
大
胆
に
展
開
で
き
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る
よ
う
な
思
想
的
下
地
を
作
り
上
げ
た
こ
と
で
あ
る

）
43
（

。

　

冷
戦
後
の
英
国
学
派
は
、
ブ
ル
の
提
示
し
た
多
元
主
義
／
連
帯
主
義
の
枠

組
み
を
受
け
継
ぎ
（
そ
し
て
連
帯
主
義
は
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
が
作
っ
て
く
れ
た

下
地
の
上
に
議
論
を
組
み
立
て
）、「
国
家
の
権
利
を
重
視
す
る
多
元
主
義
」

v
s .

「
個
人
の
権
利
を
重
視
す
る
連
帯
主
義
」
と
い
う
構
図
で
、
人
道
的
介

入
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
繰
り
広
げ
る
こ
と
に
な
る

）
44
（

。
こ
の
多
元
主
義
／

連
帯
主
義
論
争
は
、
本
来
ど
ち
ら
も
「
国
際
社
会
」
と
い
う
国
際
政
治
の
合
理

主
義
的
世
界
観
を
共
有
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
お
互
い
排
他
的
に
な
る
ほ

ど
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た

）
45
（

。

　

多
元
主
義
に
と
っ
て
、
国
際
社
会
の
連
帯
性
を
過
信
す
る
こ
と
は
国
家
間
の

秩
序
を
揺
る
が
す
事
態
に
つ
な
が
る
。
な
ぜ
な
ら
、
連
帯
性
が
十
分
深
ま
っ

て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
人
道
的
介
入
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
主
権
や
内
政
不
干

渉
原
則
が
相
対
化
さ
れ
、
主
権
国
家
体
制
と
い
う
秩
序
原
則
が
危
う
く
な
る
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
結
果
、
究
極
的
に
は
そ
こ
に
住
む
人
々
の
人
権
が
脅

か
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
例
え
ば
多
元
主
義
者
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン

（R
obert H

. Jackson

）
は
、
も
し
秩
序
と
正
義
の
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
二
者
択
一
の
状
況
に
置
か
れ
た
ら
と
い
う
仮
定
の
下
で
、
次
の
よ

う
に
言
い
切
る
。「
私
の
考
え
で
は
、
国
際
社
会
の
安
定
…
…
の
方
が
、
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
や
そ
の
他
の
国
に
お
け
る
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
や
人
道
的
保
護

よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
い
や
、
は
る
か
に
重
要
で
あ
る

）
46
（

」。

　

他
方
、
連
帯
性
が
十
分
深
ま
っ
て
い
る
と
み
る
連
帯
主
義
は
、
個
人
の
人
権

を
国
家
の
主
権
や
内
政
不
干
渉
原
則
よ
り
も
重
視
す
る
。
確
か
に
多
元
主
義
の

主
張
す
る
通
り
、
秩
序
は
重
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
本
来
秩
序
と
は
、
そ
こ
に

住
む
人
々
を
守
る
た
め
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
秩
序

を
重
視
す
る
あ
ま
り
人
々
の
権
利
を
侵
害
し
て
し
ま
う
な
ら
、
本
末
転
倒
で
は

な
い
か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
秩
序
を
犠
牲
に
し
な
い
形
で
の
人
道
的
介
入
は
十

分
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
連
帯
主
義
は
こ
の
よ
う
に
考
え
、
多
元
主
義
を

批
判
す
る
の
で
あ
る

）
47
（

。

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
英
国
学
派
の
国
際
社
会

論
の
文
脈
で
展
開
し
て
き
た
人
道
的
介
入
論
の
論
点
は
、「
介
入
は
是
か
非
か
」

と
い
う
正
統
性
の
問
題
で
あ
り
、「
介
入
は
ど
う
す
れ
ば
上
手
く
い
く
の
か
」

と
い
う
実
効
性
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
研
究
動
向
の
背
景
と
し
て
は

ま
ず
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
冷
戦
期
ま
で
人
道
的
介
入
が
疑
惑
の
目
を

向
け
ら
れ
る
対
象
だ
っ
た
と
い
う
時
代
状
況
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
英
国

学
派
の
主
要
関
心
が
国
家
シ
ス
テ
ム
に
あ
り
、
介
入
そ
れ
自
体
に
は
な
か
っ
た

こ
と
も
挙
げ
ら
れ
よ
う

）
48
（

。
そ
れ
で
は
果
た
し
て
、
我
々
が
人
道
的
介
入
の
実
効

性
と
国
益
の
関
係
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
、あ
る
い
は
「
国
益
と
価
値
の
調
和
」

が
実
現
す
る
条
件
を
探
る
時
、
英
国
学
派
は
何
か
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
は
連
帯
主
義
の
人
道
的
介
入
論
の
中
に
あ
る
。
次
項

で
こ
の
点
を
詳
し
く
論
じ
た
い
。

（
二
）
連
帯
主
義
の
人
道
的
介
入
論

　

こ
こ
で
は
、
連
帯
主
義
の
代
表
的
な
論
者
ウ
ィ
ー
ラ
ー
（N

icholas J. 

W
heeler

）
の
研
究
を
中
心
に
取
り
上
げ
る
。
彼
は
二
〇
〇
〇
年
の
主
著
に
お

い
て
、
連
帯
主
義
と
し
て
初
め
て
体
系
的
な
人
道
的
介
入
論
を
提
示
し
、
さ
ら

に
そ
れ
を
用
い
て
冷
戦
期
・
冷
戦
後
の
諸
事
例
に
つ
い
て
介
入
の
正
統
性
を
検
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証
し
た

）
49
（

。
そ
の
介
入
論
の
根
底
に
あ
る
の
が
、
正
義
の
追
求
は
必
ず
し
も
秩
序

を
揺
る
が
す
わ
け
で
は
な
く
、
秩
序
と
正
義
は
両
立
、
調
和
で
き
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
道
的
介
入
は
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い
う

理
念
に
基
づ
く
も
の
だ
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
理
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
連
帯
主

義
が
介
入
を
分
析
す
る
際
に
用
い
る
視
点
で
も
あ
る
。

　

こ
こ
で
我
々
は
ブ
レ
ア
の
理
念
と
の
類
似
点
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
連
帯
主
義

の
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い
う
理
念
な
い
し
視
点
は
、
ブ
レ
ア
の
「
国
益

と
価
値
の
調
和
」
と
い
う
理
念
に
重
な
る
部
分
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い

う
の
も
、
ブ
レ
ア
の
主
張
す
る
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
と
は
、
人
道
的
介
入
の
文
脈

で
い
え
ば
国
際
秩
序
の
維
持
・
回
復
に
見
出
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
彼
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
は
、
他
国
の
人
道
的
危
機
を
放
っ
て
お

け
ば
い
ず
れ
国
際
秩
序
に
も
影
響
が
及
び
、
結
果
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
も
何
ら

か
の
悪
影
響
が
及
ん
で
く
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
単
純
に
図
式
化
し
て
し
ま

え
ば
、「
秩
序≒

国
益
、
正
義≒

価
値
」
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
連
帯
主
義
の
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と

い
う
視
点
は
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
が
実
現
す
る
条
件
を
探
る
考
察
に
と
っ

て
有
用
な
も
の
に
な
り
得
る
。
例
え
ば
歴
史
比
較
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
ウ
ィ
ー

ラ
ー
は
、
冷
戦
期
に
イ
ン
ド
が
人
道
目
的
を
掲
げ
て
パ
キ
ス
タ
ン
に
武
力
介
入

し
た
事
例
を
取
り
上
げ
、
そ
こ
で
ソ
連
が
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
を
主
張
し

た
と
い
う
興
味
深
い
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
ソ
連
は
イ
ン
ド
を
支
持
す
る
立

場
か
ら
（
当
然
そ
こ
に
は
戦
略
的
動
機
が
あ
る
も
の
の
）、
内
政
不
干
渉
原
則

を
重
視
す
る
（
正
義
よ
り
も
秩
序
を
重
視
す
る
）
当
時
の
国
連
安
全
保
障
理
事

会
に
対
し
て
、
正
義
の
追
求
な
し
に
は
秩
序
も
維
持
で
き
な
い
と
明
確
に
主
張

し
た
の
で
あ
る

）
50
（

。
そ
の
よ
う
に
英
国
学
派
が
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い
う

視
点
か
ら
過
去
の
諸
事
例
を
分
析
し
、
積
み
重
ね
て
き
た
様
々
な
知
見
の
中
に

は
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
が
実
現
す
る
条
件
の
解
明
に
役
立
つ
も
の
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」に
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー

ン
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
に
も
当
て
は
め
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
要
す
る
に
、
我
々
は
「
秩
序
と
正
義
の

調
和
」
と
い
う
視
点
を
媒
介
に
し
て
、
英
国
学
派
の
豊
か
な
議
論
の
蓄
積
を
利

用
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
こ
の
視
点
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
こ
に
は
重
要
な
限
界
が
内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
界
と

は
、国
益
の
位
置
づ
け
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。確
か
に
ウ
ィ
ー
ラ
ー

は
先
述
の
主
著
に
お
い
て
、
国
益
を
人
道
的
介
入
の
促
進
要
因
と
し
て
暗
に
肯

定
す
る
。
具
体
的
に
は
、
人
道
的
で
な
い
動
機
や
理
由
（non-hum

anitarian 

m
otives, reasons

）
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
人
道
的
な
結
果
（hum

anitarian 

outcom
es

）
を
実
現
で
き
れ
ば
良
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る

）
51
（

。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
動
機
が
イ
コ
ー
ル
国
益
な
の
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
国
益
が

明
確
な
形
で
理
論
枠
組
み
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
彼
は

ル
ワ
ン
ダ
の
事
例
に
関
し
て
、
人
道
的
で
な
い
動
機
が
人
道
的
な
結
果
を
損
ね

た
点
、
つ
ま
り
本
稿
の
言
葉
で
い
う
と
「
国
益
と
価
値
の
軋
轢
」
が
実
効
性
を

制
約
し
た
点
を
指
摘
す
る
が
、
そ
れ
を
介
入
の
本
質
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
論

じ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い

）
52
（

。
さ
ら
に
、
結
論
の
章
で
「
国
益
の
保
護
、
国
際
秩

序
の
促
進
、
そ
し
て
人
権
［
保
障
］
の
強
制
の
間
に
は
、
し
ば
し
ば
相
互
に
両

立
性
が
あ
る

）
53
（

」
と
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
両
立
が
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可
能
な
の
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
ウ
ィ
ー
ラ
ー
の
議
論
か
ら
読
み
取
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
国
益
の
位
置
づ
け
の
不
確
か
さ
は
、
他
で
も
見
ら
れ
る
。
ブ
レ

ア
外
交
を
論
じ
た
ダ
ン
（T

im
othy D

unne

）
と
の
共
著
で
は
、
今
度
は
逆
に
、

介
入
や
外
交
政
策
の
中
で
価
値
よ
り
国
益
が
優
先
さ
れ
た
こ
と
を
シ
ン
プ
ル
に

否
定
す
る
だ
け
で
あ
る

）
54
（

。
例
え
ば
、
国
益
の
存
在
を
介
入
の
条
件
の
一
つ
と
し

た
先
述
の
ブ
レ
ア
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
批
判
的
に
考
察
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の

よ
う
な
条
件
の
設
定
は
、
も
し
ど
こ
か
で
人
道
的
危
機
が
発
生
し
て
も
、
そ
こ

に
国
益
が
か
ら
ん
で
い
な
け
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
が
介
入
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る

が
、
そ
れ
は
連
帯
主
義
の
彼
ら
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
か
ら
で
あ
る

）
55
（

。
こ

の
点
か
ら
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
解
釈
す
れ
ば
、
彼
ら
の
考
え
は
、
イ
ギ
リ
ス
は

国
益
が
関
係
し
て
い
な
く
て
も
人
道
的
介
入
に
踏
み
切
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
の
武
器
輸
出
問
題
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ

ス
の
利
益
が
小
さ
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
住
民
を
弾
圧
し
た
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
に
武
器
を
輸
出
し
た
点
を
批
判
す
る

）
56
（

。
つ
ま
り
国
際
的
な
人

権
保
障
よ
り
も
自
国
の
国
益
を
優
先
し
た
と
批
判
す
る
わ
け
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー

ラ
ー
と
ダ
ン
の
議
論
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
国
益
と

価
値
の
軋
轢
」
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
で
は

な
い
。
彼
ら
が
批
判
し
た
の
は
単
に
ブ
レ
ア
政
権
が
国
益
を
優
先
し
価
値
の
追

求
を
諦
め
た
こ
と
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
国

益
が
人
道
的
介
入
の
促
進
要
因
で
も
あ
り
制
約
要
因
で
も
あ
る
時
に
生
じ
る

「
軋
轢
」
と
は
違
う
。

　

ウ
ィ
ー
ラ
ー
が
本
格
的
か
つ
明
示
的
に
国
益
の
積
極
的
な
意
味
に
つ
い
て
論

じ
始
め
た
の
は
、
二
〇
〇
八
年
の
共
編
著
『
国
益
と
国
際
連
帯
』
だ
と
思
わ
れ

る
）
57
（

。
彼
は
（
共
編
者
と
と
も
に
）
そ
こ
で
国
益
と
価
値
（
こ
こ
で
の
「
価
値
」

は
国
際
連
帯
）が
調
和
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

焦
点
を
当
て
て
い
る
の
は
二
つ
の
要
素
が
外
交
政
策
の
決
定
に
及
ぼ
す
影
響

で
あ
り
、
そ
の
決
定
が
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
か
と
い
う
問
題
は
論

じ
ら
れ
て
い
な
い
（
恐
ら
く
は
、
国
益
と
国
際
連
帯
の
組
み
合
わ
せ
が
プ
ラ
ス

の
結
果
を
生
む
と
の
楽
観
的
な
見
通
し
が
前
提
と
し
て
あ
る

）
58
（

）。
つ
ま
り
、
こ

こ
で
の
国
益
に
関
す
る
彼
の
考
察
は
意
図
や
動
機
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
っ
て
い

て
、
結
果
や
実
効
性
の
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
連
帯
主
義
を
代
表
す
る
ウ
ィ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
ま
で
様
々
な
文
脈

で
明
示
的
あ
る
い
は
暗
示
的
に
、
肯
定
的
あ
る
い
は
否
定
的
に
国
益
の
問
題
を

論
じ
て
き
た
も
の
の
、
国
益
の
存
在
が
外
交
政
策
や
介
入
の
結
果
を
ど
う
左
右

す
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
明
確
な
視
点
や
理
論
を
確
立
す
る
に
は
至
っ

て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
連
帯
主
義
の
限
界
は
、
人
道
的
介

入
に
お
け
る
国
益
の
位
置
づ
け
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

恐
ら
く
そ
の
限
界
の
背
景
に
は
、
英
国
学
派
の
全
般
的
傾
向
が
あ
る
の
だ
ろ

う
。
こ
の
学
派
は
基
本
的
に
国
家
間
の
協
調
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
。
ス
ガ
ナ

ミ
（H

idem
i Suganam

i

）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、学
派
の
関
心
は
「
ア
ナ
ー
キ
ー

下
で
も
国
家
間
に
は
注
目
す
べ
き
あ
る
程
度
の
協
調
が
存
在
す
る
と
い
う
前
提

で
始
ま
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
こ
と

）
59
（

」
に
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
学
派
か
ら
生
ま
れ
た
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い

う
視
点
に
国
益
の
要
素
が
足
り
な
い
と
い
う
の
も
、
あ
る
意
味
で
は
当
然
か
も

し
れ
な
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
連
帯
主
義
の
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い
う
視
点
に
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は
、
国
益
の
位
置
づ
け
が
定
ま
っ
て
い
な
い
と
い
う
限
界
が
内
在
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
国
益
の
特
殊
性
（
具
体
的
な
中
身
や
文
脈
）
を
掴
む
能
力
が

欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
コ
ソ
ボ
の
事
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
実
効
性
と

国
益
の
関
係
を
見
る
上
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
介
入
国
の
国
益
が
あ
る
か
な

い
か
、
死
活
的
か
否
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
ど
の
よ
う
な
国
益
が
ど
の
よ
う

な
文
脈
で
介
入
に
か
ら
む
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
国
益
と
価
値
の
調
和
」

が
実
現
す
る
た
め
の
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
そ
う
し
た
国
益
の
特

殊
性
を
掴
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
に
つ

い
て
は
、
そ
の
限
界
を
克
服
し
て
新
た
な
視
点
に
作
り
変
え
て
い
く
こ
と
が
必

要
に
な
る
。
具
体
的
に
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
に
な
る
の
か
、
ま
だ
確
定
的
な

こ
と
は
い
え
な
い
が
、
例
え
ば
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
国
益
の
関
係
を
類

型
化
す
る
こ
と
が
一
つ
の
足
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
英
国
学
派
の
伝

統
と
国
益
概
念
の
調
和
が
、
今
後
の
介
入
研
究
の
カ
ギ
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

四
　

お
わ
り
に

　

ブ
レ
ア
首
相
は
人
道
的
介
入
を
す
る
側
の
政
治
指
導
者
と
し
て
、
国
益
の
重

要
性
を
公
に
強
調
し
た
。
そ
の
根
底
に
は
「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
と
い
う
理

念
が
あ
っ
た
。
だ
が
コ
ソ
ボ
の
事
例
が
物
語
る
よ
う
に
、
逆
に
「
国
益
と
価
値

の
軋
轢
」
が
介
入
の
実
効
性
を
制
約
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
国
益
は
介
入
の
是

非
に
関
し
て
い
え
ば
実
効
性
の
促
進
要
因
に
な
り
得
る
が
、
そ
の
同
じ
国
益
が

介
入
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
し
て
い
え
ば
制
約
要
因
に
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
は
常
に
保
証
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。（
狭

隘
な
）
国
益
と
価
値
の
間
に
は
常
に
緊
張
関
係
が
あ
る
。「
調
和
」
が
実
現
す

る
か
ど
う
か
、
国
益
が
一
貫
し
て
実
効
性
の
促
進
要
因
に
な
れ
る
か
ど
う
か

は
、
あ
く
ま
で
条
件
次
第
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
条
件
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
か
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
英
国
学
派
・
連
帯
主
義
の
人
道
的
介
入
論

の
「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
の
視
点
を
「
国
益
と
価

値
の
調
和
」
の
考
察
に
適
用
す
れ
ば
、
介
入
研
究
は
さ
ら
に
発
展
で
き
る
だ
ろ

う
。
但
し
、
そ
の
際
に
は
重
要
な
修
正
を
施
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
国
益
の
要
素

を
そ
の
視
点
に
組
み
込
む
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
元
々
は
国
家

間
の
協
調
の
問
題
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
学
派
の
視
点
の
限
界
と
し
て
、
国
益

の
位
置
づ
け
が
定
ま
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
人
道
的
介
入
は
「
秩

序
と
正
義
の
調
和
」
に
基
づ
く
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
こ
で
い
う
秩
序
あ
る
い

は
秩
序
の
維
持
・
回
復
方
法
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
国
際
社
会
全
体
に
と
っ
て
望

ま
し
い
も
の
と
い
う
よ
り
、
介
入
国
自
身
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。

コ
ソ
ボ
の
例
で
い
え
ば
、
N 

A 

T 

O
の
勝
利
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
秩
序
の
維

持
・
回
復
が
イ
ギ
リ
ス
に
と
っ
て
望
ま
し
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
我
々
は
、
そ

の
よ
う
な
意
味
で
の
国
益
の
特
殊
性
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
と
め

る
な
ら
ば
、「
秩
序
と
正
義
の
調
和
」
と
い
う
視
点
に
国
益
の
要
素
を
組
み
込

ん
で
そ
れ
を
再
構
築
し
た
も
の
こ
そ
、
人
道
的
介
入
の
研
究
に
と
っ
て
有
用
と

思
わ
れ
る
、
新
た
な
視
点
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
を
用
い
て

諸
事
例
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」が
実
現
す
る
条
件
、

す
な
わ
ち
国
益
が
人
道
的
介
入
の
実
効
性
の
促
進
要
因
に
な
り
得
る
条
件
を
探

る
こ
と
が
、
長
期
的
に
は
介
入
研
究
の
重
要
課
題
に
な
る
。
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最
後
に
一
つ
付
け
加
え
る
と
、
実
は
当
の
英
国
学
派
自
身
の
中
で
近
年
、
人

道
的
介
入
の
問
題
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
ブ
ザ
ン
（B

arry B
uzan

）
や
ベ
ラ
ミ
ー
（A

lex J. 

B
ellam

y
）、
ワ
イ
ネ
ル
ト
（M

atthew
 S. W

einert

）
が
、
多
元
主
義
と
連
帯

主
義
が
主
権
／
人
権
の
問
題
に
拘
り
過
ぎ
た
点
を
批
判
し
、環
境
問
題
や
経
済
、

テ
ロ
な
ど
他
の
分
野
に
焦
点
を
移
し
て
議
論
を
再
構
築
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
い

る
）
60
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
英
国
学
派
に
は

依
然
と
し
て
人
道
的
介
入
研
究
に
貢
献
で
き
る
潜
在
力
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ

は
、
学
派
自
身
の
発
展
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
人
道
的
介
入
と
い

う
研
究
対
象
は
ま
だ
価
値
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

注
（
1
）
　

本
稿
は
、
立
命
館
大
学
国
際
地
域
研
究
所
・
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
英
国
学
派
と
ポ

ス
ト
西
洋
型
国
際
関
係
理
論
に
関
す
る
批
判
的
検
討
（
二
〇
一
一
年
度
採
択
、
科
学

研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
C
）」
に
て
行
わ
れ
た
議
論
に
基
づ
く
。
ま
た
第
三
節

は
、「
二
〇
〇
九
年
度
明
治
大
学
大
学
院
・
海
外
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
よ
る
研
究

調
査
の
成
果
に
も
基
づ
く
。

（
2
）
　

同
じ
問
題
意
識
に
よ
る
研
究
と
し
てSeybolt

（2007

）
が
あ
る
。
ま
た
、
介
入

に
一
定
の
関
心
を
寄
せ
て
き
た
正
戦
論
で
も
状
況
は
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
に
問

題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
や
は
り
正
統
性
で
あ
り
実
効
性
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
現

代
の
正
戦
論
を
代
表
す
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
（M

ichael W
alzer

）
は
人
道
的
介
入
を

肯
定
す
る
が
、
実
効
性
（
介
入
国
が
成
功
の
見
込
み
を
も
て
る
の
か
）
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
い
な
い
。Ibid., p. 12.

（
3
）
　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、W

heeler (2000), ch. 2― 4;  

大
沼
（
二
〇
〇
一
）、
七
頁

を
参
照
。

（
4
）
　

も
ち
ろ
ん
介
入
に
対
す
る
反
対
論
や
慎
重
論
は
今
も
根
強
く
残
る
が
、
少
な
く
と

も
過
去
と
比
べ
て
、
介
入
を
許
容
す
る
素
地
が
国
際
的
に
広
が
っ
て
い
る
事
実
は
否

定
で
き
な
い
。
例
え
ば「
保
護
す
る
責
任
」論
の
普
及
が
そ
の
象
徴
と
い
え
よ
う
。「
保

護
す
る
責
任
」
論
に
つ
い
て
は
、IC

ISS

（2001

）;  

千
知
岩
（
二
〇
〇
八
）
を
参
照
。

（
5
）
　

例
え
ば
、IC

ISS (2001), p. 37; W
heeler (2000), p. 37.

（
6
）
　

こ
の
見
方
はSeybolt (2007), ch. 1

に
依
拠
し
て
い
る
。

（
7
）
　

C
oicaud and W

heeler (2008), p. 2.

（
8
）
　

実
効
性
の
評
価
基
準
を
詳
し
く
検
討
し
た
も
の
と
し
て
はSeybolt

（2007

）
が

あ
る
。

（
9
）
　

細
谷
（
二
〇
〇
九
）。

（
10
）
　

細
谷
（
二
〇
〇
二
）、
五
二
頁
。

（
11
）
　

ブ
レ
ア
外
交
の
倫
理
性
に
つ
い
て
は
、W

ickham
-Jones

（2000

）
も
参
照
。

（
12
）
　

細
谷
（
二
〇
〇
九
）、
一
四
頁
。

（
13
）
　

‘ T
he B

lair D
octrine,’ (1999).

（
14
）
　

後
に
刊
行
し
た
回
顧
録
で
、
ブ
レ
ア
は
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、「
横
暴
な

独
裁
体
制
を
倒
す
た
め
の
介
入
」
も
必
要
だ
と
明
言
し
て
い
る
。B

lair (2010), p. 

247. 

こ
う
し
た
主
張
は
、
従
来
の
介
入
肯
定
論
が
基
本
的
に
は
人
道
的
危
機
の
緩

和
・
解
決
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
か
な
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の

と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
現
実
に
時
代
の
趨
勢
が
そ
の
方
向
に
傾
い
て
い
る
兆
候
は

見
ら
れ
る
。
二
〇
一
一
年
の
リ
ビ
ア
介
入
を
見
る
と
、
N 

A 

T 

O
に
よ
る
武
力
行

使
の
目
的
は
公
に
は
「
市
民
の
保
護
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
カ
ダ
フ
ィ

政
権
と
い
う
横
暴
な
独
裁
体
制
を
倒
す
た
め
の
介
入
と
い
う
側
面
が
強
か
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
詳
細
な
検
証
が
待
た
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

今
後
の
介
入
研
究
に
と
っ
て
体
制
転
換
の
問
題
は
重
要
な
テ
ー
マ
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
お
、
筆
者
は
リ
ビ
ア
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
こ
の
テ
ー
マ
の
試
論
を
行
っ
て
い

る
。
小
松
（
二
〇
一
一
）。

（
15
）
　

細
谷
（
二
〇
〇
九
）、
三
四
頁
。

（
16
）
　

細
谷
（
二
〇
〇
二
）、
五
二
頁
。

（
17
）
　

W
ickham

-Jones (2000), p. 261.

（
18
）
　

こ
の
部
分
はB

lair (2010), ch. 8

の
要
約
で
あ
る
。

（
19
）
　

Ibid., p. 228.
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（
20
）
　

細
谷
（
二
〇
〇
九
）、
五
四
頁
。

（
21
）
　

も
ち
ろ
ん
、「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
も
究
極
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
に
資
す

る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ブ
レ
ア
政
権
は
、
イ
ギ
リ
ス
が
冷

戦
後
の
世
界
で
独
自
の
指
導
的
な
立
場
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、
そ
の

観
点
か
ら
重
視
し
た
の
が
、
ア
メ
リ
カ
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
両
者
の
架
け
橋
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

多
国
間
主
義
の
枠
組
み
の
中
で
国
際
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
、
そ

の
た
め
の
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
が
イ
ギ
リ
ス
の
国
益
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

は
同
上
書
、
一―

三
章
を
参
照
。「
国
益
と
価
値
の
調
和
」
と
い
う
理
念
は
、
そ
う

し
た
国
益
に
資
す
る
と
い
う
意
味
で
有
益
な
思
想
的
基
盤
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
冷
戦
後
の
世
界
で
は
現
実
に
人
権
な
ど
の
価
値
の
問
題
が
重
要
性
を
増
し

て
お
り
、
そ
の
問
題
に
積
極
的
に
取
組
む
こ
と
が
国
際
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
必

要
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
22
）
　

コ
ソ
ボ
に
お
け
る
散
発
的
な
武
力
衝
突
は
数
年
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
一
九
九
八
年

一
月
に
ア
ル
バ
ニ
ア
人
の
武
装
組
織
「
コ
ソ
ボ
解
放
軍
」
が
公
に
武
力
闘
争
を
宣
言

し
、
続
い
て
ユ
ー
ゴ
政
府
が
二
月
末
か
ら
解
放
軍
に
対
す
る
大
規
模
な
掃
討
作
戦
に

乗
り
出
し
た
こ
と
で
、
本
格
的
な
内
戦
が
始
ま
っ
た
。

（
23
）
　

H
enriksen (2007), pp. 194― 196; Seybolt (2007), pp. 251― 252.

（
24
）
　

H
enriksen (2007), p. 196.

（
25
）
　

W
ilson (2009), p. 134.

（
26
）
　

細
谷
（
二
〇
〇
九
）、
六
五
頁
。

（
27
）
　

こ
の
点
は
同
上
書
、
二
、三
章
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
28
）
　

Q
uoted in W

ilson (2009), p. 130.

（
29
）
　

Q
uoted in Ibid., p. 137.

（
30
）
　

こ
の
詳
細
は
以
下
を
参
照
。C

lark (2001), ch. 8, 9; B
etts (2001); L

am
beth 

(2001), pp. 194― 207.

（
31
）
　

H
enriksen (2007), p. 198.

（
32
）
　

U
K

 M
inistry of D

efense (2000), ch. 5, para. 5.2.

（
33
）
　

W
ight (1991), pp. 14― 15. 

こ
こ
で
い
う
合
理
主
義
と
は
、
合
理
的
選
択
論
の
前

提
に
あ
る
よ
う
な
利
益
の
最
大
化
を
目
指
す
立
場
と
は
異
な
る
。

（
34
）
　

Ibid., pp. 38― 39; W
ight (1966), pp. 96― 97.

（
35
）
　

そ
の
特
徴
は
（
一
）
基
準
や
慣
習
が
存
在
す
る
、（
二
）
勢
力
均
衡
が
存
在
す
る
、

（
三
）
国
家
が
自
衛
と
強
制
の
権
利
を
保
持
し
て
い
る
、（
四
）
そ
う
し
た
権
利
の
行

使
が
正
当
化
さ
れ
得
る
、と
い
う
も
の
で
あ
る
。Ibid., pp. 103― 104. 

こ
の
う
ち（
三
）

の
強
制
の
手
段
に
介
入
が
含
ま
れ
て
い
る
。Ibid., p. 111.

（
36
）
　

Ibid., pp. 111― 120. 

但
し
ワ
イ
ト
は
、
主
権
と
同
様
に
、
介
入
の
権
利
も
ま
た
国

際
社
会
の
重
要
な
原
則
の
一
つ
だ
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ど
の
程
度
英
国
学

派
に
と
っ
て
主
権
が
絶
対
的
な
も
の
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
議
論
の
余
地
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。‘ Subject: International M

orality,’  (1961), p. 2.

（
37
）
　

具
体
的
に
は
、
多
元
主
義
の
国
際
社
会
で
は
無
差
別
戦
争
観
、
実
定
法
、
国
家
の

権
利
が
重
視
さ
れ
る
一
方
、
連
帯
主
義
の
国
際
社
会
で
は
正
戦
論
、
自
然
法
、
個
人

の
権
利
が
重
視
さ
れ
る
。B

ull (1966), pp. 51― 73.

（
38
）
　

Ibid., p. 44, 52.

（
39
）
　

Ibid., pp. 63― 64.

（
40
）
　

V
incent (1986).

（
41
）
　

但
し
、
ブ
ル
は
後
年
に
少
し
ず
つ
連
帯
主
義
に
も
傾
き
つ
つ
あ
っ
た
。D

unne 

(1998), pp. 152― 153.

（
42
）
　

V
incent (1986), pp. 126― 127.

（
43
）
　

こ
の
点
に
つ
い
て
はW

heeler (1992), pp. 478― 486

を
参
照
。

（
44
）
　

こ
の
論
争
の
活
性
化
に
特
に
貢
献
し
た
の
は
、
ウ
ィ
ー
ラ
ー
と
ダ
ン
で
あ
る
。

W
heeler (1992); W

heeler and D
unne (1996). 

多
元
主
義
／
連
帯
主
義
論
争
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。B

ellam
y (2003), pp. 323― 326; B

row
n (2011), 

pp. 317― 318.

（
45
）
　

B
uzan (2004), p. 48.

（
46
）
　

Jackson (2000), p. 291.

（
47
）
　

但
し
、
一
口
に
連
帯
主
義
と
い
っ
て
も
、
冷
戦
期
の
連
帯
主
義
（
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
）

と
、
冷
戦
後
の
連
帯
主
義
（
ウ
ィ
ー
ラ
ー
、
ダ
ン
）
の
間
に
は
思
想
的
差
異
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
が
あ
く
ま
で
人
道
的
介
入
を
「
例
外
事
項
」

と
み
な
し
、
そ
の
正
統
性
を
原
則
レ
ベ
ル
（
主
権
か
人
権
か
）
で
論
じ
て
い
た
の
に

対
し
て
、
後
者
は
介
入
が
な
さ
れ
得
る
こ
と
を
議
論
の
「
前
提
」
と
み
な
し
、
正
統
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性
の
具
体
的
な
条
件
（
個
々
の
ケ
ー
ス
を
ど
う
評
価
す
る
か
）
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

連
帯
主
義
が
正
戦
論
に
傾
い
て
き
た
と
い
う
言
い
方
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
故
、
英
国

学
派
の
人
道
的
介
入
論
の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
差
異

を
意
識
し
つ
つ
議
論
の
歴
史
的
展
開
を
類
型
化
し
た
り
、
段
階
ご
と
に
分
け
た
り
す

る
工
夫
が
必
要
だ
ろ
う
。
差
し
当
た
り
こ
こ
で
は
、
ウ
ィ
ー
ラ
ー
や
ダ
ン
の
立
場
が

主
流
に
な
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
結
果
す
な
わ
ち
実
効
性
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
る
と
の
指
摘
に
と
ど
め
、
介
入
論
の
全
体
像
の
把
握
に
つ
い
て
は
今
後
の
研

究
課
題
と
し
た
い
。

（
48
）
　

W
atson (2001), p. 467. 

今
日
、
英
国
学
派
は
人
道
的
介
入
と
い
う
テ
ー
マ
を
中

心
に
発
展
し
て
き
た
学
派
と
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
ウ
ィ
ー
ラ
ー
や

ダ
ン
が
作
り
出
し
た
や
や
偏
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
冷
戦
期
の
英
国

学
派
の
関
心
は
、
人
道
的
介
入
や
介
入
全
般
に
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
元
々
こ
の
学

派
が
介
入
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
そ
れ
が
国
際
社
会
概
念
の
重
要
な
構
成
要

素
の
一
つ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
49
）
　

W
heeler (2000). 

ウ
ィ
ー
ラ
ー
の
功
績
を
評
価
す
る
研
究
と
し
て
は
、B

row
n 

(2011), p. 317; L
inklater and Suganam

i (2006), p. 71

が
あ
る
。

（
50
）
　

W
heeler (2000), pp. 71― 73.

（
51
）
　

Ibid., pp. 37― 39.

（
52
）
　

Ibid., ch. 7.

（
53
）
　

Ibid., p. 309.

（
54
）
　

D
unne and W

heeler (2000).

（
55
）
　

Ibid., pp. 71― 72.

（
56
）
　

Ibid., p. 73. 

同
じ
く
彼
ら
が
ブ
レ
ア
政
権
の
非
倫
理
性
を
指
摘
し
た
も
の
と
し

て
、W

heeler and D
unne

（1998

）
も
参
照
。

（
57
）
　

C
oicaud and W

heeler (2008).

（
58
）
　

Ibid., pp. 12― 13.

（
59
）
　

Suganam
i (2001), p. 414.

（
60
）
　

B
uzan (2004), pp. 150― 152; B

ellam
y (2005), pp. 290― 293; W

einert (2011), 

pp. 1― 4.
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