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は
じ
め
に

現
在
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
に
お
け
る
諸
課
題
に
対
し
て
、
多

く
の
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
今
や
、
国
家
が
構
成
す
る
国
際
制

度
だ
け
で
な
く
、
国
家
、
企
業
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
専
門
家
な
ど
の
多
様
な
ア

ク
タ
ー
が
共
働
し
て
、
問
題
解
決
を
図
っ
て
い
く
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ

ナ
ン
ス
と
形
容
で
き
る
制
度
化
の
方
向
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
そ
れ
自
体
は
、
必
ず
し
も
価
値
観
や
利
益
を
収

斂
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
家
、
企
業
、
市
民
な
ど
ア
ク

タ
ー
の
多
様
な
価
値
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

環
境
分
野
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
取
り

組
み
の
進
展
は
ス
ム
ー
ズ
で
あ
っ
た
訳
で
は
な
い
。
確
か
に
、
一
九
九

二
年
の
ブ
ラ
ジ
ル
・
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
に
お
け
る
「
環
境
と
開
発
に

関
す
る
国
連
会
議
」
以
降
、
環
境
問
題
に
対
す
る
国
際
社
会
の
関
心
は

高
ま
り
、
一
九
九
七
年
の
気
候
変
動
に
関
す
る
京
都
議
定
書
な
ど
多
く

の
成
果
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
展
開
は
必
ず
し
も
順
調
で
は

な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
温
室
効
果
ガ
ス
に
つ
い
て
、
先
進
国
各
国
に
排

出
規
制
の
数
値
目
標
を
課
し
て
い
た
気
候
変
動
に
関
わ
る
京
都
議
定
書

は
、
二
〇
一
二
年
を
以
っ
て
終
了
し
、
そ
の
後
の
制
度
の
行
方
は
不
透

明
な
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
二
〇
一
二
年
に
開
か
れ
た
「
リ
オ

+

二
〇
」
に
つ
い
て
は
、
各
国
の
首
脳
の
参
加
は
少
な
く
、
議
論
も
低

調
に
終
わ
っ
た
感
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
背
景
に
は
、
勿
論
、
国
際
政
治
学
が
国
際
政
治

の
前
提
と
し
て
考
え
る
「
国
益
」
の
対
立
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
環
境
か
経
済
か
と
い
う
「
利
益
」
の
対
立

（
1
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と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
看
過
で
き
な
い
の
は
、「
環
境
」
問
題
を
考
え

る
文
脈
が
従
来
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
き
て
い
る
点
で
あ
る
。
環
境
政

策
の
目
的
は
、
特
定
の
領
域
を
前
提
と
し
、
そ
の
「
内
」
に
住
む
人
々

の
健
康
を
守
り
、
環
境
を
保
全
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
議
論
さ
れ
る
今
日
、
環
境
政
策
は
国
あ
る
い
は
地
域
を
越
え

て
他
の
国
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば

象
徴
的
な
環
境
問
題
と
し
て
、
気
候
変
動
や
オ
ゾ
ン
層
の
問
題
に
言
及

さ
れ
る
が
、
大
気
の
よ
う
に
存
在
そ
の
も
の
が
グ
ロ
ー
バ
ル
と
考
え
ら

れ
る
も
の
だ
け
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
お
け
る
環
境
問
題
で
は
な
い
。

一
国
や
地
域
レ
ベ
ル
の
環
境
政
策
が
、
他
国
や
他
の
地
域
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
経
済
分
野
に
お
け
る
相
互
依
存
は
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
か

ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
、
あ
る
国
の
政
策
が
他
の
国
に

与
え
る
影
響
は
「
敏
感
性
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
「
敏

感
性
」
は
、
現
在
、
経
済
だ
け
で
な
く
環
境
政
策
の
領
域
に
及
ん
で
い

る
。
他
の
国
の
環
境
お
よ
び
環
境
政
策
に
与
え
る
影
響
の
程
度
は
、
か

つ
て
な
い
程
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
的
分
業
に
関
わ
る

地
域
は
増
え
、
世
界
の
様
々
な
国
々
が
世
界
経
済
の
生
産
、
消
費
、
廃

棄
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
環
境
政
策
の
差
異
と
経

済
「
格
差
」
が
、
環
境
リ
ス
ク
を
拡
散
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の

（
2
）

よ
う
な
環
境
問
題
の
「
空
間
的
」
広
が
り
が
、
国
際
社
会
の
意
思
決
定

を
難
し
く
し
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
国
が
厳
し
い
環

境
基
準
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
環
境
リ
ス
ク
を
他
の
諸
国
に

移
転
さ
せ
る
だ
け
に
な
り
、
国
際
社
会
全
体
と
し
て
必
ず
し
も
環
境
負

荷
を
低
減
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
今
日
で
は
「
環
境
」
的
価
値
が
浸
透
す
る
一
方
で
、
環
境
問

題
は
汚
染
物
質
の
規
制
な
ど
排
出
規
制
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
様
々

な
側
面
を
持
つ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
政
策
の
対
象
が
拡

大
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
環
境
政
策
の
政
策
領
域
の
区
分

が
不
明
確
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
い
わ
ば
、
環
境
政
策
の
「
社
会
的
」
広

が
り
で
あ
る
。
従
来
の
環
境
政
策
は
、
大
気
汚
染
や
水
質
汚
濁
の
原
因

と
な
る
汚
染
物
質
の
排
出
源
で
あ
る
工
場
な
ど
の
排
出
規
制
が
中
心
と

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
、
例
え
ば
気
候
変
動
問
題
に
お
い
て
は
、

自
動
車
の
使
用
な
ど
広
般
な
市
民
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が
大
き
な
原
因

と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
廃
棄
物
問
題
を
考
え
た
場
合
で
も
、
現
在
、

各
国
で
推
進
さ
れ
て
い
る
リ
サ
イ
ク
ル
政
策
は
、
環
境
負
荷
の
低
減
と

市
場
原
理
が
重
な
り
合
う
政
策
領
域
で
あ
る
。
今
日
の
環
境
政
策
が
工

場
の
設
備
の
あ
り
方
、
生
産
様
式
と
い
う
狭
い
範
囲
だ
け
で
な
く
、
社

会
の
あ
り
方
に
も
関
わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
環
境
政
治
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
各
国
間

（
3
）
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の
利
害
関
係
は
複
雑
化
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
リ
ス
ク
に
対
応
す
る

国
際
社
会
の
合
意
形
成
を
よ
り
困
難
な
も
の
と
し
て
い
る
。
で
は
、
地

球
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
、
停
滞
し
て
い
る
か
と
言
う
と
必
ず
し

も
そ
う
は
言
え
な
い
面
が
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、　
「
リ
ー
ジ
ョ
ン
（
地
域
）」
レ
ベ
ル
の
取

り
組
み
の
進
展
に
着
目
す
る
議
論
で
あ
る
。
例
え
ば
、
季
刊
『
グ
ロ
ー

バ
ル
環
境
政
治
（G

lobal E
nvironm

ental Politics

）』
は
、
こ
の
よ
う

な
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
関
す
る
論
稿
か
ら
成
る
特
集
号
を
編
集
し
、
そ
の
可

能
性
と
限
界
を
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、「
制
度
間
相
互
作
用
」
と
い
う

観
点
か
ら
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
け
る
機
構
と
国
際
制
度
と

の
相
互
作
用
を
分
析
す
る
研
究
も
、
こ
の
よ
う
な
系
譜
に
連
な
る
も
の

と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
れ
ら
の
リ
ー
ジ
ョ

ン
の
環
境
政
策
自
体
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
）
を
は

じ
め
と
し
て
地
域
研
究
や
環
境
法
研
究
に
お
い
て
長
ら
く
検
討
、
分
析

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
国
際

関
係
論
の
視
点
か
ら
国
際
レ
ベ
ル
と
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
・
レ
ベ
ル
の
相
互

作
用
を
分
析
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
一
方

的
な
影
響
と
し
て
捉
え
な
い
点
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ
環
境

政
策
を
国
際
的
な
文
脈
に
お
い
て
検
討
し
た
三
つ
の
文
献
を
取
り
上
げ

（
4
）

（
5
）

る
。
臼
井
陽
一
郎
著
『
環
境
の
Ｅ
Ｕ
、
規
範
の
政
治
』、
ジ
ー
グ
ラ
ー
著

『
Ｅ
Ｕ
規
制
政
策
形
成
と
ア
メ
リ
カ
の
役
割
』、
モ
ル
ゲ
ラ
編
著
『
Ｅ
Ｕ

に
お
け
る
対
外
的
環
境
政
策
―
Ｅ
Ｕ
環
境
法
お
よ
び
国
際
的
視
点
』

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
通
じ
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス

に
お
け
る
リ
ー
ジ
ョ
ン
の
位
相
を
理
論
的
な
視
点
か
ら
考
察
し
た
い
。

た
だ
し
、
本
稿
は
、
Ｅ
Ｕ
政
治
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
環
境

政
治
の
国
際
的
位
相
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
Ｅ
Ｕ
が
持
つ
影
響
力
に
つ
い

て
の
議
論
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
付
言
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
政
治
の
文
脈
に
お
い
て
、
リ
ー

ジ
ョ
ン
の
動
向
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
カ

は
、
以
下
の
四
つ
を
提
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ

ル
で
は
停
滞
し
て
い
る
環
境
へ
の
取
り
組
み
に
対
し
て
、
政
治
的
な
進

展
へ
の
希
望
と
な
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
に
お

い
て
「
グ
リ
ー
ン
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
の
よ
う
な
枠
組
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
が
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
そ
の
可
能

性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
す
る
。
第
二
に
、
共
有
資

源
管
理
に
関
し
て
よ
り
優
れ
た
条
件
を
提
供
す
る
こ
と
で
あ
る
。
監
視

や
情
報
コ
ス
ト
が
低
く
、
ま
た
、
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
の
数
が
少
な
く
、

文
化
的
に
埋
め
込
ま
れ
た
規
範
を
共
有
す
る
な
ど
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
が
グ

ロ
ー
バ
ル
に
比
べ
て
、
河
川
な
ど
の
共
有
資
源
管
理
に
適
し
た
条
件
を

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）
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持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
を
考
え
る
と
す
る
。
第
三
に
、

リ
ー
ジ
ョ
ン
が
「
規
範
の
波
及
（norm

-diffusion

）」
に
お
い
て
果
た

す
役
割
で
あ
る
。
国
際
社
会
に
お
い
て
適
切
と
さ
れ
る
行
為
の
準
則
で

あ
る
規
範
が
、
国
家
の
行
動
変
化
を
導
く
こ
と
に
着
目
し
た
研
究
は
、

規
範
の
生
成
に
関
し
て
、「
規
範
起
業
家
」（norm

 entrepreneur

）
と

呼
ば
れ
る
ア
ク
タ
ー
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
果
た
す
役
割
を
重
視
す

る
。「
規
範
起
業
家
」
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ

ベ
ル
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
の
市
民
社
会
ア
ク
タ
ー
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
国
益

と
い
う
利
害
の
論
理
に
則
っ
た
国
家
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
く
ま
で
そ
の

働
き
か
け
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
加
え
て
コ
ン
カ

は
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
へ
と
い
う
規
範
の
波
及
も
考
え
ら

れ
る
と
す
る
。
第
四
に
、
地
域
的
な
展
開
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境
ガ
バ

ナ
ン
ス
を
構
築
す
る
た
め
の
累
積
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
礎
と
な
る
可

能
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
取
り
組
み
を
補

完
す
る
役
割
と
し
て
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。

コ
ン
カ
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
間
に
は
、
一
つ
に
は
機
能
的
な
分
業
関
係
が
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
制
度
の
管
轄
や
能
力
に
応
じ
て
協
働
す
る
関
係
で
あ
る
。
も
う
一

つ
は
、
理
念
的
な
意
味
に
お
け
る
連
関
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
環
境
リ

（
10
）

（
11
）

ス
ク
は
、
ア
ク
タ
ー
主
観
の
間
で
構
成
さ
れ
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
場
合
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
・
レ
ベ
ル
に
お
け
る
環
境
問
題
の
位
置
づ
け

理
解
を
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
の
そ
れ
と
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
い

う
観
点
に
着
目
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
利
益
の
観
点
で
と
ら
え

た
場
合
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
一
般
に
域
内
の
メ
ン
バ
ー
間
の
利
益
を
充

足
さ
せ
る
目
的
を
持
つ
集
合
行
為
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
リ
ー
ジ
ョ
ン

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
に
お
い
て
域
内
メ
ン
バ
ー
の
価
値
観
を
投

影
し
た
規
範
を
構
成
す
る
文
脈
と
も
な
り
う
る
。
特
に
リ
ー
ジ
ョ
ン
の

グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
に
お
け
る
規
範
形
成
に
焦
点
を
当
て
た
研
究

は
、
比
較
的
新
し
い
視
点
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
本
稿
で
は
、
ま
ず

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
研
究
か
ら
見
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

一
「
規
範
起
業
家
」
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
？

リ
ー
ジ
ョ
ン
の
規
範
の
創
出
と
い
う
観
点
に
焦
点
を
当
て
た
研
究

が
、
臼
井
陽
一
郎
著
『
環
境
の
Ｅ
Ｕ
、
規
範
の
政
治
』
で
あ
る
。
本
書

は
、
国
家
が
集
団
の
中
で
帯
び
る
社
会
性
を
重
視
し
、
規
範
や
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
手
掛
か
り
に
国
家
の
行
動
を
説
明
し
て
い
く
コ
ン
ス
ト



65　リージョンの環境政治とグローバル・ガバナンス（渡邉智明）

ラ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム
の
議
論
に
も
言
及
し
つ
つ
、
近
年
の
Ｅ
Ｕ
に
関
す
る

先
行
研
究
の
成
果
を
新
た
な
視
点
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
の
著
者
の
関
心
は
あ
く
ま
で
Ｅ
Ｕ
の
政
治
に
あ
り
、
環
境
政

策
は
対
象
と
な
る
事
例
で
あ
り
、
本
稿
の
直
接
の
関
心
と
は
異
な
る
。

し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
連
関
に
お
い
て
、
本
書
は

有
益
な
示
唆
を
提
示
し
て
い
る
。

さ
て
、
本
書
は
、
筆
者
に
よ
れ
ば
、
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
①

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
国
家
の
枠
組
み
を
超
え
た
「
ロ
ー
カ
ル
」、
社
会
ア
ク

タ
ー
の
参
加
体
制
に
着
目
す
る
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
論
と
、

②
Ｅ
Ｕ
が
「
国
際
社
会
に
お
い
て
何
が
規
範
で
あ
る
か
定
義
す
る
能

力
」
を
持
ち
つ
つ
あ
る
と
す
る
規
範
パ
ワ
ー
論
の
理
論
的
枠
組
み
に
依

拠
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
規
範
を
創
出
す
る
環
境
政
治
の
動
態
か

ら
政
治
体
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
の
性
格
を
析
出
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
な
っ

て
い
る
。
本
書
が
着
目
す
る
の
は
、
Ｅ
Ｕ
の
構
成
と
そ
こ
で
制
度
化
さ

れ
た
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
が
、
国
際
的
性
格
を
内
包
し
て
お

り
、
特
定
の
国
家
や
主
体
を
超
え
た
集
団
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成

と
そ
れ
に
関
連
す
る
規
範
を
形
成
す
る
条
件
を
備
え
て
い
る
点
で
あ

る
。「
Ｅ
Ｕ
は
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
形
で
構
造
化
さ

れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
規
範
パ
ワ
ー
に
な

り
う
る
」
と
筆
者
は
言
う
。
つ
ま
り
、
Ｅ
Ｕ
環
境
政
策
と
い
う
も
の
は
、

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

国
内
政
策
と
国
際
政
策
が
連
関
す
る
「
重
層
的
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
な
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
内
の
多
国
間
協
議
の
結
果
が
そ

の
ま
ま
世
界
標
準
と
な
り
う
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
よ
う
な
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
通
じ
て
規
範
を
構

築
し
え
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
ま
Ｅ
Ｕ
が
規
範
的
な
パ
ワ
ー
を
行

使
し
え
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
視
点
か

ら
、
Ｅ
Ｕ
の
「
内
」
と
「
外
」
の
規
範
の
一
貫
性
を
め
ぐ
る
問
題
に
対

し
て
、「
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
規
範

パ
ワ
ー
に
な
り
う
る
」
と
い
う
根
拠
を
問
う
本
書
の
構
え
は
、
Ｅ
Ｕ
だ

け
で
な
く
、
他
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
を
考
察
す
る
上
に
お
い
て
も
重
要
な
意

味
を
持
つ
。

こ
の
よ
う
な
本
書
の
視
座
は
、
主
に
「
第
二
部　

規
範
の
政
治
の
理

論
研
究
」
の
「
第
五
章　

マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
規
範
パ

ワ
ー
」
お
よ
び
「
第
六
章　

言
説
ア
プ
ロ
ー
チ
の
射
程
」
の
二
つ
の
章

に
お
い
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
一
部
で
は
「
第
一
章　

環
境

政
策
の
発
展
と
規
範
の
進
化
」「
第
二
章　

持
続
性
戦
略
と
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
統
合
」「
第
三
章　

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
可
能
性
」

「
第
四
章　

グ
リ
ー
ン
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
戦
略
的
追
求
」
の
四
つ

の
章
を
割
い
て
Ｅ
Ｕ
の
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
考
察
し
て
い
る
。
第
一

章
、
第
二
章
は
、
Ｅ
Ｕ
環
境
政
策
の
全
般
的
な
歴
史
的
歩
み
を
概
観
し

（
16
）
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た
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
章
は
、
規
範
創
出
に
お
い
て
重

要
な
市
民
社
会
ア
ク
タ
ー
に
対
し
て
、
い
わ
ば
政
治
的
機
会
構
造
が
開

け
て
く
る
過
程
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
四
章
は
、
政
治

的
機
会
構
造
が
開
か
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
中
で
、
規
範
形
成
が
進

展
す
る
一
方
で
、
そ
れ
が
戦
略
性
を
帯
び
て
展
開
さ
れ
て
い
く
動
態
が

描
か
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
重
要
な
指
摘
は
、
欧
州
委
員
会
を
は
じ
め
と
し
て
Ｅ
Ｕ
レ
ベ

ル
の
政
策
決
定
の
過
程
に
お
い
て
は
、
当
初
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
見

据
え
て
、
戦
略
的
な
環
境
政
策
が
展
開
さ
れ
た
訳
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
。
筆
者
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境
政
策
自
体
が
、
特
に
形
成
期
に
お

い
て
、
国
際
環
境
条
約
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
、
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。

そ
し
て
、
本
書
は
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
を
促
進
す
る
手
段
と
し
て
の
環

境
政
策
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
一
方
で
、
も
う
一
つ
の
重
要
な
点

を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、「
Ｅ
Ｕ
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
自
ら
の
ス

タ
ン
ダ
ー
ド
を
発
信
し
よ
う
と
い
う
、
強
い
傾
向
が
見
ら
れ
る
」
点
で

あ
る
。「
Ｅ
Ｕ
の
規
制
を
域
外
に
も
認
め
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
シ
ン
グ

ル
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
制
度
間
競
争
か
ら
守
ろ
う
と
す
る

方
針
」
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。「
Ｅ
Ｕ
が
自
ら
の
ス
タ
イ
ル
を
グ
ロ
ー

バ
ル
社
会
に
投
影
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
流
れ
を
方
向
づ
け
、
自
身
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
影
響
力
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
う
え
で
、
環
境
政
策
に

（
17
）

（
18
）

は
戦
略
的
道
具
性
が
期
待
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
す
る
。
つ
ま
り
、
マ
ル

チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
通
じ
て
構
築
さ
れ
た
規
範
が
、
多
様
な
価

値
を
反
映
し
強
い
正
統
性
を
持
つ
「
戦
略
」
的
な
道
具
と
し
て
、
後
に

4

4

グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
立
場
を
強
め
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
Ｅ
Ｕ
が
構
築
す
る
規
範
と
「
競
争
」
戦
略
が
複
雑
な

様
相
を
帯
び
て
展
開
す
る
過
程
は
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境
規
格
と
国
際
標
準
化

と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
部
分
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

日
本
な
ど
で
は
、
し
ば
し
ば
政
府
や
関
係
業
界
が
グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
の

観
点
か
ら
、
こ
の
Ｅ
Ｕ
の
動
き
を
専
ら
経
済
戦
略
と
し
て
理
解
し
て
い

る
が
、
環
境
規
格
に
埋
め
込
ま
れ
た
規
範
性
に
つ
い
て
は
し
ば
し
ば
等

閑
視
さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
Ｅ
Ｕ
研
究
と
い
う
立
脚
点
に
立
つ
が
故

に
、
こ
の
よ
う
な
見
方
の
持
つ
限
界
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
Ｅ
Ｕ
を
一
つ
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
見
る
観
点
か
ら
は
、
技
術
的

専
門
的
知
見
が
存
在
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
各
国
の
政
策
が
収
斂
し
た

の
で
は
な
く
、
そ
の
対
話
の
在
り
方
や
歴
史
的
文
脈
が
大
き
な
意
味
を

持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
リ
ー
ジ
ョ
ン
自
体
が
発
展
途
上
で
あ
り
、

環
境
問
題
を
め
ぐ
る
国
家
間
関
係
も
相
互
作
用
の
中
で
変
化
す
る
こ
と

を
Ｅ
Ｕ
の
事
例
は
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
19
）

（
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）

（
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）
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二　

規
制
政
策
を
め
ぐ
る
Ｅ
Ｕ
環
境
政
治
と
ア
メ
リ
カ

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
規
範
創
出
に
関
わ
る
制
度
配
置
の
登
場
に
着
目

し
た
臼
井
氏
の
研
究
に
対
し
て
、
域
内
の
諸
ア
ク
タ
ー
集
合
行
為
、
す

な
わ
ち
規
制
政
策
を
め
ぐ
る
い
わ
ば
「
通
常
」
の
政
策
過
程
と
見
な
し
、

そ
こ
に
お
け
る
各
ア
ク
タ
ー
の
対
立
と
協
調
を
検
討
し
た
の
が
、
オ
リ

バ
ー
・
ジ
ー
グ
ラ
ー
『
Ｅ
Ｕ
規
制
政
策
形
成
と
ア
メ
リ
カ
の
役
割
』
で

あ
る
。
ジ
ー
グ
ラ
ー
の
研
究
は
経
済
的
「
利
益
」
の
観
点
を
重
視
す
る

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
は
、
一
九
九
〇

年
代
後
半
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
ア
メ
リ
カ
の
間
で
進
展
し
て
き
た

対
話
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
背
景
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
経
済
的
利
害
関
心
が

Ｅ
Ｕ
の
環
境
・
消
費
者
政
策
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を

問
う
。

グ
ロ
ー
バ
ル
政
治
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
有
す
る
Ｅ
Ｕ
と
ア
メ

リ
カ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
主
に
大
西
洋
を
挟
ん
だ
両
地

域
の
規
制
政
策
が
相
異
な
っ
て
い
く
過
程
と
そ
の
背
景
を
説
明
す
る
も

の
が
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
は
ア
メ
リ
カ
の
影
響
力

を
問
う
こ
と
で
両
地
域
の
環
境
政
策
形
成
の
相
互
作
用
を
部
分
的
、
間

接
的
に
説
明
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
22
）

本
研
究
に
お
い
て
説
明
の
対
象
と
な
る
従
属
変
数
は
、
企
画
さ
れ
た

域
内
規
制
に
関
し
て
ア
メ
リ
カ
の
反
対
に
Ｅ
Ｕ
の
と
っ
た
対
応
で
あ

る
。
そ
し
て
、
彼
は
、
国
内
政
治
と
国
際
政
治
の
動
態
を
射
程
に
入
れ

た
「
２
レ
ベ
ル
・
ゲ
ー
ム
」
の
理
論
的
枠
組
み
を
踏
ま
え
て
、
Ｅ
Ｕ
レ

ベ
ル
と
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｕ
内
と
い
う
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
焦
点
を
当
て
た

分
析
視
角
を
設
定
し
、
四
つ
の
事
例
（
第
二
部
「
第
一
章　

Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

（
廃
電
子
機
器
）
指
令
」「
第
二
章　

オ
ゾ
ン
破
壊
物
質
」「
第
三
章　

化

粧
品
に
対
す
る
動
物
実
験
」「
第
四
章　

メ
ー
タ
ー
法
・
ラ
ベ
リ
ン

グ
」）
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
利
益
主
張
の
反
映
の
程
度
を
検
討
し
て

い
る
。

こ
の
場
合
、
ア
メ
リ
カ
の
利
益
の
反
映
の
程
度
は
、
政
策
変
化
を
阻

む
こ
と
の
有
無
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、「
Ｅ
Ｕ
の
規
制
決

定
形
成
は
、
新
し
い
規
制
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
の
反
対
と
い
う
よ

り
も
む
し
ろ
利
益
集
団
の
競
争
結
果
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
の
域
内
的
制
度
、
と

り
わ
け
リ
ス
ク
と
不
確
実
性
を
管
理
す
る
制
度
、
の
関
数
で
あ
る
」
と

い
う
議
論
を
展
開
す
る
。

本
書
は
、
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
指
令
や
オ
ゾ
ン
層
保
護
に
お
け
る
個
別
の
事
例

に
つ
い
て
や
や
立
ち
入
っ
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
政
策
過
程
に
お

け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
委
員
会
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
、
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
お
よ
び

産
業
界
の
動
向
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

（
23
）

（
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）
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す
な
わ
ち
、
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
指
令
に
お
い
て
は
、
加
盟
国
の
態
度
が
別
れ

て
お
り
、
産
業
界
の
中
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
企
業
の
間

で
は
、
一
般
に
規
制
に
対
す
る
反
対
が
根
強
か
っ
た
が
、
他
方
で
強
い

規
制
の
下
で
競
争
的
優
位
を
得
る
大
企
業
が
、
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
消
費
者

団
体
と
連
携
す
る
形
で
政
策
が
決
定
さ
れ
て
い
っ
た
と
す
る
。

オ
ゾ
ン
層
破
壊
物
質
の
規
制
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
が
貿
易
障
壁

に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
反
対
し
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
、
Ｅ
Ｕ
両
地
域
の

企
業
も
こ
れ
に
反
対
し
て
い
た
が
、
Ｅ
Ｕ
側
で
は
党
派
を
問
わ
ず
、
モ

ン
ト
リ
オ
ー
ル
議
定
書
で
規
定
さ
れ
た
「
予
防
原
則
」
に
つ
い
て
前
提

を
共
有
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
側
が
若
干
の
譲
歩
を
勝
ち
取
る
と
い
う

結
果
に
な
っ
た
と
す
る
。

本
書
は
、
ア
メ
リ
カ
と
の
経
済
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
Ｅ
Ｕ
と

ア
メ
リ
カ
の
相
互
関
係
に
迫
る
だ
け
で
な
く
「
貿
易
」
と
「
環
境
」
と

い
う
規
範
の
対
立
を
政
策
過
程
レ
ベ
ル
で
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
立
場
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と

で
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境
政
策
が
、
他
国
に
と
っ
て
参
入
障
壁
と
し
て
の
性
格

を
帯
び
て
い
る
側
面
も
析
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
言
及
し
た
『
環
境
の
Ｅ
Ｕ
、
規
範
の
政
治
』
と
ジ
ー
グ
ラ
ー
の

著
作
は
、
全
く
異
な
る
視
点
に
立
ち
、
前
者
は
Ｅ
Ｕ
政
治
内
の
「
環
境
」

分
野
の
自
律
的
展
開
過
程
と
し
て
、
環
境
政
策
が
他
の
政
策
と
重
な
り

合
う
統
合
的
側
面
、
拡
大
的
側
面
を
持
ち
、
そ
の
「
内
」
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
「
外
」
へ
と
投
射
さ
れ
て
い
く
過
程
に
接
近
し
て
い
く
可
能
性

を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ー
グ
ラ
ー
の
研
究
は
、
Ｅ
Ｕ
の

環
境
政
治
が
経
済
政
策
や
ア
メ
リ
カ
と
い
う
対
外
的
要
因
が
環
境
政
策

を
制
約
す
る
条
件
の
中
で
、
自
律
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
、
い
わ
ば

帰
納
的
に
立
証
し
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
本
書
を
環
境
政
治
と
い
う
視
点
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
な

ら
ば
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境
政
策
あ
る
い
は
そ
れ
を
支
え
る
規
範
に
従
来
と
は

異
な
る
「
革
新
性
」
を
見
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
政
策
と
同
じ

規
制
政
策
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
す
な

わ
ち
、
ジ
ー
グ
ラ
ー
の
研
究
は
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境
政
策
を
「
通
常
の
」
政

治
過
程
と
し
て
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
取
り
上
げ
て
い
る
事
例

の
う
ち
、
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
指
令
・
Ｒ
Ｏ
Ｈ
Ｓ
（
化
学
物
質
）
指
令
な
ど
は
、

環
境
政
策
の
分
野
に
お
け
る
先
駆
的
な
取
り
組
み
と
し
て
評
価
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
Ｗ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
指
令
な
ど
は
、
メ
ー
カ
ー
に
対
し
て
環
境
配

慮
設
計
を
求
め
る
規
制
的
な
側
面
を
有
す
る
が
、
他
方
で
排
出
者
の
み

に
直
接
的
な
規
制
を
課
す
従
来
の
政
策
と
は
大
き
く
異
な
る
性
格
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
。
環
境
政
策
の
政
策
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
は
、
ア
ク

タ
ー
の
選
好
変
化
を
引
き
起
こ
し
う
る
。
ま
た
、
新
た
な
ア
ク
タ
ー
が

政
治
過
程
に
参
入
し
、
従
来
の
政
治
構
図
を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
も
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あ
る
。

本
書
の
示
し
た
示
唆
は
、
Ｅ
Ｕ
と
い
う
比
較
的
自
律
性
の
高
い
と
さ

れ
る
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
、
直
接
、
間
接
的
に
環
境
政
策
が
他
の
地

域
や
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
影
響
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
こ
と
で
あ

る
。
相
互
作
用
の
中
で
環
境
政
策
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ

ば
、
あ
る
リ
ー
ジ
ョ
ン
（
あ
る
い
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
か
ら
他
の
リ
ー

ジ
ョ
ン
（
あ
る
い
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
へ
の
環
境
政
策
の
「
輸
出
」
を
簡

単
に
議
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。　

本
書
が
、
間
接
的
に
示
し
た
Ｅ
Ｕ
と
し
て
の
一
体
性
、
自
律
性
の
高

ま
り
は
、
し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
が
環
境
政

策
を
考
え
た
場
合
、
加
盟
国
と
Ｅ
Ｕ
の
間
の
「
一
貫
性
」
の
問
題
を
提

起
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
こ
の
よ
う
な
視
点
に
言
及
し
た
Ｅ
Ｕ
の

対
外
環
境
政
策
を
考
察
し
た
モ
ル
ゲ
ラ
ら
の
研
究
を
検
討
し
た
い
。

三　

Ｅ
Ｕ
環
境
政
策
と
国
際
環
境
政
策

モ
ル
ゲ
ラ
の
編
集
し
た
本
書
『
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
対
外
的
環
境
政
策

―
Ｅ
Ｕ
環
境
法
お
よ
び
国
際
的
視
点
』
は
、
Ｅ
Ｕ
の
対
外
環
境
政
策

の
展
開
に
関
わ
る
様
々
な
政
策
ツ
ー
ル
や
革
新
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
分

（
25
）

析
し
て
、
国
際
環
境
条
約
の
実
施
過
程
に
お
け
る
多
面
的
な
法
学
的
、

実
務
的
な
示
唆
を
考
察
し
た
一
四
の
論
稿
と
序
論
、
結
論
か
ら
成
る
も

の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
法
、
国
際
環
境
法
の
研
究
者
ら
に
よ
る
論
稿
か
ら
成
る
本
書
の

問
題
関
心
の
出
発
点
は
、
二
〇
〇
七
年
の
「
欧
州
連
合
条
約
お
よ
び
欧

州
共
同
体
設
立
条
約
を
修
正
す
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
（
以
下
、
リ
ス
ボ
ン

条
約
）」
で
あ
る
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
は
、
Ｅ
Ｕ
に
法
人
格
を
与
え
、
新
た

に
「
外
務
・
安
全
保
障
政
策
上
級
代
表
」
を
設
置
し
、
Ｅ
Ｕ
の
外
交
政

策
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
に
新
し
く
設
置
す
る
「
対
外
活
動
庁
」
を

統
括
さ
せ
る
。
第
一
部
は
、「
リ
ス
ボ
ン
条
約
以
降
の
Ｅ
Ｕ
の
法
的
お
よ

び
制
度
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
を
検
討
す
る
も
の
で
、「
Ｅ
Ｕ
対
外
環
境

権
能
の
手
続
き
と
実
質
」（
第
一
章
）、「
一
貫
性
と
Ｅ
Ｕ
対
外
環
境
政

策
」（
第
二
章
）、「
リ
ス
ボ
ン
後
の
制
度
と
Ｅ
Ｕ
対
外
環
境
政
策
」（
第

三
章
）」「
リ
ス
ボ
ン
後
の
多
国
間
環
境
交
渉
と
Ｅ
Ｕ
代
表
」（
第
四
章
）、

「
多
国
間
環
境
交
渉
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
代
表
に
関
す
る
リ
ス
ボ
ン
後
の
枠

組
み
に
関
す
る
加
盟
国
の
視
点
」（
第
五
章
）
と
い
う
五
つ
の
論
稿
が
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
部
は
、
実
務
家
の
「
Ｅ
Ｕ
実
務
へ
の
視
点
」
か

ら
「
気
候
変
動
と
Ｅ
Ｕ
対
外
関
係
」（
第
六
章
）、「
森
林
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ

対
外
行
動
（
第
七
章
）、「
Ｅ
Ｕ
貿
易
政
策
へ
の
環
境
統
合
」（
第
八
章
）、

「
Ｅ
Ｕ
開
発
協
力
に
お
け
る
環
境
統
合
」（
第
九
章
）、「
Ｅ
Ｕ
の
生
物
多

（
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様
性
へ
の
軌
跡
」（
第
一
〇
章
）」
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
と
国
際
環
境
法
の
関

係
を
考
察
し
た
第
三
部
で
は
、「
リ
ス
ボ
ン
条
約
後
の
Ｅ
Ｕ
対
外
関
係

法
に
お
け
る
環
境
保
護
の
人
権
的
側
面
」（
第
一
一
章
）、「
オ
ー
フ
ス
条

約
に
着
目
し
た
多
国
間
環
境
条
約
の
遵
守
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
Ｅ
Ｕ
、」（
第

一
二
章
）、「
多
国
間
環
境
条
約
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
の
共
同
責

任
」（
第
一
三
章
）「
環
境
に
お
け
る
国
際
法
と
Ｅ
Ｕ
法
の
相
互
作
用
の

論
争
的
側
面
」
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
本
書
の
議

論
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
、
何

編
か
を
取
り
あ
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。
Ｅ
Ｕ
と
国
際
環
境
条
約
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
関
わ
る
部
分
に
関
し
て
、
幾
つ
か
興
味
深
い
点
が
あ
る
。

臼
井
、
ジ
ー
グ
ラ
ー
の
両
書
は
、
Ｅ
Ｕ
の
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ

ン
ス
と
い
う
性
格
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
持

つ
が
、
本
書
は
、
Ｅ
Ｕ
の
「
内
」
と
「
外
」
の
法
（
規
範
）
の
「
一
貫

性
（consistency

）」
に
着
目
す
る
点
で
前
者
と
問
題
関
心
を
共
有
し
て

い
る
点
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
国
際
環
境
法
の
研
究
と
い
う
観
点
か

ら
、
本
書
に
お
け
る
幾
つ
か
の
論
稿
は
、
マ
ル
チ
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
的
視

点
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｕ
と
加
盟
国
と
の
関
係
か
ら
法
（
規
範
）
の
一
貫
性

を
考
察
し
て
い
る
。
本
書
で
は
、
第
二
章
、
第
四
章
、
第
五
章
、
第
一
二

章
、
第
一
三
章
、
第
一
四
章
の
論
稿
が
主
に
こ
の
テ
ー
マ
に
接
近
し
て

い
る
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
後
設
置
さ
れ
た
外
務
安
全
保
障
上
級
代
表
と
欧

州
対
外
行
動
庁
の
環
境
政
策
上
の
権
限
と
果
た
し
う
る
役
割
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
る
。
ダ
ル
モ
に
よ
れ
ば
、
法
（
規
範
）
の
「
一
貫
性
を
求

め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
貫
性
の
欠
如
は
、
外
交
政
策

の
深
刻
な
蹉
跌
を
導
き
、
目
標
の
達
成
を
不
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ

る
。
同
様
に
、
不
一
致
は
混
乱
を
増
大
し
、
Ｅ
Ｕ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
ア
ク

タ
ー
と
し
て
域
内
域
外
で
享
受
す
る
正
統
性
を
減
じ
さ
せ
う
る
か
ら
で

あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
Ｅ
Ｕ
域
内
で
の
合
意
形
成
に
時
間
が
か
か
り
、

国
際
交
渉
上
の
立
場
に
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。
前
述

し
た
「
規
範
起
業
家
」
と
し
て
Ｅ
Ｕ
を
と
ら
え
た
場
合
、
そ
れ
を
国
際

環
境
条
約
交
渉
の
場
で
浸
透
さ
せ
て
い
く
条
件
が
、
こ
の
法
（
規
範
）

の
「
一
貫
性
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
加
盟
国
が
従
来
と
っ
て
き
た
環
境

政
策
は
Ｅ
Ｕ
法
の
枠
組
み
の
新
た
な
展
開
の
中
で
、
域
内
不
一
致
を
生

じ
さ
せ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
の
法
的
自
律
性
と
国
際
環
境
法
の
適
用
の
問

題
、
加
盟
国
の
一
方
的
措
置
の
範
囲
の
位
置
づ
け
な
ど
一
貫
性
の
問
題

は
容
易
に
解
決
し
が
た
い
。

ま
た
、
対
外
環
境
政
策
の
ツ
ー
ル
に
つ
い
て
、
モ
ル
ゲ
ラ
が
、
Ｅ
Ｕ

の
対
外
政
策
を
、
異
な
る
法
的
状
況
に
即
し
て
検
討
し
て
い
る
。
モ
ル

ゲ
ラ
は
、
生
物
多
様
性
分
野
に
お
い
て
、
①
既
に
存
在
し
て
い
る
多
国

間
環
境
条
約
の
履
行
、
②
進
行
中
の
多
国
間
環
境
条
約
交
渉
に
お
け
る

連
合
形
成
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
③
多
国
間
環
境
条
約
の
欠
缼
に
つ
い

（
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て
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
な
ど
の
場
合
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
が
与
え
う
る

影
響
力
と
手
法
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
紙
幅
の
関
係
か

ら
簡
単
に
検
討
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
比
較
を
通

じ
て
、
Ｅ
Ｕ
の
国
際
交
渉
上
の
立
場
を
反
映
さ
せ
た
Ｅ
Ｕ
環
境
法
の
展

開
に
関
す
る
複
雑
な
様
相
が
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
の
環
境
政
策
は
、
現
在
、
そ
の
巨
大
な
市
場
の
力
と
そ
の
域
内

政
治
に
お
い
て
構
築
さ
れ
つ
つ
あ
る
革
新
的
な
政
策
理
念
を
通
じ
て
、

国
際
レ
ベ
ル
の
環
境
政
策
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
大
き
な
影

響
力
を
持
ち
つ
つ
あ
る
。
リ
ス
ボ
ン
条
約
が
与
え
た
対
外
環
境
政
策
を

実
現
す
る
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
部
分
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
Ｅ
Ｕ

法
や
制
度
、
対
外
関
係
ツ
ー
ル
な
ど
多
様
な
経
路
を
通
じ
て
、
直
接
な

も
の
だ
け
で
な
く
間
接
的
な
意
味
に
お
い
て
も
そ
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
の
持

つ
意
味
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
の
分
析
を
通
じ
て
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
が
共
有
し
て
い
る
規
範
が
、

他
に
受
容
さ
れ
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
示
唆
が
得
ら
れ
る
。
一

貫
性
と
い
う
説
得
の
論
理
と
規
範
を
議
論
す
る
ア
リ
ー
ナ
や
制
度
の
多

様
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

（
28
）

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
本
稿
で
は
近
年
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
が
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境
政
治
と

の
関
係
で
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
Ｅ
Ｕ
の
環
境
政

治
に
関
わ
る
三
つ
の
研
究
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。

Ｅ
Ｕ
の
マ
ル
チ
レ
ベ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
環
境
政
策
の
「
社
会
的
」

広
が
り
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
で
は
リ
ー
ジ
ョ
ン
に

お
け
る
規
範
生
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

本
稿
で
取
り
上
げ
た
研
究
が
言
及
し
た
、
Ｅ
Ｕ
環
境
政
策
が
直
面
し
て

い
る
「
内
」
と
「
外
」
の
一
貫
性
の
問
題
は
、
環
境
政
策
が
「
空
間
的
」

に
広
が
っ
て
い
く
中
で
、
リ
ー
ジ
ョ
ン
が
規
範
の
意
味
連
関
に
お
い
て

対
外
政
策
を
展
開
し
て
い
く
様
相
が
析
出
さ
れ
う
る
。
冒
頭
で
言
及
し

た
よ
う
に
、
そ
の
は
じ
め
か
ら
、
市
場
と
い
う
一
つ
の
ア
リ
ー
ナ
を
前

提
と
す
る
経
済
と
異
な
り
、
環
境
は
規
制
と
い
う
主
権
に
基
づ
く
権
力

性
、
領
域
性
に
刻
印
さ
れ
る
程
度
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

国
境
を
越
え
て
環
境
政
策
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
利
益
」
の
一

致
だ
け
で
な
く
、
規
範
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
理
念
的
に
国
々
を

統
合
し
て
い
く
契
機
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
、
Ｅ
Ｕ
域
内
の
統
合
が
進
む
中
で
、
Ｅ
Ｕ
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
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レ
ベ
ル
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
の
間
に
お
い
て
環
境
政
治
の
新
た
な
動
態
を

現
出
し
つ
つ
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
新
た
な
環
境
政
策

形
成
が
な
さ
れ
る
以
上
に
、
Ｅ
Ｕ
と
い
う
地
域
レ
ベ
ル
で
多
様
な
ア
ク

タ
ー
の
参
加
を
担
保
し
つ
つ
、「
革
新
的
」
な
環
境
政
策
が
創
出
さ
れ
つ

つ
あ
る
実
態
が
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
に
限
ら
ず
、
一
つ
の
国
を
超
え
た
地
域
レ

ベ
ル
に
お
け
る
環
境
政
治
の
展
開
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を

革
新
し
て
い
く
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
し
ば

し
ば
比
較
の
対
象
と
さ
れ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
そ
の
代
表
で
あ
る
し
、
機

構
と
呼
べ
る
ほ
ど
制
度
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
ア
ジ
ア
に

お
い
て
有
害
廃
棄
物
の
取
引
に
つ
い
て
の
監
視
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
ど
は
、

バ
ー
ゼ
ル
条
約
が
機
能
し
な
い
中
で
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
補
完
す
る
役
割

を
果
た
し
う
る
。

他
方
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
Ｅ
Ｕ
は
統
合
が
か
な
り
の
程
度
進
展

し
、
他
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
と
は
か
な
り
異
な
る
政
策
形
成
能
力
を
有
す
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
と
い
う
リ
ー
ジ
ョ
ン
だ
か
ら
な
し
得
る
こ

と
と
リ
ー
ジ
ョ
ン
一
般
の
持
つ
可
能
性
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
現

在
、
多
く
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
が
提
起
さ
れ
る

も
の
の
、
途
上
国
が
構
成
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
い
る
リ
ー
ジ
ョ
ン
で

は
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
て
い
な
い
例
も
多
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
29
）

ま
た
、
こ
れ
ら
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
、
特
に
Ｅ
Ｕ
が
他
の
リ
ー
ジ
ョ
ン

（
あ
る
い
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
と
の
間
で
非
対
称
的
な
パ
ワ
ー
関
係
に
あ

る
事
実
を
等
閑
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
あ
る
論
者
は
、「
Ｅ
Ｕ
製

品
に
関
わ
る
各
種
の
環
境
規
制
や
ル
ー
ル
が
域
外
、
と
く
に
「
世
界
の

工
場
」
と
な
っ
て
い
る
ア
ジ
ア
諸
国
に
た
い
し
て
一
種
の
「
帝
国
主
義
」

的
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
ア
ジ
ア
諸
国
が
生
産

し
、
Ｅ
Ｕ
は
そ
れ
を
消
費
し
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
分
業
体
制
が

成
立
し
、
そ
の
た
め
に
Ｅ
Ｕ
は
Ｃ
Ｏ
２
排
出
や
廃
棄
物
が
少
な
く
、
ア

ジ
ア
諸
国
は
多
く
な
る
と
い
う
構
造
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と

指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
す
る
と
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
規
範
と
パ
ワ
ー
の

関
係
は
も
っ
と
複
雑
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
環
境
」

と
い
う
あ
る
種
、
普
遍
的
な
価
値
が
、
国
境
、
地
域
を
越
え
て
ど
の
よ

う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
政
治
が
展
開
さ

れ
て
い
く
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
考
え
る
上
で
の
こ
れ

か
ら
の
課
題
で
あ
る
。

註（
１
）  

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
委
員
会
に
よ
る
以
下
の
定
義
、「
個
人
と
機
関
、
私
と
公

（
30
）
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と
が
共
通
の
問
題
に
取
り
組
み
や
多
く
の
方
法
の
集
ま
り
」
に
依

り
た
い
（
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
委
員
会
・
京
都
フ
ォ
ー
ラ

ム『
地
球
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
―
新
し
い
世
界
秩
序
を
目
指
し
て
』

日
本
放
送
協
会
、
一
九
九
五
年
、
二
八
頁
）。
地
球
環
境
分
野
に
お

け
る
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
、
鳥
瞰
図
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て

は
、例
え
ば
拙
稿
「
地
球
環
境
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
「
空
間
」
と
「
時

間
」」（
出
水
薫
・
金
丸
裕
志
・
八
谷
ま
ち
子
・
椛
島
洋
美
編
『
先

進
社
会
の
政
治
学
』
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
七
四

－

一
九
七
頁
。

（
２
）  

R
obert O

. K
eohane and Joseph N

ye Jr., Pow
er and In-

terdependence: W
orld Politics in Transition 

（B
oston:  L

ittle 

B
row

n,1977

）.

（
３
）  

こ
の
よ
う
な
環
境
汚
染
や
有
害
物
、
危
険
物
の
対
外
移
転
は
、

「
公
害
輸
出
」
と
呼
ば
れ
る
（
寺
西
俊
一
『
地
球
環
境
問
題
の
政

治
経
済
学
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
九
二
年
、
七
〇
頁
）。
ま

た
、
環
境
経
済
学
で
は
「
汚
染
天
国
仮
説
（Pollution H

aven 

H
ypothesis

）」
と
し
て
定
式
化
さ
れ
、
論
争
が
あ
る
（D

on Ful-

lerton, eds., T
he E

conom
ics of Pollution H

avens （C
heltenham

:  
E

dgar E
lgar, 2006

）。

（
４
）  

G
lobal E

nvironm
ental Politics, Vol.12  N

o.3 . 

（
５
）  
Sebastian O

berthür and O
.L

. Stokke, eds., M
anaging 

Institutional C
om

plexity: R
egim

e Interplay and G
lobal E

nvi-

ronm
ental C

hange （C
am

bridge, M
.A

.:  T
he M

IT
 P

ress, 2011

）;  
Sebastian O

berthür and T
hom

as G
ehring eds., International 

Interaction and G
lobal E

nvironm
ental G

overnance: Synergy 

and C
onflict am

ong International and E
U

 Policies 

（C
am

-

bridge, M
.A:  M

IT
 P

ress, 2006

）.

（
６
）  

臼
井
陽
一
郎『
環
境
の
Ｅ
Ｕ
、規
範
の
政
治
』ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、

二
〇
一
三
年
。

（
７
）  

O
liver Ziegler, E

U
 R

egulatory D
ecision M

aking and the 

R
ole of the U

nited States: Transatlantic R
egulatory C

oopera-

tion as a gatew
ay for U

.S. E
conom

ic Interest? 

（W
iesbaden:  

Springer, V
S,2012

）.

（
８
）  

E
liza M

orgera, ed., T
he E

xternal E
nvironm

ental Policy of 

the E
uropean U

nion: E
U

 and International L
aw

 Perspective 

（C
am

bridge:  C
am

bridge U
niversity P

ress, 2012

）.

（
９
）  

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、「
リ
ー
ジ
ョ
ン
（R

egion

）」
の
定

義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
の
定
義
に
つ
い
て

は
、
デ
バ
ル
ヴ
ォ
ー
は
、
特
集
号
に
お
け
る
論
稿
に
お
い
て
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
対
象
が
多
様
で
統
一
的
で
な
い
こ
と
を
指
摘
す

る
。B

ernard D
ebarbieux, “H

ow
 R

egional is R
egional E

nvi-

ronm
ental G

overnance? ,” G
lobal E

nvironm
ental Politics, Vol. 

12  N
o. 3  （2012

）, pp. 119 -126 . 

本
稿
で
は
、「
リ
ー
ジ
ョ
ン
」
に

つ
い
て
、一
応
、Ｅ
Ｕ
、Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
な
ど
の
地
域
機
構
や
そ
の
他
、

地
理
的
に
近
接
し
た
地
域
の
制
度
化
さ
れ
た
国
家
間
協
力
を
指
す

も
の
と
し
て
考
え
た
い
。

（
10
）  

M
artha Finnem

ore and K
athryn Sikkink, “International 

N
orm

s D
ynam

ics and Political C
hange,” International O

rga-

nization, Vol. 52  N
o. 4  （1998

）, pp. 887 -917 . 

（
11
）  

K
en C

onca, “T
he R

ise of the R
egion in G

lobal E
nviron-
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m

ental Politics,” G
lobal E

nvironm
ental Politics, Vol. 12  N

o. 3  

（2012

）, p. 127 . 

（
12
）  

A
lexander W

endt, Social T
heory of International Politics 

（C
am

bridge:  C
am

bridge U
niversity P

ress, 1998

）. 
（
13
）  
臼
井
、
前
掲
書
、
一
七
一
頁
。
こ
の
定
義
は
、
直
接
に
は
マ

ナ
ー
ズ
の
研
究
に
言
及
し
て
い
る
。Ian M

anners, “N
orm

ative 

Pow
er E

urope:  A
 C

ontradiction in Term
s?  ,” Journal of C

om
-

m
on M

arket Studies, Vol. 40  N
o. 2  （2002

）, pp. 235 -58 . 

（
14
）  

Ｅ
Ｕ
の
「
規
範
パ
ワ
ー
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
東

野
篤
子
「「
規
範
パ
ワ
ー
」
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
を
め
ぐ
る
研
究
動
向
に

つ
い
て
の
一
考
察
」
森
井
祐
一
編
『
地
域
統
合
と
グ
ロ
ー
バ
ル
秩

序
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
・
ア
ジ
ア
』
信
山
社
、
二
〇
一
〇
年
、

六
九

－

九
八
頁
、
参
照
。

（
15
）  

前
掲
書
、
Ｖ
頁
。

（
16
）  

臼
井
、
前
掲
書
、
一
八
四
頁
。

（
17
）  

「
政
治
的
機
会
構
造
」
と
は
、
社
会
運
動
外
部
の
要
因
で
あ
る
政

治
過
程
へ
の
開
放
度
や
統
治
エ
リ
ー
ト
の
分
裂
な
ど
を
指
す
。
そ

れ
ま
で
の
社
会
運
動
論
が
社
会
矛
盾
の
深
刻
さ
社
会
構
造
や
、
社

会
運
動
が
持
つ
ヒ
ト
、
カ
ネ
な
ど
の
資
源
に
着
目
し
て
い
た
も
の

に
対
し
て
、「
政
治
的
機
会
構
造
」
論
は
、
社
会
運
動
を
取
り
巻

く
政
治
的
条
件
の
重
要
さ
を
指
摘
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。H

. P. 

K
itschlet, “Political O

pportunity Structures and Political P
ro-

test:  A
nti-N

uclear M
ovem

ents in Four D
em

ocracies,” B
ritish 

Journal of Political Science, Vol. 16  N
o. 1  （1986

）, pp. 57 -85 .

（
18
）  

臼
井
、
前
掲
書
、
ⅱ
頁
。

（
19
）  

臼
井
、
前
掲
書
、
同
上
。

（
20
）  

臼
井
、
前
掲
書
、
一
二
三

－

一
四
〇
頁
。

（
21
）  

例
え
ば
、
内
閣
府
の
知
的
財
産
本
部
『
知
的
財
産
推
進
計
画

二
〇
一
〇
』
で
は
、戦
略
的
な
観
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。（w

w
w

.

kantei.go.jp/ jp/ shingi/ titeki2/2010 keikaku.pdf.

）。

（
22
）  

N
orm

an V
ig and M

ichael G
. Faure, eds., G

reen G
iants? 

E
nvironm

ental Policies of the U
nited States and the E

uropean 

U
nion （C

am
bridge, M

.A
.:  T

he M
IT

 P
ress, 2004

）.

（
23
）  

R
obert P

utnam
, “D

iplom
acy and dom

estic politics:  the 
logic of tw

o level gam
es,” International O

rganization, Vol. 42  
N

o. 3  （1988

）, pp. 427 -460 . 

（
24
）  

Ziegler, op.cit., p. 21 . 

（
25
）  

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、「
政
策
ア
イ
デ
ィ
ア
論
」
が
提
起
し
て

い
る
。Pater A

. H
all, “Policy Paradigm

s, Social L
earning and 

the State:  T
he C

ase of E
conom

ic Policy M
aking in B

ritain,” 

C
om

parative Politics, Vol. 25  N
o. 2 , （1993

）, pp. 275 -296 . 

（
26
）  

リ
ス
ボ
ン
条
約
が
規
定
す
る
Ｅ
Ｕ
対
外
関
係
法
に
つ
い
て
は
、

中
西
優
美
子
『
Ｅ
Ｕ
法
』
新
世
社
、
二
〇
一
二
年
、
特
に
「
第

一
九
条　

対
外
関
係
法
」、
三
〇
五

－

三
二
六
頁
。
さ
ら
に
、
中
西

優
美
子
「
対
外
関
係
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
の
一
体
性
と
誠
実
協
力
・
連

帯
義
務
―
法
的
観
点
か
ら
の
一
考
察
」『
一
橋
法
学
』
一
二
巻

三
号
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）、
一
〇
九

－

一
四
二
頁
、
を
参
照
。

（
27
）  

C
had D

arm
o, “T

he post-L
isbon institutions and E

U
 exter-

nal environm
ent policy,” i n M

orgera, op.cit., p. 58 . 
（
28
）  

E
lisa M

orgera, “T
he Trajectory of E

U
 B

iodiversity C
oop-
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eration,” in M
orgera, op.cit., pp. 235 -259 . 

（
29
）  

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
グ
ロ
ー
バ
ル
環
境
政
治
』

の
特
集
号
に
お
け
る
論
稿
を
参
照
、L

orraine E
liliott, “A

SE
A

N
 

and E
nvironm

ental G
overnance:  Strategies of R

egionalism
 in 

Southeast A
sia,” G

lobal E
nvironm

ental Politics, Vol. 12  N
o. 3  

（2012
）, pp. 38 -57 . 

ま
た
、
臼
井
、
前
掲
書
、
第
七
章
「
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
に
お
け
る
持
続
可
能
な
発
展
の
言
説
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
は
、

同
様
の
問
題
関
心
に
沿
っ
て
、
比
較
を
試
み
て
い
る
。

（
30
）  

吉
田
文
和
『
環
境
経
済
学
講
義
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、

八
一
頁
。同
様
の
議
論
は
、鈴
木
一
人「
規
制
帝
国
と
し
て
の
Ｅ
Ｕ
」、

山
下
範
久
編
『
帝
国
論
』
講
談
社
、二
〇
〇
六
年
、四
三

－

七
八
頁
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
文
部
科
学
省
・
科
学
研
究
費
「
環
境

規
格
の
国
際
標
準
化
を
め
ぐ
る
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
研
究
」（
課
題
番
号

二
四
七
三
〇
一
四
五
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。




