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国
際
政
治
学
を
学
ぷ
人
へ

1
　
は
じ
め
に

　
一
九
八
九
年
の
冷
戦
の
終
結
後
、
ド
イ
ツ
の
再
統
一
、
湾
岸

戦
争
、
ソ
連
邦
の
崩
壌
、
地
域
紛
争
の
激
化
と
中
東
和
平
の
締

結
な
ど
、
国
際
政
治
は
大
規
模
に
か
つ
急
激
に
変
化
し
て
い
る
。

日
本
政
治
に
お
い
て
も
、
新
党
ブ
ー
ム
の
な
か
で
、
自
民
党
政

権
が
交
代
し
、
一
九
五
五
年
体
制
が
崩
壊
し
た
。
冷
戦
と
い
う

枠
組
み
の
重
さ
を
あ
ら
た
め
て
感
じ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
な
諸
事
件
は
、
個
々
の
要
因
か
ら
説
明
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら

ず
、
国
際
政
治
の
構
造
変
化
や
国
際
関
係
の
特
質
の
変
化
と
結

大
　
　
芝

亮

び
つ
け
て
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
々
の
事
件
の
歴
史
的
意

義
や
国
際
政
治
上
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
本
稿
は
、
新
入
生
を
対
象
に
、
「
国
際
政
治
学
を
学
ぶ
人
へ
」

と
し
て
、
国
際
政
治
の
理
論
に
つ
い
て
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
描

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

く
た
め
に
、
い
わ
ぱ
事
例
と
し
て
覇
権
安
定
論
と
呼
ば
れ
る
理

論
を
取
り
上
げ
、
ま
ず
そ
の
概
要
を
説
明
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

国
際
政
治
入
門
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
動
向
を
紹
介
し

て
、
国
際
政
治
の
理
論
体
系
を
説
明
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
覇
権
安
定
論
に
議
論
を
絞
る
の
は
、
一
つ

の
理
論
を
あ
る
程
度
、
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
よ
り
、
理
論

分
析
の
面
白
さ
が
少
し
は
伝
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
特
す
る
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か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
覇
権
安
定
論
を
め
ぐ
る
議
論
を
検
討
し

な
が
ら
、
①
バ
ワ
ー
、
②
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
、
③
ポ
ス
ト
覇
権

と
い
っ
た
国
際
政
治
の
重
要
な
概
念
・
こ
と
ぱ
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
最
後
に
、
な
ぜ
、
覇
権
安
定
論
が
国
際
政
治
学
に
大
き

な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
若
干
、
検
討

す
る
。

n

覇
権
安
定
論
を
事
例
と
し
て

一
　
理
論
の
概
要

　
覇
権
安
定
論
と
よ
ぱ
れ
る
理
論
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
国
際

経
済
体
制
の
不
安
定
化
の
原
因
は
何
か
と
い
う
問
題
を
設
定
し
、

そ
の
答
え
を
、
覇
権
国
で
あ
る
米
国
の
力
（
バ
ワ
ー
）
の
衰
退

に
求
め
、
こ
れ
を
一
般
化
し
よ
う
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

　
覇
権
安
定
論
は
、
国
際
関
係
の
構
造
に
つ
い
て
、
覇
権
国
、

大
国
、
準
周
辺
国
、
そ
し
て
周
辺
国
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
す
る
。

覇
権
国
は
他
国
と
比
べ
、
圧
倒
的
な
軍
事
力
・
経
済
力
を
有
し
、

国
際
秩
序
を
提
供
す
る
国
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。
国
際
秩
序

や
国
際
的
な
諸
制
度
の
枠
組
み
や
ル
ー
ル
を
決
定
す
る
バ
ワ
ー

を
持
つ
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
に
コ

ス
ト
を
負
担
す
る
。
歴
史
的
に
み
て
覇
権
国
と
し
て
想
定
さ
れ

て
い
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
米
国
で
あ
り
、
ま
た
十

九
世
紀
の
英
国
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
十
六
世
紀
の
ポ
ル
ト
ガ
ル

や
十
七
世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
も
覇
権
国
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

　
覇
権
国
で
は
な
い
大
国
と
は
、
覇
権
国
の
よ
う
な
圧
倒
的
な

バ
ワ
ー
を
も
た
な
い
た
め
に
、
秩
序
形
成
・
維
持
に
関
し
て
、

決
定
的
な
影
響
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
覇
権
国

が
提
供
す
る
安
定
し
た
国
際
秩
序
の
な
か
で
行
動
す
る
。
こ
の

よ
う
な
大
国
は
、
安
定
し
た
国
際
秩
序
を
前
提
に
、
専
ら
自
国

の
発
展
の
た
め
に
国
家
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
、
次
第
に
国
力

（
ナ
シ
目
ナ
ル
・
バ
ワ
ー
）
を
増
大
さ
せ
る
。
国
際
秩
序
の
形

成
・
維
持
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
余
り
負
担
し
な
い
と
い
う
点
で
、

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
で
あ
る
。

　
覇
権
国
は
自
国
の
発
展
の
た
め
の
み
な
ら
ず
、
国
際
秩
序

（
と
い
う
国
際
公
共
財
）
の
維
持
の
た
め
に
も
、
国
力
を
割
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
次
第
に
か
つ
て
の
圧
倒
的
な
バ
ワ
ー

を
低
下
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犬
国
の
な
か
に
は
覇
権
国

に
挑
戦
で
き
る
だ
け
の
国
力
を
つ
け
る
も
の
が
登
場
し
、
自
国
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を
中
心
と
す
る
新
し
い
国
際
秩
序
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
。
こ

う
し
て
、
既
存
の
秩
序
に
対
す
る
挑
戦
国
と
な
る
。
い
わ
ゆ
る

現
状
維
持
と
現
状
打
破
派
の
対
立
図
式
が
生
ま
れ
る
。
両
者
の

間
で
、
国
際
秩
序
の
あ
り
か
た
と
主
導
権
を
め
ぐ
り
、
戦
争
が

お
こ
る
。
こ
れ
は
覇
権
戦
争
と
よ
ぱ
れ
、
こ
の
覇
権
戦
争
後
、

新
し
い
秩
序
が
形
成
さ
れ
る
。

二
　
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
国
際
秩
序
の
場
合

　
上
記
の
覇
権
安
定
論
を
、
第
二
次
世
界
犬
戦
後
の
国
際
秩
序

を
例
と
し
て
、
具
体
的
に
説
明
し
よ
う
。

　
こ
の
理
論
に
し
た
が
え
ぱ
、
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
秩
序
は
、

米
国
を
覇
権
国
と
す
る
バ
ク
ス
・
ア
メ
リ
カ
ー
ナ
の
世
界
で
あ

り
、
ソ
連
は
こ
の
米
国
の
覇
権
に
対
す
る
挑
戦
国
で
あ
る
と
み

る
。
戦
後
の
国
際
関
係
を
、
米
ソ
ニ
極
構
造
と
み
る
見
解
と
は

随
分
異
な
っ
て
い
る
。

　
米
国
は
世
界
的
な
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
た
め
に
、

自
由
・
無
差
別
・
多
角
主
義
を
基
本
原
則
と
す
る
自
由
貿
易
体

制
や
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
と
呼
ば
れ
る
国
際
金
融
体
制
を
形

成
す
る
。

　
米
国
は
覇
権
国
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
体
制
を
維
持
・
運
営

す
る
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ス
ト
を
支
払
っ
た
。
世
界
的
な

自
由
貿
易
体
制
が
発
展
す
る
よ
う
に
、
ま
ず
、
戦
争
で
荒
廃
し

た
欧
州
諸
国
や
敗
戦
国
日
本
の
戦
後
復
興
を
援
助
す
る
。
ま
た

自
国
の
市
場
を
欧
州
諸
国
や
日
本
に
開
放
し
、
自
由
貿
易
体
制

の
復
活
・
発
展
の
た
め
に
コ
ス
ト
を
負
担
し
た
。
国
際
経
済
体

制
を
運
営
す
る
中
核
組
織
と
し
て
、
国
際
通
貨
基
金
（
I
M
F
）

や
世
界
銀
行
が
設
立
さ
れ
た
が
、
そ
の
資
本
金
の
大
半
は
米
国

政
府
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
米
国
が
戦
後
秩
序
の
維
持
・
運
営
の
た
め
に
負
担
し
た
コ
ス

ト
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
秩
序
体
制
に
関
す
る
も
の
に
限
定
さ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
覇
権
国
米
国
は
、
西
欧
的
な
民
主
主
義

の
理
念
に
基
づ
く
国
際
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

西
側
世
界
の
安
全
保
障
確
保
の
た
め
の
コ
ス
ト
を
負
担
す
る
。

自
由
主
義
陣
営
の
安
全
保
障
の
確
保
は
、
資
本
主
義
市
場
が
安

定
的
に
機
能
す
る
た
め
の
大
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。
米
国
は
、

巨
大
な
軍
拡
に
励
み
、
ま
た
N
A
T
O
や
日
米
安
保
を
通
じ
て
、

世
界
各
地
に
軍
事
基
地
を
持
ち
、
軍
事
要
員
を
派
遺
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
米
国
の
コ
ス
ト
負
担
は
、
国
際
秩
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序
に
お
け
る
米
国
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
的
地
位
と
深
く
結
ぴ
つ

い
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
米
国
は
I
M
F
や
世
界
銀
行
の
資
本

（
3
）

金
の
多
く
を
負
担
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
お

け
る
各
国
の
出
資
比
率
は
投
票
権
に
む
す
ぴ
つ
い
て
い
る
。
N

A
T
O
や
日
米
安
保
に
関
し
て
も
、
米
国
の
対
ソ
戦
略
の
文
脈

の
な
か
で
、
そ
の
役
割
・
機
能
は
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま

た
、
N
A
T
O
の
軍
事
行
動
に
つ
い
て
も
、
米
国
が
圧
倒
的
な

主
導
権
を
握
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
さ
て
、
覇
権
安
定
論
に
よ
れ
ぱ
、
ソ
連
は
米
国
の
覇
権
に
挑

戦
し
、
冷
戦
の
な
か
で
、
米
ソ
共
に
疲
弊
し
て
く
る
。
そ
の
間
、

日
本
や
欧
州
諸
国
は
安
定
し
た
国
際
経
済
体
制
の
な
か
で
経
済

復
興
を
遂
げ
、
さ
ら
に
高
度
経
済
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。
こ
う

し
て
、
米
国
経
済
に
と
り
大
き
な
脅
威
を
与
え
る
ほ
ど
の
存
在

と
な
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
、
日
米
間
、
欧
米
問
さ
ら
に
日
欧
間

　
　
　
　
　
（
4
）

で
、
経
済
摩
擦
が
激
化
し
て
く
る
。
米
国
は
、
日
本
や
欧
州
諸

国
に
対
し
て
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
で
あ
る
と
の
批
判
を
浴
び
せ
、

西
側
世
界
の
安
全
保
障
や
国
際
経
済
体
制
の
維
持
・
運
営
の
た

め
の
コ
ス
ト
に
つ
い
て
、
応
分
の
負
担
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
、
日
米
間
の
防
衛
費
の
バ
ー
ド
ン
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
の

間
題
と
し
て
登
場
し
、
ま
た
米
国
の
対
日
市
場
開
放
要
求
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
（
6
）

て
登
場
し
、
さ
ら
に
、
日
本
O
D
A
の
増
額
や
国
際
組
織
へ
の

出
資
・
拠
出
金
の
拡
大
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

111

覇
権
安
定
論
を
め
ぐ
る
議
論

　
一
九
八
○
年
代
、
国
際
政
治
学
で
は
覇
権
安
定
論
を
め
ぐ
り

活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
。
覇
権
安
定
論
に
対
す
る
批
判
そ
し

て
こ
の
理
論
の
修
正
の
状
況
を
、
国
際
政
治
の
キ
ー
概
念
・
言

葉
で
あ
る
①
バ
ワ
ー
②
フ
リ
エ
フ
イ
ダ
ー
、
そ
し
て
③
覇
権
と

い
う
三
点
か
ら
、
説
明
・
検
討
し
て
い
こ
う
。

一
、
米
国
の
バ
ワ
⊥
辰
退
を
め
ぐ
る
議
論
と
バ
ワ
ー
概
念
の
精

級
化
　
　
　
　
　
　
　
．

　
覇
権
安
定
論
を
め
ぐ
る
論
点
の
第
一
は
、
果
た
し
て
米
国
の

バ
ワ
ー
は
衰
退
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
も
の

で
あ
り
、
こ
の
議
論
を
通
じ
て
、
国
際
政
治
学
で
は
、
バ
ワ
ー

概
念
が
精
綴
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
般
に
「
相
手
に
意
思
に
反
す
る
行
動
を
と
ら
せ
る
、
あ
る

い
は
相
手
の
意
思
と
同
様
で
も
、
そ
の
程
度
を
拡
大
さ
せ
る
こ
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と
L
を
バ
ワ
ー
の
行
使
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ワ
ー
の
概

念
に
つ
い
て
は
、
不
明
瞭
な
都
分
も
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、

米
国
の
バ
ワ
ー
の
衰
退
に
つ
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
展

開
し
た
。
一
つ
の
一
般
的
な
解
釈
は
、
米
国
は
経
済
的
に
は
衰

退
し
て
い
る
も
の
の
、
政
治
・
軍
事
的
に
は
依
然
と
し
て
超
大

国
と
し
て
の
バ
ワ
ー
を
保
持
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
米
国
の

「
経
済
覇
権
」
の
衰
退
と
表
現
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
。
冷
戦
終
結
後
の
湾
岸
戦
争
に
お
け
る
米
国

の
圧
倒
的
な
軍
事
力
と
主
導
権
に
注
目
し
、
ソ
連
邦
の
崩
壊
後

の
世
界
を
軍
事
的
一
極
体
制
と
み
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
見
解

は
適
切
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
覇
権
国
は
、
安
全
保

障
体
制
の
み
な
ら
ず
、
経
済
を
も
含
む
国
際
秩
序
全
体
の
供
給

老
の
こ
と
で
あ
り
、
「
経
済
的
覇
権
」
と
い
う
よ
う
な
、
特
定
の

問
題
領
域
に
限
定
し
た
「
覇
権
」
と
い
う
用
語
の
使
い
方
は
、

も
と
も
と
の
こ
の
概
念
の
定
義
と
の
関
係
で
問
題
が
あ
ろ
う
。

　
ク
ラ
ス
ナ
ー
は
メ
タ
バ
ワ
ー
と
相
対
的
バ
ワ
ー
と
い
う
概
念

　
　
　
　
＾
7
）

を
提
示
す
る
。
前
老
は
各
国
の
対
外
行
動
の
ル
ー
ル
そ
の
も
の

を
決
定
す
る
バ
ワ
ー
の
こ
と
を
い
い
、
後
老
は
一
定
の
ル
ー
ル

の
な
か
各
国
が
発
揮
す
る
パ
ワ
ー
の
こ
と
を
い
う
。
ス
ト
レ
ン

ジ
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
を
、
構
造
的
パ
ワ
ー
と
リ
レ
ー
シ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

ナ
ル
・
バ
ワ
ー
と
い
う
概
念
で
表
現
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
バ
ワ
ー
概
念
を
、
ト
ラ
ン
プ
を
例
に
挙
げ
て
説

明
し
よ
う
。
た
と
え
ぱ
、
A
さ
ん
は
ブ
リ
ッ
ジ
が
得
意
で
、
皆

と
ブ
リ
ヅ
ジ
を
し
て
い
る
と
、
当
然
に
勝
っ
て
ぱ
か
り
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
グ
ル
ー
プ
の
ボ
ス
的
存
在
の
B
さ
ん
は
負
け

る
こ
と
が
多
く
、
面
自
く
な
い
。
そ
こ
で
、
「
も
う
ブ
リ
ヅ
ジ
は

や
め
よ
う
、
ポ
ー
力
1
に
変
え
よ
う
」
と
い
う
。
A
さ
ん
は
ブ

リ
ッ
ジ
を
続
け
た
い
が
、
皆
が
B
さ
ん
の
い
う
こ
と
を
聞
く
こ

と
も
あ
り
、
ブ
リ
ヅ
ジ
は
や
め
て
、
ゲ
ー
ム
は
ポ
ー
力
1
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ブ
リ
ッ
ジ
と
い
う
与
え
ら
れ
た
ゲ
ー

ム
あ
る
い
は
ル
ー
ル
の
な
か
で
実
力
を
発
揮
す
る
A
さ
ん
の
バ

ワ
ー
は
相
対
的
バ
ワ
ー
で
あ
り
、
ど
の
ゲ
ー
ム
を
す
る
か
を
き

め
る
こ
と
が
で
き
る
B
ざ
ん
は
、
メ
タ
バ
ワ
ー
を
持
つ
と
い
え

る
。　

今
度
は
、
世
界
銀
行
と
い
う
国
際
金
融
組
織
に
お
け
る
投
票

権
を
て
が
か
り
に
、
日
米
の
バ
ワ
ー
の
質
の
違
い
を
、
こ
の
概

念
を
用
い
て
説
明
し
て
み
よ
う
。

　
世
界
銀
行
に
お
い
て
、
米
国
は
か
つ
て
二
〇
％
を
超
え
る
投
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票
権
を
維
持
し
、
二
つ
の
意
味
で
拒
否
権
を
有
し
て
い
た
。
第

一
に
、
資
本
金
の
増
額
（
増
資
）
が
発
効
す
る
た
め
に
は
、
各

国
の
出
資
誓
約
額
が
全
体
の
八
○
％
を
超
え
る
こ
と
が
必
要
要

件
と
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
二
〇
％
以
上
を
出
資
す
る
米
国
が

増
資
の
承
認
を
し
な
い
限
り
、
世
界
銀
行
の
増
資
は
発
効
し
え

な
い
。
こ
の
意
味
で
米
国
は
財
政
的
拒
否
権
を
有
す
る
。
第
二

に
、
世
界
銀
行
協
定
の
変
更
は
総
投
票
数
の
八
○
％
（
の
ち
八

五
バ
ー
セ
ン
ト
）
以
上
の
支
持
を
必
要
と
す
る
た
め
に
、
二
〇

％
以
上
の
投
票
権
を
有
す
る
米
国
は
、
世
界
銀
行
協
定
変
更
と

い
う
最
も
重
夫
な
政
策
決
定
に
関
し
て
、
拒
否
権
を
有
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
増
資
に
つ
い
て
の
拒
否
権
や
世
界

銀
行
協
定
変
更
に
つ
い
て
の
拒
否
権
は
、
い
わ
ば
メ
タ
バ
ワ
ー

（
あ
る
い
は
構
造
的
バ
ワ
i
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
日
欧
諸
国
の
戦
後
復
興
・
経
済
成
長
と
米
国
の
経
済
力
の
相

対
的
低
下
に
伴
い
、
米
国
は
世
界
銀
行
に
お
け
る
投
票
権
を
し

だ
い
に
減
少
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
つ
い
に
、
一
九
八
四
年
の
増

資
交
渉
に
お
い
て
は
、
米
国
の
投
票
権
が
二
〇
％
を
下
回
る
可

能
性
が
現
実
化
し
て
く
る
。
増
資
後
も
二
〇
％
の
投
票
権
を
維

持
す
る
に
は
応
分
の
出
資
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
財

政
的
余
裕
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
、
米
国
は
世
界

銀
行
協
定
変
更
に
関
す
る
拒
否
権
を
失
う
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
、
米
国
は
こ
の
拒
否
権
を
放
棄
し
た
く
な
い
。
そ
こ
で
、
米

国
は
次
の
よ
う
な
戦
術
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
米
国
は
投
票
権

が
二
〇
％
を
下
回
る
こ
と
を
了
承
し
、
増
資
を
認
め
る
。
そ
の

代
わ
り
に
、
「
今
後
は
世
界
銀
行
協
定
の
変
更
に
は
八
五
％
以

上
の
多
数
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
世
界
銀
行
協
定

自
身
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
米
国
は
投
票
権
と

い
う
リ
レ
ー
シ
ヨ
ナ
ル
・
バ
ワ
ー
は
低
下
さ
せ
た
も
の
の
、
世

界
銀
行
協
定
変
更
に
つ
い
て
の
拒
否
権
と
い
う
構
造
的
パ
ワ
ー

の
維
持
に
は
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
他
方
、
日
本
は
投
票
権
を
増
大
さ
せ
、
一
九
八
四
年
増
資
の

際
に
は
、
第
二
の
投
票
権
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
。
し
か
し
、

そ
の
数
字
は
米
国
の
三
分
の
一
程
度
で
あ
り
、
も
ち
ろ
ん
、
拒

否
権
な
ど
を
持
ち
う
る
も
の
で
は
な
い
。
日
本
の
バ
ワ
ー
は
あ

く
ま
で
、
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
バ
ワ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
米
国
の
バ
ワ
⊥
辰
退
論
の
裏
返
し
と
し
て
、

目
本
の
バ
ワ
ー
の
向
上
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
が
、

ク
ラ
ス
ナ
ー
や
ス
ト
レ
ン
ジ
の
理
論
は
、
日
米
に
は
バ
ワ
ー
の
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特
質
に
お
い
て
大
い
に
相
違
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
今
後
、
世
界
銀
行
に
お
け
る
米
国
の
投
票
権
が

さ
ら
に
低
下
し
、
米
国
が
構
造
的
バ
ワ
ー
を
喪
失
す
る
事
態
も

起
こ
り
得
よ
う
。
反
対
に
、
日
本
が
米
国
と
同
等
の
、
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
の
投
票
権
を
も
つ
状
況
が
生
ま
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
に
ら
ん
で
、
日
米
の
リ
ー

ダ
シ
ッ
プ
・
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な

い
。
し
か
し
、
米
国
が
構
造
的
バ
ワ
ー
を
失
う
状
況
に
ま
で
追

い
詰
め
ら
れ
た
と
き
、
米
国
は
世
界
銀
行
へ
の
関
心
を
失
い
、

国
際
組
織
を
中
核
と
す
る
マ
ル
チ
ラ
テ
ラ
リ
ズ
ム
（
多
国
間
主

義
）
か
ら
バ
イ
ラ
テ
ラ
リ
ズ
ム
（
二
国
間
主
義
）
へ
、
そ
の
活

動
の
重
心
を
変
更
し
て
い
く
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。

　
さ
て
、
話
し
を
バ
ワ
ー
の
概
念
に
戻
そ
う
。
J
・
ナ
イ
は
、

米
国
の
バ
ワ
ー
の
衰
退
論
に
対
し
て
、
ハ
ー
ド
・
バ
ワ
ー
と
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

フ
ト
・
パ
ワ
ー
と
い
う
概
念
を
提
示
し
て
、
反
論
す
る
。
ハ
ー

ド
・
バ
ワ
ー
が
従
来
の
軍
事
力
、
経
済
力
、
技
術
力
等
を
意
味

す
る
の
に
対
し
て
、
ソ
フ
ト
・
バ
ワ
ー
は
「
相
手
を
取
り
組
む

力
」
と
定
義
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
の
思
考
様
式
や
問
題

設
定
の
仕
方
に
対
し
て
与
え
る
影
響
力
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
ナ
イ
は
、
こ
れ
か
ら
の
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
ソ
フ

ト
・
バ
ワ
ー
の
重
要
性
が
増
犬
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
は

米
国
の
バ
ワ
ー
は
衰
退
す
る
兆
し
は
見
ら
れ
な
い
と
主
張
す
る
。

反
対
に
、
日
本
に
つ
い
て
、
確
か
に
経
済
力
と
い
う
ハ
ー
ド
．

バ
ワ
ー
に
関
し
て
は
上
昇
は
見
ら
れ
る
が
、
ソ
フ
ト
．
バ
ワ
ー

で
は
米
国
よ
り
大
き
く
立
ち
後
れ
て
い
る
と
い
う
。

　
ナ
イ
の
議
論
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
ハ
ー
ド
．
バ
ワ
ー
と

ソ
フ
ト
・
バ
ワ
ー
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
疑
問

が
提
示
さ
れ
る
。
ハ
ー
ド
・
バ
ワ
ー
の
裏
付
け
な
し
で
、
果
た

し
て
ソ
フ
ト
・
バ
ワ
ー
は
行
使
で
。
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
、
目
本
、
欧
州
諸
国
と
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー

　
覇
権
安
定
論
を
め
ぐ
る
第
二
の
論
点
は
、
果
た
し
て
日
本
や

欧
州
諸
国
は
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。　

戦
後
の
日
本
が
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
プ
で
あ
っ
た
と
見
る
見
解
は
、

米
国
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
日
本
で
も
意
外
に
強
く
支
持
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
安
全
保
障
に
つ
い
て
は
、
日
米
安
保

を
基
軸
と
し
て
、
で
き
る
限
り
軍
事
予
算
の
コ
ス
ト
を
抑
え
、
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そ
の
分
、
政
府
予
算
を
民
生
部
門
発
展
の
た
め
の
経
費
に
割
り

当
て
、
高
度
経
済
成
長
に
専
念
す
る
と
い
う
路
線
は
、
あ
る
意

味
で
意
識
的
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
し
て
行
動
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
な
路
線
は
日
本
の
経
済
大
国
化
に
非

常
に
貢
献
し
た
と
い
う
評
価
を
受
け
る
こ
と
は
多
い
。
そ
し
て
、

「
日
本
は
、
こ
れ
ま
で
は
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
と
し
て
、
安
定
し
た

国
際
秩
序
の
恩
恵
に
あ
や
か
り
、
戦
後
復
興
・
経
済
成
長
を
な

し
と
げ
た
」
と
い
う
認
識
が
国
民
の
問
で
広
く
共
有
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
今
度
は
、
国
際
秩
序
の
安
定
・
維
持
の
た
め

に
「
貢
献
」
す
る
番
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
登
場
す
る
。

　
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
日
本
や
欧
州
諸
国
を
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ

ー
と
。
し
て
み
る
こ
と
へ
の
批
判
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
人
々
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
が
、
上
記
の
よ
う
な
吉
田
路
線
を

追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
か
な
る
代
償
を
支
払
っ
た
の
か
と

い
う
間
題
に
関
心
を
抱
く
。

　
こ
の
よ
う
な
代
償
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
中
国

（
北
京
）
と
の
関
係
の
早
期
正
常
化
の
機
会
を
失
っ
た
こ
と
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
さ
ま
ざ
ポ

な
領
域
で
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
に
、

国
際
政
治
の
う
え
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ツ
バ
に
お
い
て
始
ま
っ
た
冷

戦
を
ア
ジ
ア
に
も
波
及
さ
せ
、
対
中
国
封
じ
込
め
政
策
が
展
開

さ
れ
る
一
因
に
な
る
。
第
二
に
、
経
済
的
に
は
、
日
本
は
戦
前

の
巨
大
市
場
で
あ
っ
た
中
国
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
。
中
国
市

場
の
代
替
と
し
て
、
米
国
は
自
ら
の
市
場
を
日
本
に
も
開
放
し
、

日
本
も
ま
た
米
国
市
場
へ
の
輸
出
に
活
路
を
見
い
だ
す
。
こ
れ

が
日
本
の
経
済
成
長
の
原
動
力
に
な
る
が
、
皮
肉
に
も
、
　
一
九

七
〇
年
以
降
に
な
る
と
、
今
度
は
、
日
米
経
済
摩
擦
の
激
化
を

摺
く
こ
と
に
な
る
。
第
三
に
、
政
治
的
に
は
、
戦
前
・
戦
中
の

侵
略
行
為
に
対
す
る
謝
罪
・
補
償
の
機
会
を
失
う
。
も
っ
と
も
、

果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
っ
た
と
し
て
も
日
本
が
ど
の

程
度
、
積
極
的
に
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
だ
か
は
別
の
間
題

で
あ
る
。

　
冷
戦
の
開
始
の
責
任
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
と
は
い
え
、

ド
イ
ツ
の
分
裂
を
考
え
る
と
き
、
「
米
国
は
覇
権
国
と
し
て
国

際
秩
序
の
安
定
の
た
め
に
コ
ス
ト
を
負
担
し
、
欧
州
諸
国
は
フ

リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
で
あ
っ
た
」
と
い
う
見
解
に
欧
州
諸
国
が
低
抗

を
感
じ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
N
A
T
0
軍
の
経
費
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の
負
担
か
ら
み
て
も
、
欧
州
諸
国
に
は
、
自
分
達
が
米
国
か
ら

フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
呼
わ
り
さ
れ
る
こ
と
へ
の
反
発
は
強
い
。

三
、
ポ
ス
ト
覇
権
期
の
国
際
秩
序
の
安
定

　
覇
権
安
定
論
に
よ
れ
ぱ
、
覇
権
国
が
存
在
す
る
時
、
国
際
秩

序
は
安
定
し
、
覇
権
国
の
バ
ワ
ー
が
衰
退
す
る
時
（
ポ
ス
ト
覇

権
期
）
、
国
際
秩
序
は
不
安
定
に
な
る
と
い
い
、
現
在
、
米
国
の

バ
ワ
ー
は
相
対
的
に
衰
退
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
で
は
、
こ

れ
ま
で
の
歴
史
と
同
じ
よ
う
に
、
覇
権
獣
争
を
経
て
、
新
し
い

秩
序
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
核
兵
器
の
登
場
に
よ
り
、

従
来
の
よ
う
な
覇
権
戦
争
は
不
可
能
だ
と
す
れ
ぱ
、
ど
の
よ
う

に
す
れ
ば
国
際
秩
序
を
安
定
化
さ
せ
ら
れ
る
の
か
。
覇
権
安
定

論
は
こ
の
課
題
に
答
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
批
判
が
行
わ
れ
る
。

こ
れ
が
第
三
の
論
点
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
へ
の
一
つ
の
回
答
と
し
て
、
コ
ヘ
イ
ン
は
、
「
覇
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

後
（
＞
津
艘
＝
晶
①
昌
O
員
）
」
の
理
論
を
提
示
す
る
。
こ
れ
は
、

国
際
秩
序
の
形
成
に
は
莫
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
た
め
に
、
覇

権
安
定
論
が
い
う
と
お
り
、
圧
倒
的
バ
ワ
ー
を
有
す
る
覇
権
国

の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
度
で
き
あ
が
っ
た
国
際

秩
序
を
維
持
す
る
に
は
、
形
成
時
ほ
ど
の
コ
ス
ト
は
不
要
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
覇
権
国
の
バ
ワ
ー
が
相
対
的
に
衰
退
し
て
い

て
も
、
他
の
大
国
が
支
援
す
れ
ぱ
、
既
存
の
国
際
秩
序
は
十
分

に
維
持
で
き
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
確
か
に
、
米
国
の
バ
ワ
ー
の
衰
退
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
頃
か
ら
、
G
7
や
サ
ミ
ヅ
ト
の
よ
う
な
先
進
諸
国
の
集
団

的
指
導
体
制
が
し
だ
い
に
形
成
さ
れ
、
G
7
は
国
際
経
済
体
制

の
維
持
、
運
営
を
主
導
し
、
サ
ミ
ヅ
ト
は
経
済
．
政
治
の
双
方

で
イ
ニ
シ
ァ
チ
ブ
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
コ
ヘ
イ
ン
の
「
覇
権
後
」
の
理
論
に
対
し
て
は
次

の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
集
団
指
導
で
維
持

さ
れ
る
べ
き
国
際
秩
序
は
、
ま
さ
に
覇
権
国
が
形
成
し
た
も
の

で
あ
る
。
覇
権
安
定
論
で
は
、
論
理
的
に
は
、
覇
権
国
は
コ
ス

ト
を
負
担
す
る
か
ら
特
権
的
な
地
位
も
容
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、

「
覇
権
後
」
の
理
論
は
、
衰
退
期
の
覇
権
国
の
特
権
は
そ
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

に
し
な
が
ら
、
コ
ス
ト
は
皆
で
分
担
し
よ
う
と
い
う
考
え
で
あ

り
、
覇
権
国
に
と
り
、
き
わ
め
て
都
合
の
良
い
理
論
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

か
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
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（99）　国際政治学を学ぶ人へ

1V

お
わ
り
に

　
一
九
八
O
年
代
に
、
覇
権
安
定
論
は
、
な
ぜ
国
際
政
治
学
の

論
争
の
中
心
と
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
理
由
は
、
第
一
に
、
現
実
的
な
重
要
性
を
も
つ
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
ブ
レ
ト
ン
ウ
ヅ
ズ
体
制
や
G
A
T
T

体
制
と
い
っ
た
戦
後
国
際
経
済
体
制
が
動
揺
・
衰
退
し
て
い
く

の
か
、
な
ぜ
先
進
諸
国
間
の
経
済
摩
擦
は
激
化
す
る
の
か
、
さ

ら
に
な
ぜ
サ
、
・
、
ヅ
ト
の
よ
う
な
集
団
的
指
導
体
制
の
枠
組
み
の

比
重
が
増
す
の
か
、
と
い
っ
た
現
実
の
国
際
政
治
に
と
っ
て
の

重
要
問
題
に
つ
い
て
答
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
当
然
の
こ
と
と
思
う
だ
ろ
う
が
、
こ
の
点
を
忘
れ
て
い

る
研
究
者
も
少
な
く
な
い
。

　
第
二
に
、
理
論
的
重
要
性
を
も
併
せ
て
含
む
こ
と
に
よ
る
。

バ
ワ
ー
、
ポ
ジ
シ
冒
ン
、
国
際
秩
序
な
ど
は
国
際
政
治
学
に
お

け
る
現
実
主
義
の
重
要
な
概
念
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
意
味

内
容
は
明
瞭
で
は
な
く
、
類
型
化
も
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。
覇

権
安
定
論
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
の
精
級
化
に
努
め
、
ま
た
、
バ

ワ
ー
の
変
化
．
戦
争
・
新
し
い
国
際
秩
序
の
形
成
と
い
っ
た
構

造
変
化
に
つ
い
て
の
動
態
的
な
議
論
を
提
示
し
、
現
実
主
義
理

論
を
大
い
に
発
展
さ
せ
、
新
現
実
主
義
と
よ
ぱ
れ
る
学
派
を
形

成
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
第
三
に
、
国
際
関
係
の
諸
要
素
の
な
か
で
、
ど
こ
に
注
目
す

る
必
要
が
あ
る
か
を
明
示
し
て
い
る
か
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、

一
九
七
〇
年
代
の
国
際
経
済
体
制
の
動
揺
を
説
明
す
る
要
因
と

し
て
、
米
ソ
関
係
の
変
化
、
国
連
を
中
心
と
す
る
南
北
交
渉
の

状
況
、
産
油
国
の
石
油
戦
略
な
ど
、
挙
げ
よ
う
と
思
え
ぱ
、
い

く
ら
で
も
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
国
際
政
治
の
理

論
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
諸
要
因
の
な
か
で
、
何
が
も
っ

と
も
重
要
か
、
あ
る
い
は
諸
要
因
間
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
を
つ

け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
覇
権
安
定
論
は
、
覇
権
国
の

バ
ワ
ー
に
注
目
し
、
単
純
と
も
思
え
る
ほ
ど
に
、
こ
の
点
か
ら

国
際
政
治
の
構
造
変
動
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
覇
権
安
定

論
は
内
容
的
に
単
純
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
し
て
、
た
と
え
単
純
で

も
国
際
政
治
の
核
心
を
促
え
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
大
き
な
イ
ン

バ
ク
ト
を
持
つ
理
論
と
な
り
え
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
国
際
政
治
学
の
入
門
書
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
、
細
谷
千
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博
・
臼
井
久
和
編
『
国
際
政
治
の
世
界
（
新
版
）
』
有
信
堂
、
一

九
九
三
年
。
有
賀
貞
他
編
『
講
座
国
際
政
治
』
（
全
5
巻
）
東
大

出
版
会
、
一
九
八
九
年
。
佐
藤
英
夫
『
対
外
政
策
』
東
大
出
版

会
、
一
九
八
九
年
。
山
本
吉
宣
『
国
際
的
相
互
依
存
』
東
大
出

　
版
会
、
一
九
八
九
年
な
ど
。

（
2
）
　
覇
権
安
定
論
に
つ
い
て
は
、
丙
o
σ
胃
↓
O
旨
貝
§
、
§
、

　
○
ぎ
§
　
ぎ
　
§
、
ミ
ま
ミ
導
8
一
〇
印
目
σ
『
己
胴
①
O
邑
く
ω
『
ω
津
く

　
軍
窃
9
H
竃
－
。
日
本
語
の
文
献
と
し
て
は
、
た
と
え
ぱ
猪
口
邦

　
子
『
戦
争
と
平
和
』
東
大
出
版
会
、
一
九
八
九
年
。

（
3
）
　
世
界
銀
行
・
I
M
F
の
増
資
に
つ
い
て
は
、
大
芝
亮
『
国

　
際
組
織
の
政
治
経
済
学
』
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
、
第
六
章
。

　
古
城
佳
子
「
I
M
F
増
資
に
対
す
る
米
国
政
策
の
変
遷
」
『
国
際

　
政
治
』
、
第
九
三
号
、
一
九
九
〇
年
三
月
な
ど
。
世
界
銀
行
に
つ

　
い
て
は
『
年
次
報
告
』
。

（
4
）
　
経
済
摩
擦
に
つ
い
て
の
文
献
は
多
い
が
、
た
と
え
ば
、
宮

　
里
政
玄
・
臼
井
久
和
『
新
国
際
政
治
経
済
秩
序
と
日
米
関
係
』

　
同
文
舘
、
一
九
九
二
年
。

（
5
）
　
O
D
A
に
関
し
て
は
、
五
十
嵐
武
士
『
日
本
の
0
D
A
と

　
国
際
秩
序
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九
九
〇
年
。
西
垣

　
昭
・
下
村
恭
民
『
開
発
援
助
の
経
済
学
』
有
斐
閣
、
一
九
九
三

　
年
。
N
G
0
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
中
村
研
一
「
N
G
O

　
の
可
能
性
」
『
世
界
』
一
九
九
二
年
八
月
、
お
よ
ぴ
松
井
や
よ
り

　
『
市
民
と
援
助
』
岩
波
、
一
九
九
〇
年
。

世
界
銀
行
の
『
世
界
開
発
報
告
』
や
◎
向
O
貝
b
§
“
§
§
§
、

　
9
－
§
“
§
、
“
§
な
ど
は
役
に
立
つ
。

（
6
）
　
国
際
組
織
に
つ
い
て
は
、
拙
薯
『
国
際
組
織
の
政
治
経
済

学
』
。

一
7
一
ぎ
昌
雪
冒
丙
嚢
冨
・
L
ぎ
o
ぎ
ミ
9
慧
き
§
・

　
§
“
ミ
§
、
ミ
§
ぎ
急
o
δ
ぎ
、
ト
き
“
§
茅
§
c
邑
き
邑
ξ

　
o
｛
O
巴
罵
o
『
目
－
閂
勺
H
o
ω
9
－
o
o
o
σ
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

一
8
一
ω
易
彗
撃
彗
寮
審
雲
§
、
き
蚤
グ
5
己
9
一

　
葭
き
呂
一
岩
o
o
o
o
l

一
9
一
－
秦
昌
ω
’
ξ
己
「
も
§
ミ
ざ
ト
§
、
§
き
ぎ
奉

　
“
轟
き
§
ミ
呉
ト
§
蔓
§
s
き
§
ご
z
o
ミ
k
o
『
7
霊
ω
ざ

　
雰
o
雰
し
畠
9
0
訂
冥
雪
o
。
・
久
保
伸
太
郎
『
不
滅
の
大
国
ア
メ

　
リ
カ
』
読
売
新
聞
杜
、
一
九
九
〇
年
。

（
1
0
）
　
「
覇
権
後
（
＞
串
胃
＝
晶
①
∋
o
ξ
）
」
の
理
論
に
つ
い
て
は
、

　
勾
o
悪
ユ
◎
．
〆
8
訂
冨
一
隻
ミ
鳶
“
§
o
§
二
〇
〇
怠
“
§
ぎ
ミ

　
s
ミ
、
募
s
ミ
ぎ
き
“
ミ
“
、
ミ
ま
ミ
弐
§
、
黒
o
ミ
§
ミ
一
勺
ユ
亭

　
8
8
目
勺
ユ
冒
g
o
目
⊂
邑
＜
胃
ω
－
ξ
勺
冨
鶴
二
〇
〇
。
卜

（
u
）
猪
口
邦
子
『
ポ
ス
ト
覇
権
シ
ス
テ
ム
と
目
本
の
選
択
』
筑

　
摩
書
房
、
一
九
八
五
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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