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日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
国
際
政
治
』
第
172
号
「
国
際
政
治
研
究
の
先
端
　
10
」（
二
○
一
三
年
二
月
）

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
に
お
け
る

「
規
範
の
衝
突
」

―
―
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
対
応
を
事
例
に
―
―

阿
　
部
　
悠
　
貴
　

は
じ
め
に

国
際
関
係
論
に
お
け
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
（
構
成
主
義
）
の
議

論
で
は
、
国
家
の
政
策
は
規
範
の
影
響
を
受
け
て
形
成
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
例
え
ば
人
権
弾
圧
は
停
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
非
人
道
的
兵
器
は
使

用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
っ
た
よ
う
に
、
特
定
の
規
範
に
照
ら
し
て
ふ
さ

わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
認
識
が
国
家
の
取
る
べ
き
政
策
を
形
成
す
る
と
い
う
理

解
を
提
示
し
て
き
た
。
言
う
な
れ
ば
、
国
際
関
係
論
の
伝
統
的
な
見
方
で
あ
る

ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
が
国
家
の
政
策
は
物
質
的
利
益
の
最
大
化
の
追
求
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
る
と
論
じ
て
き
た
の
に
対
し
、
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
規

範
を
は
じ
め
と
す
る
非
物
質
的
要
因
の
及
ぼ
す
影
響
に
注
目
し
て
議
論
を
展
開

し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
規
範
と
は
社
会
に
一
つ
し
か
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
無
数
に
存
在

す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
規
範
に
照
ら
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら

れ
る
行
動
は
、
別
の
規
範
に
取
っ
て
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
い
と
は
限
ら
ず
、
異

な
る
主
張
同
士
が
衝
突
す
る
事
態
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
ふ
さ
わ
し

さ
を
め
ぐ
る
対
立
に
面
し
た
時
、
国
家
は
い
か
な
る
行
動
を
取
る
の
で
あ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
は
「
人
道
的
介
入
」
を
事
例
に
こ
の
「
規
範
の
衝
突
」
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
中
で
も
冷
戦
終
結
後
に
バ
ル
カ
ン
半
島
で
起

き
、
最
も
激
化
し
た
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
（
一
九
九
二
―
九
五
年
）
と
こ
の
時
に
見

ら
れ
た
ド
イ
ツ
の
対
応
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
る
。
こ
の
内
戦
を
め
ぐ
る
ド

イ
ツ
国
内
の
議
論
は
興
味
深
い
事
例
を
提
示
し
て
い
る
。
ま
ず
ボ
ス
ニ
ア
内
戦

が
勃
発
し
た
時
、
ド
イ
ツ
政
府
は
こ
の
人
道
的
惨
状
に
「
何
か
対
応
を
取
る
べ
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き
で
あ
る
」
と
い
う
国
内
社
会
か
ら
の
規
範
的
圧
力
に
面
し
て
い
る
。
し
か
し

実
際
に
行
動
す
る
段
に
な
る
と
、
今
度
は
軍
事
力
は
「
行
使
す
べ
き
で
は
な

い
」
と
い
う
議
論
が
起
こ
り
、
さ
ら
に
周
辺
国
が
軍
事
介
入
を
準
備
し
始
め
る

と
、
一
国
だ
け
軍
事
的
関
与
を
控
え
る
こ
と
で
、
国
際
協
調
を
「
乱
す
べ
き
で

は
な
い
」
と
い
う
批
判
も
起
こ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
人
道
主
義
」、「
反
軍
事

主
義
」、
そ
し
て
「
多
国
間
主
義
」
の
規
範
が
衝
突
し
合
う
事
態
が
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
政
策
決
定
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
こ
の
問
い
を
以
下
の
手
順
で
検
討
し
て
い
く
。
第
一
節
で
は
本
稿
の

問
題
の
所
在
を
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
既
存
研
究
か
ら
議
論
し
、
ま

た
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
対
応
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
い
か
な
る

意
義
を
有
す
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
二
節
で
は
本
稿
の
分
析
枠
組
み
を

提
示
し
、
こ
れ
を
も
と
に
第
三
節
で
は
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
を
め
ぐ
っ
て
ド
イ
ツ
国

内
で
い
か
な
る
議
論
が
行
わ
れ
た
の
か
を
分
析
す
る
。
そ
し
て
結
論
部
分
で
は

全
体
を
総
括
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
お
よ
び
課
題
に

つ
い
て
言
及
す
る
。

一

問
題
の
所
在

(1)
人
道
的
介
入
と
「
規
範
の
衝
突
」

ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
国
際
関
係
論
の
理
解
で
は
、
国
家
の
行
動
は
物

質
的
要
因
を
め
ぐ
る
利
害
関
係
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
ア
ナ
ー
キ
ー
と
い
う
国
際
政
治
構
造
の
下
、
国
家
は
自
ら
の
生
存
の

確
保
を
目
的
と
し
、
力
を
最
大
化
す
べ
く
行
動
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ

れ
に
対
し
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
は
規
範
、
理
念
な
ど
の
非
物
質
的
要

因
が
そ
の
行
動
を
決
定
す
る
と
い
う
見
解
を
提
示
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
国

家
の
行
動
は
「
利
得
計
算
」
に
基
づ
く
「
結
果
の
論
理
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、

規
範
と
い
っ
た
社
会
的
「
ふ
さ
わ
し
さ
」
を
基
準
に
し
た
「
適
切
性
の
論
理
」

に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
議
論
を
展
開
し
て
き
た
の
で
（
1
）

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
「
人
道
的
介
入
」
と
呼
ば
れ
る
「
他
国
内
部
で
起
き
る
人
道
的

な
危
機
へ
の
軍
事
介
入
」
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
同
様
に
議
論
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
フ
ィ
ネ
モ
ア
（M

artha
F

innem
ore

）
は
介
入
が
行
わ
れ
る
理

由
を
歴
史
的
に
追
跡
し
、
利
益
、
地
政
学
的
要
因
に
基
づ
く
利
得
計
算
よ
り
も

人
道
的
な
関
心
に
大
き
く
影
響
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
人

道
主
義
規
範
が
広
ま
っ
て
い
く
に
つ
れ
、
こ
の
目
的
に
沿
っ
た
軍
事
力
の
使
用

が
正
統
性
を
得
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
（
2
）

い
る
。

本
稿
は
こ
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
議
論
に
則
っ
た
上
で
、
以
下

の
疑
問
を
提
示
し
て
み
た
い
。
一
つ
目
は
こ
の
よ
う
な
人
道
主
義
規
範
の
役
割

に
焦
点
を
当
て
考
え
て
み
た
場
合
、
他
の
規
範
は
重
要
性
を
失
い
、
影
響
力
を

及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
社
会
に
は
多
く
の

規
範
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
あ
る
規
範
に
従
っ
て
取
っ
た
行
動
が
別

の
規
範
に
抵
触
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
人
道
的
惨
状
を
無
視
す
べ

き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
行
動
す
る
こ
と
は

（
武
力
行
使
の
禁
止
と
い
っ
た
）
他
の
ふ
さ
わ
し
さ
の
基
準
と
衝
突
す
る
事
態

も
想
定
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
国
家
の
政
策
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
す
の

で
あ
ろ
う
か
。

二
つ
目
は
も
し
人
道
主
義
規
範
だ
け
が
主
要
な
要
因
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
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あ
ら
ゆ
る
人
権
侵
害
に
対
し
進
ん
で
介
入
す
る
政
策
が
取
ら
れ
な
い
の
か
と
い

う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
ど
こ
で
人
権
侵
害
が
起
き
よ
う
と
も
、
躊
躇
な
く
軍
事

的
に
介
入
し
て
い
く
姿
勢
が
取
ら
れ
る
可
能
性
が
、
少
な
く
と
も
理
論
上
考
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
こ
の
よ
う
な
極
端
な
介
入

政
策
が
取
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
よ
う
に
、
た
と
え
人
道
主
義
規
範
が
重
要

で
あ
る
に
し
て
も
、
実
際
に
国
家
が
ど
の
よ
う
な
政
策
を
採
用
す
る
か
ま
で
は

特
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
見
る
よ
う
に
、
規
範
的
理
由
か
ら
介
入
が
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
実
施
過
程
は
決
し
て
単
純
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
疑

問
を
念
頭
に
置
き
、
以
下
で
は
よ
り
具
体
的
な
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

た
い
。

(2)
事
例
選
択

本
稿
で
は
人
道
的
介
入
に
お
け
る
規
範
の
衝
突
を
考
察
す
る
と
い
う
目
的
か

ら
、
複
数
の
規
範
を
外
交
政
策
に
お
い
て
抱
え
る
国
を
事
例
と
し
て
選
択
す

る
。
そ
こ
で
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
ド
イ
ツ
外
交
に
焦
点
を
当
て
て
み
た

い
。
そ
の
特
徴
の
一
つ
は
軍
事
的
関
与
に
強
い
抵
抗
を
示
す
「
反
軍
事
主
義
」

規
範
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
、
例
え
ば
バ
ー
ガ
ー
（T

hom
as

B
erger

）
は
第

二
次
世
界
大
戦
で
の
「
問
題
多
き
過
去
か
ら
の
教
訓
」
を
基
盤
に
形
成
さ
れ
た

軍
事
問
題
に
距
離
を
取
る
傾
向
と
（
3
）

述
べ
、
ダ
フ
ィ
ー
ル
ド
（John

D
uffield

）

は
「
平
和
に
絶
対
的
な
価
値
を
置
く
」
特
徴
と
捉
え
て
（
4
）

い
る
。
ま
た
ラ
ン
テ
ィ

ス
（Jeffrey

L
antis

）
は
ド
イ
ツ
で
は
「
軍
事
的
な
攻
撃
的
姿
勢
を
禁
ず
る
傾

向
は
…
…
外
交
政
策
に
お
け
る
強
迫
観
念
と
し
て
広
く
根
ざ
し
て
い
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
よ
（
5
）

う
に
、
一
つ
の
目
立
っ
た
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
二
つ
目
の
特
徴
は
国
際
機
構
へ
の
強
い
帰
属
意
識
、
そ
の
決
定
へ
の

忠
実
性
を
表
し
た
「
多
国
間
主
義
（m

ultilateralism

）」
で
あ
る
。
こ
の
点

も
同
じ
く
第
二
次
世
界
大
戦
の
経
験
に
関
係
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
ド
イ
ツ

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）、
そ
し
て

国
際
連
合
の
枠
組
み
の
中
に
埋
め
込
み
、
そ
の
決
定
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
で

（
ナ
チ
ス
時
代
に
国
際
協
調
か
ら
離
脱
し
た
）「
独
り
歩
き
（A

lleingänge

）、

つ
ま
り
特
有
の
道
（Sonderw

eg

）
の
追
求
を
（
6
）

回
避
」
し
、
隣
国
の
期
待
に
沿

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
ド
イ
ツ
自
ら
の
決
定
は
個
別
の
判
断
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
他
国
と
の
関
係
、
そ
し
て
国
際
機
構
と
い
う

多
元
的
な
枠
組
み
の
中
で
行
わ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
際
社
会
に
お
け
る
ド
イ

ツ
の
信
頼
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
そ
の
外
交
政
策
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
多
国
間
主
義
も
冷
戦
期
に
お
い
て

国
内
外
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
定
着
し
、
そ
し
て
「
ド
イ
ツ
全
体
に
広
が
り
、

そ
の
国
家
利
益
、
戦
略
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
」
と
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
（Jeffrey

A
nderson

）
は
述
べ
て
（
7
）

い
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
合
わ
せ
て
「
シ
ビ
リ
ア
ン
・
パ
ワ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
例
え
ば
マ
ウ
ル
（H

anns
M

aull

）
は
こ
の
概
念
を
「
多
国
間
主
義
、

制
度
形
成
、
超
国
家
的
な
統
合
を
推
進
し
、
国
際
政
治
に
お
け
る
軍
事
力
使
用

を
国
内
、
国
際
規
範
に
よ
っ
て
抑
制
し
よ
う
と
す
る
特
定
の
外
交
政
策
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
定
義
し
て
い
る
よ
（
8
）

う
に
、
上
の
議
論
に
呼
応
す
る
点
を
確
認

で
き
よ
う
。
こ
の
シ
ビ
リ
ア
ン
・
パ
ワ
ー
の
議
論
で
強
調
さ
れ
る
も
う
一
つ
の

側
面
は
「
人
権
の
重
視
・
人
道
主
義
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
反
軍
事
主
義
、
多
国

間
主
義
を
堅
持
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
基
礎
と
な
る
人
権
、
法
の
尊
重
を
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国
際
面
に
お
い
て
も
推
進
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
マ
ウ
ル
と
彼
の
共
同
研

究
者
は
、
こ
の
点
も
ド
イ
ツ
外
交
の
伝
統
の
中
で
培
わ
れ
て
き
た
特
徴
と
し
て

（
9
）

い
る
。
話
を
整
理
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
こ
の
人
権
の
重
視
・
人
道
主
義
を

ド
イ
ツ
外
交
の
三
つ
目
の
特
徴
と
し
て
捉
え
た
い
。

こ
の
よ
う
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ツ
が
人
道
的
介
入
の
事

態
に
面
し
た
際
、
政
策
決
定
者
は
非
常
に
難
し
い
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
あ
る
惨
状
を
前
に
す
れ
ば
、
人
道
的
な
理

由
か
ら
対
応
が
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
行
動
を
取
る
こ
と
は

反
軍
事
主
義
規
範
に
抵
触
し
、
そ
の
一
方
、
自
国
だ
け
が
関
与
を
控
え
、
具
体

的
な
対
応
は
他
国
に
任
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
国
間
主
義
規
範
か
ら
批
判
を
招

く
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、
介
入
を
め
ぐ
っ
て
規
範
同
士
が
衝
突
す
る
状
況

が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
へ
の
ド
イ
ツ
の
対
応
は
有
益
な
テ
ス
ト

ケ
ー
ス
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
単
に
こ
の
紛
争
が
冷
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最

初
に
起
き
た
安
全
保
障
問
題
で
あ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
も
前
例
が
な

く
、
非
常
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
持
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の

ド
イ
ツ
で
は
連
邦
軍
を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
域
外
に
派
兵
す
る
こ
と
は
違
憲
と
考
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
内
戦
に
お
い
て
ド
イ
ツ
の
対
応
を
見
る
こ
と
は
、

規
範
の
衝
突
を
検
討
す
る
上
で
多
く
の
示
唆
を
有
す
る
と
考
え
る
。

二

規
範
の
衝
突
か
ら
国
際
機
構
の
発
展
へ

こ
こ
ま
で
の
議
論
で
は
、
国
家
の
政
策
は
複
数
の
、
そ
し
て
時
に
相
矛
盾
す

る
規
範
の
中
で
決
定
さ
れ
る
た
め
、
規
範
の
間
で
衝
突
が
起
き
る
こ
と
、
と
り

わ
け
人
道
的
介
入
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
顕
著
に
な
る
こ
と
を

述
べ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
国
家
の
政
策
決
定
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
の
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
へ
の
対
応
を
事
例
に
、
以

下
の
議
論
を
提
示
し
て
み
た
い
。

ま
ず
な
ぜ
ド
イ
ツ
が
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
に
介
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ

い
て
検
討
し
て
み
る
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
物
質
的
な
利
害
が
関

係
し
て
い
た
の
で
介
入
は
行
わ
れ
た
と
い
う
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
に
沿
っ
た
説
明

が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
詳
し
く
見
て
み
る
と
、（
ド
イ
ツ
の
み
な
ら
ず
他
の

欧
米
諸
国
に
お
い
て
も
）
こ
の
民
族
紛
争
の
泥
沼
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
へ
の

懸
念
、
ま
た
旧
共
産
圏
の
地
に
踏
み
入
る
こ
と
で
ロ
シ
ア
を
刺
激
す
る
こ
と
の

危
険
性
が
表
明
さ
れ
て
（
10
）

お
り
、
む
し
ろ
こ
の
視
点
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、
不
介

入
が
最
適
な
選
択
で
あ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ

介
入
が
開
始
さ
れ
た
の
か
と
い
え
ば
、（
次
節
で
も
考
察
す
る
よ
う
に
）
こ
の

内
戦
の
危
機
的
状
況
を
無
視
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判
、
対
応
を
求
め
る
規
範

的
圧
力
が
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
伝
わ
っ
て
く
る
惨
状
を
目
の
当
た
り
に
し
、
何
も
し
な
い
で
い
る
こ
と
は

社
会
的
に
「
ふ
さ
わ
し
く
な
く
」、
そ
れ
故
、
対
応
が
開
始
さ
れ
た
と
い
う
見

解
で
（
11
）

あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
不
介
入
を
促
す
要
因
が
整
っ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
逆
の
対
応
が
取
ら
れ
た
点
を
説
明
す
る
に
は
、
介
入

理
由
を
規
範
要
因
に
求
め
る
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
理
解
を
含
め
る

必
要
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
具
体
的
な
対
応
と
な
る
と
、
ド
イ
ツ
の
政
策
決
定
は
よ
り
複
雑
な
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
内
戦
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
と
し



77 コンストラクティヴィズムにおける「規範の衝突」

て
も
、
ド
イ
ツ
が
軍
事
的
に
関
与
す
る
こ
と
に
は
反
軍
事
主
義
の
観
点
か
ら
強

い
抵
抗
が
見
ら
れ
、
他
方
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
軍
事
介
入
を
議
論
し
始

め
る
中
、
一
国
だ
け
国
際
的
活
動
に
加
わ
ら
な
い
で
い
る
と
、
今
度
は
多
国
間

主
義
規
範
の
観
点
か
ら
批
判
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の

規
範
同
士
の
衝
突
の
結
果
、
政
策
決
定
者
は
介
入
も
不
介
入
も
取
れ
な
い
状
況

に
陥
っ
て
い
る
。

対
外
政
策
上
の
規
範
の
衝
突
に
直
面
し
た
政
策
決
定
者
は
ど
の
よ
う
な
行
動

を
と
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
対
外
政
策
上
の
複
数
の
規

範
同
士
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
抱
え
た
政
策
決
定
者
が
、
そ
の
矛
盾
の
解
消
を
国

際
機
構
の
変
革
に
求
め
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
本
事
例
に
お
け
る

ド
イ
ツ
の
場
合
に
は
、
国
際
機
構
の
政
策
や
制
度
の
改
革
を
主
張
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
周
辺
地
域
で
起
き
る
紛
争
へ
の
早
期
対
応
を
可
能
に
し
、
こ
う
し
た

介
入
・
不
介
入
を
め
ぐ
る
問
題
を
回
避
す
る
選
好
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
内
戦
終
結
後
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
そ
の
域
外
で
起
き
る

紛
争
の
「
予
防
」
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
こ
と
、
そ
の
た
め
の

改
革
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
が
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
軍
事
問
題
を
専
門
に
す
る
国
際
組

織
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
と
な
る
の
は
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
は
そ
も
そ
も

共
産
主
義
諸
国
か
ら
の
防
衛
を
目
的
に
形
成
さ
れ
た
国
際
機
構
に
、
し
か
も
自

国
か
ら
「
離
れ
た
」
地
で
起
き
る
紛
争
に
対
応
す
る
役
割
を
期
待
す
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
人
道
的
惨
状
へ
の
対
応
が

求
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
同
時
に
反
軍
事
主
義
、
多
国
間
主
義
も
遵
守
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
規
範
の
衝
突
か
ら
紛
争
予
防
と
い
う
理
念
に
基

づ
く
役
割
を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

従
っ
て
、
前
節
の
「
問
題
の
所
在
」
で
述
べ
た
疑
問
点
か
ら
検
討
す
る
な
ら

ば
、
も
し
人
道
主
義
と
い
う
一
つ
の
規
範
の
み
が
重
要
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ド

イ
ツ
は
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
へ
の
「
介
入
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
「
改

革
」
に
お
い
て
も
積
極
的
な
態
度
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
現
実
に
は
介
入
に
お
い
て
は
躊
躇
し
、
改
革
に
お
い
て
は
そ
の
必
要
性
を

強
く
論
じ
て
い
た
よ
う
に
、
規
範
の
衝
突
を
考
慮
し
な
い
限
り
そ
の
政
策
を
一

貫
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
道
主
義
規
範
が
反

軍
事
主
義
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
新
た
な
政

策
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
道
筋
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
紛
争
予
防
よ
り
も
む
し
ろ
、
軍
事
力
行
使

に
抵
抗
な
く
介
入
す
る
政
策
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
人
道
的
惨
状
へ
の
対
応
に
加
え
、
同
時
に
反
軍

事
主
義
も
重
要
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
紛
争
予
防
と
い
う
方
針

が
模
索
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

理
論
的
に
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
議
論
で
は
、
単
純
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
多

く
が
あ
る
特
定
の
規
範
に
注
目
し
、
そ
れ
が
単
線
的
に
拡
散
し
て
い
く
点
に
焦

点
が
当
て
ら
れ
て
き
た
。
例
え
ば
初
期
の
研
究
で
は
規
範
が
国
際
的
に
広
が
っ

て
い
（
12
）

く
点
、
ま
た
そ
の
過
程
に
お
け
る
規
範
起
業
家
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
役
割
が
注

目
（
13
）

さ
れ
、
そ
の
後
、
研
究
関
心
が
ア
ク
タ
ー
の
規
範
受
容
プ
ロ
セ
ス
に
移
り
、

「
（
14
）

学
習
」、「
社
会
的
（
15
）

影
響
」、「
共
同
作
業
（com

m
on

（
16
）

practices

）」
と
い
っ
た
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概
念
が
提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
規
範
の
拡
散
・
強
化

を
直
線
上
に
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
複
数
の
規
範
を
満
た
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
状
況
を
考
察
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
い
う
規
範
に
加

え
、
Ｂ
、
さ
ら
に
は
Ｃ
と
い
っ
た
規
範
も
（
そ
の
中
身
が
矛
盾
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
）
同
時
に
遵
守
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
に
特
化
し
て
検
討
さ

れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
規
範
同
士
の
衝
突
に
関
す
る
研
究
が
皆
無
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、
例
え
ば
大
矢
根
は
異
な
る
規
範
を
主
張
し
合
う
ア
ク
タ
ー
の
対
立

が
、
国
際
的
制
度
化
が
高
く
な
る
ほ
ど
調
整
さ
れ
や
す
く
な
る
こ
と
を
論
じ
、

リ
ッ
セ
（T

hom
as

R
isse

）
は
対
立
す
る
規
範
を
唱
え
る
者
同
士
の
「
討
議
」

を
通
じ
、
よ
り
普
遍
性
の
高
い
議
論
に
結
び
付
く
こ
と
で
解
決
が
図
ら
れ
る

点
を
論
じ
て
（
17
）

い
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
研
究
は
異
な
る
規
範
を
持
つ
「
ア
ク
タ
ー

間
」
の
対
立
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
本
稿
が
議
論
し
て
い
る
「
同
一
ア

ク
タ
ー
」
の
行
動
に
お
け
る
規
範
の
対
立
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
ま
ま
適
応
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
示
す
国
際
制
度
の
発
展
が

規
範
同
士
の
対
立
の
解
決
に
貢
献
す
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
対
立
す
る
両
者
の
間

に
共
通
項
と
な
る
上
位
の
規
範
・
理
念
を
見
出
す
こ
と
で
解
決
が
図
ら
れ
る
点

は
、（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
い
う
「
国
際
機
構
」
を
紛
争
予
防
と
い
う
「
理
念
」
に
基
づ

き
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
）
本
稿
の
議
論
に
有
益
な
点
を
提

供
し
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
以
下
の
手
順
に
従
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
に
面
し
た
際
に
ド
イ
ツ
国
内
は
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ

れ
た
の
か
、
具
体
的
な
行
動
に
関
し
て
は
い
か
な
る
意
見
が
存
在
し
た
の
か
に

つ
い
て
考
察
し
、
最
終
的
に
こ
の
紛
争
を
通
じ
、
ド
イ
ツ
は
冷
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
に
何
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
政
策
決
定
者
の
発
言
、
世
論
調
査

な
ど
を
渉
猟
し
、
そ
の
政
治
過
程
と
関
連
付
け
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

特
に
発
言
と
い
う
の
は
相
手
が
持
っ
て
い
る
価
値
・
規
範
に
訴
え
て
自
身
の
見

解
を
正
当
化
す
る
行
為
で
あ
る
（
18
）

た
め
、
こ
の
点
を
追
う
こ
と
で
何
が
社
会
的
に

ふ
さ
わ
し
い
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
が
描
き
出
さ
れ
る
と
考
え
る
。
こ
の
こ

と
に
注
意
を
払
い
な
が
ら
事
例
分
析
を
行
っ
て
い
く
。

三

ボ
ス
ニ
ア
内
戦
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
対
応

(1)
人
道
的
惨
状
へ
の
対
応
と
軍
事
的
関
与

一
九
九
一
年
六
月
の
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
独
立
宣
言
、
翌
年
三

月
の
ボ
ス
ニ
ア
の
独
立
宣
言
を
機
に
旧
ユ
ー
ゴ
連
邦
か
ら
の
分
離
を
め
ぐ
る

そ
れ
ぞ
れ
の
内
戦
は
勃
発
し
て
い
る
。
特
に
セ
ル
ビ
ア
系
、
ク
ロ
ア
チ
ア
系
、

ム
ス
リ
ム
系
住
民
の
混
在
す
る
ボ
ス
ニ
ア
で
は
民
族
浄
化
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
を

伴
う
激
し
い
内
戦
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
連
邦
議

会
の
議
論
に
お
い
て
、
与
党
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
Ｃ
Ｄ
Ｕ
）
の
コ
ー
ル

（H
elm

ut
K

ohl

）
首
相
は
「
と
り
わ
け
戦
争
で
の
恐
ろ
し
い
経
験
を
有
す
る

ド
イ
ツ
と
っ
て
は
、
こ
の
事
態
に
突
き
動
か
さ
れ
る
特
別
な
も
の
が
あ
る
」
と

述
べ
て
（
19
）

い
る
。
実
際
、
こ
の
紛
争
へ
の
懸
念
は
国
内
で
も
広
く
共
有
さ
れ
て
お

り
、「
政
府
が
取
り
組
む
べ
き
緊
急
の
課
題
」
と
し
て
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
ボ

ス
ニ
ア
で
の
紛
争
を
挙
げ
て
（
20
）

お
り
、
こ
の
「
外
国
」
で
の
ニ
ュ
ー
ス
は
ド
イ
ツ

「
国
内
」
で
広
く
注
目
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
何
か
対
応
を
取
る
べ
き

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。
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ま
た
ド
イ
ツ
は
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
国
家
承
認
を
強
く
主
張
し
、

一
九
九
一
年
一
二
月
に
実
際
に
行
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
国
内
か
ら
の
圧

力
が
無
視
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
一
例
と
し
て
広
く
議
論
さ
れ
て
（
21
）

い
る
。
当

時
の
ド
イ
ツ
国
内
で
は
国
境
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
旧
ユ
ー
ゴ
政
府
の
攻
撃
は

抑
制
さ
れ
る
と
い
う
意
見
が
支
持
さ
れ
て
お
り
、
国
家
承
認
を
行
う
こ
と
が
強

く
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
コ
ー
ル
自
身
、
ド
イ
ツ
の
早
期
承
認
に
反
対
す
る

ミ
ッ
テ
ラ
ン
（F

rançois
M

itterrand

）・
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
に
こ
の
国
内
圧

力
が
無
視
で
き
ず
、
こ
の
方
針
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
述
べ
て
（
22
）

い
る
。

結
果
的
に
こ
の
国
家
承
認
は
民
族
間
の
対
立
を
激
化
さ
せ
た
と
し
て
周
辺
諸
国

か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
こ
の
内
戦
に
対
す
る
強
い

国
内
社
会
の
関
心
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
指
摘
で
き
よ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
高
い
関
心
の
反
面
、
実
際
の
行
動
と
な
る
と
、
必
然
的

に
軍
事
的
な
関
与
が
伴
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
の
活
動
は
ど
こ
ま
で
許
容
さ
れ
る

の
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
い
る
。
当
時
の
憲
法
解
釈
で
は
、
ド
イ
ツ
連
邦

軍
の
活
動
は
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
同
盟
国
内
」
の
範
囲
で
、「
防
衛
」
の
み
に
限
定
さ

れ
る
と
い
う
も
の
で
、
ボ
ス
ニ
ア
内
と
い
う
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
域
外
に
連
邦
軍
を
派

兵
す
る
こ
と
は
違
憲
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
反
軍
事
主
義
の
観
点
か
ら

も
反
対
論
が
顕
在
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
が
た
と
え
「
国
連
傘
下
」
で

あ
っ
た
も
「
戦
闘
行
動
」
に
参
加
す
る
こ
と
に
は
旧
西
側
で
一
二
パ
ー
セ
ン
ト
、

旧
東
側
に
至
っ
て
は
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
支
持
し
か
見
ら
れ
な
か
（
23
）

っ
た
。
こ
れ
に

示
さ
れ
る
よ
う
に
、
軍
事
的
関
与
は
法
的
問
題
を
提
起
し
た
だ
け
で
は
な
く
、

心
理
的
に
葛
藤
も
引
き
起
こ
す
問
題
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

従
っ
て
こ
の
紛
争
を
す
ぐ
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
ま
た
政
策
決

定
者
間
で
も
そ
れ
が
望
ま
し
い
こ
と
と
合
意
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
具
体
的
な
対

応
と
な
る
と
連
邦
軍
の
派
遣
は
認
め
ら
れ
る
の
か
、
軍
事
力
行
使
は
許
容
さ
れ

る
の
か
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
ド
イ
ツ
国
内
で
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。

(2)
国
内
制
約
と
国
際
的
責
任

ボ
ス
ニ
ア
内
戦
が
長
期
化
し
始
め
る
と
軍
事
介
入
が
国
際
的
に
議
論
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
ド
イ
ツ
で
も
こ
の
点
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
野
党
社
会
民
主
党
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
）
と
同
盟
90
・
緑
の
党

（B
ündnis

90/G
rünen

）
は
政
府
と
全
面
的
に
衝
突
し
て
い
る
。
野
党
の
見

解
は
連
邦
軍
の
海
外
派
兵
は
基
本
法
の
改
正
が
必
要
で
、
か
つ
そ
の
活
動
は

平
和
維
持
活
動
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
一
九
九
二

年
一
一
月
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
党
大
会
で
は
国
連
下
で
あ
っ
て
も
軍
事
力
行
使
を
伴
う

平
和
、　執
、　行
活
動
に
は
反
対
す
る
こ
と
を
確
（
24
）

認
し
、
ま
た
Ｓ
Ｐ
Ｄ
会
派
長
の
ク

ロ
ー
ゼ
（H

ans-U
lrich

K
lose

）
が
議
会
内
で
「
軍
事
介
入
は
常
に
問
題
が
多

く
、
…
…
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
危
険
性
を
伴
う
」
と
述
べ
て
い
る
よ
（
25
）

う
に
、

軍
事
手
段
は
紛
争
を
激
化
さ
せ
る
誤
っ
た
方
法
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
「
国
内
」
の
議
論
の
一
方
、
コ
ー
ル
政
権
が
面
し
た
も
う
一
つ

の
問
題
は
ド
イ
ツ
の
「
国
際
」
的
責
任
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
他
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
同

盟
国
の
軍
事
介
入
が
議
論
す
る
中
、
ド
イ
ツ
の
み
が
国
内
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス

が
得
ら
れ
な
い
た
め
に
行
動
で
き
ず
、
国
際
的
な
批
判
を
招
く
事
態
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
単
な
る
圧
力
と
し
て
機
能
し
た
だ
け
で
は
な
く
、「
多

国
間
主
義
」
外
交
の
伝
統
か
ら
逸
脱
す
る
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
、
コ
ー
ル
は

「
ド
イ
ツ
の
孤
立
は
悲
劇
的
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
自
体
十
分
に
悪
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い
も
の
で
あ
る
。
周
り
の
世
界
は
こ
こ
﹇
ド
イ
ツ
﹈
で
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
理
解
し
て
く
れ
る
わ
け
が
な
い
」
と
（
26
）

述
べ
、
こ
の
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
国
内
で
の
議
論
に
面
し
つ
つ
も
、
政
府
は
徐
々
に
軍
事
的
関
与
を

広
げ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
政
府
は
一
九
九
二
年
七
月
に
（
国

連
安
全
保
障
理
事
会
決
議
第
713
、
757
号
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
）
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
と
西

欧
同
盟
（
Ｗ
Ｅ
Ｕ
）
に
よ
る
旧
ユ
ー
ゴ
へ
の
経
済
制
裁
履
行
監
視
の
た
め
に
、

ア
ド
リ
ア
海
へ
駆
逐
艦
と
偵
察
機
三
機
の
派
遣
を
決
定
す
る
。
続
い
て
こ
の
任

務
が
一
九
九
三
年
に
拡
大
さ
れ
、
ボ
ス
ニ
ア
上
空
の
飛
行
禁
止
区
域
監
視
が
国

連
安
保
理
決
議
第
815
、
816
号
に
よ
り
含
ま
れ
る
と
、
ド
イ
ツ
政
府
は
既
に
活
動

し
て
い
る
自
国
兵
、
乗
組
員
の
継
続
参
加
に
同
意
（
27
）

す
る
。

こ
れ
ら
の
決
定
に
対
し
て
野
党
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
訴
訟
を
行
っ
て
い

る
。
特
に
一
九
九
三
年
の
活
動
で
は
、
飛
行
禁
止
区
域
へ
の
違
反
戦
闘
機
に
対

し
軍
事
力
行
使
が
許
可
さ
れ
て
い
た
た
め
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
が
こ
れ
に
参
加
す

る
こ
と
は
必
然
的
に
「
防
衛
」
の
域
を
逸
脱
す
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
た
。

そ
の
結
果
、
野
党
の
Ｓ
Ｐ
Ｄ
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、「
与
党
」
の
ジ
ュ
ニ
ア
・

パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
自
由
民
主
党
（
Ｆ
Ｄ
Ｐ
）
が
連
名
で
政
府
を
訴
え
る
と
い

う
異
例
の
事
態
ま
で
も
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
Ｆ
Ｄ
Ｐ
は
基
本
的
に
憲
法

を
改
正
し
た
上
で
、
国
連
の
平
和
維
持
活
動
に
連
邦
軍
が
参
加
す
る
こ
と
に
は

賛
成
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
の
軍
事
活
動
に
関
し
て
は
見
解
が
割
れ
て
お

り
、
連
立
政
権
の
解
消
も
取
り
沙
汰
さ
れ
る
程
、
議
論
は
紛
糾
し
て
（
28
）

い
る
。

最
終
的
に
こ
の
問
題
は
司
法
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
一
九
九
四

年
七
月
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
基
本
法
の
第
二
四
条
は
ド
イ
ツ
の
集
団
安
全
保

障
機
構
へ
の
加
盟
を
許
可
し
て
お
り
、
従
っ
て
国
外
で
あ
っ
て
も
連
邦
軍
の
活

動
が
そ
の
国
際
機
構
の
下
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
合
憲
で
あ
る
と
の

声
明
を
出
し
て
（
29
）

い
る
。
こ
の
判
決
を
も
っ
て
連
邦
軍
の
派
兵
問
題
は
一
応
の
終

結
を
見
る
が
、
コ
ー
ル
自
身
が
後
に
「
東
西
冷
戦
の
終
結
後
、
連
邦
軍
の
役
割

は
根
本
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
統
一
ド
イ
ツ
に
対
す
る
国
際
社
会
の
期
待

は
古
い
ド
イ
ツ
に
対
す
る
そ
れ
と
は
違
う
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
（
30
）

う
に
、

反
軍
事
主
義
規
範
と
多
国
間
主
義
規
範
の
中
身
が
一
致
し
た
時
代
か
ら
、
齟
齬

が
生
じ
る
環
境
へ
と
変
化
し
、
規
範
の
衝
突
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

(3)
冷
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
役
割
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
見
解

一
九
九
五
年
七
月
の
ボ
ス
ニ
ア
で
の
「
ス
レ
ブ
レ
ニ
ツ
ァ
の
虐
殺
」
を
経
た

後
、
軍
事
介
入
へ
の
国
際
的
な
機
運
は
高
ま
り
、
八
月
末
か
ら
三
週
間
に
亘
る

大
規
模
な
空
爆
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
各
民
族

勢
力
間
の
軍
事
的
均
衡
が
創
出
さ
れ
、
和
平
交
渉
が
再
開
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
最
終
的
に
一
一
月
に
は
紛
争
終
結
の
た
め
の
デ
イ
ト
ン
合
意
が
締
結
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
時
の
軍
事
行
動
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
関
与
は
後
方
支
援
に
限
定

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
紛
争
期
間
中
ド
イ
ツ
は
現
地
に
部
隊
を
駐
留
さ
せ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
た
め
、
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
異
な
り
自
国
兵
士
に
死
者
は

出
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
た
な
ら
ば
、

政
府
は
更
に
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
後
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
紛
争
終
結
後
で

あ
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
海
外
派
兵
は
依
然
と
し
て
難
し
い
問
題
と
し
て

残
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
世
論
調
査
の
結
果
に
よ
れ
ば
、「
国
連
の
委
託

を
受
け
た
任
務
に
、
連
邦
軍
は
他
国
の
軍
隊
同
様
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
指
揮
下
で
何
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の
制
限
も
な
く
参
加
す
る
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、
一
九
九
二
年
に
は
一
八

パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
支
持
が
、
九
六
年
に
は
二
九
パ
ー
セ
ン
ト
へ
と
増
え
て

は
い
る
も
（
31
）

の
の
、
こ
の
数
値
を
決
し
て
高
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
、
ド
イ
ツ

連
邦
軍
の
派
兵
は
依
然
、
規
範
の
衝
突
を
引
き
起
こ
す
問
題
で
あ
り
続
け
た
こ

と
が
分
か
る
。

そ
の
一
方
、
当
時
の
政
策
決
定
者
の
議
論
を
包
括
的
に
追
っ
て
い
く
と
、
一

つ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

安
全
保
障
シ
ス
テ
ム
の
再
構
築
を
「
紛
争
予
防
」
に
関
連
付
け
て
論
じ
る
傾
向

で
あ
る
。
例
え
ば
リ
ュ
ー
エ
（V

olker
R

ühe

）
国
防
相
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

人
々
に
合
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
紛
争
、　予
、　防
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
」
と
（
32
）

述
べ
、
ま
た
キ
ン
ケ
ル
外
相
は
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
政
治
的
損
害
を
被

る
こ
と
を
避
け
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
平
時
を
維
持
で
き
る
能
力
を
内
政
、
外
交

に
お
い
て
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
（
33
）

い
る
。
こ
れ
ら
の
発
言

が
意
味
す
る
の
は
、
紛
争
が
悪
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
対
応
は
困
難
に
な

り
、
特
に
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
は
人
道
的
災
害
へ
の
対
応
、
軍
事
活
動
へ
の
抵
抗
、

そ
し
て
国
際
的
な
軍
事
貢
献
の
要
請
の
板
挟
み
に
な
る
こ
と
か
ら
、
紛
争
予
防

を
可
能
に
す
る
国
際
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
後
で
あ
っ
て
も
、
軍
事
的
関
与
へ
の
支
持

が
劇
的
に
増
加
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
、
反
軍
事
主
義
も
依
然
と
し

て
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
危
機
管
理
の
た
め
の
制
度
形
成
を

訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

具
体
的
に
こ
の
傾
向
は
冷
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
選
好
と
し

て
体
現
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
リ
ュ
ー
エ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
全
保
障
に
関
す
る

自
身
の
論
文
の
中
で
「﹇
旧
﹈
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ケ
ー
ス
は
地
域
的
な
危

機
を
初
期
段
階
に
て
抑
止
す
る
意
志
を
持
つ
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を

示
し
て
お
り
」、
そ
の
た
め
に
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
は
危
機
管
理
能
力
を
持
た
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
主
（
34
）

張
し
、
ま
た
キ
ン
ケ
ル
（K

laus
K

inkel

）
も
「
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
は
集
団
防
衛
か
ら
危
機
管
理
、
平
和
維
持
活
動
ま
で
の
多
様
な
任
務
に
対
応

で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
（
35
）

い
る
。
こ
れ
に
見
る
よ

う
に
冷
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
新
た
な
役
割
が
具
体
的
に
言
及
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。

確
か
に
与
党
の
保
守
系
政
党
に
お
い
て
は
、
こ
の
紛
争
を
機
に
ド
イ
ツ
連
邦

軍
の
海
外
派
兵
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
意
見
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
（
36
）

な
い
。

た
だ
、
そ
う
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
例
え
ば
リ
ュ
ー
エ
が
連
邦
軍
の
域
外
派
兵

合
憲
判
決
が
出
た
際
に
外
交
方
針
の
主
軸
は
「
予
防
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で

「
軍
事
手
段
は
最
後
の
可
能
性
で
あ
る
」
と
強
調
し
て
い
る
よ
（
37
）

う
に
、
反
軍
事

主
義
も
な
お
社
会
的
に
「
ふ
さ
わ
し
い
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
社
会
を
前
に
し

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
政
策
が
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ

て
、
保
守
系
政
党
の
行
動
も
反
軍
事
主
義
規
範
の
影
響
の
も
と
に
あ
り
、
複
数

の
規
範
の
影
響
を
見
な
け
れ
ば
十
分
に
説
明
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

事
実
、「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
変
容
と
ド
イ
ツ
連
邦
軍
の
新
し
い
方
針
に
は
驚
く
べ

き
ほ
ど
の
同
時
進
行
が
見
ら
れ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
た
よ
（
38
）

う
に
、
ド
イ
ツ
は
こ

れ
に
合
わ
せ
て
自
国
の
軍
事
改
革
も
大
き
く
進
め
て
い
る
。
例
え
ば
連
邦
軍
は

主
要
部
隊
と
危
機
対
応
部
隊
に
二
分
化
さ
れ
、
後
者
に
訓
練
、
装
備
、
人
員
の

面
で
重
点
が
置
か
れ
た
改
革
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
、

ド
イ
ツ
は
司
令
部
の
保
有
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を
機
に
危
機
対
応
活
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動
の
た
め
の
司
令
部
が
新
た
に
創
設
さ
れ
る
な
ど
、
一
九
九
四
年
か
ら
九
五
年

に
か
け
て
様
々
な
改
革
が
行
わ
れ
て
（
39
）

い
る
。
こ
う
し
た
選
好
は
無
か
ら
誕
生
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
理
念
が
存
在
し
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
役
割
を
果
た
し
た
の
が
規
範
同
士
の
衝
突
の
結
果
と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
紛
争
予
防
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
紛
争
予
防
を
基
盤
に
し
た
国
際
制
度
形
成
、
そ
の
た
め
の
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
改
革
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
野
党
も
類
似
し
た
見
解
を
持
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
例
え
ば
Ｓ
Ｐ
Ｄ
の
シ
ャ
ー
ピ
ン
グ
（R

udolfScharping

）
党
首

は
「
響
き
の
良
い
言
葉
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
、
人
道
支
援
だ
け
で
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
を
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
言
い
、
そ
の
一
方
で
「
社
会
民
主
党
は
平

和
主
義
政
策
の
長
い
伝
統
に
則
る
政
党
で
あ
り
、
…
…
ま
た
一
度
も
自
国
、
他

国
に
降
り
か
か
る
戦
争
に
参
加
し
た
こ
と
は
な
い
政
党
で
あ
る
。
…
…
こ
の
理

由
か
ら
、
紛
争
の
予
防
と
平
和
的
仲
介
手
段
が
わ
れ
わ
れ
の
外
交
政
策
に
お
い

て
絶
対
的
に
優
先
さ
れ
る
」
と
主
張
し
て
（
40
）

い
る
。
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド

へ
の
対
応
と
同
時
に
「
平
和
主
義
」
に
基
づ
く
伝
統
も
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
が

故
に
「
予
防
的
手
段
」
の
確
立
を
唱
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
緑
の
党
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（Joschka

F
ischer

）
党
首
が
述
べ
た
よ
う

に
、
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
に
お
い
て
「
ネ
バ
ー
・
ア
ゲ
イ
ン
・
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
」
と

い
う
人
道
危
機
へ
の
対
応
と
、「
ネ
バ
ー
・
ア
ゲ
イ
ン
・
ウ
ォ
ー
」
と
い
う
軍
事

力
行
使
へ
の
忌
避
の
「
根
本
的
価
値
の
対
立
」
経
験
す
る
こ
と
に
な
っ
て
（
41
）

い
る
。

確
か
に
緑
の
党
内
部
で
は
軍
事
力
使
用
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
が
そ
の
後
も
継

続
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
興
味
深
い
の
は
、
紛
争
予
防
、
危
機
管
理
の

役
割
を
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
求
め
る
意
見
が
こ
の
時
か
ら
出
て
き
た
点
で
（
42
）

あ
る
。
そ
も

そ
も
緑
の
党
は
完
全
平
和
主
義
の
立
場
か
ら
「
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
解
体
」
を
党
是
に
掲

げ
て
き
た
政
党
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ
の
政
党
が
方
針
を
転
換
し
、
こ
の
、　国

、　際
、　機
、　構
、　の
、　活
、　用
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
言
え
ば
、
ボ
ス
ニ
ア
内
戦

で
面
し
た
「
根
本
的
価
値
の
対
立
」
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
不
思
議

な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
を
事
例
に
、
な
ぜ
ド
イ
ツ
は
冷
戦
終
結
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ

Ｏ
に
、
し
か
も
他
国
内
部
の
紛
争
に
適
切
に
対
応
す
る
た
め
の
改
革
を
期
待
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ

の
政
策
決
定
者
は
単
に
人
道
規
範
が
重
要
で
あ
る
か
ら
こ
の
よ
う
な
改
革
を
主

張
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
他
の
規
範
と
の
両
立
を
可
能
に
す
る
た
め
に
唱
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
政
策
決
定
に
お
け
る
規
範

の
衝
突
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
は
異
な
る
規
範
に
応
じ
る
こ
と
が
同
時
に
求
め
ら
れ
た
際
、
国
家
は
い

か
な
る
行
動
を
取
る
の
か
と
い
う
問
い
を
考
察
し
て
き
た
。
具
体
的
に
は
ボ
ス

ニ
ア
内
戦
に
対
す
る
ド
イ
ツ
の
政
策
決
定
を
事
例
に
、
た
と
え
人
道
主
義
に
基

づ
く
規
範
的
関
心
か
ら
対
応
が
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、（
武
力
行
使
を
控
え

る
）
反
軍
事
主
義
も
守
ら
れ
る
べ
き
こ
と
、
ま
た
（
他
国
と
協
力
し
て
軍
事
貢

献
を
行
う
）
多
国
間
主
義
も
守
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、

規
範
が
衝
突
し
合
う
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
ド
イ
ツ
と
い
う

一
国
の
選
好
に
お
い
て
、
冷
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
そ
の
「
域
外
」
で
起
き
る
他

国
の
内
戦
に
対
応
す
る
た
め
の
役
割
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
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考
察
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
周
辺
地
域
で
の
緊
急
事
態
に
適
切
に
対
処

で
き
る
体
制
が
整
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
介
入
、
不
介
入
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
規

範
の
衝
突
を
回
避
で
き
る
可
能
性
が
高
く
な
る
た
め
、
政
策
決
定
者
は
国
際
機

構
の
拡
充
を
図
ろ
う
と
す
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

本
稿
の
理
論
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
研

究
に
照
ら
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。
既
存
研
究
で
は
主
に
、
あ
る
規
範
が
台
頭

す
る
こ
と
で
国
家
の
政
策
は
変
化
し
て
い
く
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
遵

守
す
べ
き
規
範
が
主
要
に
な
る
こ
と
で
、
国
家
の
政
策
、
お
よ
び
国
際
機
構
の

「
変
化
」
に
通
じ
て
い
く
と
い
う
直
線
的
な
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
稿

は
国
家
が
対
外
政
策
上
で
複
数
の
（
そ
し
て
、
相
矛
盾
す
る
）
規
範
に
応
じ
る

必
要
が
あ
る
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

本
事
例
の
場
合
に
は
、
国
家
は
、
国
際
機
構
の
政
策
と
制
度
変
化
を
求
め
る
こ

と
で
そ
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
規
範
は
い
く

つ
も
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
依
然
と
し
て
遵
守
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
が
故
に
、
政
策
決
定
者
は
そ
れ
ぞ
れ
を
満
た
す
べ
く
国
際
制
度
を
「
変
化
」・

発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

こ
の
点
か
ら
考
え
て
み
て
、
な
ぜ
規
範
の
衝
突
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
に
つ
い
て
言
及
し
て
み
た
い
。
一
見
す
る
と
人
道
的
規
範
に
基
づ
く
関
心
か

ら
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
へ
の
「
介
入
」
が
行
わ
れ
、
そ
の
延
長
で
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
「
改

革
」
も
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
を
立
て
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
介
入
そ
れ
自
体
に

は
非
常
に
躊
躇
し
て
い
た
ド
イ
ツ
が
、
な
ぜ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
改
革
と
な
る
と
熱
心

に
そ
の
必
要
性
を
訴
え
て
い
た
の
か
と
い
う
点
を
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
は
な
く
、
介
入
を
め
ぐ
っ
て
規
範
の
衝
突
が
起
き
、
そ
れ
を
回
避
す
る

た
め
に
紛
争
予
防
と
い
う
理
念
が
展
開
さ
れ
て
い
き
、
国
際
制
度
を
発
展
さ
せ

よ
う
と
す
る
政
策
に
通
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
こ
の
内
戦
へ
の
対
応
を
経
て
ド
イ
ツ
で
は
反
軍
事
主
義
よ
り
、
人

道
目
的
の
た
め
の
介
入
が
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

（
43
）

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
規
範
と
は
常
に
一
定
で
は
な
く
、
時
と
と
も
に
変
化
す
る
も

の
で
、
こ
の
点
を
看
過
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
問
題
と
な
る
の
は
こ
の
考
察

対
象
の
時
期
に
ど
れ
く
ら
い
劇
的
に
変
化
し
た
の
か
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た

世
論
調
査
の
結
果
に
一
定
の
留
保
が
見
ら
れ
る
点
に
加
え
、
も
し
反
軍
事
主
義

が
下
火
に
な
り
、
介
入
に
対
し
完
全
な
支
持
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、「
紛
争
予
防
」
と
い
う
政
策
よ
り
も
無
条
件
の
「
介
入
」
が
唱
え
ら

れ
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
人
道
主
義
が
重
視
さ

れ
る
と
し
て
も
、
具
体
的
に
い
か
な
る
政
策
が
採
用
さ
れ
る
か
ま
で
は
予
想
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
は
一
つ
の
規
範
の
影
響
を
見

る
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
複
数
の
規
範
を
同
時
に
満
た
そ
う
と
す
る
点
を
含
め

な
け
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
行
動
を
一
貫
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

論
じ
て
き
た
。

最
後
に
本
稿
が
何
を
「
説
明
し
て
い
な
い
の
か
」
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。

本
稿
が
説
明
し
て
い
る
の
は
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
対
す
る
ド
イ
ツ

の
「
選
好
」
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
改
革
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
ド
イ

ツ
が
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
全
て
の
決
定
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
加
盟
国
の
集
団
的
な
決
定
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の

議
論
か
ら
言
え
る
の
は
ド
イ
ツ
が
ソ
連
消
滅
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
何
を
期
待
す
る
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よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
そ
の
選
好
ま
で
で
あ
る
。
他
の
国
で
も
同
じ
議
論

が
当
て
は
ま
る
か
、
そ
し
て
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
決
定
に
反
映
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を

考
察
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
し
か
し
、
人
道
的
な
惨
状
へ
の
対

応
を
求
め
る
こ
と
が
無
条
件
の
軍
事
力
使
用
を
推
進
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

よ
う
に
、
ど
の
国
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
介
入
を

め
ぐ
る
ジ
レ
ン
マ
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
他
の

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
国
も
ド
イ
ツ
が
求
め
た
も
の
に
類
似
し
た
考
え
を
持
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
冷
戦
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
危
機
管
理
、
紛
争
予
防
の
役
割

を
付
与
し
て
改
革
を
進
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
上
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
、

そ
し
て
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
ボ
ス
ニ
ア
内
戦
が
引
き
起
こ
し
た
葛
藤
と
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
の
改
革
の
関
連
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
点
で
（
44
）

あ
る
。
本
稿

の
考
察
は
限
定
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
冷
戦
終
結
後
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
再
構
築
に

関
す
る
一
つ
の
視
座
を
提
示
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

（
1
）
「
結
果
の
論
理
」、「
適
切
性
の
論
理
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ばJ.

G
.

M
arch

and
J.

P.
O

lsen,
“T

he
Institutional

D
ynam

ics
of

Interna-
tional

Political
O

rders,”
International

O
rganization,52-4

(1998),
pp.943–969

を
参
照
。

（
2
）

M
.F

innem
ore,T

he
P

urpose
ofIntervention:C

hanging
B

eliefs
aboutthe

U
se

ofForce,Ithaca:C
ornellU

niversity,2003.

（
3
）

T.U
.B

erger,C
ultures

ofA
ntim

ilitarism
:N

ationalS
ecurity

in
G

erm
any

and
Japan,B

altim
ore,M

d.:T
he

Johns
H

opkins
U

niver-
sity

P
ress,1998,p.6.

（
4
）

J.
S.

D
uffield,

“Political
C

ulture
and

State
B

ehavior:
W

hy
G

erm
any

C
onfounds

N
eorealism

,”
International

O
rganization,

53-4
(1999),p.780.

（
5
）

J.S.L
antis,“R

ising
to

the
C

hallenge:G
erm

an
Security

Pol-
icy

in
the

Post-C
old

W
ar

E
ra,”

G
erm

an
Politics

and
S

ociety,14-2
(1996),p.19.

（
6
）

D
uffield,op.cit.,p.781.

（
7
）

J.
J.

A
nderson,

“H
ard

Interests,
Soft

Pow
er,

and
G

erm
any’s

C
hanging

R
ole

in
E

urope,”
in

P.
J.

K
atzenstein

(ed.),
Tam

ed
Pow

er:
G

erm
any

in
E

urope,
Ithaca:

C
ornell

U
niversity

P
ress,

1997,p.85.

（
8
）

H
.W

.M
aull,“G

erm
any

and
the

U
se

ofForce:Stilla
‘C

ivilian
Pow

er’?,”
S

urvival,42-2
(2000),p.56.

（
9
）

S.
H

arnisch
and

H
.

W
.

M
aull

(eds.),
G

erm
any

as
a

C
ivilian

Pow
er?:

T
he

Foreign
Policy

of
the

B
erlin

R
epublic,

M
anchester:

M
anchester

U
niversity

P
ress,2001.

（
10
）
例
え
ばJ.

G
ow

,
Trium

ph
of

the
L

ack
of

W
ill:

International
D

iplom
acy

and
the

Yugoslav
W

ar,
L

ondon:
H

urst
&

C
o.

1997;
B

.Sim
m

s,U
nfinest

H
our:B

ritain
and

the
D

estruction
of

B
osnia,

L
ondon:the

Penguin
P

ress,2002.

（
11
）
ド
イ
ツ
国
内
の
議
論
に
関
し
て
は
例
え
ばM

.L
ibal,L

im
its

of
Per-

suasion:
G

erm
any

and
the

Yugoslav
C

risis,
1991–1992,

L
ondon:

P
raeger,1997

を
参
照
。

（
12
）
以
下
、
紙
幅
の
都
合
で
代
表
的
な
も
の
の
み
挙
げ
る
。M

.F
innem

ore,
N

ational
Interests

in
International

S
ociety,

Ithaca:
C

ornell
U

ni-
versity

P
ress,1996.

（
13
）

T.R
isse,S.C

.R
opp

and
K

.Sikkink,(eds),T
he

Pow
er

of
H

u-
m

an
R

ights:
International

N
orm

s
and

D
om

estic
C

hange,
C

am
-

bridge:C
am

bridge
U

niversity
P

ress.

（
14
）

J.
T.

C
heckel,

“W
hy

C
om

ply?
Social

L
earning

and
E

uro-
pean

Identity
C

hange,”
International

O
rganization,

55-3
(2001),



85 コンストラクティヴィズムにおける「規範の衝突」

pp.553–588.
（
15
）

A
.

I.
Johnston,

“T
reating

International
Institutions

as
So-

cialE
nvironm

ents,”
InternationalS

tudies
Q

uarterly,45-4
(2001),

pp.487–515.

（
16
）

E
.

A
dler,

“T
he

Spread
of

Security
C

om
m

unities:
C

om
m

uni-
ties

ofP
ractice,Self-R

estraint,and
N

A
T

O
’s

Post-C
old

W
ar

T
rans-

form
ation,”

E
uropean

Journal
of

International
R

elations,
14-2

(2008),pp.195–230.

（
17
）
大
矢
根
聡
「
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
視
座
と
分
析
―
―
規
範
の

衝
突
・
調
整
の
実
証
的
分
析
へ
―
―
」『
国
際
政
治
』
第
一
四
三
号
、
二
〇
〇
五

年
、
一
三
六
頁
、T.R

isse,“‘L
et’s

A
rgue!’:C

om
m

unicative
A

ction
in

W
orld

Politics,”InternationalO
rganization,51-1

(2000),pp.1–41.

（
18
）
こ
の
点
に
関
す
る
理
論
的
議
論
はI.H

urd,A
fter

A
narchy:L

egiti-
m

acy
and

Pow
er

in
the

U
nited

N
ations

S
ecurity

C
ouncil,P

rince-
ton,N

.J.:P
rinceton

U
niversity

P
ress,2007

参
照
。

（
19
）

P
lenarprotokoll,12/37,4

Septem
ber

1991,S.3019

（
ド
イ
ツ
連

邦
議
会
の
速
記
録
）。
こ
の
他
、
同
様
の
見
解
は
政
党
を
問
わ
ず
表
明
さ
れ
て

い
る
が
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
。

（
20
）

R
.D

.A
sm

us,“G
erm

any’s
G

eopolitical
M

aturation:Strategy
and

P
ublic

O
pinion

after
the

W
all,”

R
and

Issue
Paper,February,

1993,p.4.

（
21
）
紙
幅
の
都
合
でL
ibal,op.cit.,1997

の
み
挙
げ
る
。

（
22
）

S.G
regory,French

D
efence

Policy
into

the
Tw

enty-F
irst

C
en-

tury,L
ondon:M

acm
illan

P
ress,2000,p.59

よ
り
引
用
。

（
23
）

A
llensbacher

Jahrbuch
der

D
em

oskopie
1984–1992,

K
.G

.
Saur:M

ünchen,1993,S.1095.

（
24
）

N
.

P
hilippi,

B
undesw

ehr-A
uslandseinsätze

als
außen-

und
sicherheitspolitisches

P
roblem

des
geeinten

D
eutschland,

F
rank-

furter
A

m
M

ain:Peter
L

ang,1997,S.120.

（
25
）

P
lenarprotokoll,12/219,14

A
pril1994,S.18910.

（
26
）

M
.E

.Sm
ith,“Sending

the
B

undesw
ehr

to
the

B
alkans:the

D
om

estic
Politics

of
R

eflexive
M

ultilateralism
,”

G
erm

an
Politics

and
S

ociety,14-4
(1996),pp.57–58.

（
27
）
例
え
ばK

.L
onghurst,G

erm
any

and
the

U
se

ofForce:T
he

E
vo-

lution
ofG

erm
an

S
ecurity

Policy,1990–2003,M
anchester:M

anch-
ester

U
niversity

P
ress,2004,p.67.

（
28
）

” Justizm
inisterin

schw
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