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一　

国
際
関
係
理
論
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究

　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
文
化
人
類
学
や
社
会
学
、
歴
史
学
を
中
心
に
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
が
な
さ
れ
、
数
々
の

名
著
が
出
版
さ
れ
て
き
た

（
（
（

。
数
多
く
の
事
例
研
究
や
比
較
研
究
と
同
時
に
、
理
論
的
に
も
本
質
主
義
、
道
具
主
義
、
そ
し
て
構
成

主
義
と
い
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
花
開
い
た
。
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
専
門
誌
が
刊
行
さ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
は

確
固
と
し
た
学
際
的
研
究
分
野
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た

（
2
（

。　
　

　

で
は
、
国
際
関
係
理
論
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
貢
献
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
は
国
際
関
係
論
の
中
心
的
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
分
野
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
長
ら
く
周

辺
的
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
た

（
3
（

。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
伝
統
的
な
国
際
政
治
理
論
は
国
家
を
中
心
的
ア
ク
タ
ー
と
み
な
し
て

い
た
め
、
国
内
の
民
族
集
団
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
文
化
を
軽
視
し
て
い
た
こ
と
（Posen （993; Lapid and K

ratochw
il 
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（996

）、
近
代
化
が
進
む
に
つ
れ
て
前
近
代
の
残
余
物
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
衰
退
す
る
と
考
え
る
近
代
主
義
が
強
く
あ
っ

た
こ
と
（Connor （994

）、
相
互
依
存
や
地
域
統
合
の
進
展
に
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
解
消
さ
れ
る
と
楽
観
的
に
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
（H

olsti （980

）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
国
際
関
係
論
の
研
究
者
が
本
格
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
取
り
組
み
だ
し
た
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
民
族
紛
争
が
重
要
な
国
際
問
題
と
な
っ
た
ポ
ス
ト
冷
戦
期
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
一
九
九
〇
年
代
に
お
い
て
は
国
際
安
全
保
障

の
問
題
が
米
ソ
間
の
核
の
脅
威
か
ら
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
紛
争
や
ル
ワ
ン
ダ
内
戦
の
よ
う
な
民
族
紛
争
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
き

た
（
4
（

。
さ
ら
に
民
族
紛
争
の
予
防
と
解
決
に
向
け
て
国
連
な
ど
の
国
際
機
関
も
積
極
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
際
政
治
に
お
い
て
無
視
し
得
な
い
要
因
も
し
く
は
変
数
で
あ
る
こ
と
が
次
第
に
明
白
に
な
り
、
国
際
政
治

学
者
も
次
第
に
関
心
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
（K

upchan （995

）。

　

国
際
政
治
学
者
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
注
目
し
始
め
た
一
九
九
〇
年
代
、
そ
こ
に
は
既
に
社
会
学
や
歴
史
学
、
そ
し
て

文
化
人
類
学
が
国
際
関
係
論
に
先
行
す
る
形
で
大
き
な
研
究
成
果
を
蓄
積
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
国
際
関
係
論
は
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
研
究
す
る
際
に
こ
う
し
た
隣
接
諸
分
野
か
ら
多
様
な
分
析
枠
組
み
や
理
論
を
受
容
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
際
に
は
隣
接
分
野
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
視
点
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
の
で
は
な
く
、
国
際
政
治
諸
理
論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的

公
準
や
前
提
を
維
持
し
た
ま
ま
、
新
た
な
観
察
対
象
も
し
く
は
説
明
変
数
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
お
よ
び
そ
れ
が
引
き
起
こ
す

民
族
紛
争
を
分
析
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
国
際
関
係
論
に
お
け
る
主
要
な
理
論
体
系
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ

う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
扱
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
理
論
的
前
提
、
そ
し
て
研
究
成
果
の
観
点
か

ら
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
構
成
主
義
（constructivism

）
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

研
究
を
整
理
検
討
し
、
そ
の
成
果
と
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
。
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一
九
九
〇
年
代
に
国
際
関
係
論
―
特
に
リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
―
に
お
い
て
本
格
化
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
族

紛
争
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
論
的
前
提
に
大
き
く
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
リ
ア
リ
ズ
ム
お
よ

び
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
研
究
者
が
既
存
の
理
論
枠
組
み
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
族
紛
争
に
応
用
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
リ
ア
リ
ス
ト
は
分
析
単
位
を
従
来
の
国
家
か
ら
民
族
集
団
に
移
し
変
え
、
集
団
間
の
紛
争
の
原
因
を
シ
ス
テ
ム
・
レ
ベ
ル
の

特
徴
（
ア
ナ
ー
キ
ー
）
に
求
め
て
き
た
。
一
方
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
国
際
機
関
な
ど
の
非
国
家
的
ア
ク
タ
ー
、
少
数
派
集
団
の

権
利
を
保
護
す
る
た
め
の
国
際
規
範
の
構
築
、
国
内
政
治
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
た
と
え
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
態
で
あ
っ
て
も
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
防
ぎ
、
民
族
集
団
間
に
お
い
て
協
調
関
係
を
作
り
出
す
こ
と
は
可
能
だ
と
論
じ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ア
プ
ロ

ー
チ
は
、
確
か
に
そ
れ
ま
で
の
国
際
関
係
理
論
を
拡
張
し
、
民
族
紛
争
の
よ
う
な
新
た
な
問
い
に
答
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、

事
例
研
究
を
通
じ
た
理
論
検
証
や
理
論
修
正
と
い
っ
た
成
果
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
リ
ア
リ
ズ
ム
も
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
国
民
国
家
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
き
た

の
か
、
そ
し
て
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
展
す
る
現
代
に
お
い
て
国
民
国
家
の
性
質
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
か

と
い
う
問
い
に
は
答
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
Ｅ
・
シ
ダ
ー
マ
ン
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
あ
り
方
に
大
き
く
影
響
さ
れ
る
「
国
民
」
と
「
国
家
」
を
所
与
の
も
の
と
し
て
措
定
し

た
ま
ま
で
あ
る
（Cederm

an （997

）。

　

一
方
、
Ａ
・
ウ
ェ
ン
ト
ら
の
構
成
主
義
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
物
質
的
要
因
や
ア
ク
タ
ー
の
利
得
計
算
を
重
視
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
や

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
、
理
念
・
規
範
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
っ
た
観
念
的
要
因
を
重
視
し
、
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
問
い
直
す
。
構
成
主
義
は
ウ
ェ
ン
ト
の
『
国
際
政
治
の
社
会
理
論
』
の
発
行
を
契
機
と
し
て
国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
新
た
な

主
要
理
論
と
し
て
台
頭
し
、
国
際
政
治
に
お
け
る
観
念
的
要
因
（ideational factors

）
の
重
要
性
を
研
究
者
に
認
識
さ
せ
る
こ
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と
に
な
る
。
一
見
す
る
と
ア
ク
タ
ー
の
理
念
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
照
射
す
る
構
成
主
義
は
、
既
存
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究

と
理
論
的
親
和
性
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ウ
ェ
ン
ト
に
と
っ
て
問
う
べ
き
は
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
や
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
新
た
な
問
い
と
し
て
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
（W

endt （999

）。

　

本
稿
で
は
、
現
代
国
際
政
治
理
論
に
お
い
て
中
心
を
な
す
こ
れ
ら
三
つ
の
理
論
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問

題
を
論
じ
て
い
た
の
か
を
検
証
す
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
比
較
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
の
ひ
と
つ
は
、
国
際
関
係
理
論

の
多
く
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
国
際
紛
争
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
察
対
象
と
は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
も
そ
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
発
生
や
変
容
と
い
っ
た
よ
り
根
源
的
な
課
題
に
は
十
分
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
知

見
は
、
近
年
の
国
際
関
係
理
論
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
自
明
視
さ
れ
て
き
た
国
際
政
治
の
基
本
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
「
国
民
国

家
」
を
問
い
直
し
、「
国
民
」
と
「
国
家
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
化
が
国
際
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
よ
ぼ
す
影
響
を
考
察
す

る
こ
と
が
重
要
な
研
究
課
題
と
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
国
際
関
係
理
論
は
社
会
学
や
歴
史
学
、
そ
し
て
文
化

人
類
学
な
ど
隣
接
分
野
に
お
け
る
研
究
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
新
た
な
問
い
の
設
定
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
こ
う
し
た
知
的
交
流
に
よ
っ
て
既
存
の
分
析
枠
組
み
の
批
判
と
発
展
が
可
能
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
検
討

す
る
国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
は
、
こ
の
具
体
例
の
一
つ
で
あ
る
。

　

本
論
に
入
る
前
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
定
義
と
国
際
関
係
論
に
お
け
る
そ
の
研
究
意
義
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
定
義
は
数
多
く
あ
る
が
、
も
っ
と
も
簡
潔
に
そ
の
本
質
を
言
い
当
て
て
い
る
の
は
Ｅ
・
ゲ
ル
ナ
ー
で
あ
ろ
う
。
彼

に
よ
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
「
政
治
的
単
位
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
単
位
が
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
政
治
原
理
」
で
あ

る
（Gellner （983:（

）。
政
治
原
理
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
人
々
を
組
織
化
す
る
機
能
を
有
し
、
時
に
は
独
立
運
動
に
、

時
に
は
異
質
な
も
の
の
排
斥
へ
と
動
員
す
る

（
5
（

。
し
た
が
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
国
際
政
治
の
中
心
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
国
民



国際関係理論におけるナショナリズム研究

237

国
家
を
支
え
、
国
民
統
合
を
正
当
化
す
る
理
念
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
さ
ら
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
国
民
統
合
の
成
否
や
そ

の
発
展
形
態
の
差
異
は
、
国
家
の
あ
り
方
を
も
規
定
す
る
だ
ろ
う
。

　

国
家
が
ど
の
よ
う
な
政
体
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
実
体
と
し
て
出
現
し
た
か
と
い
う
問
題
は
、
Ｒ
・
ギ
ル
ピ
ン
が

提
示
し
た
国
際
政
治
の
シ
ス
テ
ム
変
化
（system

s change

）
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
る
（Gilpin （98（: 39-44

）。
シ
ス
テ

ム
変
化
と
は
、
国
際
政
治
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
主
要
ア
ク
タ
ー
の
性
質
変
化
の
こ
と
で
あ
り
、
古
く
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
都
市

国
家
群
の
興
亡
、
近
代
に
お
い
て
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
絶
対
主
義
国
家
か
ら
国
民
国
家
へ
の
移
行
な
ど
が
シ
ス
テ
ム
変
化
の
事

例
で
あ
る
。
現
在
で
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
で
国
民
国
家
の
機
能
と
権
威
が
衰
退
も
し
く
は
変
容
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
シ
ス
テ
ム
変
化
の
一
例
で
あ
ろ
う
（Strange （996

）。
ギ
ル
ピ
ン
は
シ
ス
テ
ム
変
化
の
ほ
か
に
、

国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
統
治
の
変
化
、す
な
わ
ち
国
家
間
の
パ
ワ
ー
配
分
を
シ
ス
テ
ム
内
変
化（system

ic change

）、そ
し
て
、

国
家
と
非
国
家
的
ア
ク
タ
ー
と
の
政
治
的
・
経
済
的
な
関
係
性
の
変
化
を
相
互
作
用
上
の
変
化
（interaction change

）
と
し

て
提
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
国
際
政
治
の
最
も
根
源
的
な
変
化
は
第
一
の
シ
ス
テ
ム
変
化
で
あ
り
、
こ
こ
に
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
（Gilpin （98（: 4（

）。

　
　

二　

リ
ア
リ
ズ
ム
の
視
角

　

リ
ア
リ
ズ
ム
、
特
に
Ｋ
・
ウ
ォ
ル
ツ
に
代
表
さ
れ
る
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
国
際
政
治
が
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
態
に
あ
る
と
い

う
構
造
的
特
徴
か
ら
国
家
の
行
動
を
説
明
す
る
（W

altz （979

）。
つ
ま
り
、
国
家
の
行
動
準
則
は
国
際
政
治
に
は
国
内
政
治
に

お
け
る
中
央
政
府
に
相
当
す
る
集
権
的
権
威
が
な
い
と
い
う
構
造
的
特
徴
（
ア
ナ
ー
キ
ー
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
国
家



238

は
自
己
の
生
き
残
り
の
た
め
に
他
国
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
、
自
助
シ
ス
テ
ム
の
中
で
国
益
の
増
大
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
国
家
は
絶
対
利
得
で
は
な
く
相
対
利
得
を
求
め
て
行
動
す
る
た
め
、
国
際
政
治
で
協
調
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
難

し
い
（Grieco （988

）。

　

ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
代
表
的
理
論
家
で
あ
る
ウ
ォ
ル
ツ
自
身
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
直
接
の
考
察
対
象
と
は
し
な
か
っ
た

が
、
冷
戦
終
結
後
に
東
欧
や
中
央
ア
ジ
ア
な
ど
の
諸
地
域
で
民
族
紛
争
が
多
発
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭

を
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
分
析
枠
組
み
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
盛
ん
に
な
る

（
6
（

。
た
と
え
「
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
」

を
民
族
紛
争
に
援
用
し
た
Ｂ
・
ポ
ー
セ
ン
に
よ
る
研
究
は
、
ソ
連
や
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
の
よ
う
な
多
民
族
国
家
に
お
い
て
中
央
政

府
の
権
威
が
崩
壊
し
、
国
内
政
治
が
国
際
政
治
の
よ
う
な
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
に
近
づ
く
と
、
国
内
の
民
族
集
団
が
自
衛
集
団
と
し

て
立
ち
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（Posen （993

）。
そ
れ
ま
で
中
央
政
府
の
権
威
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
た
民
族
間
の
秩
序
は
、

無
政
府
状
態
で
は
も
は
や
維
持
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
歴
史
的
な
対
立
感
情
を
抱
え
る
民
族
集
団
間
で
は
偏
見
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
不
足
な
ど
に
よ
り
相
手
集
団
の
意
図
を
誤
認
し
や
す
い
。
国
内
の
諸
民
族
に
被
せ
ら
れ
て
い
た
中
央
政
府
の
権
威
と
い
う

「
蓋
」
が
外
れ
る
と
、
そ
こ
で
は
民
族
集
団
に
よ
る
生
存
競
争
が
自
然
状
態
と
な
り
、
集
団
間
に
お
い
て
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ

と
似
た
状
況
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
民
族
集
団
Ａ
の
自
衛
行
為
は
、
集
団
Ａ
と
対
立
し
て
い
る
集
団
Ｂ
か
ら
は
脅
威
と
認

識
さ
れ
、
そ
の
集
団
Ｂ
も
自
衛
行
為
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
の
自
衛
行
為
が
結
局
は
対
立
の
激
化

を
も
た
ら
す
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
じ
て
し
ま
う
。

　

ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
政
治
構
造
が
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
が
故
に
、
民
族
集
団
は
「
生
き
残
り
」
を
か
け
て
対
立
関

係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
秩
序
を
も
た
ら
す
中
央
政
府
が
崩
壊
し
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
中
央
政
府
の
統
治
能
力
が

著
し
く
低
下
し
て
い
る
場
合
に
必
ず
し
も
民
族
紛
争
が
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
民
族
間
の
勢
力
均
衡
が
保
た
れ
て
い
れ
ば
、
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も
し
く
は
民
族
間
の
社
会
的
経
済
的
格
差
が
な
け
れ
ば
安
定
し
た
関
係
も
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
方
に
対
し
て
、
Ｊ
・
ミ

ア
シ
ャ
イ
マ
ー
ら
の
攻
撃
的
リ
ア
リ
ズ
ム
（offensive realism

）
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
攻
撃
性
を
強
調
す
る
。
ウ
ォ
ル
ツ
ら

の
唱
え
る
防
衛
的
リ
ア
リ
ズ
ム
（defensive realism

）
で
は
、
ア
ク
タ
ー
は
安
全
保
障
、
す
な
わ
ち
自
己
の
生
存
を
求
め
て
行

動
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
生
存
が
確
保
さ
れ
て
い
る
限
り
紛
争
の
可
能
性
は
低
い
。
し
か
し
、
攻
撃
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
場
合
、
ア

ク
タ
ー
は
た
だ
生
き
残
る
だ
け
で
は
な
く
パ
ワ
ー
の
増
大
を
常
に
追
求
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
（M

earsheim
er 

（992; 200（

）。
そ
し
て
紛
争
の
原
因
は
不
安
定
な
国
際
政
治
構
造
に
求
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
ア
ク
タ
ー
の
性
質
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ミ
ア
シ
ャ
イ
マ
ー
は
、
拡
張
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
国
際
政
治
構
造
の
特
に
脆
弱
な
位
置
に
あ
る
国
家
で
発
生
し
や

す
い
と
し
て
、
具
体
例
と
し
て
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
に
ド
イ
ツ
で
高
揚
し
た
排
外
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
考
察
す
る

（M
earsheim

er （990

）。
ド
イ
ツ
が
抱
え
て
い
た
構
造
的
脆
弱
性
と
は
、
東
西
に
長
い
国
境
ゆ
え
に
隣
国
か
ら
の
侵
攻
を
受
け

や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、ド
イ
ツ
は
国
防
上
の
理
由
か
ら
大
規
模
な
軍
事
動
員
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
が
、

そ
の
た
め
の
手
段
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
ミ
ア
シ
ャ
イ
マ
ー
は
説
明
す
る
。こ
こ
で
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
こ
と
は
、

常
備
軍
の
必
要
度
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
関
係
で
あ
る
。
国
家
の
安
全
保
障
が
常
備
軍
に
依
存
す
る
程
度
が
高
い
ほ
ど
、
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
政
治
的
に
煽
動
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
一
方
、
技
術
革
新
に
よ
っ
て
軍
の
規
模
が
縮
小
し
、
国
民
を
動
員

す
る
必
要
が
な
く
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
需
要
も
減
少
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ミ
ア
シ
ャ
イ
マ

ー
は
、
拡
張
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
大
規
模
な
軍
隊
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
を
可
能
に
す
る
核
武

装
が
究
極
的
な
処
方
箋
だ
と
結
論
づ
け
る
（M

earsheim
er （990: 94

）。

　

リ
ア
リ
ス
ト
の
多
く
は
、
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
族
紛
争
の
原
因
を
国
内
政
治
構
造
の
変
動
、
す
な
わ
ち
中
央
政
府
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の
権
威
崩
壊
に
よ
っ
て
政
治
構
造
が
国
際
政
治
に
近
似
し
た
ア
ナ
ー
キ
ー
と
な
る
こ
と
に
求
め
て
い
る
（W

alter and Snyder 

（999

）。
も
ち
ろ
ん
リ
ア
リ
ス
ト
が
必
ず
し
も
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
構
造
的
要
因
の
み
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
民
族
紛
争

発
生
の
原
因
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
政
治
家
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
同
胞
の
置
か
れ
た
不
安
定
な
状
況
を
利
用
し
、
大

衆
の
民
族
意
識
を
煽
る
こ
と
が
紛
争
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
る
こ
と
を
彼
ら
は
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政

治
的
利
用
の
成
否
や
民
族
集
団
間
で
の
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
の
発
生
は
、
結
局
は
シ
ス
テ
ム
・
レ
ベ
ル
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
ア

ナ
ー
キ
ー
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る

（
7
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
研
究
は
ウ
ォ
ル
ツ
に
よ
る
構
造
的
な
国
際
政
治
の

見
方
を
民
族
問
題
に
応
用
し
た
も
の
と
い
え
る

（
8
（

。

　

ポ
ー
セ
ン
や
ミ
ア
シ
ャ
イ
マ
ー
ら
に
よ
る
民
族
問
題
の
説
明
は
、
民
族
の
置
か
れ
た
政
治
構
造
を
強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
正

当
性
と
強
制
力
を
持
つ
中
央
政
府
が
動
揺
す
れ
ば
、
民
族
紛
争
が
「
起
こ
り
得
る
」
状
態
と
な
る
。
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
戦

争
の
直
接
的
原
因
で
は
な
く
、
戦
争
が
「
起
こ
り
得
る
」
原
因
を
中
心
に
研
究
が
進
ん
で
き
た
が
、
民
族
問
題
に
つ
い
て
も
研
究

者
の
焦
点
は
民
族
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
で
は
な
く
紛
争
の
根
底
要
因
に
あ
る
。
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
構
造
的
要
因
を

重
視
す
る
リ
ア
リ
ス
ト
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
問
題
も
あ
る
。
第
一
に
、
リ
ア
リ
ス
ト
の
説
明
に
は
国
家
に
よ
る
政
策
や
近
代
化
過

程
に
お
い
て
民
族
意
識
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ク
タ
ー
を
単
一
で
一
枚
岩
と
仮
定
す
る

リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
、
民
族
集
団
も
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
民
族
的
境
界
が
極
め
て
流
動
的
で
曖
昧
だ
と
す
る

人
類
学
的
理
解
と
は
大
き
く
異
な
る

（
9
（

。
ゲ
ル
ナ
ー
や
Ｂ
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（A

nderson （99（

）
ら
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
近
代

と
い
う
時
代
に
特
有
の
社
会
現
象
と
し
て
提
示
し
て
い
る
が
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
そ
し
て
民
族
、
も
し
く
は

「
国
民
」
を
非
歴
史
的
実
体
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
こ
の
よ
う
に
民
族
を
均
質
で
強
固
な
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
仮
定
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
、
民
族
紛
争
の
処
方
箋
が
「
国
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家
の
分
割
（partition

）」
と
い
う
こ
と
に
な
り
や
す
い
（K

auhm
ann （996; M

earsheim
er and van Evera （995

）。
こ
こ

に
は
、
民
族
紛
争
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
場
合
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
さ
ら
に
高
ま
る
た
め
に
、
民
族
集
団
の
間
で
協
調
的
関

係
を
再
構
築
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
と
い
う
悲
観
的
見
方
が
働
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
度
紛
争
状
態
に
突
入

し
た
国
で
は
、
国
民
統
合
は
容
易
で
は
な
い
た
め
、
分
離
独
立
を
承
認
す
る
か
、
国
内
に
お
い
て
集
団
ご
と
の
自
治
が
可
能
な
政

治
制
度
の
構
築
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
多
く
の
国
々
お
よ
び
地
域
で
民
族
集
団
は
混
在
し
て
お
り
、

新
た
な
行
政
区
画
を
導
入
し
て
集
団
居
住
区
を
分
離
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
民
族
単
位
に
基
づ
く
連
邦
制
の
導
入

に
よ
り
さ
ら
に
民
族
意
識
が
高
揚
し
、
彼
我
の
意
識
が
強
ま
る
た
め
、
か
え
っ
て
民
族
間
協
調
の
実
現
が
難
し
く
な
る
と
の
議
論

も
あ
る
（N

ordlinger （972
）。

　

第
三
に
、
ポ
ー
セ
ン
ら
の
分
析
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
説
明
す
る
際
に
社
会
的
経
済
的
要
因
が
ほ
と
ん
ど
考
慮
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
問
題
を
指
摘
で
き
る
。
こ
こ
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
構
造
的
説
明
と
、
経
済
的
社
会
的
説
明
を
重
視
す
る
既
存
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
と
の
間
で
大
き
な
違
い
が
発
生
す
る
。
こ
う
し
た
問
題
を
、
比
較
政
治
、
社
会
学
、
歴
史
学
の
研
究
成
果

を
取
り
込
む
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
研
究
が
徐
々
に
国
際
政
治
学
者
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
（Snyder （997; Lobell 

and M
auceri 2004

）
（
（（
（

。

　

以
上
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
的
仮
定
を
そ
の
ま
ま
民
族
問
題
に
当
て
は
め
る
こ
と
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
重
大
な
問
題
を
指
摘

で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
類
学
や
社
会
学
と
い
っ
た
隣
接
分
野
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
と
は
異
な
り
、
構
造
的
要

因
の
重
要
性
を
指
摘
し
、
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら
ア
ナ
ー
キ
ー
へ
の
構
造
変
動
が
紛
争
の
根
底
要
因
だ
と
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る

分
析
は
、
従
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
い
た
新
た
な
視
点
を
導
入
し
た
点
で
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
的
貢
献

は
否
定
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
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三　

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
視
角

　

国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
様
に
国
際
政
治
構
造
が
ア
ナ
ー
キ
ー
な
状
態
に
あ
る

と
い
う
前
提
か
ら
議
論
を
始
め
る
も
の
の
、
国
際
組
織
や
政
治
制
度
、
地
域
統
合
な
ど
の
役
割
を
強
調
し
、
国
際
協
調
の
可
能
性

を
重
視
す
る
。
ま
た
、
国
家
を
一
枚
岩
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
国
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
と
政
治
制
度
が
対
外
政

策
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
る

（
（（
（

。
こ
の
点
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
構
造
が
続
く
限
り
民
族
紛
争
は
常
に
起
こ

り
得
る
と
す
る
悲
観
的
な
立
場
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
対
照
的
で
あ
る

（
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
論
を
援
用
し
た
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
で
は
、
外
部
ア
ク
タ
ー
の
介
入
や
関
与
、
民
主
的
国
内
政
治
制
度
の
構
築
な
ど
に
よ
っ
て
民
族
間
に
お
け
る
平

和
的
関
係
の
構
築
、
も
し
く
は
民
族
紛
争
の
抑
制
が
可
能
だ
と
さ
れ
て
い
る

（
（（
（

。

　

民
族
紛
争
や
内
戦
の
解
決
に
向
け
た
外
部
ア
ク
タ
ー
の
役
割
を
強
調
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
、
紛
争
予
防
、
紛
争
管
理
、
そ

し
て
紛
争
解
決
に
向
け
た
国
際
社
会
の
役
割
と
取
り
組
み
が
中
心
的
研
究
課
題
で
あ
る
。
国
家
や
国
際
組
織
が
民
族
紛
争
に
対

し
て
行
使
し
得
る
選
択
肢
は
複
数
存
在
し
、
大
き
く
協
調
的
手
段
（cooperative m

easures

）
と
強
制
的
手
段
（coercive 

m
easures

）
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
（Brow

n and O
udraat （997

）。
ま
ず
協
調
的
手
段
と
し
て
は
人
道
支
援
、
真

相
究
明
の
た
め
の
国
際
機
関
に
よ
る
調
査
、
交
渉
仲
介
、
信
頼
醸
成
、
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）、
多
機
能
型
Ｐ
Ｋ
Ｏ
、
そ
し

て
軍
事
的
経
済
的
支
援
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
七
つ
の
外
部
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
協
調
的
介
入
方
法
は
、
紛
争
当
事
者
に
よ
る
合

意
が
そ
の
実
施
の
前
提
と
な
る
こ
と
が
多
く
、
外
部
ア
ク
タ
ー
と
当
事
者
と
の
間
に
一
定
の
信
頼
が
あ
っ
て
初
め
て
効
果
を
発
揮

す
る
。

　

一
方
、
武
器
禁
輸
措
置
を
含
む
経
済
制
裁
、
法
的
強
制
措
置
、
そ
し
て
軍
事
力
行
使
か
ら
な
る
強
制
的
手
段
は
当
事
者
の
合
意
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を
必
要
と
し
な
い
。
経
済
制
裁
は
個
別
の
国
々
の
判
断
で
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
国
連
や
欧
州
連
合
（
Ｅ

Ｕ
）
の
よ
う
な
国
際
組
織
を
中
心
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。
特
に
国
連
に
よ
る
経
済
制
裁
は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
増
加
傾
向
に
あ

り
、
外
交
手
段
と
し
て
の
経
済
制
裁
の
効
果
や
経
済
制
裁
が
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
の
諸
条
件
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
き
て
い

る
（Baldw

in （999/2000; Cortright and Lopez 2002

）。

　

数
あ
る
外
部
ア
ク
タ
ー
の
中
で
特
に
主
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
国
連
安
全
保
障
理
事
会
で
あ
る
。
冷
戦
中
に
お
い
て

は
米
ソ
対
立
に
よ
り
安
保
理
は
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
た
が
、
冷
戦
終
結
後
は
世
界
各
地
で
頻
発
す
る
民
族
紛
争
を
解
決
す
る
上

で
安
保
理
の
役
割
が
高
ま
り
、
国
連
平
和
維
持
活
動
の
数
は
急
増
し
た
。
ま
た
、
国
連
は
一
九
九
二
年
に
『
平
和
へ
の
課
題
』
と

題
す
る
報
告
書
を
ま
と
め
、
従
来
の
平
和
維
持
活
動
だ
け
で
は
な
く
よ
り
積
極
的
な
平
和
創
造
の
た
め
に
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
機
能
強
化
が

図
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
ア
ン
ゴ
ラ
、
ル
ワ
ン
ダ
、
西
サ
ハ
ラ
な
ど
に
派
遣
さ
れ
た
多
機
能
型
Ｐ
Ｋ
Ｏ
活
動
は
必
ず
し
も
当
初
期
待

さ
れ
た
成
果
を
収
め
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
（Lindley （996

）。

　

国
際
機
関
を
含
む
外
部
ア
ク
タ
ー
は
、
こ
う
し
た
協
調
的
・
強
制
的
介
入
に
加
え
て
、
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
保
護
を
国
際

政
治
に
お
け
る
重
要
議
題
と
し
て
設
定
し
、
国
際
社
会
の
関
与
を
促
す
こ
と
も
で
き
る
。
伝
統
的
に
は
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

対
す
る
差
別
や
政
治
的
抑
圧
は
国
内
問
題
と
み
な
さ
れ
、
国
際
機
関
や
第
三
国
に
よ
る
介
入
は
問
題
当
事
国
の
主
権
侵
害
と
考
え

ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
八
〇
年
代
よ
り
国
連
、
ユ
ネ
ス
コ
、
Ｅ
Ｕ
な
ど
の
国
際
機
関
は
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の

保
護
と
国
内
に
お
け
る
民
族
問
題
を
重
要
な
課
題
と
し
て
取
り
組
み
始
め
、
現
在
で
は
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
み
な
ら
ず
宗
教

的
・
文
化
的
・
言
語
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
権
利
保
護
に
向
け
た
国
際
レ
ジ
ー
ム
と
規
範
の
形
成
を
行
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
二
年

に
国
連
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
民
族
的
も
し
く
は
種
族
的
、
宗
教
的
、
言
語
的
少
数
派
に
属
す
る
も
の
の
権
利
宣
言
」
は
そ
の
一

例
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
な
外
部
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
介
入
や
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
保
護
に
向
け
た
規
範
形
成
が
な
ぜ
民
族
問
題
の
抑
制
に
つ
な
が

る
の
だ
ろ
う
か
。
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
シ
ス
テ
ム
・
レ
ベ
ル
の
特
徴
か
ら
国
際
協
調
や
民
族
間
協
調
が
困
難
だ
と
す
る
ネ
オ
・
リ

ア
リ
ズ
ム
と
異
な
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
紛
争
当
事
者
の
行
動
と
利
害
計
算
を
外
部
ア
ク
タ
ー
（
国
際
機
関
、
国
際
制
度
、
国
家

な
ど
）
が
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
協
調
は
実
現
で
き
る
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
外
部
ア
ク
タ
ー
が
紛
争
当
事
者
の
権
利
を

明
確
化
し
、
合
意
形
成
に
必
要
な
取
引
費
用
を
引
き
下
げ
、
情
報
提
供
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ク
タ
ー
間
の
協
調
的
関
係
が
容

易
と
な
る
（Baldw

in （993

）。

　

ま
た
、
外
部
ア
ク
タ
ー
に
は
、
紛
争
当
事
者
の
行
動
を
監
視
し
、
合
意
に
反
し
た
場
合
に
は
罰
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
紛
争

当
事
者
の
契
約
履
行
を
促
す
機
能
も
期
待
さ
れ
て
い
る
。
民
族
紛
争
の
解
決
に
は
、
中
央
政
府
も
し
く
は
多
数
派
集
団
が
少
数
派

集
団
の
権
利
を
保
護
し
、そ
の
生
存
を
現
在
だ
け
で
は
な
く
将
来
に
わ
た
っ
て
脅
か
さ
な
い
こ
と
を
強
く
約
束
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
し
て
少
数
派
集
団
が
そ
の
約
束
を
信
用
す
る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
民
族
間
の
協
調
を
実
現
す
る
た
め
に
は
集

団
間
の
「
社
会
契
約
」
が
成
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
少
数
派
集
団
が
、
多
数
派
の
約
束
を
信
用
で
き
な
い
場
合
、
将
来

に
わ
た
る
政
治
的
抑
圧
や
経
済
的
搾
取
の
恐
怖
か
ら
今
す
ぐ
に
で
も
武
器
を
持
っ
て
立
ち
上
が
る
可
能
性
が
あ
る
。と
い
う
の
も
、

今
後
も
迫
害
を
受
け
続
け
る
よ
り
も
、
今
日
の
時
点
で
多
数
派
集
団
に
対
し
て
蜂
起
し
、
自
分
た
ち
の
生
存
を
確
保
す
る
ほ
う
が

ま
だ
ま
し
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
者
に
よ
る
介
入
を
通
じ
て
多
数
派
集
団
を
「
社
会
契
約
」
に
コ
ミ
ッ

ト
さ
せ
、
彼
ら
の
行
動
を
監
視
し
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
破
っ
た
場
合
に
は
懲
罰
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
数
派
の
「
社
会

契
約
」
に
対
す
る
信
用
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
対
立
が
高
ま
る
危
険
性
は
低
下
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
確
か
に
国
際
政
治
は
リ
ア
リ
ス
ト
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
に
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
り
、
民
族
紛
争
が
発
生
す
る
際

に
は
国
内
政
治
も
ア
ナ
ー
キ
ー
に
近
い
状
態
に
あ
る
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
制
度
を
通
じ
て
紛
争
要
因
の
除
去
、
も
し
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く
は
対
立
の
抑
制
は
可
能
だ
と
い
え
る
。

　

一
方
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
民
主
的
平
和
論
に
よ
れ
ば
、
国
内
政
治
制
度
と
紛
争
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
民

主
的
平
和
論
と
は
、
民
主
的
な
国
家
同
士
が
戦
争
を
す
る
こ
と
は
な
い
（
も
し
く
は
ほ
と
ん
ど
な
い
）
と
い
う
理
論
で
あ
り
、
Ｉ
・

カ
ン
ト
の
『
永
久
平
和
論
』
に
そ
の
思
想
的
起
源
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（Russett and O

neal 200（

）。
民
主
的
平
和
論

は
国
家
間
の
紛
争
も
し
く
は
協
調
を
説
明
す
る
理
論
と
し
て
発
展
し
て
き
た
が
、
こ
れ
を
民
族
紛
争
に
適
用
す
る
試
み
も
な
さ
れ

て
い
る
（A

klaev （999
）。
民
主
的
制
度
で
は
非
民
主
的
制
度
に
比
べ
て
少
数
派
集
団
の
権
利
を
保
護
し
、
彼
ら
の
政
治
参
加

を
認
め
る
傾
向
に
あ
る
。
現
在
で
は
少
数
派
の
保
護
は
民
主
主
義
の
基
本
原
則
の
ひ
と
つ
だ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

民
主
的
な
国
で
は
、
た
と
え
多
様
な
民
族
集
団
が
混
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
暴
力
的
な
対
立
へ
と
発
展
す
る
可
能
性
は

少
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
他
国
で
自
分
た
ち
の
民
族
的
同
胞
が
迫
害
さ
れ
て
い
る
と
の
口
実
で
あ
る
国
が
政
治
介
入
す

る
可
能
性
は
低
下
す
る
だ
ろ
う
。
も
し
あ
る
二
つ
の
国
々
に
同
一
の
民
族
集
団
が
国
境
を
跨
い
で
生
活
し
て
い
る
と
し
て
も
、
両

国
が
民
主
的
制
度
を
構
築
し
て
少
数
派
の
権
利
を
守
っ
て
い
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
国
か
ら
の
介
入
や
、
迫
害
さ
れ
て
い
る
少

数
派
民
族
集
団
に
よ
る
分
離
主
義
運
動
の
可
能
性
は
低
下
す
る
。
一
方
、
も
し
両
方
あ
る
い
は
ど
ち
ら
か
の
国
が
非
民
主
的
国
家

で
あ
り
、
国
内
の
民
族
的
同
胞
が
抑
圧
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
国
家
間
で
民
族
問
題
が
発
生
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
民
主
的
平
和
論
の
視
点
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
を
考
え
た
場
合
、
二
国
間
に
お
い
て
民
主
的
制
度
が
あ
る

こ
と
が
紛
争
予
防
の
鍵
と
な
る
。

　

さ
ら
に
、
民
族
対
立
を
抑
制
す
る
手
段
と
し
て
、
制
度
が
ア
ク
タ
ー
の
選
好
の
み
な
ら
ず
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
及
ぼ
す
役

割
を
重
視
す
る
研
究
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
制
度
は
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
選
好
に
影
響
を
与
え
、
そ
の
行
動
に
制
約
を
与
え
る
こ
と

で
協
調
関
係
を
促
進
す
る
だ
け
で
な
く
、
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
を
変
化
さ
せ
、
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
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マ
の
原
因
と
な
る
相
互
の
脅
威
認
識
を
緩
和
す
る
と
主
張
す
る
議
論
も
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
、
ス
ペ
イ
ン
、
お
よ
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の

事
例
研
究
を
行
っ
た
Ｎ
・
ジ
ェ
ス
と
Ｋ
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、
Ｅ
Ｕ
の
欧
州
議
会
よ
う
な
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
な
議
会
制
度
の
場

合
、
そ
こ
で
は
加
盟
国
の
代
表
者
は
複
合
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
出
身
地
域
、
出
身
国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
も
し
く
は
宗
教
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
）
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
繰
り
返
さ
れ
る
議
会
で
の
議
論
や
交
渉
を
通
じ
て
相
互
理
解
が
促
進

さ
れ
る
。
ま
た
、
主
権
の
重
層
化
・
共
有
化
（pooling sovereignty

）
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
集
団
が
政
策
決
定
に
影
響
を

持
つ
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
政
治
的
資
源
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
開
か
れ
る
こ
と
で
民
族
対
立
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

（Jesse and W
illiam

s 2005

）。
し
た
が
っ
て
、
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
出
・
交
差
さ
せ
る
よ

う
な
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
制
度
と
、
平
等
な
政
治
参
加
を
保
障
す
る
制
度
に
お
い
て
は
、
富
と
価
値
の
分
配
を
巡
る
集
団
間

の
緊
張
関
係
と
脅
威
認
識
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
で
安
全
保
障
の
ジ
レ
ン
マ
の
発
生
を
予
防
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

本
節
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
に
つ
い
て
概
観
し
た
。
多
様
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
含
む
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

は
、
国
際
政
治
に
お
け
る
国
際
機
関
、
国
際
制
度
、
国
内
政
治
制
度
な
ど
が
協
調
関
係
を
可
能
に
す
る
と
考
え
る
。
国
際
政
治
が

ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
と
の
認
識
で
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
同
じ
立
場
に
立
つ
が
、
民
族
紛
争
の
抑
止
と
解
決
、
民
族
間
協
調
に
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
は
焦
点
を
当
て
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
容
易
に
解
決
で
き
る
と
考
え
て
い

る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
現
実
に
は
世
界
の
い
た
る
地
域
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
し
、
以
前
は
政
治
的
に
安
定
し
て
い
た
多

民
族
国
家
で
も
民
族
紛
争
が
発
生
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
条
件
下
で
協
調
が
可
能
な
の
か
、
民
族
紛
争
を
予
防

す
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
段
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
が
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
。

　

一
方
で
、リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
共
通
の
問
題
点
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
単
位
同
質
性
の
問
題
で
あ
る
。

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
国
家
と
比
べ
て
は
る
か
に
曖
昧
か
つ
可
変
的
な
民
族
集
団
を
、
国
家
と
同
じ
性
質
を
持
つ
強
固
で
合
理
的
な
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ア
ク
タ
ー
と
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
考
察
の
中
心
は
既
に
固
有
の
ア
ク
タ
ー
と
し
て
存
在
し
て
い
る
民
族
集
団
間
の
相
互
作
用

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
事
例
で
は
集
団
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
交
渉
の
中
か
ら
、
そ
し
て
協
調

の
失
敗
を
経
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
高
揚
す
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ア
ク
タ
ー
同
士
の
相
互
行
為
が
開
始
さ
れ
た

時
点
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、
そ
の
後
の
過
程
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
同
一
の
も
の
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
南
北
に
分
断
さ
れ
た
キ
プ
ロ
ス
の
場
合
、
一
九
六
四
年
の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
派
遣
に
よ
っ
て
域
内
の
安
定
は
確
保
さ
れ
た
が
、
そ

の
後
長
ら
く
民
族
分
断
状
態
が
続
い
た
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
意
識
は
か
え
っ
て
強
ま
る
結
果
と
な
っ
た
。
ま
た
、
集
団
が
置

か
れ
た
政
治
的
経
済
的
状
況
に
よ
っ
て
は
、
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
民
族
的
差
異
に
基
づ
く
も
の
か
ら
宗
教
的
差
異
に
基

づ
く
も
の
や
出
身
地
域
に
基
づ
く
も
の
な
ど
他
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
入
れ
替
わ
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、Ｄ
・

ポ
ス
ナ
ー
が
ザ
ン
ビ
ア
で
行
っ
た
事
例
研
究
で
は
、
国
内
政
治
の
対
立
軸
が
変
わ
れ
ば
、
人
々
は
自
分
た
ち
の
利
益
を
最
大
化
す

る
た
め
に
最
適
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ（
所
属
部
族
も
し
く
は
言
語
グ
ル
ー
プ
）を
選
択
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る（Posner 

2005

）。
つ
ま
り
、
合
理
的
ア
ク
タ
ー
と
い
う
前
提
は
維
持
で
き
る
も
の
の
、「
何
が
集
団
を
集
団
た
ら
し
め
る
の
か
」
と
い
う
点

に
関
し
て
は
よ
り
注
意
深
い
分
析
が
必
要
と
な
る
。

　
　

四　

構
成
主
義
の
視
角

　

こ
れ
ま
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
お
よ
び
民
族
紛
争
に
関
し
て
対
照
的
な

視
点
に
立
っ
て
い
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
れ
ば
、
国
際
政
治
の
構
造
が
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
る
限
り
紛
争
は
常
に
起
こ
り
え
る
し
、

国
内
社
会
に
お
い
て
も
中
央
政
府
の
権
威
が
弱
ま
れ
ば
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
扇
動
さ
れ
た
民
族
対
立
が
発
生
し
や
す
く
な
る
。
つ
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ま
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
民
族
紛
争
が
起
こ
る
の
か
を
研
究
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
一
方
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
状
況
で
民
族
紛
争
を
解
決
も
し
く
は
予
防
で
き
る
の
か
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両

理
論
に
共
通
す
る
こ
と
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
そ
れ
を
担
う
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
明
な
も
の
と
し
て
、
あ

る
い
は
所
与
の
も
の
と
し
て
扱
う
傾
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
説
明
で
は
、
民
族
紛
争
の
可
能
性
を
秘
め

た
社
会
に
は
す
で
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
、
も
し
く
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
絆
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
た
民
族
集
団
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て

い
る
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
同
様
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
や
形
成
過
程
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
（M

oravcsik 

2008: 240-24（

）。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
議
論
で
重
要
な
点
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
発
生
さ
れ
た
の
で
あ
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

は
国
家
の
選
好
と
行
動
に
影
響
を
与
え
る
変
数
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
そ
も
そ
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ど
の
よ
う
に

生
ま
れ
る
の
か
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
に
つ
い
て
、
そ
し
て
そ
の
変
容
に
つ
い
て
は
国
際
関
係
論
に
お
け
る
主
要
理
論
は
ほ

と
ん
ど
何
も
語
ら
な
い
。

　

国
際
関
係
論
に
お
け
る
構
成
主
義
の
特
徴
は
、
国
民
国
家
の
「
国
家
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
新
た
な
問
い
と
し
て
捉
え
直

す
点
に
あ
る
。
国
際
シ
ス
テ
ム
の
ア
ナ
ー
キ
ー
性
か
ら
演
繹
的
に
推
論
し
、
い
か
な
る
国
家
で
あ
っ
て
も
そ
の
行
動
は
国
際
シ
ス

テ
ム
の
要
請
に
よ
っ
て
似
通
っ
た
パ
タ
ー
ン
に
収
斂
す
る
と
唱
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
国
家
の
変
容
や
国
家
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
多
様
性
に
対
す
る
関
心
は
欠
如
し
て
い
た（Spruyt 2002: （28

）。
構
成
主
義
は
こ
う
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
抗
し
、

国
家
の
規
範
意
識
と
、
国
家
間
で
共
有
さ
れ
る
観
念
が
国
際
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
点
を
強
調
し
、
文
化
的
観
念
的
要
因
を
重
視

す
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
及
び
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
ア
ク
タ
ー
の
合
理
性
を
国
家
の
行
動
基
準
と
想
定
す
る
の
に
対
し
、
構
成
主
義
の
場

合
は
適
切
性
の
論
理
が
重
視
さ
れ
る
。
国
際
政
治
に
お
け
る
適
切
な
行
動
と
は
何
か
を
規
定
す
る
規
範
が
国
家
間
で
共
有
さ
れ
、

そ
の
適
切
性
に
合
致
す
る
か
否
か
が
国
家
の
行
動
を
左
右
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
国
家
の
役
割
認
識
は
主
観
的
に
も
形
成
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さ
れ
る
が
、
よ
り
重
要
な
の
は
、
他
国
と
の
そ
れ
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
相
互
行
為
の
中
か
ら
国
家
が
学
習
す
る
役
割
構
造
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
点
で
あ
る
。

　

社
会
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
で
は
、
集
団
を
形
成
す
る
諸
個
人
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
信
念
が
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
基
盤
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
共
有
さ
れ
た
信
念
」
は
、
国
際
関
係
理
論
の
構
成
主
義
に
と
っ
て
も
重
要
な
概

念
で
あ
る
。
ア
ナ
ー
キ
ー
を
非
歴
史
的
か
つ
普
遍
の
国
際
シ
ス
テ
ム
構
造
と
み
な
す
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
対
照
的

に
、
ウ
ェ
ン
ト
は
「
ア
ナ
ー
キ
ー
は
国
家
が
思
い
描
く
も
の
」
だ
と
し
て
い
る
（W

endt （992

）。
つ
ま
り
、
自
国
と
他
国
と
の

関
係
性
を
規
定
す
る
「
共
有
の
観
念
」
や
特
定
の
時
代
に
お
け
る
「
適
切
性
の
論
理
」
に
よ
っ
て
ア
ナ
ー
キ
ー
の
意
味
も
変
わ
っ

て
く
る
。
具
体
的
に
は
、
Ａ
国
と
Ｂ
国
が
互
い
を
敵
と
し
て
認
識
し
て
い
る
場
合
、
ア
ナ
ー
キ
ー
は
ホ
ッ
ブ
ス
的
世
界
と
し
て
理

解
さ
れ
、そ
こ
で
は
国
家
は
自
然
状
態
の
中
で
生
存
競
争
を
行
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
し
両
者
が
互
い
の
生
存
権
を
承
認
し
、

そ
の
上
で
競
争
す
る
場
合
に
は
、ラ
イ
バ
ル
意
識
に
基
づ
く
ロ
ッ
ク
的
世
界
と
し
て
国
際
政
治
の
意
味
が
構
成
さ
せ
る
。
第
三
に
、

両
者
の
間
で
味
方
意
識
が
共
有
さ
れ
た
場
合
、
国
際
シ
ス
テ
ム
は
相
変
わ
ら
ず
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
っ
て
も
紛
争
解
決
手
段
と
し
て

の
武
力
行
使
が
放
棄
さ
れ
、
同
一
の
共
同
体
の
構
成
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
認
識
が
現
れ
紛
争
の
可
能
性
は
低
下
す
る
。
こ
れ
は
カ

ン
ト
的
世
界
観
と
一
致
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
各
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
信
念
が
変
わ
れ
ば
ア
ナ
ー
キ
ー
の
意
味
も
変

わ
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ク
タ
ー
た
ち
の
間
の
認
識
の
あ
り
方
を
キ
ー
概
念
と
す
る
構
成
主
義
に
よ
る
ア
ナ
ー
キ
ー
の
説

明
は
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
想
像
の
共
同
体
」
論
に
近
似
し
た
議
論
と
い
え
る
だ
ろ
う
（H

opf （998: （74

）。

　

信
夫
（2004: 236

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ウ
ェ
ン
ト
の
構
成
主
義
は
、
国
際
政
治
に
お
け
る
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
大
き
く
変

化
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
生
す
る
国
際
政
治
変
動
を
説
明
す
る
際
に
そ
の
有
効
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、

冷
戦
構
造
の
崩
壊
前
後
に
お
け
る
ロ
シ
ア
（
旧
ソ
連
）
に
は
物
質
的
要
因
（
軍
事
力
）
の
大
幅
な
変
化
が
観
察
さ
れ
な
い
に
も
か
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か
わ
ら
ず
冷
戦
が
終
わ
り
を
告
げ
た
。
こ
の
現
象
の
中
に
、
ウ
ェ
ン
ト
は
非
物
質
的
要
因
（
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
の
作
用
を
認

め
て
い
る
。
ウ
ェ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
米
ソ
間
の
対
立
関
係
が
終
わ
っ
た
要
因
は
、
二
国
間
の
客
観
的
条
件
の
変
化
で
は
な
い
。
そ

の
原
因
は
、
む
し
ろ
ソ
連
の
従
来
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
「
新
思
考
」
外
交
に
よ
っ
て
変
容
し
、
ソ
連
の
一

方
的
な
軍
縮
措
置
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
の
ソ
連
軍
撤
退
が
協
調
的
な
米
ソ
関
係
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
両
国
が
お
互
い
を

「
脅
威
」
と
み
な
し
て
い
た
共
有
の
観
念
が
変
化
し
た
こ
と
で
あ
る
（W

endt （992: 4（9-422

）。

　

第
二
に
、
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
と
安
全
保
障
上
の
脅
威
を
区
別
す
る
。
た

と
え
ば
、
一
九
五
〇
年
代
末
か
ら
の
中
国
と
イ
ン
ド
の
間
の
比
較
的
小
規
模
な
国
境
紛
争
が
六
二
年
に
は
大
規
模
な
軍
事
衝
突
に

ま
で
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
の
に
対
し
、
な
ぜ
一
九
九
八
年
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
核
実
験
の
場
合
に
は
そ
れ
ほ
ど
強
い
中
国
の
反
応

が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
安
全
保
障
上
の
観
点
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
小
規
模
な
国
境
紛
争
よ
り
も
核
の
脅
威
の
ほ
う
が
強
い
の

で
あ
る
か
ら
、
一
九
六
二
年
で
は
な
く
む
し
ろ
一
九
九
八
年
に
中
国
は
よ
り
強
く
反
応
す
る
は
ず
だ
と
予
測
さ
れ
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
実
際
に
は
逆
の
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
Ｌ
・
グ
ア
ン
は
明
快
な
答
え
を
提
示
し
て
い
る
（Guang 

2004

）。
そ
れ
は
、
国
境
も
し
く
は
領
土
こ
そ
が
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
基
本
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
中
国
が
国
家
建
設

に
邁
進
し
て
い
た
一
九
六
二
年
に
お
け
る
イ
ン
ド
の
国
境
侵
犯
は
、
ま
さ
に
中
国
政
府
の
権
威
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
揺
る
が

す
脅
威
と
し
て
政
策
決
定
者
に
受
け
止
め
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
国
家
の
安
全
保
障
と
は
そ
の
国
の
さ
ま
ざ
ま
な
利
益
を

対
外
的
脅
威
か
ら
守
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
九
八
年
の
イ
ン
ド
の
核
実
験
は
中
国
の
領
土
的
一
体
性
や
主
権
に
対
す
る
脅

威
と
は
認
識
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
中
国
指
導
部
に
は
映
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
グ
ア
ン
に
よ
れ
ば

国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
対
す
る
脅
威
（
国
境
侵
犯
）
の
ほ
う
が
安
全
保
障
上
の
脅
威
（
核
実
験
）
よ
り
も
よ
り
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
紛
争
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
ウ
ェ
ン
ト
ら
の
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
視
し
、
そ
れ
が
国
家
関
係
を

規
定
す
る
重
要
な
要
因
で
あ
る
と
考
え
る
点
で
、
唯
物
論
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
大
き
く
異
な
る
。
し
か
し
、
国

家
間
の
相
互
行
為
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
す
る
構
成
主
義
で
は
、
国
内
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
考
察
さ
れ
て
い
な
い
（Cederm

an （997

）。
し
た
が
っ
て
、

ウ
ェ
ン
ト
の
構
成
主
義
は
従
来
の
国
際
政
治
理
論
と
同
様
に
国
家
中
心
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
ウ
ェ
ン
ト
は
「
国
家
」
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
新
た
な
問
い
と
し
て
提
示
し
た
も
の
の
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
「
既
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
措
定
し

た
ま
ま
で
あ
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
る
国
内
要
因
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
重
視
し
て

い
な
い
（W

endt （994

）。

　
　

五　

複
眼
的
な
構
成
主
義

　

国
際
政
治
の
中
心
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
国
民
国
家
に
つ
い
て
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ら
の
社
会
学
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究

（A
nderson （99（

）
は
「
国
民
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
そ
し
て
国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
構
成
主
義
は
「
国
家
」
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
そ
れ
ぞ
れ
照
射
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
前
者
の
場
合
に
は
「
国
家
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
、
後
者
の
場
合
に
は
「
国
民
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
実
体
と
し
て
物
象
化
し
た
ま
ま
で
あ
っ
た

（
（（
（

。
ギ
ル
ピ
ン
が
述
べ

た
よ
う
に
、
国
際
政
治
に
お
け
る
最
も
根
本
的
な
変
化
は
ア
ク
タ
ー
の
本
質
的
属
性
の
変
化
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
国
民
国
家

の
「
国
民
」
と
「
国
家
」
の
ど
ち
ら
か
を
固
定
し
た
対
象
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
誕
生
、
発
展
、
衰
退
の
過
程

を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
国
民
と
国
家
は
大
き
く
異
な
る
組
織
形
態
で
あ
る
。
国
民
が
集
団
内
で
共
有
さ
れ
た
感
情
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に
よ
っ
て
主
観
的
に
諸
個
人
が
結
合
し
た
緩
や
か
な
水
平
的
共
同
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
国
家
は
一
定
の
領
土
と
人
々
を
統
治

す
る
階
層
的
組
織
で
あ
る
。
シ
ダ
ー
マ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
こ
の
用
語
上
の
区
別
は
、
領
土
的
境
界
と
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
一
致

し
て
い
な
い
地
域
や
時
代
に
お
け
る
政
治
変
動
を
解
明
す
る
際
に
特
に
重
要
と
な
る
。
従
来
の
国
際
関
係
理
論
は
国
民
国
家
こ
そ

が
世
界
政
治
を
構
成
す
る
唯
一
の
ア
ク
タ
ー
だ
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
以
降
の
国
家
中
心
的
ル
ー
ル
を

逸
脱
す
る
政
治
発
展
の
考
察
を
困
難
に
、
時
に
は
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
」（Cederm

an （997: 2（3-2（4

）。

　

国
際
関
係
理
論
が
発
展
し
た
冷
戦
期
間
中
は
、多
く
の
研
究
者
が
国
際
政
治
の
ア
ク
タ
ー
を
国
民
国
家
と
し
て
想
定
し
て
い
た
。

ま
た
、
冷
戦
期
に
お
け
る
国
際
政
治
は
米
ソ
の
二
極
体
制
の
下
、
固
定
的
か
つ
単
純
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
国
際

関
係
理
論
に
お
け
る
主
要
な
関
心
は
国
家
間
の
対
立
や
協
調
と
い
っ
た
相
互
作
用
に
向
け
ら
れ
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
は
こ
う
し
た
問
題
を
巡
っ
て
発
展
し
て
き
た
（Baldw

in （993

）。
し
か
し
な
が
ら
、
第
一
に
Ｊ
・
ギ
ャ
デ

ィ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
シ
ス
テ
ム
は
世
界
史
に
お
い
て
例
外
的
な
安
定
性
と
単
純
性
を
有
す
る

も
の
で
あ
っ
た
（Gaddis （992: 3（-38
）。
第
二
に
、
国
民
国
家
を
近
代
国
際
シ
ス
テ
ム
の
ア
ク
タ
ー
と
す
る
前
提
は
、
必
ず
し

も
現
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
戦
後
の
脱
植
民
地
主
義
運
動
の
思
想
的
基
盤
と
な
っ
た
民
族
自
決
主
義
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。
民
族
自
決
主
義
は
、
民
族
共
同
体
の
運
命
を
「
そ
の
民
族
自
身
に
決
定
さ
せ
る
」
原
則
で
あ
る
が
、
そ
の
民
族
と

は
何
か
、
そ
の
民
族
を
構
成
す
る
メ
ン
バ
ー
と
は
誰
か
と
い
う
よ
り
根
源
的
な
問
題
が
無
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
民
族
的
も

し
く
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
「
既
に
形
成
さ
れ
て
い
る
」
と
の
前
提
が
ひ
っ
そ
り
と
織
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で

あ
る
（M

ayal （990: 52

）。
ま
た
、国
際
関
係
理
論
が
、実
際
に
は
多
様
な
民
族
集
団
を
内
包
す
る
国
家
を
も
国
民
国
家
と
し
て
、

も
し
く
は
多
民
族
国
家
を
も
民
族
的
に
極
め
て
均
質
な
国
家
も
同
じ
ユ
ニ
ッ
ト
と
み
な
し
て
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

社
会
学
者
の
Ｐ
・
バ
ー
ガ
ー
と
Ｓ
・
プ
ル
バ
ー
グ
が
述
べ
た
よ
う
に
、「
社
会
構
造
が
全
面
的
に
解
体
し
、
そ
れ
ま
で
自
明
と
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さ
れ
て
い
た
世
界
の
崩
壊
が
必
然
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
」
場
合
に
、
人
々
は
そ
れ
ま
で
の
物
象
化
的
認
識
を
再
考
す
る
こ
と
に

な
る
（Berger and Pullberg （965: 209

）。
国
際
関
係
理
論
に
お
い
て
、
基
本
的
ア
ク
タ
ー
を
国
民
国
家
と
す
る
前
提
を
大

き
く
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
が
冷
戦
終
結
と
ポ
ス
ト
冷
戦
期
の
国
際
情
勢
で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
旧
ソ
連
や
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
が
分
裂
し
た
一
方
で
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
欧
州
統
合
が
進
展
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
に
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
た

国
家
と
民
族
の
分
裂
と
統
合
は
決
し
て
こ
の
時
代
特
有
の
現
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
世
界
史
の

常
態
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
国
際
政
治
学
者
は
こ
の
よ
う
な
政
治
変
動
に
直
面
し
て
初
め
て
そ
れ
ま
で
自
明
視
し
て
い
た
諸
前
提
を

新
た
な
問
い
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
と
な
っ
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
紛
争
や
分
裂
の

説
明
変
数
と
し
て
考
察
し
始
め
た
こ
と
は
具
体
的
事
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

国
民
国
家
を
「
当
然
あ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
措
定
す
る
の
で
は
な
く
、国
民
と
国
家
を
独
立
し
た
観
察
対
象
と
し
て
と
ら
え
、

そ
の
生
成
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
シ
ダ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
次
の
二
点
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
。
第
一
に
、
国
民
と
国
家
の
生

成
過
程
を
複
眼
的
に
と
ら
え
る
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
同

時
に
変
化
す
る
変
動
期
の
分
析
に
有
効
だ
と
シ
ダ
ー
マ
ン
は
主
張
す
る
（Cederm

an （997

）。
従
来
の
国
際
政
治
理
論
で
は
国

民
国
家
の
形
成
過
程
は
無
視
さ
れ
て
お
り
、「
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
」
と
し
て
仮
定
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

に
関
し
て
は
せ
い
ぜ
い
国
内
社
会
を
均
質
化
す
る
そ
の
政
治
的
機
能
の
み
が
期
待
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
理
論
的
前
提
に
立
つ

と
、
国
家
の
分
裂
や
統
一
と
い
っ
た
ア
ク
タ
ー
の
属
性
変
化
を
適
切
に
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

複
眼
的
な
構
成
主
義
の
場
合
、
さ
ま
ざ
ま
な
国
家
の
形
成
パ
タ
ー
ン
を
分
析
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
国
民
と
し
て
の
集
団
意
識

を
有
す
る
集
団
が
異
な
る
国
家
に
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
十
九
世
紀
末
の
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
で
展
開
し
た
よ
う
な
統
合
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
国
民
統
合
が
進
む
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
、
政
治
的
に
は
統
一
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
内
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に
お
い
て
複
数
の
民
族
集
団
が
競
合
す
る
場
合
、
分
離
主
義
的
な
政
治
運
動
が
展
開
さ
れ
、
国
家
の
分
裂
と
新
た
な
国
家
の
誕
生

が
予
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
多
民
族
国
家
で
観
察
さ
れ
て
き
た
現
象
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
の
質

的
変
化
は
、
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
行
為
に
関
心
を
寄
せ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
は
適
切
に
分
析
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

国
家
の
統
合
と
分
裂
の
正
否
を
左
右
す
る
大
き
な
要
因
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
的
動
員
機
能

は
民
族
の
政
治
的
覚
醒
を
も
た
ら
し
、
国
民
国
家
形
成
へ
と
向
け
た
政
治
的
志
向
を
集
団
内
に
吹
き
込
む
役
割
を
担
う
。
こ
の
動

員
機
能
が
働
か
な
け
れ
ば
、
た
と
え
国
内
に
複
数
の
民
族
集
団
が
存
在
し
た
と
し
て
も
分
離
主
義
や
独
立
運
動
は
発
生
し
な
い
。

ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
複
数
の
部
族
や
小
規
模
な
民
族
集
団
を
統
合
し
、
国
民
国
家
の
担
い
手
と
な
る
「
国
民
」
と
し
て
ま

と
め
上
げ
る
調
整
機
能
も
あ
り
、
国
民
国
家
建
設
の
際
の
鍵
と
な
る
。

　

シ
ダ
ー
マ
ン
が
指
摘
す
る
複
眼
的
構
成
主
義
の
第
二
の
特
色
は
、
ギ
ル
ピ
ン
の
主
張
す
る
シ
ス
テ
ム
変
化
―
ア
ク
タ
ー
の
基
本

的
属
性
変
容
―
と
、
そ
れ
が
国
際
政
治
に
及
ぼ
す
影
響
を
明
確
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
（Cederm

an 2002: 420-42（

）。
ま
ず
、

近
代
以
前
の
国
際
政
治
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
は
近
代
的
な
主
権
国
家
も
、
そ
し
て
ま
た
国
民
も
存
在
し
て
い
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
地
の
諸
侯
は
宗
教
的
権
威
か
ら
の
政
治
的
自
立
性
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
ゲ
ル
ナ
ー
や
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
ら
が
指
摘
し
た
よ

う
に
、
国
民
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
人
々
の
間
に
は
生
ま
れ
て
い
な
い
。
三
十
年
戦
争
を
経
て
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条

約
が
一
六
四
八
年
に
締
結
さ
れ
る
と
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
宗
教
的
権
威
が
衰
退
し
、
諸
侯
の
主
権
が
承
認
さ
れ
、
こ
こ
に
近
代
主
権

国
家
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
体
制
と
呼
ば
れ
る
西
欧
国
際
体
系
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し

か
し
こ
の
時
代
に
お
い
て
は
な
お
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
べ
る
ほ
ど
強
固
な
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
生
ま
れ
て
は
お
ら
ず
、

絶
対
王
政
の
時
代
で
あ
る
。
国
民
国
家
の
誕
生
に
い
た
る
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
名
誉
革
命
、
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
、
お
よ
び
フ
ラ
ン

ス
革
命
の
勃
発
な
ど
を
契
機
と
す
る
国
民
意
識
の
誕
生
と
国
民
主
権
概
念
の
確
立
な
ど
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
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歴
史
的
過
程
を
経
て
十
九
世
紀
に
よ
う
や
く
国
民
国
家
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
国
家
と
は
異
な
る
属
性
を
持
つ
ア
ク
タ
ー
が
国
際
政

治
の
舞
台
に
登
場
し
、
国
民
国
家
を
中
心
的
ア
ク
タ
ー
と
す
る
国
際
政
治
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
た
。

　

現
在
の
国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
主
要
な
関
心
の
ひ
と
つ
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
進
展
に
よ
っ
て
国
家
の
属
性
や

人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
ギ
ル
ピ
ン
が
提
示
し
た
シ
ス
テ
ム
変
化

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
国
民
国
家
の
性
質
や
機
能
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
容
す
る
の
か
、
人
々
の
共
同
体
意

識
が
超
国
家
的
な
共
同
体
へ
統
合
さ
れ
る
の
か
、
も
し
く
は
よ
り
ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
と
収
縮
す
る
の
か
と
い
っ

た
要
因
に
よ
っ
て
、
国
家
の
性
質
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
歴
史
的
な
ア
ク
タ
ー
の
属
性
変
化
や
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
課
題
に
対
し
、
国
家
と
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
物
象
化
し
て
し
ま
う
リ
ア
リ
ズ
ム
や
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
が
語
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

む
す
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
構
成
主
義
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
そ
れ
に
関
わ
る
国
民
国
家
や
民
族
紛
争
と
い
っ
た
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
察
し
て
き
た
の
か
を
概
観
し
た
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の

場
合
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
世
界
で
多
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
民
族
紛
争
に
関
す
る
研
究
が
本
格
化
し
、
特
に
「
安
全
保
障
の
ジ

レ
ン
マ
」
を
使
っ
て
紛
争
の
説
明
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
場
合
、
国
連
を
中
心
と
す
る
非
国
家
的
ア
ク

タ
ー
が
民
族
紛
争
解
決
に
果
た
す
役
割
、
国
際
機
関
や
制
度
を
通
じ
た
民
族
間
の
平
和
共
存
テ
ー
マ
を
巡
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ

て
き
た
。
一
方
、
ア
ク
タ
ー
の
主
観
的
も
し
く
は
間
主
観
的
な
理
念
や
規
範
を
重
視
す
る
構
成
主
義
は
、
国
家
の
社
会
的
ア
イ
デ
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ン
テ
ィ
テ
ィ
を
強
調
す
る
。

　

こ
れ
ら
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
も
と
で
、
こ
の
二
〇
年
間
に
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
以
前
の
国
際
関
係
論
と
比

べ
る
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
は
正
当
で
重
要
な
研
究
対
象
と
し
て
研
究
者
の
間
で
承
認
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
リ
ア
リ
ズ
ム
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
構
成
主
義
に
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
も
し
く
は
国
民
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
分
析
上
物
象
化
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
だ
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
民
族
集
団
間
の
相
互
作
用
に
焦
点

を
当
て
て
お
り
、
構
成
主
義
は
国
家
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
み
を
問
い
直
し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
少
な
い
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
、
現
在
で
は
構
成
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
国
民
国
家
を
支
え
る
「
国
家
」
と
「
国
民
」
両

方
に
応
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
化
が
国
際
政
治
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
シ

ダ
ー
マ
ン
ら
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る

（
（（
（

。
国
家
お
よ
び
国
民
を
問
い
直
し
、
そ
れ
ら
を
可
変
的
な
変
数
と
し
て
考
察
す
る
こ
と

で
、
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
行
為
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
の
崩
壊
や
誕
生
な
ど
、
ギ
ル
ピ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
な
国
際
政
治
に
と
っ

て
よ
り
根
源
的
な
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ア
ク
タ
ー
の
性
質
変
化
と
い
う
問
題
を
国
際
政
治
学
者
が
考
察
す
る
際
、
社
会
学
や
歴
史
学
と
い
っ
た
隣
接
分
野
に
お
け
る
こ

れ
ま
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
研
究
の
成
果
を
積
極
的
に
取
り
込
み
、
そ
こ
か
ら
学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
シ
ダ
ー
マ
ン
ら
の
複
眼
的
な

構
成
主
義
研
究
は
、
隣
接
分
野
の
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
で
国
際
関
係
論
が
新
た
な
問
い
を
設
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
そ

し
て
既
存
の
分
析
枠
組
み
を
批
判
的
に
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
民
族

紛
争
が
国
際
政
治
の
中
心
的
問
題
と
な
っ
た
今
、
国
際
関
係
論
と
他
分
野
の
さ
ら
な
る
知
的
交
流
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る

だ
ろ
う
。
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（
（
）　

代
表
的
研
究
事
例
に
関
し
て
は
、
大
澤
（
二
〇
〇
二
年
）
を
参
照
。

（
2
）　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
専
門
誌
と
し
て
、た
と
え
ばNationalities Papers

（
一
九
七
一
年
創
刊
）、Nations and Nationalism

（
一
九
九
五

年
創
刊
）、Nationalism

 and Ethnic Politics

（
一
九
九
五
年
創
刊
）、National Identities

（
一
九
九
九
年
）、Studies in 

Ethnicity and Nationalism

（
二
〇
〇
一
年
創
刊
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
）　

二
〇
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
たThe Oxford Handbook of International Relations

に
お
い
て
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
章

は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
（Rues-Sm

ith and Snidal 2008

）。

（
4
）　

一
方
で
、
二
〇
〇
一
年
の
同
時
多
発
テ
ロ
以
降
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
が
国
際
関
係
理
論
で
は
本
格
化
し
た
。

（
5
）　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
「
我
々
と
は
何
者
か
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
答
え
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、「
我
々
は
何
を
望

む
の
か
」
と
い
う
政
治
的
願
望
（
独
立
や
国
民
国
家
建
設
、
他
国
か
ら
の
干
渉
の
排
除
な
ど
）
を
左
右
す
る
の
に
対
し
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ

ィ
（
民
族
性
）
が
も
っ
ぱ
ら
自
己
同
定
化
や
所
属
意
識
に
重
点
を
お
く
点
も
付
言
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
6
）　

冷
戦
終
結
後
の
国
際
政
治
構
造
を
考
察
し
た
論
文
に
お
い
て
も
、
ウ
ォ
ル
ツ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
（W

altz 

（993

）。

（
7
）　

こ
う
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
る
説
明
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
や
民
族
紛
争
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
根
底
要
因
（perm

issive 

causes

）
で
あ
り
、
政
治
家
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
扇
動
や
、
社
会
的
経
済
的
不
平
等
に
よ
る
民
族
関
係
の
悪
化
と
い
っ
た
よ
り
直

接
的
な
原
因
（proxim

ate causes

）
と
は
分
析
レ
ベ
ル
を
異
に
す
る
た
め
、
ど
ち
ら
が
よ
り
説
明
能
力
が
高
い
か
を
比
較
す
る
こ
と
は

適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
分
析
レ
ベ
ル
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
民
族
紛
争
の
説
明
に
つ
い
て
は
、（Brow

n （997; V
an Evera 

（997

）
を
参
照
。

（
8
）　

ミ
ア
シ
ャ
イ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、リ
ア
リ
ズ
ム
の
唯
一
の
理
論
的
核
は
国
際
政
治
の
ア
ナ
ー
キ
ー
性
で
あ
り
、分
析
単
位
が
何
で
あ
る
か
（
国

家
、
都
市
、
帝
国
、
部
族
、
封
建
諸
侯
、
ギ
ャ
ン
グ
な
ど
）
は
問
題
と
さ
れ
な
い
（M

earsheim
er 200（: 365

）。
し
か
し
、
国
家
と
民
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族
集
団
を
同
質
な
単
位
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
批
判
も
多
い
。
た
と
え
ば
（A

ngstrom
 and D

uyvesteyn 200（

）
な
ど
。

（
9
）　

Ｃ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
一
度
民
族
紛
争
が
発
生
す
れ
ば
、
民
族
間
の
憎
悪
が
高
ま
り
民
族
内
の
連
帯
感
は
更
に
強
固
な
も
の
と
な
る
た
め
、

民
族
を
固
定
的
な
概
念
と
し
て
扱
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
と
主
張
す
る
（K

auhm
ann （996

）。

（
（0
）　

一
方
で
、
Ｔ
・
ス
コ
ッ
チ
ポ
ル
は
、
比
較
政
治
学
者
は
国
内
紛
争
の
分
析
の
際
に
国
際
政
治
要
因
を
軽
視
し
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る

（Skocpol （979: （9-24

）。

（
（（
）　

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
重
視
す
る
国
内
ア
ク
タ
ー
の
ひ
と
つ
に
民
族
集
団
（ethnic groups

）
が
あ
る
。
た
と
え
ば
米
国
で
は
多
数
の
民
族

集
団
が
ロ
ビ
ー
活
動
を
活
発
に
行
い
、
出
身
国
の
た
め
に
、
も
し
く
は
他
国
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
政
治
的
迫
害
を
受
け
て
い
る
同

胞
の
た
め
に
ワ
シ
ン
ト
ン
の
政
治
家
に
請
願
や
選
挙
に
お
け
る
資
金
援
助
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
ト
ル
コ
国
内
の

人
権
問
題
を
糾
弾
す
る
た
め
に
亡
命
ク
ル
ド
人
ら
が
Ｅ
Ｕ
へ
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
民
族
集
団
と
政
府
、
も
し
く
は

民
族
集
団
と
国
際
機
関
と
の
直
接
的
な
接
触
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
関
係
を
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
で
の
民
族
集
団
は
既
存
の
国
家
か
ら
の
分
離
独
立
を
必
ず
し
も
求
め
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
本
稿
の
定
義
に
従
え
ば
「
国
民
（
ネ

ー
シ
ョ
ン
）」
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
二
国
間
対
立
に
両
国
内
に
ま
た
が
っ
て
暮
ら
す
民
族
集
団
が
関
与
す
る
場
合
、
そ
う
で
な
い
場
合

よ
り
も
紛
争
が
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
（2
）　

リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
も
う
ひ
と
つ
の
相
違
点
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
民
族
紛
争
の
原
因
は
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
シ
ス

テ
ム
・
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ユ
ニ
ッ
ト
・
レ
ベ
ル
、
つ
ま
り
民
族
集
団
の
共
存
を
脅
か
す
国
家
の
行
動
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る
と

主
張
す
る
。
た
と
え
ば
（H

olsti 2000

）。

（
（3
）　

な
お
、
一
九
六
〇
年
代
や
七
〇
年
代
に
お
い
て
は
、
経
済
的
相
互
依
存
や
地
域
統
合
に
よ
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
克
服
で
き
る
と
す
る

楽
観
論
が
強
か
っ
た
。
特
に
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
平
和
構
築
へ
の
希
望
を
統
合
論
に
見
出
し
た
研
究
者
の
多
く
は
、
欧
州
共
同
体
の
よ

う
な
脱
国
境
的
な
制
度
構
築
が
進
め
ば
、
分
離
主
義
や
排
外
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
危
険
は
弱
ま
り
、
世
界
大
戦
の
悲
劇
を
繰
り
返
す
こ
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と
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
欧
州
統
合
プ
ロ
セ
ス
の
停
滞
や
、
統
合
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
移
民

の
流
入
や
非
対
称
的
な
経
済
相
互
依
存
に
よ
る
経
済
的
不
利
益
に
よ
っ
て
ロ
ー
カ
ル
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
強
ま
る
に
つ
れ
、
地
域
統

合
が
平
和
の
礎
に
な
る
と
い
う
見
方
は
次
第
に
後
退
し
て
い
っ
た
（H
olsti （980

）。

（
（4
）　

物
象
化
（reification

）
と
は
、
あ
る
社
会
現
象
を
「
当
然
の
こ
と
」
も
し
く
は
「
所
与
の
も
の
」
と
み
な
し
、
そ
れ
を
生
産
・
再
生
産

す
る
人
間
の
行
為
か
ら
切
り
離
す
作
業
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」、「
国
家
」、
そ
し
て
「
国
民
国
家
」
の
物
象
化
と

は
、
こ
れ
ら
が
生
産
・
再
生
産
、
も
し
く
は
構
成
・
再
構
成
さ
れ
る
過
程
の
説
明
を
不
要
と
し
、
本
来
は
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
事
象
を
あ
た
か
も
自
然
物
と
し
て
み
な
す
認
識
方
法
で
あ
る
（Berger and Luckm

an （966: 82-85

）。

（
（5
）　

日
本
で
の
研
究
事
例
と
し
て
は
、（
山
本 

二
〇
〇
八
年
）
が
あ
る
。
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