
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
国
際
政
治
学
と
政
治
学
史

｜
｜
二
つ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
か
ら
｜
｜

大

賀

哲

は
じ
め
に

第
一
節

本
稿
の
問
題
意
識
と
方
法
｜
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
「
国
際
政
治
学
」
の
企
図

第
二
節

シ
カ
ゴ
大
学
講
義
（
一
九
四
七
年
）

第
三
節

ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
（
一
九
七
〇
｜
七
四
年
）

第
四
節

真
理
と
権
力
｜
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
権
力
の
相
対
化

お
わ
り
に
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は
じ
め
に

ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
一
九
四
七
年
（
シ
カ
ゴ
大
学
）
と
一
九
七
〇
年
か
ら
七
四
年
（
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
大
学
）
に
か
け
て
、
そ

れ
ぞ
れ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
題
材
と
し
た
講
義
を
行
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
講
義
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
政
治
学
（Π

ο
λ
ιτικ

α

）』
の
講

読
が
そ
の
主
た
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
古
典
的
リ
ア
リ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
権
力
政
治
の
理
論
家
と
し
て
周
知
さ
れ
て
い
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー

が
、
広
義
の
政
治
学
史
｜
す
な
わ
ち
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
理
論
や
政
治
思
想
史
と
い
っ
た
領
野
｜
に
お
い
て
深
い
洞
察
を
も
っ
て
所
論

を
展
開
し
た
こ
と
は
今
日
で
は
殆
ど
忘
却
さ
れ
て
い
る１

）
。ま
た
上
述
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
に
つ
い
て
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ラ
ン
グ
が
ニ
ュ
ー

ス
ク
ー
ル
講
義
を
編
集
・
出
版
す
る
ま
で
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た２

）
。
ラ
ン
グ
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講

義
は
一
九
四
七
年
の
シ
カ
ゴ
講
義
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
が３

）
、
こ
の
二
つ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
に
つ
い
て
直
接
的
に
言
及
し
て
い
る

先
行
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。

講
義
録
を
明
示
的
に
検
証
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
の
影
響
と
い
う
点
で
は
、

既
に
ラ
ン
グ
が
別
の
論
巧
に
お
い
て
展
開
し
て
い
る４

）
。
確
か
に
ラ
ン
グ
の
研
究
は
、「
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」と
い
う
俄
か
に

は
関
連
付
け
難
い
二
人
の
思
想
家
に
着
眼
し
、
前
者
に
お
け
る
後
者
の
影
響
を
検
証
の
遡
上
に
乗
せ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
意
義
深
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
、
本
稿
で
は
、
そ
の
問
題
意
識
や
方
法
論
に
お
い
て
ラ
ン
グ
と
は
異
な
っ
た
視
座
に
立
脚
し
て
い
る
。
以
下
、
本
稿

の
立
場
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
ラ
ン
グ
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
簡
単
な
検
討
を
行
な
う
。

第
一
に
、
ラ
ン
グ
の
研
究
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
を
検
討
し
、
且
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
リ

ア
リ
ズ
ム
の
再
評
価
を
促
し
、
そ
の
上
で
現
代
の
所
謂
「
テ
ロ
と
の
戦
争
」
に
お
け
る
理
想
主
義
的
言
説
｜
こ
こ
で
の
批
判
対
象
は
ネ
オ
コ

ン
や
エ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
、
イ
グ
ナ
テ
ィ
エ
フ
等
で
あ
る
｜
を
論
難
し
て
い
る
。
か
か
る
認
識
、
す
な
わ
ち
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
な
い
し
古
典
的
リ

ア
リ
ズ
ム
を
権
力
政
治
の
徒
と
し
て
で
は
な
く
、
理
想
主
義
的
言
説
の
幻
影
へ
の
対
抗
言
説
と
し
て
再
読
解
し
、
そ
の
上
で
、
現
在
進
行
形

で
展
開
さ
れ
て
い
る
ネ
オ
コ
ン
、
リ
ベ
ラ
ル
正
戦
論
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
論
に
対
し
て
「
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
回
帰
」
を
促
し
、
寧
ろ
リ
ア
リ
ズ

ム
の
「
規
範
性
」
を
再
評
価
す
る
と
い
う
視
座
は
、
十
分
に
理
解
可
能
な
も
の
で
あ
る
し
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
論
に
お
い
て
か
か
る
結
論
を
導
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い
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い５

）
。
但
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
同
研
究
は
講
義
録
そ﹅
の﹅
も﹅
の﹅
の
分
析
と
い
う
点
で
は
表
層
的
な
検
討
（
な
い
し

そ
の
事
実
を
紹
介
す
る
こ
と
）
に
止
ま
っ
て
い
る
し
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
は
、
所
謂
冷
戦
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
緊
張
関
係
の
中
で
、
な
ぜ

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
着
眼
し
た
の
か
が
判
然
と
し
な
い
。

第
二
に
｜
こ
れ
は
第
一
の
点
の
帰
結
で
あ
る
が
｜
、
一
方
で
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
を
抽
出
し
、
他
方
で
モ
ー
ゲ

ン
ソ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
潜
在
的
に
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
ネ
オ
コ
ン
や
正
戦
論
へ
の
対
抗
的
磁
場
を
強
調
す
る
あ
ま
り
に
、

ラ
ン
グ
の
研
究
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
と
い
う
思
想
家
に
お
け
る
「
歴
史
的
言
説
の
検
討
」
と
い
う
作
業
と
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
の
「
理

論
的
示
唆
の
検
討
」
と
い
う
作
業
が
混
在
し
て
い
る
。
勿
論
、
後
者
が
近
年
の
国
際
政
治
を
読
解
す
る
上
で
重
要
な
論
点
を
提
起
す
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
検
討
す
る
上
で
は
前
者
の
論
点
｜
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
か
か
る
対
抗
言
説
を
展
開
し
た
歴
史
的
諸
条
件
と
は

如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
｜
を
先
ず
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
後
者
よ
り
も
前
者
に
重
き
を
置
き
、
モ
ー

ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
に
お
け
る
理
論
的
示
唆
よ
り
は
そ
の
時
代
性
を
注
視
し
て
い
る
。

第
三
に
｜
本
稿
が
ラ
ン
グ
と
問
題
意
識
を
共
有
し
得
な
い
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
あ
る
が
｜
、
同
研
究
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
講
義
を
彼
の
二
つ
の
公
刊
論
文
｜
す
な
わ
ち
、「『
政
治
の
悪
』
と
『
悪
の
倫
理
』」（
一
九
四
五
年
）
及
び
「
政
治
に
お
け
る
思
想
と

行
動
」（
一
九
七
一
年６

）
）｜
と
関
連
付
け
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
議
論
は
や
や
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
思
想
形
成
を
矮
小
化
し
た
き

ら
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
四
〇
年
代
の
シ
カ
ゴ
講
義
と
一
九
七
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
を
併
置
し
、
あ
た
か
も
モ
ー
ゲ
ン

ソ
ー
が
一
貫
し
た
視
座
の
下
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
読
解
し
た
如
く
捉
え
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
両
講
義
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
論
に
は
一
定
程
度
の
認
識
の
異
同
が
認
め
ら
れ
る
が
、
ラ
ン
グ
の
所
論
に
お
い
て
は
そ
れ
が
見
落
と
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
の
継
続
性
が
殊
更
に
重
要
視
さ
れ
、
そ
の
結
果
個
々
の
論
点
が
や
や
精
彩
を
欠
き
、

拙
速
に
現
代
の
ネ
オ
コ
ン
批
判
へ
と
接
続
さ
れ
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。
こ
の
点
を
更
に
掘
り
下
げ
る
た
め
、
本
稿
で
は
両
講
義
を
詳
細
に

分
析
し
、
一
九
四
〇
年
代
と
一
九
七
〇
年
代
の
継
続
性
と
共
に
、
そ
の
非
継
続
性
を
重
視
し
て
い
る
｜
す
な
わ
ち
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け

る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
影
響
で
は
な
く
し
て
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
解
釈
は
如
何
に
変
容
し
た
か
、
且
つ
か
か
る
変

容
は
同
時
代
史
的
に
彼
の
置
か
れ
て
い
た
状
況
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
を
本
稿
で
は
検
討
す
る
。
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右
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
本
稿
で
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
に
着
眼
し
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
思
想
形
成
に
即

し
た
か
た
ち
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
が
及
ぼ
し
た
影
響
と
変
化
を
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の「
国
際
政
治
学
」と
い
う
構
想
が
持
っ

た
潜
在
的
な
一
側
面
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
国
際
政
治
学
」を
理
論
｜
す
な
わ
ち
、
一
連
の
反
証
可

能
性
を
保
持
し
た
普
遍
命
題
の
集
合
｜
と
し
て
で
は
な
く
「
歴
史
的
な
言
説
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、
本
稿
で
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
所
論
に
お
け
る
理
論
的
整
合
性
や
論
理
的
妥
当
性
の
考
察
は
意
識
的
に
避
け
る
代
わ
り
に
、
彼
に
お
い

て
「
国
際
政
治
学
」
と
い
う
枠
組
み
を
必
然
且
つ
可
能
た
ら
し
め
た
同
時
代
的
な
諸
条
件
を
検
証
す
る
こ
と
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

詳
細
は
本
論
に
譲
る
が
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
は
、
国
際
政
治
学
な
い
し
国
際
関
係
論
と
い
う
学
際
領
域
の
存
立
に

と
っ
て
非
常
に
重
要
な
論
点
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
検
証
す
る
た
め
に
は
、「
国
際
政
治
学
」と
は
如
何
な
る
特
質
を
有
し
た
学
問
で

あ
る
の
か
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。

現
代
に
生
き
る
我
々
の
視
座
｜
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
加
速
度
を
増
し
、
国
連
、
世
界
銀
行
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
等
を
中
心
と
し
た
多
国
間
体
制
が
世
界

政
治
の
大
部
分
を
統
治
し
て
い
る
今
日
｜
か
ら
す
る
と
、国
境
を
越
え
た
活
動
と
と
も
に
国
内
政
治
的
な
枠
組
み
で
は
対
処
し
き
れ
な
い「
グ

ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
」
が
頻
出
し
、
そ
の
こ
と
の
必
然
の
帰
結
と
し
て
、「
国
際
政
治
学
」
と
い
う
学
の
枠
組
み
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
、
と
普
通
は
考
え
る
。
し
か
し
、
国
際
政
治
学
史
の
形
成
過
程
を
紐
解
け
ば
、
か
か
る
想
定
は
驚
く
ほ
ど
容
易
に
修
正
を
迫
ら
れ
る７

）
。
国

内
政
治
に
対
置
さ
れ
得
る
か
た
ち
で
の
「
国
際
政
治
学
」
と
は
決
し
て
普
遍
的
・
一
般
的
・
価
値
中
立
的
な
学
問
分
野
で
は
な
く
｜
す
な
わ

ち
真
理
の
探
究
と
い
う
純
粋
な
学
術
的
動
機
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
｜
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
状
況
、
な
か
ん
ず
く
戦
間
期
の
厭

戦
的
風
潮
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
き
わ
め
て
「
政
治
的
」
な
学
問
領
域
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
も
し
「
国
際
政
治
」
と
い
う
枠
組
み
の
対
象

が
単
に
国
境
を
越
え
た
政
治
現
象
の
探
求
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
神
聖
同
盟
（
一
五
一
一
年
）
や
ウ
ィ
ー
ン
会
議
（
一
八
一
四
年
）

の
前
後
に
お
い
て
現
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
に
国
際
政
治
と
い
う
観
念
や
言
説
が
定
着
・
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
〇
世
紀

以
降
の
こ
と
で
あ
る
（「
国
際
（in

tern
a
tio
n
a
l

）」
と
い
う
語
は
、
そ
も
そ
も
一
七
八
九
年
の
ベ
ン
タ
ム
の
論
文
に
よ
っ
て
初
め
て
現
れ
た
造

語
で
あ
り
、
国
際
政
治
と
い
う
言
葉
自
体
一
九
世
紀
の
産
物
で
あ
る８

）
）。
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そ
れ
で
は
、「
国
際
政
治
学
」
と
い
う
「
問
い
」
が
立
て
ら
れ
た
社
会
的
・
歴
史
的
条
件
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
国
際
政
治

学
の
創
生
を
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
連
盟
に
求
め
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
国
際
政
治
学
の
系
譜
を
一
九
世
紀
に
ま
で

遡
り
、
帝
国
主
義
が
も
た
ら
し
た
秩
序
変
動
か
ら
国
際
秩
序
認
識
の
萌
芽
を
析
出
す
る
と
い
う
研
究
も
昨
今
報
告
さ
れ
て
い
る９

）
。
む
ろ
ん
、

本
稿
の
限
ら
れ
た
紙
幅
で
こ
の
命
題
の
是
非
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
問
題
意
識
を
本
稿
の
趣
旨
に
即
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
の
揺
ら
ぎ
の
時
代
と
し
て
の
一
九
世
紀
後
半
を
国
際
政
治
学
の
事
実
上
の
開
始
｜
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
部
を
「

外
」
に
置
く
こ
と
が
困
難
と
な
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
╱
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
伝
統
的
対
置
が
、「『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』
か
ら
『
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
』
へ
」
と
い
う
視
座
に
転
回
す
る
地
点
｜
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う10

）
。

か
か
る
論
点
は
、
最
新
の
研
究
動
向
に
よ
る
斬
新
な
観
点
と
も
解
さ
れ
得
る
が
、
同
様
の
問
題
認
識
を
国
際
政
治
学
の
萌
芽
期
た
る
戦
間

期
の
思
想
家
た
ち
の
所
論
か
ら
見
出
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
か
つ
て
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
公
法
の
復
権

と
い
う
視
座
か
ら
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
言
説
の
拡
大
を
駆
逐
し
よ
う
と
企
図
し
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
し11

）
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
殊

更
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
一
九
世
紀
に
頻
出
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ
る（
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
で
後
述
す
る
）。
す
な
わ

ち
、
規
範
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
、
動
態
と
し
て
の
帝
国
主
義
を
併
置
し
つ
つ
、
両
者
の
連
関
を
把
握
す
る
と
い
う
構
え
は
、
お
そ
ら

く
は
二
〇
世
紀
前
半
の
国
際
政
治
学
黎
明
期
を
通
過
し
た
同
時
代
人
に
と
っ
て
は
共
通
し
た
認
識
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｜
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
言
説
を
肯
定
す
る
の
か
、
否
定
す
る
の
か
が
、
理
想
主
義

ユートピアニズム
╱
現
実
主
義

リ
ア
リ
ズ
ム

の
雛
形
を
形
成
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
肯
定
す
る
か
、
否
定
す
る
か
、
或
い
は
如
何
な
る
構
え
に
お
い
て
そ
れ
を
捉
え
る
の
か
は
そ
れ
ぞ
れ

の
論
者
に
拠
る
と
し
て
も
、「
国
際
政
治
学
」
と
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
は
分
か
ち
が
た
く
連
関
し
て
お
り
、
前
者
の
存
立
は
後
者
の
言
説
の
独

特
の
磁
場
に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
立
ち
返
れ
ば
、
国
際
問
題
を
思
考
す
る
際
の
思
想
的
影
響
、
な
か
ん
ず
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
影
響
、
と
い
う
要
因
か
ら

国
際
政
治
学
の
思
想
的
基
盤
を
把
握
し
よ
う
と
試
み
た
の
が
、
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
の
視
座
は
、
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
が
国
際
政
治
の
思
惟
を
席
巻
し
た
戦
間
期
が
過
ぎ
去
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
支
配
的
言
説
と
し
て
定
着
し
た
冷
戦
下
の
状
況
下
に

お
い
て
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
そ
れ
を
如
何
に
受
け
止
め
、
そ
こ
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
が
如
何
な
る
磁
場
を
持
ち
得
て
い
た
の
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か
、
そ
の
格
闘
の
記
録
と
し
て
同
講
義
を
検
討
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
そ
れ
故
、
本
稿
で
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
の
持

つ
理
論
的
普
遍
性
な
い
し
現
代
国
際
政
治
へ
の
応
用
と
い
っ
た
課
題
は（
将
来
的
に
は
必
要
で
は
あ
る
が
）、
差
し
当
た
り
意
図
的
に
回
避
さ

れ
る
。
寧
ろ
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
を
通
じ
て
、
何
を
論
じ
、
ま
た
は
何
も
論
じ
得
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
先
ず
は

冷
戦
下
と
い
う
時
代
拘
束
の
な
か
で
理
解
す
る
の
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
。

か
か
る
趣
旨
か
ら
本
稿
で
は
次
の
よ
う
に
そ
の
所
論
を
展
開
す
る
。
ま
ず
第
一
節
で
は
、
両
講
義
に
通
底
す
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
認
識
を
や
や
結
論
を
先
取
り
す
る
か
た
ち
で
俯
瞰
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
「
国
際
政
治
学
」
の
企
図
を

析
出
し
、
本
稿
の
核
と
な
る
問
題
意
識
と
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
、
第
二
節
お
よ
び
第
三
節
で
は
そ
れ
ぞ
れ
シ
カ
ゴ
大
学

講
義
（
一
九
四
七
年
）
と
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
（
一
九
七
〇
｜
七
四
年
）
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
な
う
。
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
シ
カ

ゴ
講
義
と
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
の
間
に
は
少
な
く
な
い
異
同
が
見
ら
れ
る
。
第
四
節
で
は
、
か
か
る
異
同
を
同
時
期
の
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の

公
刊
著
作
と
の
対
応
関
係
か
ら
分
析
し
、
両
講
義
に
お
い
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
構
想
し
た
「
国
際
政
治
学
」
の
か
た
ち
を
詳
ら
か
に
し
、
結

び
と
す
る
。

第
一
節

本
稿
の
問
題
意
識
と
方
法
｜
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
「
国
際
政
治
学
」
の
企
図

本
節
で
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
を
検
証
す
る
に
あ
た
り
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
「
国
際
政
治
学
」
の
企
図
を
概

観
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
本
稿
の
問
題
意
識
と
方
法
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
先
述
の
よ
う
に
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
い
て
は
国
際
問

題
・
国
際
政
治
と
い
っ
た
問
題
領
域
に
お
け
る
思
想
的
背
景
の
析
出
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
「
国
際
関
係

の
思
想
」
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
の
直
後
、
国
際
関
係
思
想
（P

h
ilo
so
p
h
y
 
o
f

 
In
tern

a
tio
n
a
l R
ela
tio
n
s

）と
題
す
る
講
義
を
一
九
四
九
年
と
一
九
五
二
年
に
行
な
っ
て
い
る12

）
。
言
う
ま
で
も
無
く
、
同
講
義
は
、
モ
ー
ゲ

ン
ソ
ー
が
「
国
際
政
治
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
を
捉
え
る
上
で
非
常
に
有
益
な
材
料
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
簡
単
に
概
観
し

て
お
き
た
い
。
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両
国
際
関
係
思
想
講
義
に
拠
れ
ば
、
国
際
関
係
思
想
の
根
本
的
課
題
と
は
、「
二
〇
世
紀
を
席
巻
し
た
自
由
主
義
（
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
と
は

何
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
体
系
的
な
解
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
意
識
は
次
の
三
つ
の
論
点
に
集
約

さ
れ
る
。
第
一
に
、
国
際
政
治
に
つ
い
て
の
戦
争
と
平
和
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
。
第
二
に
、
国
際
問
題

の
思
考
を
支
配
す
る
言
説
・
表
象
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
｜
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
と
っ
て
こ
の
中
核
に
位
置
す
る
の
が
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
で
あ

る
。
第
三
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
言
説
の
構
成
過
程
・
歴
史
的
条
件
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
こ
れ
に
補
足
す
る
な
ら
ば
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー

は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
啓
蒙
主
義
、
自
由
主
義
か
ら
戦
間
期
理
想
主
義
を
経
て
冷
戦
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
至
る
系
譜
と
し
て
一
貫
し
て
理
解
し
て

い
る
。

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
思
想
形
成
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
捉
え
れ
ば
、
か
か
る
国
際
関
係
思
想
認
識
の
企
図
は
自
明
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

方
で
行
動
科
学
主
義
に
根
ざ
し
た
素
朴
な
合
理
主
義
的
モ
デ
ル
を
論
難
し
、
他
方
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
的
な
世
界
観
に
、
国
益
に
基
づ
く
権
力

政
治
論
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
冷
戦
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
十
字
軍
的
衝
動
と
そ
の
野
放
図
な
拡
大
を
未
然
に
抑
止
す
る
こ
と
が
含
意

さ
れ
て
い
る
｜
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
と
っ
て
科
学
的
合
理
主
義
モ
デ
ル
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
同
一
の
出
自
を
持
っ
た
、
す
な
わ
ち
一
九
世
紀

の
政
治
・
社
会
思
想
の
産
物
で
あ
る
。
更
に
そ
の
上
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
可
能
な
ら
し
め
た
思
想
的
・
歴
史
的
諸
条
件
を
考
察
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
「
政
治
性
」
を
析
出
し
、
そ
れ
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
窺
わ
れ
る
。

か
か
る
問
題
意
識
を
如
実
に
示
す
の
が
一
九
四
九
年
の
「
国
際
関
係
思
想
講
義
」
で
あ
る
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
国
際
関
係
思
想
の
企
図
を

国
際
問
題
に
つ
い
て
の
思
考
の
解
明
と
捉
え
た
上
で
、
そ
の
特
質
を
「
国
際
問
題
に
つ
い
て
の
思
考
は
、
一
七
・
一
八
世
紀
の
啓
蒙
主
義
哲

学
に
、
社
会
問
題
に
つ
い
て
の
思
考
は
、
一
九
世
紀
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
多
大
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
思
考
が
国
際
関
係
に
つ

い
て
の
我
々
の
思
考
を
支
配
し
て
い
る13

）
」と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
国
際
関
係
思
想
の
研
究
上
の
意
義
と
は
、

国
際
問
題
の
思
考
を
支
配
し
て
い
る
メ
タ
規
範
と
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
着
眼
し
、
そ
の
限
界
を
論
じ
る
こ
と
に
あ
る
｜
言
う
ま
で
も
無

く
、
こ
こ
に
お
い
て
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
規
範
の
も
つ
「
政
治
性
」
の
暴
露
が
重
要
な
分
析
座
標
を
構
成
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
更
に
一

九
五
二
年
講
義
で
は
国
際
関
係
思
想
の
意
義
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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そ
の
第
一
の
意
義
は
、
我
々
の
外
交
政
策
の
思
考
様
式
を
形
成
す
る
哲
学
的
・
知
的
・
道
徳
的
要
因
の
理
解
に
貢
献
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
第
二
の
意
義
は
｜
こ
れ
は
第
一
の
意
義
か
ら
導
か
れ
る
も
の
だ
が
｜
、
我
々
の
議
論
は
、
す
べ
て
の
政
治
的
思
考
は
統
合
さ

れ
得
る
と
い
う
想
定
に
基
づ
い
て
お
り
、
一
般
政
治
哲
学
の
応
用
と
し
て
の
国
際
政
治
学
を
思
考
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
国

際
問
題
を
知
的
・
道
徳
的
・
哲
学
的
要
素
に
基
づ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
政
治
哲
学
そ
の
も
の
に
関
す
る
一
般
的
理
解
に
資
す
る
も

の
で
あ
ろ
う14

）
。

か
か
る
認
識
は
、
一
九
四
九
年
講
義
に
お
け
る
国
際
関
係
思
想
認
識
を
さ
ら
に
精
緻
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、（
一
）国
際
政

治
学
に
お
け
る
哲
学
・
思
想
的
含
意
と
、（
二
）
国
際
政
治
学
の
哲
学
的
貢
献
と
い
う
両
面
か
ら
国
際
関
係
思
想
を
捉
え
、
そ
の
中
軸
と
し
て

「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
性
」
を
論
難
す
る
こ
と
が
含
意
さ
れ
て
い
る
（
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政
治
性
を
暴
露
す
る
と
い
う
そ
の
目
的
か
ら
、

結
果
的
に
は
後
者
よ
り
も
前
者
に
よ
り
大
き
な
比
重
が
置
か
れ
て
い
る
）。
お
そ
ら
く
講
義
時
期
か
ら
考
え
て
、
一
九
四
七
年
の
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
講
義
（
シ
カ
ゴ
講
義
）
は
、
か
か
る
国
際
関
係
思
想
の
認
識
と
分
か
ち
難
く
連
関
し
て
い
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
に
着
眼
し
、
シ
カ
ゴ
講
義
（
一
九
四
七
年
）
と
ニ
ュ
ー

ス
ク
ー
ル
講
義
（
一
九
七
〇
｜
七
四
年
）
を
検
討
す
る
。
こ
こ
で
は
以
下
の
三
点
を
主
た
る
問
い
と
す
る
。
第
一
に
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
と

り
わ
け
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
着
目
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
第
二
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
着
眼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
何

を
言
い
た
か
っ
た
の
か
。
第
三
に
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
（
幅
）
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
本

稿
で
は
特
に
講
義
録
の
内
容
と
公
刊
著
作
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
彼
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
の
変
容
を
考
察
す
る
。

結
論
を
や
や
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
二
〇
世
紀
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
対
置

の
中
で
再
構
成
し
て
い
る
。
時
期
に
よ
っ
て
多
少
の
変
化
は
窺
え
る
が
、
基
本
型
と
し
て
は
「
相
対
主
義
」
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
、「
規
範
主
義
」

の
プ
ラ
ト
ン
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
「
規
範
の
相
対
化
」
と
し
て
照
射
し
、
且
つ
バ
ー
ク
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
当
な
後
継
者

と
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
再
構
築
を
は
か
っ
て
い
る
（
無
論
、
こ
の
基
本
認
識
も
時
期
に
よ
っ
て
幅
が
あ
る
）。

こ
の
こ
と
は
思
想
史
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
｜
言
い
換
え
れ
ば
、
思
想
家
の
テ
ク
ス
ト
を
忠
実
に
読
解
し
、
そ
の
企
図
し
た
と
こ
ろ
を
誠
実
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に
再
現
す
る
と
い
う
視
座
か
ら
す
れ
ば
｜
、
些
か
早
計
・
蛮
勇
に
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
当
時
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム

対

冷
戦
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
」
と
い
う
時
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
理
解
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
そ
れ
自
体
の
思
想
を
網
羅
的
に

把
握
す
る
と
い
う
認
識
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
リ
ア
リ
ズ
ム

対

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
の
対
置
の
中
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
理
解
し

「
リ
ア
リ
ス
ト
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
」
を
析
出
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
示
唆
と
な
る
の
が
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
以
下
の
四
つ
の
類
型
か
ら
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
は
、
マ
キ
ア
ベ
リ
対
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
｜
す
な
わ
ち
権
力
政
治
に
対
す
る
道
徳
政
治
｜
と
い
う
把
握
方
法
で
あ
る
。
第
二
は
、
ソ
フ
ィ

ス
ト
対
プ
ラ
ト
ン
及
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
｜
相
対
主
義
に
対
す
る
規
範
主
義
｜
と
い
う
理
解
の
型
で
あ
る
。
第
三
は
プ
ラ
ト
ン
対
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
、
こ
こ
で
は
「
理
念
」
の
政
治
に
対
す
る
「
権
力
」
の
政
治
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
第
四
は
プ
ラ
ト
ン
対
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
及
び
バ
ー

ク
、
す
な
わ
ち
規
範
主
義
に
対
す
る
「
規
範
の
相
対
化
」
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
る
。

こ
れ
を
や
や
国
際
政
治
学
的
な
自
覚
の
下
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
の
要
諦
は
、
そ
の『
政

治
学
』
の
本
質
的
な
論
点
｜
む
ろ
ん
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
解
釈
に
拠
る
｜
を
抽
出
し
そ
れ
を
国
際
政
治
学
に
お
け
る
「
リ
ア
リ
ズ
ム

対

リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
」（
な
い
し
は
現
実
主
義

対

理
想
主
義
）の
枠
組
み
で
理
解
す
る
、
と
い
う
点
に
存
す
る
。
上
述
の
四
類
型
に
即
し
て
言
え

ば
、
第
一
・
第
二
の
類
型
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
捉
え
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
・
第
四
の
類
型
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
リ

ア
リ
ス
ト
と
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
側
に
置
く
場
合
で
も
、（
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
）
プ
ラ
ト
ン
よ
り
は
リ
ア
リ
ス
ト
的
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
次
の
言
及
で

あ
る
。そ

れ
ぞ
れ
の
保
守
主
義
的
な
目
的
に
基
づ
い
て
、
マ
キ
ア
ベ
リ
は
政
治
世
界
を
経
験
的
（a

s it is

）
に
、
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
は
そ
れ
を
規
範
的
（a

s it o
u
g
h
t to b

e

）
に
捉
え
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
む
ろ
ん
、
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
遥
か
に
リ
ア
リ
ス
ト
的

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
非
常
に
多
く
の
経
験
的
且
つ
不
変
の
妥
当
性
を
有
し
た
観
察
眼
が
窺
わ
れ
る15

）
。
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言
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
言
明
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
思
想
の
本
質
的
な
部
分
を
忠
実
に
再
現
す
る
と
い
う
視
座
で
は
な
く
し
て
、
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
か
ら
解
釈
し
得
る
論
理
的
可
能
性
を
複
数
提
示
し
た
上
で
、
当
時
の
国
際
関
係
思
想
の
状
況
に
適
用
可
能
な
も
の

を
析
出
す
る
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
無
論
、
か
か
る
試
み
は
厳
格
な
思
想
史
学
の
作
法
に
お
い
て
邪
道
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
こ
の

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
企
図
を
配
慮
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
リ
ア
リ
ス
ト
的
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
文
字
通
り
に
捉
え
る

べ
き
で
は
な
く
、（
そ
れ
が
そ
の
思
想
体
系
に
お
い
て
本
質
的
な
部
分
で
は
な
い
可
能
性
を
留
保
し
つ
つ
）ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
リ
ア

リ
ズ
ム
を
導
き
得
る
言
説
が
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
存
在
し
て
い
た
、
ま
た
は
そ
う
し
た
可
能
性
に
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
賭﹅
け﹅
て﹅
い﹅
た﹅
、
と
理

解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
補
足
す
れ
ば
、
本
稿
の
趣
旨
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
思
想
の
「
忠
実
な
読
者
」
の
役
割
を
与
え
、

そ
の
言
説
を
追
跡
す
る
の
で﹅
は﹅
な﹅
く﹅
、（
多
少
、
思
想
史
的
に
粗
い
部
分
が
あ
る
に
せ
よ
）な
ぜ
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
か
か
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

解
釈
を
導
い
た
の
か
｜
彼﹅
が﹅
か﹅
か﹅
る﹅
解﹅
釈﹅
を﹅
導﹅
か﹅
ざ﹅
る﹅
を﹅
得﹅
な﹅
か﹅
っ﹅
た﹅
時﹅
代﹅
状﹅
況﹅
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
｜
を
再
検
討
す
る
こ

と
に
あ
る16

）
。

か
か
る
問
題
意
識
と
方
法
か
ら
、
次
の
二
節
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
を
検
討
す
る
。

第
二
節

シ
カ
ゴ
大
学
講
義
（
一
九
四
七
年
）

本
節
で
は
ま
ず
シ
カ
ゴ
講
義
の
検
証
を
行
な
う
。
そ
も
そ
も
現
代
に
生
き
る
我
々
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
学
び
得
る
も
の
は
如
何
な
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
拠
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
は
、
法
・
権
威
・
支
配
・
正
統
性
・
革
命
と
い
っ
た
現
代

的
問
題
を
自
然
科
学
の
問
題
と
対
比
す
る
上
で
有
効
で
あ
る
と
い
う17

）
。

ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
と
は
、
端
的
に
応
用
倫
理
学
で
あ
り18

）
、
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
の
比
較
に
お
い
て
の
み
読
解

可
能
で
あ
る
と
い
う19

）
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ソ
フ
ィ
ス
ト＝

プ
ラ
ト
ン＝
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
係
は
、
前
述
の
よ
う
に
ソ
フ
ィ
ス
ト

（
相
対
主
義
）＝

プ
ラ
ト
ン
（
規
範
主
義
）＝

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
規
範
の
相
対
化
）
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
先
ず
そ
れ
ぞ
れ

の
論
点
の
検
討
を
行
な
う
。
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モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
と
っ
て
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
は
相
対
主
義
者
で
あ
る
。
彼
ら
は
客
観
的
真
理
の
存
在
を
同
定
し
な
い
。
こ
こ
で
は
「
正
義
と

は
強
者
の
権
利
で
あ
る
」
と
い
う
お
馴
染
み
の
命
題
が
反
復
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
真
理
・
本
質
の
存

在
を
同
定
す
る20

）
。
ま
た
ソ
フ
ィ
ス
ト
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
共
に
、
ギ
リ
シ
ャ
文
明
の
優
越
に
同
意
す
る
。
し
か
し
、
ソ
フ
ィ

ス
ト
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
偶
発
的
な
環
境
の
作
用
に
過
ぎ
な
い
が
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
と
非
ギ
リ

シ
ャ
人
と
の
間
に
本
質
的
な
差
異
が
存
在
す
る21

）
。
す
な
わ
ち
絶
対
的
真
理
の
存
在
を
同
定
し
、
そ
れ
を
政
治
術
へ
と
応
用
す
る
プ
ラ
ト
ン
主

義
は
、
現
代
に
お
け
る
ソ
ビ
エ
ト
共
産
主
義
（
絶
対
的
マ
ル
ク
ス
主
義
的
真
理
）
と
等
価
で
あ
る
と
い
う22

）
。
こ
こ
で
は
言
う
ま
で
も
無
く
、

科
学
的
合
理
主
義
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
結
合
を
論
難
し
た
『
科
学
的
人
間

対

権
力
政
治
（S

cien
tific M

a
n V

S P
o
w
er P

o
litics

）』

（
一
九
四
六
年
）
の
認
識
が
強
く
現
れ
て
い
る
。

ま
た
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
を
次
の
よ
う
な
構
成
に
お
い
て
理
解
し
て
い
る
。
ま
ず
、
哲
学
的
導
入
部
と
し

て
の
第
一
巻
、
政
治
に
つ
い
て
の
一
般
原
則
を
表
明
し
た
第
三
巻
、
プ
ラ
ト
ン
的
理
想
主
義
と
親
和
的
な
第
二
・
七
・
八
巻
、
最
後
に
リ
ア

リ
ズ
ム
へ
の
示
唆
と
し
て
の
第
四
・
五
・
六
巻
で
あ
る23

）
。
そ
の
上
で
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
そ
の
国
家
論
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
近
代
政
治

理
論
（
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
、
一
九
世
紀
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
と
の
比
較
を
行
な
う24

）
。
彼
は
こ
こ
で
、
国
家
を
必
要
悪
と
捉
え
る
一
九
世
紀
型

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
の
対
比
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
人
は
国
家
を
通
じ
て
幸
福
に
な
れ
る
」（『
政
治
学
』
第
七
巻
第
二
章
）
と
い

う
主
張
を
擁
護
し
て
い
る
。
ま
た
真
理
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
｜
た
と
え
そ
れ
が
少
数
意
見
で
あ
っ
て
も
｜
真
理
と
正
義
に
つ

い
て
の
基
準
が
存
在
し
、
か
か
る
基
準
を
満
た
す
「
正
し
い
判
断
を
下
す
べ
き
人
」（『
政
治
学
』
第
四
巻
第
四
章
）
が
存
在
し
得
る
と
論
じ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
九
世
紀
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
真
理
と
正
義
の
基
準
は
、
多
数
意
見
が
決
定
す
る
と
非
難
し
て
い
る25

）
。

と
り
わ
け
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
中
に
リ
ア
リ
ズ
ム
を
見
出
し
た
論
拠
は
『
政
治
学
』
第
四
巻
の
検
証
に
明
示
的
に
現
れ

て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
と
マ
キ
ア
ベ
リ
は
リ
ア
リ
ス
ト
、
ロ
ッ
ク
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
理
想
主
義
者
で
あ
る
と
対
置
し
た
上
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
か
か
る
理
想
主
義
を
論
難
し
て
い
る
と
し
て
指
摘
し
て
い
る26

）
。
そ
の
上
で
、「
善
き
立
法
家
と
真
の
政
治
家
は
『
絶
対
的
に
最
善
』
の
国
制

と
同
時
に
、『
状
況
か
ら
み
て
で
き
る
か
ぎ
り
の
最
善
』
の
国
制
を
念
頭
に
い
れ
て
お
く
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る27

）
」
と
い
う
一
節
を
好
意
的
に
引

用
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
理
想
と
現
実
の
折
衷
｜
す
な
わ
ち
、
現
状
と
の
関
係
に
お
け
る
最
善
｜
を
企
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
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て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
に
お
け
る
「
知
性
（φ

ρσ
νη
σ
ιϛ
：

P
h
ro
n
esis

）」
を
「
慎
慮
（P

ru
d
en
ce

）」
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る28

）
。

更
に
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
バ
ー
ク
が
、
伝
統
と
慣
習
の
観
点
か
ら
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
非
難
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
妥
当
で
あ
る
と
評
価

し29
）

、
そ
の
上
で
保
守
主
義
と
国
制
の
擁
護
を
は
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
バ
ー
ク
の
評
価
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
正
当
な
後
継
者
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
マ
キ
ア
ベ
リ
で
も
ホ
ッ
ブ
ズ
で
も
な
く
、
バ
ー
ク
を
評
価
す
る
こ
と
の

意
義
が
あ
る
。つ
ま
り
理
性
と
権
力
を
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、国
際
関
係
に
つ
い
て
の
道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
リ
ア
リ
ス
ト
的
ア
プ
ロ
ー

チ
を
峻
別
し
、
後
者
の
優
位
性
を
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

道
徳
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
リ
ア
リ
ス
ト
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
違
い
は
、
政
治
問
題
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
現
れ
る
。
そ
れ
は

西
洋
政
治
思
想
史
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
差
異
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
近
代
の
最
も
顕
著
な
言
説
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
お
け
る
エ
ド
モ
ン
ド
・
バ
ー
ク
の
議
論
で
あ
る
。
バ
ー
ク
の
言
説
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
が
抽
象
的
な
理
性
と
し
て
で
は

な
く
、
権
力
闘
争
に
お
け
る
利
害
関
係
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
政
治
と
人
間
生
活
に
関
す
る
二
つ
の
概

念
は
、
互
い
に
両
立
不
可
能
で
あ
る30

）
。

以
上
、
簡
単
に
シ
カ
ゴ
講
義
を
概
観
し
た
が
、
そ
の
要
諦
は
概
ね
次
の
四
点
に
要
約
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
ソ
フ
ィ
ス
ト＝

プ

ラ
ト
ン＝

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
緊
張
関
係
の
中
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
位
置
づ
け
、
そ
の
「
リ
ア
リ
ス
ト
的
側
面
」
を
強
調
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
プ
ラ
ト
ン
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
及
び
全
体
主
義
を
等
置
し
、
そ
の
上
で
そ
れ
を
相
対
化
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
リ
ア
リ
ズ
ム
の
姿

を
「
投
影
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
第
二
に
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
援
用
し
た
か
た
ち
で
の
、
国
家
の
自
明
性
へ
の
高
い
評
価
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
も
つ
普
遍
的
な
規
範
言
説
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
国
益
に
基
づ
い
た
具
体
的
秩
序
を
模
索

す
る
と
い
う
彼
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
自
ず
と
導
か
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
多
数
意
見
と
客
観
的
真
理
の
齟
齬
、
す
な
わ
ち
多
数

意
見
が
必
ず
し
も
客
観
的
真
理
を
示
唆
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
着
眼
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
と
っ
て
は
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世
論
へ
の
不
信
感
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
ジ
レ
ン
マ
）
と
し
て
現
れ
る
。
第
四
に
、
理
性
に
対
し
て
国
家
と
伝
統
の
擁
護
を
行
な
う
こ
と
で
、

普
遍
主
義
外
交
（
冷
戦
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
）
に
対
す
る
古
典
外
交
の
擁
護
と
い
う
座
標
軸
が
導
か
れ
得
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
こ
ろ
の

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
知
的
関
心
は
、「
冷
戦
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
い
わ
ゆ
る
自
由
世
界
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
を
如
何
に
駆
逐
す
る
か
と
い
う
地

点
に
あ
り
、
当
時
は
未
だ
国
家
の
自
明
性
・
古
典
外
交
の
復
権
に
よ
っ
て
、
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
迎
撃
で
き
る
と
、
考
え
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
本
節
で
は
、
シ
カ
ゴ
講
義
に
お
け
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
を
検
証
し
た
。
次
節
で
は
、
同
講
義
と
の
異

同
を
意
識
し
つ
つ
、
一
九
七
〇
年
代
の
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
を
考
察
す
る
。

第
三
節

ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
（
一
九
七
〇
｜
七
四
年
）

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
、
一
九
七
〇
年
か
ら
七
四
年
ま
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
大
学
で
客
員
教
授
を
務
め
て
い
る31

）
。
こ
の
時
期

の
講
義
録
は
、
近
年
ラ
ン
グ
に
よ
っ
て
編
集
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る32

）
。
ま
ず
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』
の
今
日
的

意
義
と
は
そ
の
政
治
共
同
体
の
問
題
で
あ
る
と
い
う33

）
。
す
な
わ
ち
、
権
威
・
個
人
と
国
家
・
国
家
の
目
的
・
共
通
善
・
法
と
（
剥
き
出
し
の
）

権
力
・
政
治
に
お
け
る
富
の
配
分
と
い
っ
た
「
普
遍
的
政
治
問
題
」
こ
そ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
の
深
遠
さ
で
あ
る
と
い
う
。

そ
し
て
、
シ
カ
ゴ
講
義
と
同
様
に
ソ
フ
ィ
ス
ト＝

プ
ラ
ト
ン＝

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
緊
張
関
係
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
捉
え
て
い
る34

）
。

つ
ま
り
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
な
く
し
て
プ
ラ
ト
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
読
め
な
い
し
、
プ
ラ
ト
ン
な
く
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
理
解
で
き
な

い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
本
稿
の
問
題
設
定
の
上
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
三
者
の
関
係
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

ま
ず
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
議
論
を
価
値
中
立
的
政
治
学
は
存
在
し
な
い
と
い
う
相
対
主
義
の
文
脈
で
読
み
込
ん
だ
上
で
、
政

治
科
学
・
行
動
科
学
へ
の
批
判
を
行
な
う
。
こ
れ
に
対
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
客
観
的
真
理
の
探
求
を
行
な
う
立
場
で
あ
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
経
験
主
義
の
視
座
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
シ
カ
ゴ
講
義
と
同
様
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
国
家
の
優
位
性35

）
」
に
着
眼
す
る
が
、
や
や
軸
足
の
置
き
方
が
異
な
る
。
こ
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こ
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
保
守
主
義
へ
の
懐
疑
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
相
対
主
義
へ
の
再
評
価
が
始
ま
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、「
身
体
と

し
て
の
国
家
、
器
官
と
し
て
の
市
民
」（『
政
治
学
』
第
三
巻
第
四
章
）
と
い
う
言
及
は
典
型
的
な
「
現
状
維
持
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
で
あ
り
、

現
状
を
正
統
化
す
る
強
者
の
支
配
の
合
理
化
で
あ
る
と
い
う36

）
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
哲
人
政
治
の
伝
統
を
未
だ
保
持
し
て
い
る
が
、

哲
人
政
治
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
保
障
さ
れ
得
な
い
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
真
理
で
は
な
く
、

多
数
意
見
が
正
義
の
基
準
を
決
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
方
で
は
、
哲
人
政
治
の
恣
意
性
（
あ
る
い
は
規
範
主
義
の
も
つ
暴
力
性
）

を
非
難
し
、
他
方
で
は
「
規
範
主
義
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
い
て
は
貫
徹
さ
れ
な
い
」
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
世
論
の
政
治
」
を
斥

け
て
い
る
。

対
し
て
、
哲
人
政
治
へ
の
回
答
と
し
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
構
想
す
る
の
が
「
厳
格
な
相
対
主
義
（sto

ic rela
tiv
ism

）」
と
い
う
概
念
で
あ

る
。
絶
対
的
真
理
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
べ
て
の
人
間
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
相
対
的
真
理
を
立
証
す
る
平
等
な
機
会
を
有
す
る37

）
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
通
過
し
た
現
代
に
お
い
て
は
、
も
は
や
お
馴
染
み
の
命
題
で
は
あ
る
が
）、

「
す
べ
て
の
真
理
が
相
対
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
相
対
主
義
の
真
実
も
相
対
的
な
も
の
に
止
ま
る
」
と
述
べ38

）
、
そ
の
上
で
絶
対
的
原
則
の
定
立

を
拒
絶
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
真
理
の
独
占
（a m

o
n
o
p
o
ly o

f tru
th

）」
と
い
う
概
念
が
導
か
れ
て
い
る
。「
真
理
の
独
占
」
は
、
モ
ー

ゲ
ン
ソ
ー
に
お
い
て
全
体
主
義
と
ほ
ぼ
同
義
語
で
あ
る
が
、
権
力
が
真
理
と
徳
の
観
念
を
独
占
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
に
対
す
る
あ
ら

ゆ
る
異
議
申
し
立
て
が
、
犯
罪
者
な
い
し
き
ち
が
い
扱
い
さ
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
元
的
な
規
範
主
義
に
対
し
て
、
相
対

主
義
だ
け
が
異
議
申
し
立
て
に
寛
容
に
成
り
得
る
と
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る39

）
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
、「
道
徳
問
題
を
憂
慮
す
る
も
の

は
、
不
穏
な
侵
入
者
で
あ
る40

）
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
「
人
類
を
口
に
す
る
も
の
は
欺
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

同
様
の
問
題
意
識
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
認
識
に
基
づ
い
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
冷
戦
下
の
問
題
領
域
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
政
治
学
の
枠
組
か
ら
大
胆
に
考
察
す
る
。
先
ず
、

「
国
境
を
越
え
る
正
義
」
に
関
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
国
境
を
越
え
る
正
義
を
認
め
て
い
な
い
と
し
た
上
で
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
と

東
京
裁
判
は
「
国
境
を
越
え
る
正
義
」
の
悪
し
き
実
践
で
あ
る
と
論
難
す
る41

）
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
拠
れ
ば
、「
人
類
」
や
「
人
道
主
義
」
と
い
っ

た
言
説
は
キ
リ
ス
ト
教
的
概
念
で
あ
り
、
普
遍
化
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
平
等
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
平
等
と
は
、
倫
理
的
・
文
化
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
、
時
代
拘
束
性
の
あ
る
概
念
で
あ
る
と
し
た
上
で
、

そ
れ
は
具
体
的
・
特
定
の
条
件
に
由
来
す
る
と
強
調
し
て
い
る42

）
。
な
お
こ
こ
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
援
用
し43

）
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
主
人
と
奴
隷
の
関
係
」
は
政
治
的
自
由
の
拒
否
と
も
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
個
々
人
の
差

異
を
い
っ
た
ん
棚
上
げ
し
て
、
抽
象
的
平
等
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
政
治
的
不
平
等
の
逆
説
と
そ
の
不

可
避
性
を
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
（
不
）
平
等
の
逆
説44

）
と
は
、
正
し
い
政
治
秩
序
は
平
等
性
の
原
則
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
政
治
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
個
々
人
の
不
平
等
（
差
異
）
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
他
方
、
政
治
的
不
平
等
の

不
可
避
性45

）
と
は
、
権
力
行
使
は
自
由
を
抑
制
す
る
が
、
権
力
の
不
在
は
自
然
状
態
的
不
平
等
を
つ
く
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か

ら
見
れ
ば
、
一
九
世
紀
型
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
国
家
権
力
を
抑
制
す
る
こ
と
が
、
自
由
と
平
等
を
保
障
す
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
際

に
は
権
力
の
不
在
は
不
自
由
と
不
平
等
を
招
来
す
る
。

さ
ら
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
関
係46

）
に
つ
い
て
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
人
民
の
合
意
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
全
体
主
義
も
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
に
な
り
得
る
（
全
体
主
義
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
と
述
べ
、
世
論
へ
の
不
信
感
と
「
議
論
の
市
場
」（m

a
rk
etp

la
ce o

f id
ea
s

47
））

と
い
う
認
識
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
述
の
多
数
意
見
が
真
理
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
へ
の
痛
烈
な
批
判
と
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

の
逆
説
を
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
な
き
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
存
在
し
な
い
が
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
き
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
は
存
在
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
、
本
節
で
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
を
検
証
し
た
。
こ
こ
で
は
シ
カ
ゴ
講
義
に
お
い
て
は
現
れ
て
は
い
な
か
っ
た

（
或
い
は
意
識
は
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
間
接
的
な
自
覚
に
止
ま
っ
て
い
た
）
幾
つ
か
の
認
識
が
特
徴
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
概
ね
、
次
の
よ
う
な
五
点
に
集
約
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
特
質
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
主
張
に
お
け
る
「
国
家
の
自
明
性
」
か
ら

の
後
退
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
に
お
け
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
主
張
は
、
明
確
に
「
国
家
論
」
か
ら
相
対
主
義
的

秩
序
観
へ
と
移
行
す
る
も
の
で
あ
る
。第
二
の
特
質
は
｜
こ
れ
は
第
一
点
の
不
可
避
の
帰
結
で
あ
る
が
｜
、バ
ー
ク
へ
の
言
及
の
消
失
と
い
っ

た
か
た
ち
で
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
の
自
明
性
を
擁
護
す
る
と
い
っ
た
「
穏
健
な
保
守
主
義
」
か
ら
、
よ
り
急
進
的
に
権
力
の
相
対
化
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を
主
唱
す
る
立
場
へ
と
視
座
の
劇
的
な
転
換
が
見
ら
れ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。

そ
し
て
、
こ
の
第
一
点
・
第
二
点
に
お
け
る
特
質
｜
保
守
主
義
か
ら
相
対
主
義
へ
の
転
換
｜
の
上
に
次
の
よ
う
な
三
つ
の
独
特
の
認
識
が

導
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
三
に
は
、
真
理
の
独
占
と
議
論
の
市
場
と
し
て
の
世
論
へ
の
懐
疑
観
の
表
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
相
対
主
義

か
ら
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
お
け
る
「
世
論
の
政
治
学
」
へ
の
非
難
で
あ
る
が
、
本
来
相
対
的
正
義
に
過
ぎ
な
い
「
多
数
意
見
」
が
普
遍
的
価

値
観
へ
と
昇
華
し
、
且
つ
「
真
理
の
独
占
」
を
通
じ
て
そ
れ
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
が
黙
殺
さ
れ
る
こ
と
へ
の
強
い
危
惧
が
現
れ
て
い
る
。

ま
た
第
四
の
特
質
と
し
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
相
対
化
と
い
う
論
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ
と
の
趣
旨
は
、
普
遍
化
さ
れ
た

「
正
義
」
を
先
ず
は
相
対
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
か
る
正
義
を
奉
じ
て
い
る
政
治
権
力
を
相
対
化
す
る
と
い
う
意
識
の
現
れ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
は
シ
カ
ゴ
講
義
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
が
、
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
に
お
い
て
は
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
か
た
ち
で
提
起

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
五
の
特
質
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
が
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
逆
説
｜
す
な
わ
ち
権
力
と
自
由
の
両
義
性
｜
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
権
力
は
自
由
を
抑
制
す
る
が
、
同
時
に
権
力
の
不
在
は
よ
り
不
自
由
な
状
態
に
帰
結
す
る
と
い
う
逆
説
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
で
は
、
い
く
つ
も
の
重
要
な
視
座
の
転
換
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
更
に
踏
み
込
ん
で
、
こ

れ
ら
の
転
換
の
契
機
を
検
討
し
て
み
た
い
。
右
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
現
れ
て
い
る
明
示
的
な
認
識
と
し
て
は
、『
国
際
政
治（P

o
litics

 
A
m
o
n
g N

a
tio
n
s

）』（
一
九
四
八
年
）
以
来
の
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
基
本
路
線
で
あ
っ
た
「
国
家
の
自
明
性
」
と
「
外
交
の
復
権
」
か
ら
冷
戦

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
駆
逐
す
る
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
の
「
軌
道
修
正
」
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
は
冷
戦
の
深
化
に
伴
っ
て
、
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の

急
速
な
浸
透
が
不
可
避
的
に
訪
れ
、
基
本
路
線
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
冷
戦
黎
明
期
た
る
時

期
に
行
な
わ
れ
た
シ
カ
ゴ
大
学
講
義（
一
九
四
七
年
）に
お
い
て
は
、
ソ
フ
ィ
ス
ト→

プ
ラ
ト
ン→

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
い
っ
た
思
考
の「
型
」

の
変
遷
の
中
で
（
前
二
者
に
対
置
す
る
か
た
ち
で
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
位
置
付
け
、
彼
の
正
当
な
後
継
者
と
し
て
バ
ー
ク
を
高
く
評
価
し
、

そ
の
保
守
主
義
を
国
益
に
基
づ
く
勢
力
均
衡
論
の
規
範
的
な
理
念
と
す
る
こ
と
で
、
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
野
放
図
な
拡
大
を
阻
止
す
る
と

い
う
意
識
が
顕
著
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
冷
戦
構
造
の
定
着
期
に
あ
た
る
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
（
一
九
七
〇
｜
七
四
年
）
に
お
い
て
は
、

か
か
る
基
本
路
線
が
大
幅
に
修
正
さ
れ
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
再
評
価
を
行
な
い
つ
つ
相
対
主
義
的
な
政
治
観
が
現
れ
て
い
る
（
図
参
照
）。

か
か
る
視
座
の
転
換
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
変
質
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス＝

バ
ー
ク
型
と
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し
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
理
解
し
て
い
た
伝
統
的
な
保
守
主
義
の
立
場
か
ら
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
権
力
批
判

を
行
な
っ
て
い
く
相
対
主
義
的
な
立
場
へ
と
軸
足
を
移
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
継
続
性
╱
非
継
続
性

と
い
う
観
点
で
捉
え
れ
ば
、「
正
義
或
い
は
普
遍
主
義
的
言
説
の
相
対
化
」と
い
う
視
座
は
両
講
義
に
お
い
て

一
貫
し
て
現
れ
て
い
る
認
識
で
あ
る
が
、ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
に
お
い
て
は
こ
れ
に
加
え
て「
よ
り
ラ
デ
ィ

カ
ル
な
権
力
批
判
へ
の
移
行
」
と
い
う
視
座
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
｜
す
な
わ
ち
晩
年
の
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
｜
の
所
論
を
検
討

す
る
上
で
は
き
わ
め
て
特
徴
的
に
現
れ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
直

前
の
論
文
集
『
真
理
と
権
力
』
を
考
察
し
つ
つ
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
権
力
論
の
再
検
討
を
行
な
っ
て

い
く
。

第
四
節

真
理
と
権
力
｜
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
権
力
の
相
対
化

前
二
節
で
は
、
一
九
四
七
年
の
シ
カ
ゴ
講
義
と
一
九
七
〇
年
か
ら
七
四
年
に
か
け
て
の
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル

講
義
を
検
討
し
た
。
先
述
の
よ
う
な
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
軸
足
の
転
換
を
理
解
す
る
う
え
で
、
そ
の
一
助
と
な

る
の
が
、
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
に
先
立
っ
て
出
版
さ
れ
た
『
真
理
と
権
力
』（
一
九
七
〇
年
）
で
あ
る48

）
。
同

書
は
論
文
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、所
収
論
文
は
一
九
六
〇
年
代
に
執
筆
さ
れ
た
雑
誌
論
文
等
で
あ
る
。

こ
の
『
真
理
と
権
力
』
の
議
論
は
同
時
期
の
｜
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
へ
と
至
る
｜
モ
ー
ゲ
ン

ソ
ー
の
問
題
認
識
を
捉
え
る
上
で
非
常
に
有
用
で
あ
る
。

と
り
わ
け
そ
の
序
文
（P

ro
lo
g
u
e

）
に
お
い
て
、「
ア
メ
リ
カ
社
会
の
軍
事
化
（m

ilita
riza

tio
n
 
o
f

 
A
m
erica

n L
ife

）」
に
対
し
て
非
常
に
強
い
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
る
。
か
か
る
軍
事
化
の
兆
候
と
し
て
、

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
（
一
）
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
、（
二
）
人
種
問
題
、（
三
）
貧
困
、（
四
）
都
市
の
荒
廃
、（
五
）

図
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自
然
破
壊
を
挙
げ
、
そ
の
主
た
る
原
因
と
し
て
三
つ
の
要
因
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
の
要
因
は
、
通
常
兵
器
を
用
い
て
行
わ
れ
て
い
た
戦

略
が
、
同
様
に
核
兵
器
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
す
る
安
易
な
想
定
で
あ
る
。
第
二
の
要
因
は
、
勧
善
懲
悪
的
な
い
し
悪
魔
学

（d
em
o
n
o
lo
g
y

）
的
な
世
界
の
捉
え
方
で
あ
り
、
こ
れ
は
共
産
圏
の
邪
悪
な
野
心
か
ら
「
自
由
世
界
」
を
防
衛
す
る
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

に
帰
着
し
て
い
る
。
ま
た
第
三
の
要
因
と
し
て
、
政
策
形
成
が
政
治
的
な
い
し
経
済
的
な
利
害
か
ら
定
義
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て

い
る
。
な
か
ん
ず
く
、
ベ
ト
ナ
ム
へ
の
介
入
や
露
骨
な
人
種
差
別
は
ま
さ
に
勧
善
懲
悪
的
な
悪
魔
学
的
な
世
界
観
の
現
わ
れ
で
あ
り
、
ど
こ

か
に
世
界
の
平
和
を
乱
す
不
穏
分
子
が
い
る
と
い
う
「
自
由
世
界
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。
ま
た
、
貧
困
・
都
市
の
荒
廃
・
自
然
破
壊

は
権
力
を
掌
握
し
て
い
る
社
会
集
団
が
、
彼
等
の
利
害
を
守
る
た
め
の
社
会
政
策
・
経
済
政
策
を
継
続
し
た
結
果
で
あ
る
と
、
痛
烈
に
非
難

し
て
い
る49

）
。

ま
た
『
真
理
と
権
力
』
の
第
一
論
文
は
一
九
六
六
年
に
『
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
誌
に
掲
載
さ
れ
た
同
名
の
論
巧
で
あ
る
が
、
こ
の

中
で
「
真
理
を
追
求
す
る
知
識
人
」
と
「
権
力
を
追
求
す
る
政
治
家
」
と
い
う
対
置
を
引
き
、
そ
の
上
で
、「
真
理
は
権
力
を
脅
か
し
、
権
力

は
真
理
を
脅
か
す
」
と
述
べ
て
い
る50

）
。
こ
こ
に
明
示
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
権
力
論
の
転
換
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス＝

バ
ー
ク
型
の
保
守
主
義
で
は
「
ア
メ
リ
カ
社
会
の
軍
事
化
」
を
食
い
止
め
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
か
ら
、
正
義
の
相
対
化

と
権
力
の
相
対
化
が
全
面
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
シ
カ
ゴ
講
義
と
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
を
対
比
し
た
場
合
に
、
後
者
に
お
け
る

権
力
の
相
対
化
が
や
や
突
出
し
た
か
た
ち
で
現
れ
て
は
い
る
が
、「
権
力
の
相
対
化
」と
い
う
命
題
自
体
は
、
こ
れ
は
一
九
四
七
年
の
国
際
関

係
思
想
講
義
に
お
い
て
既
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
問
題
意
識
で
あ
る
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

正
義
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
段
階
が
実
現
可
能
に
な
る
｜
権
力
の
相
対
化
で
あ
る
。
道
徳
的
十
字
軍
が
軍
事
的
十
字
軍

に
な
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絶
対
的
な
真
理
と
正
義
を
保
持
す
る
限
り
、
そ
れ
を
世
界
中
に
対
し
て
実
行
す
る
こ
と

が
我
々
の
責
務
と
な
っ
て
し
ま
う
。そ
れ
は
巨
大
な
政
治
権
力
の
行
使
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。政
治
的
妥
協
は
国
際
関
係
に
と
っ

て
毎
日
の
パ
ン
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
国
内
政
治
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
妥
協
は
円
滑
な
国
際
関
係
に
お
い
て
不
可
欠
で

あ
る
。
政
治
的
妥
協
の
反
対
は
、
専
制
で
あ
り
紛
争
で
あ
る
。
そ
れ
は
妥
協
か
、
征
服
か
、
と
い
う
選
択
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア

（
マ
マ
）
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と
ア
メ
リ
カ
の
潜
在
的
な
帝
国
主
義
に
内
在
す
る
傾
向
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
道
徳
的
次
元
が
、
政
治
権
力
の
相
対
化
を
行
な
う
た

め
の
第
一
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
る51

）
。

す
な
わ
ち
、
シ
カ
ゴ
講
義
と
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
を
挟
ん
で
の
権
力
論
の
変
容
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
基
本
哲
学
の
根
本
的
な
修

正
で
は
な
く
し
て
、「
正
義
の
相
対
化
」と
い
う
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
生
涯
を
通
じ
て
追
求
さ
れ
る
世
界
認
識
の
下
で
、
状
況
の
変
化
に
応
じ
て

粛
々
と
進
め
ら
れ
た
「
戦
略
の
変
更
」
で
あ
る
。
か
か
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
な
ぜ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

に
敢
え
て
着
眼
し
た
の
か
、
そ
の
意
図
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
講
義
録
の
中
で
は
明
示
的
に
は
現
れ
得
な
い
が
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
最
も
強
く

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
継
承
し
て
い
る
要
因
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
多
元
主
義
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
（
プ

ラ
ト
ン
）
に
抗
っ
て
、
ひ
と
つ
の
単
一
的
に
統
合
さ
れ
た
国
家
に
異
議
を
唱
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
国
家
（
ポ
リ
ス
）
と
は
、
多
様
な
人

間
の
集
合
で
あ
り
、
か
か
る
多
様
性
を
保
持
し
な
け
れ
ば
国
家
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
家
も
国
家
も
あ
る
程
度
は
一
つ
に
な
る
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
完
全
に
一
つ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
国
家
が
一
つ
に
な
る
方
向
に
む
や
み
に
進
ん
で
ゆ
け
ば
、
あ
る
地
点
で
は
国
家
で
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
地
点
で

は
ま
だ
国
家
で
は
あ
る
が
、
国
家
で
な
く
な
る
寸
前
に
欠
陥
国
家
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）国
家
は
多
数
か
ら
な
る
集
合

な
の
で
あ
る
か
ら
、
教
育
に
よ
っ
て
統
一
化
さ
れ
、
共
同
体
に
作
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い52

）
。

こ
れ
を
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
的
な
枠
組
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
完
全
に
一
つ
で
あ
る
国
制
を
模
索
す
る
プ
ラ
ト
ン
的
な
視
座
は
、
ま
さ
に
「
ア
メ
リ

カ
社
会
の
軍
事
化
」
や
「
悪
魔
学
的
世
界
観
」
へ
と
帰
結
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
多
元
主
義
の
｜
国

家
の
構
成
員
の
多
様
性
を
承
認
す
る
｜
立
場
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
正
義
を
相
対
化
し
、
権
力
を
相
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
と
一
九
六
〇
｜
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
論
調
は
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
権
力
批
判
へ
の
移
行
」
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と
い
う
視
座
に
お
い
て
一
致
し
て
お
り
、「
正
義
の
相
対
化
」
を
与
件
と
し
た
上
で
、
如
何
に
し
て
「
権
力
の
相
対
化
」
を
推
し
進
め
る
の
か

と
い
う
意
識
が
強
く
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
シ
カ
ゴ
講
義
と
ニ
ュ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
と
い
う
二
つ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
に
着
眼
し
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
論
の
位
相
を
検
証
し
た
。
最
後
に
、
冒
頭
で
提
起
し
た
三
つ
の
問
い
へ
の
回
答
と
い
う
か
た
ち
で
本
稿
の
内
容
を
再
確
認
し
て
お

き
た
い
。

第
一
に
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
殊
更
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
着
目
し
て
い
る
の
は
、
そ
こ
か
ら
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
を
析
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
正
義
の
相
対
化
の
た
め
の
基
盤
を
築
く
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
規
範
論
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
と
い

う
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
意
識
の
中
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
政
治
状
況
に
着
眼
し
、
そ
こ
か
ら
現
代

に
も
相
通
ず
る
問
題
領
域
を
括
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
冷
戦
下
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
論
難
す
る
新
た
な
橋
頭
堡
を
築
こ
う
と
つ
と
め
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
第
二
の
問
い
｜
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
着
眼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
何
を
言
い
た
か
っ
た
の

か
｜
に
も
自
ず
と
回
答
が
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
規
範
哲
学
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
多
元
主
義
を
対
置
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
冷
戦
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
覆
わ
れ
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
｜
お
よ
び
そ
の
最
も
端
的
な
表
明
と
し
て
の
「
ア
メ
リ
カ
社
会
の
軍
事

化
」
や
「
悪
魔
学
的
世
界
観
」
｜
に
対
し
て
、
そ
の
相
対
化
を
促
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
視
座
は
、
当
初
の
穏
健
な
保
守
主
義
の
立
場
か
ら
次
第
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
相
対
主
義
の
立
場
へ
と
転
回
し
て
い
く
。
す
な
わ

ち
、
第
三
の
問
い
で
あ
る
が
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
が
持
っ
た
幅
（
そ
の
変
遷
の
過
程
）
と
は
、
冷
戦
状
況
に
お
い
て
変

化
し
た
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
権
力
論
の
投
影
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
正
義
の
相
対
化
」と
い
う
大
前
提
に
変
化

は
見
ら
れ
な
い
が
、
冷
戦
黎
明
期
に
お
い
て
は
国
益
に
基
づ
く
古
典
外
交
の
復
権
を
主
唱
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
普
遍
主
義
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外
交
・
価
値
外
交
を
論
難
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
視
座
が
、
冷
戦
状
況
の
長
期
化
と
定
着
に
伴
っ
て
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル

な
権
力
批
判
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
相
対
主
義
へ
の
再
評
価
を
通
じ
て
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
議
論
の
矛
先
は
規
範
的
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
も

つ
暴
力
性
へ
の
暴
露
へ
と
向
か
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
か
か
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
は
、
広
く
国
際
政
治
学
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
位
置
づ
け
た
場
合
に
、
如
何
な
る

意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
節
に
お
い
て
再
確
認
し
た
よ
う
に
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
国
際
関
係
思
想
論
の
企
図
は
、
第
一
に

は
国
際
政
治
に
お
け
る
哲
学
・
思
想
的
含
意
の
解
明
で
あ
り
、
第
二
に
は
国
際
政
治
学
の
哲
学
的
貢
献
、
で
あ
っ
た
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
政

治
性
を
論
難
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
従
来
、
後
者
に
比
し
て
前
者
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
こ
れ
が
冷
戦
状
況
の
定
着
に
伴
っ

て
、
第
三
の
企
図
を
浮
上
さ
せ
る
｜
政
治
学
史
を
参
照
し
た
権
力
批
判
、
で
あ
る
。
つ
ま
り
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
国
際
政
治
学
と
政
治

学
史
の
関
係
は
、
前
者
に
お
け
る
後
者
の
要
因
を
検
討
す
る
と
い
う
分
析
論
的
な
視
角
か
ら
、
徐
々
に
後
者
を
参
照
し
つ
つ
前
者
に
お
け
る

支
配
的
言
説
で
あ
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
相
対
化
す
る
と
い
う
、ま
さ
に
そ
れ
自
体
規
範
的
な
視
角
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。本
稿
の
考
察
に
よ
っ

て
、
こ
う
し
た
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
お
け
る
「
国
際
政
治
学
」
の
構
想
が
、
政
治
学
史
｜
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
論
｜
と
い
う

従
来
の
国
際
政
治
学
に
お
い
て
看
過
さ
れ
が
ち
な
領
域
と
の
関
係
に
お
い
て
よ
り
詳
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
九

七
〇
年
代
以
降
の
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
視
座
は
、
今
後
さ
ら
に
掘
り
下
げ
て
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

二
つ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
か
ら
そ
の
一
端
が
ま
ず
は
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

注（
１
）
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
シ
カ
ゴ
大
学
在
職
中
に
行
な
っ
た
講
義
群
は
多
く
の
場
合
、
国
際
関
係
や
対
外
政
策
の
動
態
を
、
そ
の
思
想
的
・
理
念
的
要
因

に
踏
み
込
ん
で
考
察
し
、
国
際
政
治
学
の
哲
学
的
意
義
を
考
察
す
る
と
い
う
意
識
が
一
貫
し
て
示
さ
れ
て
お
り
、
公
刊
著
作
群
で
は
間
接
的
に
し
か

現
れ
得
て
い
な
い
（
或
い
は
明
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
後
世
の
国
際
政
治
学
者
に
着
眼
さ
れ
て
い
な
い
）
問
題
領
域
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
大
賀
哲
「
黎
明
期
国
際
政
治
学
の
構
想
力
｜
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
国
際
関
係
思
想
講

義
か
ら
」『
法
政
研
究
』
第
七
五
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、
二
一
一
｜
二
五
九
頁
。

（
２
）A

n
th
o
n
y
 
L
a
n
g
(ed
.)
P
olitical T

h
eory

 
an
d
 
In
tern

ation
al A

ffairs:
H
an
s
 
J.
M
orgen

th
au
 
on
 
A
ristotle’s

 
T
h
e
 
P
olitics

,
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C
o
n
n
ecticu

t:
P
ra
eg
er,

2004.

（
３
）
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ラ
ン
グ
に
拠
れ
ば
、
シ
カ
ゴ
大
学
に
お
い
て
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
一
九
五
六
年
か
ら
六
六
年
ま
で
毎
年
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
講
義
」

を
開
講
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
こ
の
講
義
内
容
に
つ
い
て
の
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
。C

f.
L
a
n
g
,
o
p
.cit.,

p
.11.

（
４
）A

n
th
o
n
y L

a
n
g
,
“M

o
rg
en
th
a
u
,
a
g
en
cy
,
a
n
d A

risto
tle”,

M
ich
a
el W

illia
m
s
(ed
.)
R
easlim

 
R
econ

sid
ered

:
T
h
e legacy of

 
H
an
s J.

M
orgen

th
au
 
in
 
In
tern

ation
al R

elation
s
,
O
x
fo
rd
:
O
x
fo
rd U

.P
.,
2007,

p
p
.
18

41.
（
５
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、M

ich
a
el W

illia
m
s,
T
h
e R

ealist T
rad

ition an
d
 
th
e L

im
its of In

tern
ation

al R
elation

s
,
C
a
m
b
rid
g
e:

C
a
m
b
rid
g
e U

.P
.,
2005.

ま
た
、
や
や
通
俗
的
な
も
の
と
し
て
はJo

h
n M

ea
rsh

eim
er,

“H
a
n
s M

o
rg
en
th
a
u a
n
d th

e Ira
q w

a
r:rea

lism
 

v
ersu

s
 
n
eo
-co
n
serv

a
tism

”,
h
ttp
: //w

w
w
.o
p
en
d
em
o
cra

cy
.n
et /d

em
o
cra

cy
-a
m
erica

n
p
o
w
er /m

o
rg
en
th
a
u
 
2522.jsp

;
A
n
a
to
l

 
L
iev
en a

n
d Jo

h
n H

u
lsm

a
n
,
E
th
ical R

ealism
:
A
 
V
ision

 
for A

m
erica’s R

ole in
 
th
e
 
W
orld

,
P
a
n
th
eo
n
,
2006.

（
６
）H

a
n
s M

o
rg
en
th
a
u
,
“T
h
e E

v
il o

f P
o
litics a

n
d th

e E
th
ics o

f E
v
il”,

E
th
ics
,
56

1,
1945;

“T
h
o
u
g
h
t a
n
d A

ctio
n in P

o
litics”,

S
ocial R

esearch
,
38

4,
1971.

（
７
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
大
賀
哲
「
国
際
社
会
に
お
け
る
『
型
』
の
変
容
｜
ク
イ
ン
シ
ー
・
ラ
イ
ト
と
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
」
関
口
正
司
編
『
政
治
に

お
け
る
『
型
』
の
研
究
』
風
行
社
、
二
〇
〇
九
年
、
一
八
八
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
８
）Jerem

y B
en
th
a
m
,
“A
 
p
la
n fo

r a
n u

n
iv
ersa

l a
n
d p
erp

etu
a
l p
ea
ce”

in Jo
h
n B

o
w
rin
g
(ed
.),T

h
e W

orks of Jerem
y B

en
th
am
,

p
u
b
lish

ed u
n
d
er th

e su
p
erin

ten
d
en
ce o

f h
is ex

ecu
to
r Jo

h
n B

o
w
rin
g
,
v
o
l.
2,
E
d
in
b
u
rg
h
,
1843,

p
p
.
535

60.

（
９
）
た
と
え
ば
酒
井
哲
哉
は
Ｄ
・
ロ
ン
グ
や
Ｂ
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
研
究
に
言
及
し
、
国
際
政
治
学
の
起
源
を
帝
国
主
義
期
に
求
め
る
動
向
が
あ
る
こ
と

を
俯
瞰
し
た
上
で
、
陸

南
の
『
国
際
論
』（
一
八
九
三
年
）
に
着
眼
し
、「
帝
国
主
義
に
伴
う
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
カ
ネ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
移
動
」
が
、

結
果
と
し
て
「
欧
米
文
明
圏
内
の
そ
れ
と
は
異
な
る
政
治
現
象
」
を
照
射
さ
せ
、
そ
の
こ
と
が
国
際
政
治
学
と
い
う
新
し
い
学
問
へ
の
志
向
性
を
生

み
出
し
た
の
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
。
酒
井
哲
哉
「
近
代
日
本
の
地
域
主
義
構
想
と
広
域
福
祉
主
義
｜「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
境
界
線
」
の

前
史
と
し
て
」
大
賀
哲
編
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
境
界
線
｜
ア
ジ
ア
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
地
域
統
合
の
政
治
学
』
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年

近
刊
を
参
照
。C

f.
D
a
v
id L

o
n
g a

n
d B

ria
n S

ch
m
id
t
(ed
s),Im

perialism
 
an
d In

tern
ation

alism
 
in th

e d
isciplin

e of In
tern

ation
al

 
R
elation

s
,
N
Y
:
S
ta
te U

n
iv
ersity o

f N
ew
 
Y
o
rk P

ress,
2005

）.

（
10
）
大
賀
「
国
際
社
会
に
お
け
る
型
の
変
容
」、
一
八
六
｜
一
八
九
頁
。

（
11
）
代
表
的
な
も
の
と
し
て
はC

a
rl S

ch
m
itt,

D
er N

om
os d

er E
rd
e im

 
V
olkerrech

t d
es Ju

s P
u
blicu

m
 
E
u
ropaeu

m
,
D
u
n
ck
er
&

H
u
m
b
lo
t,
B
erlin

,
1950.

（
新
田
邦
夫
訳
『
大
地
の
ノ
モ
ス
』
慈
学
社
、
二
〇
〇
七
年
）。
ま
た
、
国
際
的in

tern
a
tio
n
a
l

と
い
う
言
説
の
論
難
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と
し
て
はC

a
rl S

ch
m
itt,

V
erfassu

n
gsleh

re
,
B
erlin

:
D
u
n
ck
er
&
H
u
m
b
lo
t,
1928,

S
.364.

（
阿
部
照
哉
・
村
上
義
弘
訳
『
憲
法
論
』
み
す

ず
書
房
、
一
九
七
四
年
、
四
一
六
頁
）。

（
12
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
、
大
賀
哲
「
黎
明
期
国
際
政
治
学
の
構
想
力
」
を
参
照
。

（
13
）“C

o
u
rse O

u
tlin

e:
P
h
ilo
so
p
h
y o

f In
tern

a
tio
n
a
l R

ela
tio
n
s
(1949)”,

p
.1.
B
o
x 81,

P
a
p
ers o

f H
a
n
s J.

M
o
rg
en
th
a
u
,
L
ib
ra
ry

 
o
f C

o
n
g
ress.

（
以
下P

H
M

と
略
記
す
る
）,“L

ectu
re N

o
te:

P
h
ilo
so
p
h
y o

f In
tern

a
tio
n
a
l R

ela
tio
n
s
(1949)”,

Ja
n
u
a
ry 3 1949,

p
.

1.
B
o
x 81,

P
H
M
.

（
14
）“C

o
u
rse O

u
tlin

e:
P
h
ilo
so
p
h
y o

f In
tern

a
tio
n
a
l R

ela
tio
n
s
(1952)”,

p
.a
.,
B
o
x 81,

P
H
M
.

（
こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
頁
番
号
が
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
振
ら
れ
て
い
る
）。

（
15
）S

em
in
a
r o
f 13 N

o
v
em
b
er,

1970,
L
a
n
g
,
o
p
.cit.,

p
.50.

（
16
）
こ
の
点
に
関
し
ラ
ン
グ
は
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
と
は
言
い
難
い
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
枠
組
か
ら
「
政
治
」
へ
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
。C
f.
L
a
n
g
,
“M

o
rg
en
th
a
u
,
a
g
en
cy
,
a
n
d A

risto
tle”,

p
.
27.

既
に
述
べ
た
よ
う
に
（
且
つ
本
論
で

も
詳
述
す
る
が
）、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
方
法
論
的
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
理
解
は
一
九
四
七
年
講
義
の
時
点
に
お
い
て
は
お

そ
ら
く
適
切
で
あ
る
が
、
七
〇
年
代
以
降
は
や
や
軸
足
が
変
化
し
て
い
る
。
か
か
る
思
考
の
変
容
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
時
代
状
況
を
お

さ
え
た
上
で
講
義
録
の
言
説
分
析
を
行
な
う
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

（
17
）“N

o
tes o

n L
ectu

res,
W
in
ter Q

u
a
rter 1947,

A
risto

tle L
ectu

re”,
4 Ja

n
u
a
ry
,
1947,

p
.1.
B
o
x 76,

P
H
M
.

（
18
）Ib

id
.

（
19
）Ib

id
.

（
20
）Ib

id
.,
7 Ja

n
u
a
ry
,
1947,

p
.1.

（
21
）Ib

id
.,
30 Ja

n
u
a
ry
,
1947,

p
.8.

（
22
）Ib
id
.,
11 Ja

n
u
a
ry
,
1947,

p
.3.

（
23
）Ib

id
.,
11 Ja

n
u
a
ry
,
1947,

p
.3.

（
24
）Ib

id
.,
16 Ja

n
u
a
ry
,
1947,

p
.4.

（
25
）Ib

id
.,
21 Ja

n
u
a
ry
,
1947,

p
.5.

（
26
）Ib

id
.,
18 a

n
d 20 F

eb
ru
a
ry
,
1947,

p
p
.
11

12.

（
27
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』（
牛
田
徳
子
訳
）
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
一
七
九
頁
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（
28
）L

a
n
g
,
“M

o
rg
en
th
a
u
,
a
g
en
cy
,
a
n
d A

risto
tle”,

p
.
23.

（
29
）“N

o
tes o

n L
ectu

res,
W
in
ter Q

u
a
rter 1947,

A
risto

tle L
ectu

re”,
22 F

eb
ru
a
ry
,
1947,

p
p
.12

13.

（
30
）“L

ectu
re n

o
te:

P
h
ilo
so
p
h
y o

f In
tern

a
tio
n
a
l R

ela
tio
n
s
(1952)”,

11 A
u
g
u
st 1952,

p
.53.

（
31
）C

h
risto

p
h F

rei,
H
an
s J.

M
orgen

th
au
:
A
n
 
In
tellectu

al B
iograph

y
,
B
a
to
n R

o
u
g
e:
L
o
u
isia

n
a U
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2001,
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）
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節
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ュ
ー
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ー
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講
義
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い
て
はA

n
th
o
n
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a
n
g
,
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p
.
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照
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た
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.27.

（
36
）Ib

id
.,
p
.31.

（
37
）S

em
in
a
r fro

m
 
6 a

n
d 13 N

o
v
em
b
er,

1970,
a
n
d 8 Ja

n
u
a
ry
,
1971.

L
a
n
g
,
o
p
.cit.,

p
.
37.

（
38
）Ib

id
.,
p
.38.

（
39
）Ib

id
.,
p
.41.

（
40
）“L

ectu
re n

o
te:

P
h
ilo
so
p
h
y o

f In
tern

a
tio
n
a
l R

ela
tio
n
s
(1952)”,

28 Ju
ly 1952,

p
.36.

（
41
）S

em
in
a
r o
f 8 F

eb
ru
a
ry 1972,

p
.98

99.

（
42
）S

em
in
a
r fro

m
 
6 a

n
d 13 N

o
v
em
b
er,

1970,
a
n
d 8 Ja

n
u
a
ry
,
1971.

L
a
n
g
,
o
p
.cit.,

p
.44.

（
43
）Ib

id
.,
p
p
.52

57.

（
44
）Ib

id
.,
p
.61.

（
45
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）S
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o
p
.cit.
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p
p
.67

71.

こ
の
部
分
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
日
付
未
記
入
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、
一
九
七
〇
年
十
一
月
二
十
七
日
付
の

学
生
の
講
義
ノ
ー
ト
、
一
九
七
二
年
三
月
の
セ
ミ
ナ
ー
・
ノ
ー
ト
を
統
合
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
47
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id
.,
p
.69.

（
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）H

a
n
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o
rg
en
th
a
u
,
T
ru
th an

d
 
P
ow
er

(N
ew
 
Y
o
rk
:
P
ra
eg
er,

1970)

（
49
）Ib

id
.,
p
.6.

（
50
）Ib

id
.,
p
.14.

（
51
）“C

o
u
rse O

u
tlin

e:
P
h
ilo
so
p
h
y o

f In
tern

a
tio
n
a
l R

ela
tio
n
s
(1949)”,

p
.30.

― ―24



（
52
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
政
治
学
』、
六
一
｜
六
二
頁
。

〔
付
記
〕
本
稿
に
お
け
る
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
未
公
刊
資
料
の
引
用
・
参
照
に
つ
い
て
は
、
米
国
議
会
図
書
館
（L

ib
ra
ry o

f C
o
n
g
ress

）
の

規
定
に
基
づ
き
、
ス
ザ
ン
ナ
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
、
マ
シ
ュ
ー
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
両
氏
よ
り
許
可
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
申
し
上
げ
る
。

― ―25




