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序
章

主
権
な
く
し
て
人
権
な
し
」
と
い
う
命
題
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
意
義

本
稿
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
権
と
人
権
の
緊
張
関
係
を
「
規
範
」
形
成
過
程
と
し
て
再
検
討
し
、
ア
ジ
ア
地
域
主
義
に
お
け
る
主
権

規
範
と
人
権
規
範
の
交
錯
を
「
規
範
の
受
容
・
競
合
・
複
合
化
」
の
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
趣
旨
と
し
て
い
る
。
近
年
、
人
道

的
規
範
や
人
権
意
識
の
高
揚
に
伴
っ
て
、
国
家
主
権
が
相
対
化
さ
れ
変
容
を
迫
ら
れ
て
い
る
、
と
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
長
ら

く
内
政
不
干
渉
規
範
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
き
た
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
規
範
的
な
議
論
が
、
し

ば
し
ば
人
権
規
範
の
「
前
進
」
と
主
権
規
範
の
「
後
退
」
と
を
一
括
り
に
し
て
、
尚
且
つ
そ
の
歴
史
的
経
路
や
地
域
間
の
異
同
を
宙
吊
り
に

し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち
主
権
と
人
権
の
相
克
と
い
う
問
題
設
定
の
中
で
、
内
政
不
干
渉
規
範
の

拘
束
力
低
下
と
人
権
規
範
の
受
容
・
拡
大
と
が
無
媒
介
に
前
提
と
さ
れ
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
が
、
両
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
整
合
的
で

は
な
い
。
ま
た
地
域
ご
と
、
問
題
領
域
ご
と
に
特
定
の
偏
差
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。

と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
そ
の
傾
向
は
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
内
政
不
干
渉
の
規
範
的
拘
束
力
は
低
下
し
て
い
る

し
、
人
権
意
識
の
高
揚
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
両
者
は
必
ず
し
も
正
の
相
関
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
前
者
を
従
属

変
数
╱
後
者
を
独
立
変
数
と
す
る
単
線
的
な
因
果
関
係
｜
後
者
を
原
因
と
し
、
前
者
を
そ
の
結
果
と
す
る
図
式
｜
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
も

な
い
（
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
主
権
と
人
権
の
間
に
は
あ
る
種
の
概
念
上
の
相
関
性
｜
主
権
な
く
し
て
人
権
な
し
、
逆
も
ま
た
然
り
｜
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
単
線
的
な
因
果
関
係
で
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
）。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
主
権
規
範
と
人
権
規
範
の
緊

張
関
係
が
、
ア
ジ
ア
と
い
う
具
体
的
な
〞
場
〝
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
有
し
、
如
何
な
る
偏
差
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
地
域
主
義
研
究
な
い
し
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
研
究
に
お
い
て
は
、
既
に
膨
大

な
先
行
研
究
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
特
殊
性
や
特
異
性
を
析
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る１

）
。
し
か
し
、
主
権
と
人
権
の
緊
張
関
係
と
い
う
問

題
領
域
を
踏
ま
え
た
場
合
、
規
範
論
的
な
問
題
意
識
は
総
じ
て
低
い
。
つ
ま
り
、
ア
ジ
ア
地
域
主
義
形
成
の
文
脈
に
即
し
て
、
欧
米
型
の
人

権
言
説
に
対
す
る
防
波
堤
と
し
て
ア
ジ
ア
の
特
殊
性
や
ア
ジ
ア
的
価
値
を
強
調
す
る
傾
向
が
強
く
認
め
ら
れ
る
が
、
主
権
言
説
と
人
権
言
説

の
緊
張
関
係
の
中
で
、
言
う
な
れ
ば
ア
ジ
ア
的
な
規
範
の
様
相
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
体
系
的
な
俯
瞰
図
を
描
く
と
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い
う
姿
勢
は
希
薄
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
従
来
の
ア
ジ
ア
地
域
主
義
研
究
は
、
ア
ジ
ア
の
「
特
殊
性
」
を
重
視
す
る
あ
ま
り
に
主
権
規
範
と
人
権
規
範
に
付
随
す

る
「
規
範
性
」
を
あ
ま
り
に
も
等
閑
に
付
し
て
き
た
。
で
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
主
権
と
人
権
の
様
相
を
規
範
的
に
考
察
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

が
望
ま
し
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
も
若
干
ミ
ス
リ
ー
ド
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
主
権
と
人
権
の
諸
規
範
に
つ
い
て
は
、
よ
く
知
ら
れ
た

二
つ
の
立
場
｜
す
な
わ
ち
、
国
家
主
権
を
相
対
化
し
人
権
言
説
の
普
遍
化
を
唱
え
る
「
欧
米
人
権
言
説
」
と
、
国
家
主
権
や
内
政
不
干
渉
を

強
調
す
る
こ
と
で
人
権
の
「
政
治
」
言
説
化
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
の
立
場
｜
が
併
存
し
て
い
る
。
主
権
と
人
権
を
規

範
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
と
も
す
る
と
、
か
か
る
二
つ
の
立
場
の
い
ず
れ
か
を
極
大
化
し
、「
人
権
か
、
主
権
か
」と
い
う
誤
っ
た
二

項
対
立
を
我
々
に
迫
る
傾
向
が
あ
る
。
ま
た
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
主
権
を
乗
り
越
え
、
国
境
を
越
え
た
人
権
の

確
立
を
な
し
得
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
ア
ジ
ア
は
相
も
変
わ
ら
ず
国
家
主
権
を
固
守
し
て
い
る
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
視
角
を
密

輸
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
常
に
孕
ん
で
い
る
し２

）
、
逆
に
欧
米
の
人
権
言
説
に
対
し
て
ア
ジ
ア
の
特
殊
性
を
論
じ
る
立
場
は
そ
の
性
質
上
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
単
に
転
倒
さ
せ
た
だ
け
の
オ
ク
シ
デ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
帰
着
す
る
傾
向
を
持
っ
て
い
る３

）
。
言
い
換
え
れ
ば
、
本
稿
は
ア
ジ
ア

の
特
殊
性
ば
か
り
を
強
調
し
、
主
権
と
人
権
の
規
範
的
側
面
を
捨
象
す
る
よ
う
な
研
究
態
度
に
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
り
と
て
一

足
飛
び
に
主
権
と
人
権
の
規
範
理
論
的
研
究
設
計
に
即
座
に
飛
び
つ
く
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
立
場
に
立
脚
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
問
題
群
に
接
近
す
る
に
あ
た
り
本
稿
が
着
眼
す
る
の
は
、
規
範
理
論
（n

o
rm
a
tiv
e th

eo
ry

）
で
は
な
く
「
規

範
に
つ
い
て
の
理
論
（th
eo
ry
 
a
b
o
u
t n

o
rm
s

）」
で
あ
る
｜
通
常
両
者
は
ひ
ど
く
混
同
さ
れ
て
い
る４

）
。
つ
ま
り
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
主

権
と
人
権
が
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
｜
ま
さ
に
そ
れ
自
体
規
範
的
な
｜
問
題
提
起
は
本
稿
の
対
象
で
は
な
く
、
寧
ろ
本
稿
が
問
題
と
す

る
の
は
主
権
と
人
権
と
い
う
規
範
が
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
定
着
し
得
た
の
か
と
い
う
規
範
の
〞
形
成
過
程
〝
で
あ
る
。
具
体
的
な
事
象

で
言
い
換
え
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
価
値
や
内
政
不
干
渉
規
範
の
様
相
が
国
際
規
範
と
し
て
望
ま
し
い
か
否
か
と
い
う
評
価

は
本
稿
で
は
検
討
対
象
と
は
せ
ず
、
寧
ろ
か
か
る
規
範
の
形
成
過
程
を
本
稿
で
は
対
象
と
す
る
。

で
は
な
ぜ
規
範
理
論
で
は
な
く
、「
規
範
に
つ
い
て
の
理
論
」を
追
求
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
前
者
に
対
し
て
の
後
者
の
優
位

性
｜
な
か
ん
ず
く
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
権
規
範
╱
人
権
規
範
の
緊
張
関
係
の
中
で
の
「
規
範
に
つ
い
て
の
理
論
」
の
方
法
論
上
の
有
効
性
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｜
を
示
す
必
要
が
あ
る
が
、か
か
る
考
察
を
行
な
う
に
先
立
ち
、主
権
と
人
権
の
相
互
関
係
に
つ
い
て
き
わ
め
て
秀
逸
な
問
題
提
起
を
行
な
っ

て
い
る
井
上
達
夫
の
議
論
を
ひ
と
つ
の
例
示
と
し
て
検
討
し
て
お
く
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
井
上
の
議
論
は
、
主
権
と
人
権
を
規
範
的
に
考
察
す

る
こ
と
の
意
義
と
限
界
を
暗
示
し
て
お
り
、
本
稿
の
方
法
論
的
な
構
え
を
定
位
す
る
上
で
極
め
て
有
益
な
代
理
指
標
を
提
供
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

井
上
に
拠
れ
ば
、
主
権
と
人
権
の
間
に
は
一
定
の
「
内
的
連
関
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う５

）
。
一
方
で
主
権
と
人
権
の
間
に
は
一
定
の
相
同

性
が
存
在
し
て
お
り
、
国
際
法
に
お
け
る
形
式
上
の
主
権
平
等
と
い
う
概
念
は
、
国
内
法
に
お
け
る
個
人
の
平
等
な
権
利
と
い
う
公
準
を
概

念
的
に
投
影
し
た
も
の
で
あ
る６

）
。
他
方
、
人
権
は
主
権
を
補
完
す
る
と
同
時
に
、
主
権
は
人
権
を
政
治
的
に
保
障
し
て
い
る
。
主
権
国
家
の

形
成
過
程
に
お
い
て
は
、
教
会
や
ギ
ル
ド
と
い
っ
た
中
間
団
体
の
不
在
か
ら
、
国
家
が
直
接
的
に
個
々
人
の
人
権
保
障
を
制
度
化
す
る
こ
と

が
要
請
さ
れ
、
様
々
な
社
会
的
権
力
に
よ
る
差
別
や
抑
圧
か
ら
個
々
人
の
人
権
を
保
護
す
る
た
め
に
は
国
家
主
権
の
介
入
が
必
要
不
可
欠
で

あ
っ
た
。
そ
の
上
で
井
上
は
欧
米
の
短
絡
的
な
「
主
権
否
認
論
」
と
ア
ジ
ア
の
「
ア
ジ
ア
的
価
値
論
」
の
誤
謬
性
を
看
破
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
主
権
と
人
権
は
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
り
、「
主
権
か
、
人
権
か
」
と
い
う
の
は
誤
っ
た
二
分
法
で
あ
り
、「
人
権
な
く
し
て
主
権
な

し
」
と
い
う
理
解
が
肝
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る７

）
。

こ
の
議
論
は
既
に
紹
介
し
た
二
つ
の
立
場
｜「
欧
米
人
権
言
説
」
と
「
ア
ジ
ア
的
価
値
論
」
｜
に
対
し
て
の
極
め
て
強
力
な
反
証
と
し
て
機

能
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
権
を
等
閑
視
し
て
国
境
を
越
え
た
人
権
の
優
位
性
を
弁
証
す
る
こ
と
も
、
国
家
主
権
を
理
由
に
し
て
あ
る
種

の
人
権
の
抑
圧
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
い
う
点
が
規
範
的
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
議
論
は
確
か
に
主
権
規
範
と
人
権
規
範
の
あ
る
べ
き
処
方
箋
を
提
示
し
て
い
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ア
ジ
ア
の
諸
国
家
は
何
故
主﹅
権﹅
に﹅
拘﹅
り﹅
続﹅
け﹅
る﹅
の﹅
か﹅
、
と
い
う
素
朴
な
問
い
に
回
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ア
ジ
ア
の
文
脈
性
｜
と
り
わ
け
主
権
と
人
権
の
均
衡
を
と
り
つ
つ
も
、
原
則
と
し
て
の
主
権
尊
重
（
ま
た
は
内
政
不
干
渉
規
範
）
を
掲
げ
る

こ
と
を
企
図
す
る
ア
ジ
ア
の
政
治
言
説
群
｜
を
意
識
す
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
言
説
戦
略
は
、
主
権
と
人
権
の
論
理
的
連
関
性
を
意

識
し
つ
つ
も
、
そ
の
上
で
（
井
上
の
命
題
を
転
倒
さ
せ
た
か
た
ち
で
）「
主
権
な
く
し
て
人
権
な
し
」
と
い
う
主
張
を
固
守
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
文
脈
性
を
切
り
落
と
し
た
規
範
理
論
的
な
弁
証
は
、
主
権
と
人
権
の
相
互
連
関
性
を
論
拠
と
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し
、「
主
権
の
み
に
執
着
す
る
勿
れ
」と
言
う
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
論
理
的
妥
当
性
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
ぜ
ア
ジ
ア
の
国
々
が
主
権
に
執

着
す
る
の
か
と
い
う
点
が
分
析
上
の
死
角
と
な
る
。
ま
た
、
人
権
は
他
の
政
治
概
念
と
同
様
に
「
時
代
と
地
域
の
産
物８

）
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、

地
域
の
文
脈
を
等
閑
視
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
或
い
は
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
主
権
規
範
へ
の
執

着
が
如
何
な
る
経
路
に
お
い
て
行
な
わ
れ
、
如
何
に
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
か
を
詳
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
主
眼
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
が
規
範
理
論
で
は
な
く
「
規
範
に
つ
い
て
の
理
論
」
に
本
稿
が
立
脚
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
主
権
と
人
権
の
規
範
理
論
的
な
考
究
に
先
立
っ
て
、
主
権
や
人
権
と
い
う
言
説
が
如
何
な
る
文
脈
に
基
づ
い
て
、
如
何
な
る

経
路
で
作
動
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
｜
ア
ジ
ア
地
域
主
義
の
文
脈
に
即
し
て
｜
検
討
す
る
こ
と
が
ま
ず
は
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
主
権
と
人
権
を
規
範
の
観
点
か
ら
捉
え
、
そ
れ
を
「
規
範
に
つ
い
て
の
理
論
」
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と

で
照
射
さ
れ
る
視
角
と
し
て
は
以
下
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
規
範
が
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ア
ジ
ア
）
に
お
い
て
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
、
と
い
う
規
範
の
「
地

域
偏
差
」
と
い
う
視
角
で
あ
る９

）
。
す
な
わ
ち
、
主
権
も
人
権
も
（
歴
史
的
に
は
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
規
範
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ア
ジ

ア
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
「
文
脈
の
移
動
性10

）
」
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
は
地
域
的
文
脈
を
精
査
す
る
必
要
が

生
じ
る
。

第
二
に
主
権
規
範
と
人
権
規
範
を
生
み
出
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
文
脈
の
「
相
対
化
」
と
い
う
視
角
で
あ
る
。
人
権
規
範
（
な
い
し
人

道
的
規
範
）
の
拡
が
り
、
と
主
権
規
範
の
揺
ら
ぎ
（
人
道
的
介
入
論
と
「
保
護
す
る
責
任
」
な
ど
）
は
確
か
に
あ
る
程
度
は
対
応
し
て
い
る
。

し
か
し
、
両
者
を
容
易
く
等
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｜
に
も
拘
わ
ら
ず
か
か
る
議
論
は
横
行
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
内
政
不
干
渉
規
範

の
質
的
低
下
‖
主
権
の
変
容
‖
人
道
的
介
入
の
実
施
可
能
性
」
と
い
う
一
連
の
命
題
群
の
等
置
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
い
し
ア
メ
リ
カ
の
世
界

観
を
過
度
に
強
調
し
過
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
メ
ア
リ
ー
・
カ
ル
ド
ー
の
議
論
が
そ
の
典
型
例
で
あ
る
が
、
彼
女
は
、
旧
ユ
ー
ゴ
に
お
け
る

破
綻
国
家
や
民
族
浄
化
の
問
題
に
着
眼
し
、
国
家
間
の
外
交
交
渉
が
本
来
で
あ
れ
ば
そ
の
国
民
を
代
表
し
て
い
な
い
よ
う
な
単
な
る
武
装
集

団
・
犯
罪
者
組
織
に
交
渉
権
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
と
痛
烈
に
非
難
し
た
上
で
、
人
道
的
介
入
の
正
当
性
を
擁
護
し
て
い
る11

）
。
カ
ル
ド
ー
が

こ
う
し
た
結
論
に
至
る
の
は
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
か
、
自
民
族
中
心
主
義
か
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
二
分
法
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
に
他
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な
ら
な
い
が
、
人
道
的
介
入
を
肯
定
す
る
論
理
に
は
こ
う
し
た
「
勧
善
懲
悪
」
の
論
理
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
国
民
を
虐

げ
る
邪
ま
な
権
力
者
が
い
て
、
そ
の
権
力
者
が
内
政
不
干
渉
規
範
を
掲
げ
て
、
恣
意
的
な
権
力
体
制
を
正
当
化
し
て
い
る
｜
そ
う
で
あ
る
が

故
に
人
道
を
回
復
す
る
た
め
に
人
道
的
介
入
は
不
可
避
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
経
験
」
を
一
般
化
し

た
世
界
観
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
「
主
権
（
の
平
等
）
‖
勢
力
均
衡
原
理
‖
無
差
別
戦
争
概
念
」
と
そ
の
裏
返
し
と
し
て
の
「
人
道
的
介
入

‖
主
権
の
変
容
‖
内
政
不
干
渉
規
範
の
質
的
低
下
」
と
い
う
一
連
の
問
題
系
は
、
い
ず
れ
も
欧
州
普
遍
主
義
の
「
枠
内
」
の
出
来
事
で
あ
り
、

そ
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
温
存
し
た
ま
ま
他
地
域
を
評
価
し
た
り
判
断
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

第
三
に
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
権
╱
人
権
の
再
定
義
に
お
け
る
「
弾
力
性
」
で
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
権
と
人
権
に
関

す
る
言
説
に
は
内
と
外
と
の
論
理
の
使
い
分
け
が
窺
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
域
外
に
対
し
て
は
主
権
と
内
政
不
干
渉
規
範
を
強
調
し
、
域
内

に
対
し
て
は
徐
々
に
人
権
規
範
を
受
容
す
る
と
い
う
姿
勢
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
と
く
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
二
〇
〇

〇
年
代
に
か
け
て
、
域
外
に
対
し
て
は
内
政
不
干
渉
規
範
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
域
内
に
対
し
て
は
人
権
や
民
主
主
義
を
問
題
視
す
る
相

互
干
渉
レ
ジ
ー
ム
を
構
築
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
言
う
ま
で
も
無
く
、
か
か
る
規
範
の
「
弾
力
性
」
が
、
ア
ジ
ア
地
域
主
義
に
お
け
る
主
権
規
範

と
人
権
規
範
の
緊
張
関
係
に
独
特
の
文
脈
を
用
意
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
独
特
の
文
脈
を
精
査
す
る
こ
と
な
し
に
、
一
足
飛
び
に
主
権
と
人
権
の
規
範
理
論

を
志
向
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
主
権
と
人
権
の
規
範
変
容
と
い
う
課
題
は
ア
ジ
ア
の
文
脈
に
即
し
て
考
え
た
場
合
に
は
、
よ
り
根
深
い
言

説
構
造
が
存
在
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
主
権
論
や
内
政
不
干
渉
規
範
が
ア
ジ
ア
に
や
っ
て
き
た
時
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
別
文
脈
で
読

み
込
ま
れ
た
。
第
二
次
大
戦
後
に
独
立
を
獲
得
し
た
ア
ジ
ア
の
国
々
に
と
っ
て
内
政
不
干
渉
規
範
は
、
か
つ
て
の
宗
主
国
・
欧
米
列
強
の
干

渉
を
排
除
す
る
規
範
資
源
と
し
て
再
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
和
五
原
則
や
バ
ン
ド
ン
十
原
則
を
見
れ
ば
自
明
で
あ
る
が
、
主
権
の
尊
重

や
相
互
内
政
不
干
渉
は
、
宗
主
国
か
ら
の
完
全
独
立
の
保
障
を
意
味
し
て
い
た
。
ア
ジ
ア
近
代
史
に
お
い
て
｜
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
の
新
興

独
立
国
の
歴
史
的
記
憶
に
お
い
て
は
｜
、
干
渉
し
て
く
る
主
体
は
欧
米
列
強
に
他
な
ら
ず
、
主
権
と
内
政
不
干
渉
規
範
の
獲
得
｜
及
び
そ
の

関
数
と
し
て
の
「
民
族
自
決
権
」
や
「
発
展
の
権
利
」
｜
は
旧
宗
主
国
に
対
す
る
不
干
渉
の
実
質
的
な
確
立
を
意
味
し
て
い
た
。

確
か
に
「
主
権
」
や
「
内
政
不
干
渉
」
を
口
実
と
し
て
国
内
の
人
権
侵
害
を
隠
蔽
す
る
と
い
う
事
態
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も

― ―30



拙
速
に
「
主
権
に
先
立
つ
人
権
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
文
明
や
人
道
と
い
う
修
辞
に
よ
っ
て
途
上
国
の
主
権
を
蹂
躙
し
て
き
た

植
民
地
主
義
の
歴
史
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
深
刻
な
人
権
侵
害
や
人
道
的
危
機
に
直
面
し
て
い
る
脆
弱
な
個
人
を
国
家
権
力
か
ら

擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
普
遍
的
価
値
が
存
在
す
る
一
方
で
、
大
国
の
権
力
闘
争
か
ら
小
国
の
自
主
独
立
を
守
り
抜
く
と
い
う
こ

と
も
同
様
に
国
際
社
会
の
普
遍
性
を
構
成
す
る
以
上
は
、
少
な
く
と
も
制
度
上
は
主
権
と
人
権
の
ど
ち
ら
か
に
安
易
な
優
先
順
位
を
設
定
す

る
こ
と
は
難
し
い12

）
。
ま
た
前
述
の
よ
う
に
国
際
社
会
に
お
け
る
主
権
平
等
と
国
内
社
会
に
お
け
る
個
人
の
平
等
は
概
念
的
な
相
同
性
を
内
包

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
者
を
理
由
に
前
者
を
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
方
式
の
中
に
は
い
わ
ゆ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
外
交
と
親
和
的
な
側
面
も
存
在
す
る
。
特
定
の
領
域
を
実
効
支
配
す

る
政
権
に
正
統
性
を
付
与
す
る
と
い
う
国
際
規
範
、
内
政
不
干
渉
と
主
権
平
等
の
確
立
、
そ
し
て
対
等
な
主
権
国
家
群
に
よ
る
協
議
と
合
意

に
よ
る
意
思
決
定
は
、
ウ
ィ
ー
ン
体
制
下
に
お
け
る
欧
州
諸
侯
の
国
家
連
合
と
近
似
し
た
構
造
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
ア
ジ
ア

の
内
政
不
干
渉
規
範
に
つ
い
て
の
精
神
史
を
紐
解
け
ば
、
既
述
の
よ
う
に
反
帝
国
主
義
・
反
植
民
地
主
義
的
な
対
抗
意
識
が
内
政
不
干
渉
規

範
に
政
治
的
妥
当
性
を
用
意
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
も
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
国
家
主
権
の
優
位
性
の
裏
返
し
と
し
て

人
権
の
優
位
性
を
導
く
こ
と
｜
及
び
こ
れ
に
付
随
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
一
九
世
紀
秩
序
の
単
純
な
反
復
と
し
て
現
代
の
ア
ジ
ア
の
地
域
秩
序

を
位
置
付
け
、
そ
の
後
進
性
を
論
難
す
る
こ
と
｜
は
、
そ
れ
自
体
矛
盾
を
孕
ん
だ
概
念
操
作
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
に
お
い
て
問
題
の
軸
は
「
主
権
規
範

対

人
権
規
範
」
と
い
う
対
置
の
中
に
は
存
在
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
権
規
範
と
い
う
「
枠
」
か
ら
一
方
的
に
主
権
の
変
容
を
唱
え
る
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
は
こ
う
し
た
植
民
地
主
義
と

反
植
民
地
主
義
の
史
的
文
脈
を
等
閑
に
伏
す
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
ア
ジ
ア
独
自
の
文
脈
を
意
識
し
、
主
権
と
人
権

と
い
う
規
範
が
ど
の
よ
う
な
形
成
過
程
を
経
て
定
立
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
を
こ
こ
で
検
証
す
る
必
要
が
生
じ
る
。

か
か
る
問
題
意
識
を
受
け
て
、
本
稿
で
は
主
権
規
範
と
人
権
規
範
が
如
何
な
る
経
緯
で
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
た
う
え
で
、
ア

ジ
ア
に
お
け
る
両
規
範
言
説
の
変
容
過
程
を
捉
え
て
い
く
。
ま
ず
第
一
章
で
は
か
か
る
規
範
形
成
過
程
を
析
出
す
る
上
で
の
理
論
枠
組
み
と

方
法
論
を
定
義
し
、
第
二
章
で
は
バ
ン
ド
ン
会
議
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
結
成
を
経
て
、
最
近
の
内
政
不
干
渉
規
範
の
見
直
し
に
至
る
ま
で
を
五

つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
て
、
検
討
し
て
い
る
。
ま
ず
フ
ェ
ー
ズ
Ⅰ
で
は
主
と
し
て
一
九
五
五
年
の
バ
ン
ド
ン
会
議
を
取
り
上
げ
、
主
権
規
範

― ―31



が
植
民
地
主
義
と
の
関
係
に
お
い
て
如
何
に
定
立
さ
れ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
次
に
フ
ェ
ー
ズ
Ⅱ
で
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
結
成
（
一
九
六
七

年
）
を
受
け
て
、
主
権
規
範
と
そ
の
関
数
で
あ
る
内
政
不
干
渉
規
範
が
如
何
に
制
度
化
さ
れ
得
た
の
か
を
課
題
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
主

権
規
範
の
確
立
は
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
人
権
言
説
の
台
頭
に
よ
っ
て
熾
烈
な
挑
戦
に
曝
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
考
察
し
て
い
る
の
が
フ
ェ
ー

ズ
Ⅲ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ェ
ー
ズ
Ⅲ
で
は
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
ア
ジ
ア
的
価
値
論
争
に
代
表
さ
れ
る
ア
ジ
ア
の
政
治
言
説
に
照
射

し
、主
権
規
範
が
そ
の
競
合
規
範
た
る
人
権
規
範
と
の
関
係
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。ま
た
フ
ェ
ー

ズ
Ⅳ
で
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
内
部
改
革
、
な
か
ん
ず
く
内
政
不
干
渉
規
範
の
見
直
し
を
考
察
し
、
フ
ェ
ー
ズ
Ⅴ
で

は
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
ジ
ア
に
お
け
る
人
権
言
説
の
隆
盛
に
着
目
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
趣
旨
は
、

フ
ェ
ー
ズ
Ⅳ
、
Ⅴ
に
お
い
て
、
主
権
規
範
が
ど
の
よ
う
に
人
権
規
範
を
包
摂
し
え
た
の
か
、
そ
の
再
構
築
の
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。

最
後
に
終
章
で
は
、
か
か
る
考
察
を
受
け
て
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
権
と
人
権
の
緊
張
関
係
、
と
り
わ
け
域
内
と
域
外
に
お
け
る
規
範
言
説

の
使
い
分
け
の
様
相
を
考
察
す
る
。

第
一
章

本
稿
に
お
け
る
理
論
枠
組
み
と
方
法

序
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
が
着
眼
す
る
の
は
、
規
範
理
論
で
は
な
く
「
規
範
に
つ
い
て
の
理
論
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前

者
が
政
治
に
お
け
る
現
実
の
諸
問
題
に
対
し
て
の
一
定
の
処
方
箋
を
模
索
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
諸
規
範
が
発
生
・
競
合
・
定
着
化
す

る
過
程
に
着
眼
す
る
も
の
で
あ
る13

）
。

こ
こ
に
お
い
て
、
規
範
と
は
、
当
該
共
同
体
に
お
い
て
適
切
で
あ
る
と
受
け
入
れ
ら
れ
た
行
為
を
め
ぐ
る
共
通
の
期
待
を
意
味
し
て
い
る14

）
。

こ
れ
を
方
法
論
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
本
稿
で
は
、
規
範
を
当
該
規
範
が
含
意
し
て
い
る
記
述
の
真
理
性
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
記
述
の
構

成
的
適
切
性
｜
言
い
換
え
る
な
ら
ば
主
権
や
人
権
と
い
っ
た
規
範
が
含
有
す
る
内
在
的
真
理
か
ら
で
は
な
く
、そ
の
外
在
的
文
脈
に
着
眼
し
、

か
か
る
規
範
が
如
何
に
構
成
さ
れ
、
如
何
な
る
条
件
の
も
と
で
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
と
受
容
さ
れ
得
た
の
か
｜
を
考
察
課
題
と
す
る
。
以
下
、

規
範
形
成
に
つ
い
て
の
概
念
を
定
義
し
な
が
ら
本
稿
の
方
法
論
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
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第
一
節

規
範
の
競
合
化
と
複
合
化

か
か
る
規
範
の
分
析
を
行
な
う
な
ら
ば
、
こ
こ
で
規
範
の
「
競
合
化
」
と
「
複
合
化
」
と
い
う
事
象
が
念
頭
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
一
方
で
、
規
範
の
「
競
合
化
（
状
態
）」
と
は
、
当
該
規
範
に
対
し
て
そ
の
適
切
性
を
脅
か
す
よ
う
な
他
規
範
が
存
在
し
て
い
る
状
態
を

示
し
て
い
る
。
本
稿
が
対
象
と
し
て
い
る
人
権
規
範
と
主
権
規
範
の
場
合
、
前
者
の
伸
長
が
後
者
の
存
立
基
盤
を
揺
る
が
し
、
且
つ
後
者
を

固
守
す
る
こ
と
が
前
者
の
享
受
を
妨
げ
る
、
と
い
う
性
質
が
一
般
に
は
論
じ
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
そ
の
場
合
か
か
る
二
規
範
は
競
合
関

係
に
あ
る
と
言
え
る
。
規
範
は
突
然
現
れ
る
わ
け
で
は
な
く
通
常
は
先
行
す
る
規
範
が
存
在
し
、
他
の
（
先
行
）
規
範
群
と
の
競
合
関
係
に

お
か
れ
な
が
ら
付
帯
・
定
着
・
変
容
し
て
い
く
。
つ
ま
り
特
定
の
規
範
の
形
成
過
程
を
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
過
程

で
他
の
先
行
規
範
を
凌
駕
し
、
定
着
化
に
至
っ
た
の
か
を
検
証
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
他
方
で
、
規
範
の
「
複
合
化
」
と
は
、
複
数
の
規
範

が
接
合
・
折
衷
さ
れ
新
た
な
規
範
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
新
し
い
規
範
は
旧
い
規
範
を
必
ず
し
も
克
服
、
代
替
す
る
と
は

限
ら
ず
、
新
旧
の
規
範
を
接
合
・
折
衷
さ
せ
る
形
で
新
し
い
規
範
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
規
範
に
つ
い
て
の
次
の
二
つ
の
特
徴
を
示
唆
し
て
い
る
。
第
一
に
、
規
範
に
は
大
抵
の
場
合
、
先
立
っ
て
存
在

す
る
先
行
規
範
が
存
在
す
る（
規
範
の
競
合
化
）。
第
二
に
、
数
あ
る
競
合
規
範
の
中
で
特
定
の
規
範
が
他
の
規
範
を
凌
駕
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
規
範
の
構
築
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
規
範
は
必
ず
し
も
先
行
規
範
を
粉
砕
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
先
行
規
範
の
要

素
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
、
新
た
な
規
範
形
成
を
行
な
う
場
合
が
あ
る
（
規
範
の
複
合
化
）。

ま
た
本
稿
で
は
方
法
論
上
、「
規
範
そ
の
も
の
（
以
下
、
規
範
概
念
）」
と
「
規
範
に
つ
い
て
の
言
説
（
以
下
、
規
範
言
説
）」
を
区
別
し
て

い
る
。
こ
れ
は
規
範
概
念
そ
の
も
の
を
直
接
的
に
分
析
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
規
範
に
つ
い
て
の
言
説
は
検
証
可
能
で
あ
る
と
い
う
経

験
論
的
調
査
可
能
性
（em

p
irica

l resea
rch

a
b
ility

）
の
視
座15

）
に
立
脚
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
規
範
概
念
と

は
何
ら
か
の
拘
束
力
を
持
ち
主
体
の
行
動
様
式
に
影
響
を
与
え
る
要
素
す
べ
て
を
包
含
す
る
概
念
で
あ
り
、
規
範
言
説
と
は
事
実
観
察
・
問

題
対
象
の
定
義
・
比
較
・
評
価
等
の
す
べ
て
の
語
り
を
含
め
た
規
範
形
成
の
最
小
単
位
で
あ
る
。
か
か
る
方
法
論
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い

る
の
は
、
規
範
を
言
説
の
動
態
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
規
範
の
「
拘
束
性
」
と
「
弾
力
性
」、
と
規
範
の
「
分
節

性
」
と
い
う
二
点
が
こ
こ
で
は
照
射
さ
れ
る
。
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第
二
節

規
範
の
翻
案
と
編
集
｜
拘
束
性
、
弾
力
性
、
分
節
性

規
範
は
一
方
で
行
為
主
体
の
行
動
を
「
拘
束
」
す
る
が
、
他
方
で
解
釈
の
余
地
、
ま
た
は
「
弾
力
性
」
を
残
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
栗

栖
薫
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
特
定
の
規
範
言
説
が
流
通
す
る
過
程
で
様
々
な
主
体
が
規
範
に
ア
ク
セ
ス
し
、
自
ら
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し

て
規
範
の
再
定
義
・
再
解
釈
を
行
な
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
政
治
的
主
張
を
正
当
化
す
る
規
範
を
調
達
す
る
過
程
で
、
規
範
は
「
原

作
者
」
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
含
意
を
離
れ
て
、「
翻
案
・
編
集
」
さ
れ
る
場
合
が
あ
る16

）
。
上
述
の
よ
う
に
、
主
権
規
範
や
人
権
規
範
は
疑
い
な
く

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
家
秩
序
を
出
自
と
し
て
い
る
が
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
同
規
範
の
形
成
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
含
意
を
逸
脱
し
、
そ
こ
に
反
帝
国

主
義
や
反
植
民
地
主
義
の
含
意
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
大
沼
保
昭
は
ア
ジ
ア
等
の

第
三
世
界
に
お
け
る
人
権
言
説
が
、「
植
民
地
支
配
か
ら
の
独
立
（
民
族
自
決
）、
貧
困
か
ら
の
脱
出
、
経
済
発
展
と
い
っ
た
彼
（
女
）
ら
に

と
っ
て
最﹅
も﹅
切﹅
実﹅
な﹅
要﹅
求﹅
を﹅
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
人﹅
権﹅
」
と﹅
い﹅
う﹅
言﹅
葉﹅
で﹅
表﹅
わ﹅
し﹅
、
人﹅
権﹅
の﹅
枠﹅
組﹅
み﹅
で﹅
定﹅
式﹅
化﹅
し﹅
よ﹅
う﹅
と﹅
し﹅
て﹅
き﹅
た﹅
と
い
う
事

実
」
に
着
目
し
て
い
る
が17

）
、
こ
れ
は
規
範
の
「
翻
案
」
な
い
し
「
編
集
」
の
典
型
例
で
あ
ろ
う
。

ま
た
栗
栖
は
、「
翻
案
」
と
「
編
集
」
の
過
程
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
等
が
自
己
の
企
図
を
正
当
化

す
る
た
め
に
既
存
の
規
範
の
特
定
要
素
を
付
加
或
い
は
削
除
す
る
行
為
が
「
翻
案
」
で
あ
り
、
国
連
や
国
際
機
関
の
よ
う
に
そ
の
正
当
性
、

普
遍
性
を
認
め
ら
れ
た
機
関
が
、
利
害
関
係
者
間
の
意
見
を
調
整
し
た
上
で
、
矛
盾
・
競
合
す
る
規
範
と
の
関
係
を
加
味
し
て
規
範
を
再
構

成
す
る
作
業
｜
但
し
、
そ
こ
に
編
集
を
行
な
う
主
体
の
志
向
性
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
｜
が
編
集
で
あ
る
、
と
い
う18

）
。
言
い

換
え
れ
ば
、
栗
栖
の
定
義
は
「
誰
」
が
規
範
解
釈
を
す
る
の
か
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
に
対
し
て
、
当
該
規
範
へ

の
再
解
釈
が
提
起
さ
れ
て
い
る
状
態
を
「
翻
案
」、
か
か
る
再
解
釈
が
組
織
的
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
状
態
を
「
編
集
」
と
し
て
定
義
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
の
意
図
は
、「
誰
」が
規
範
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
当
該
規
範
が
ど
の
程
度
、
利
害
関
係
者
間
に
妥
当
な
も

の
で
あ
る
と
受
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
か
を
重
視
す
る
た
め
で
あ
る
（
正
当
性
・
普
遍
性
の
あ
る
主
体
に
よ
る
規
範
が
必
ず
し
も
正
当
化
さ
れ

得
る
と
い
う
保
証
は
な
い
し
、
逆
も
ま
た
然
り
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
規
範
形
成
主
体
で
は
な
く
、
規
範
の
受
容
度
に
着
目
し
て
い
る
）。

他
方
、
規
範
の
「
分
節
性
」
と
は
、
規
範
の
遵
守
╱
非
遵
守
を
め
ぐ
る
境
界
線
の
構
成
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の

は
、
規
範
の
遵
守
╱
非
遵
守
を
め
ぐ
る
二
分
法
が
、
当
該
規
範
の
対
象
範
囲
を
離
れ
て
拘
束
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

― ―34



╱
欧
米
と
い
う
分
節
化
は
単
に
地
理
的
境
界
の
示
唆
に
止
ま
ら
な
い
政
治
的
「
地
域
」
の
形
成
を
含
意
し
て
い
る
。
か
か
る
規
範
の
役
割
は
、

西
谷
真
規
子
が
対
人
地
雷
禁
止
条
約
の
形
成
過
程
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会
の
動
態
に
注
視
し
概
念
化
し
た
劇
場
型
政
治

或
い
は
評
判
政
治
と
い
っ
た
類
型
か
ら
定
義
す
る
の
が
分
か
り
易
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か19

）
。
西
谷
は
対
人
地
雷
禁
止
条
約
の
形
成
過
程
に

お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会
の
動
態
に
注
視
し
、
そ
の
中
で
劇
場
型
政
治
の
特
質
と
し
て
①
二
元
論
的
敵
対
関
係
、
勢
力
布
置

の
明
示
、
②
自
己
の
正
統
性
の
誇
示
、
③
単
純
明
快
な
論
理
、
④
規
範
共
鳴
的
フ
レ
イ
ミ
ン
グ
、
⑤
闘
争
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
レ
ト
リ
ッ

ク
、
シ
ン
ボ
ル
、
イ
メ
ー
ジ
の
重
視
と
多
用
、
の
五
点
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
、
権
力
政
治
に
対
し
て
の
評
判
政
治
と
い
う
認
識
論

へ
と
接
続
さ
れ
る
。
か
か
る
評
判
政
治
的
な
側
面
は
、
主
権
規
範
と
人
権
規
範
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
認
め
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
い
得
る
こ
と
は
、
規﹅
範﹅
の﹅
「﹅
分﹅
節﹅
性﹅
」﹅
は﹅
、﹅
規﹅
範﹅
の﹅
「﹅
拘﹅
束﹅
性﹅
」﹅
╱﹅
「﹅
弾﹅
力﹅
性﹅
」﹅
に﹅
強﹅
い﹅
偏﹅
差﹅
を﹅
与﹅
え﹅
る﹅
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
規
範
が
何
を
拘
束
し
て
い
る
の
か
と
い
う
範
囲
が
当
事
者
の
解
釈
に
よ
っ
て
弾
力
的
に
含
意
を
拡
大
さ
せ
る

と
い
う
事
態
は
、
価
値
中
立
的
に
起
こ
り
得
る
も
の
で
は
な
く
、
規
範
の
遵
守
╱
非
遵
守
と
い
っ
た
単
純
明
快
な
二
項
対
立
型
図
式
に
規
定

さ
れ
る
側
面
が
極
め
て
強
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
地
域
主
義
の
政
治
言
説
が
時
と
し
て
「
劇
画
化
」
さ
れ
た
か
た
ち
で
表
象
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
地

域
主
義
の
劇
画
化
と
は
、
反
植
民
地
主
義
・
ア
ジ
ア
的
価
値
・
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
地
域
主
義
が
明
示
的
な
二
項
対
立
で
表
象
さ
れ
る
事

態
を
含
意
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
地
域
主
義
や
ア
ジ
ア
的
価
値
論
の
所
論
に
は
、「
西
洋
が
勝
者
、
ア
ジ
ア
が
敗
者
」で
あ
っ

た
時
代
｜
し
か
も
、
そ
れ
が
最
も
露
骨
な
か
た
ち
で
表
れ
て
い
る
時
代
｜
を
歴
史
の
記
憶
と
し
て
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
正
統
性

を
誇
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
洋
（
勝
者
）
╱
ア
ジ
ア
（
敗
者
）
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
論
理
を
単
純
に
転
倒
さ
せ
る
と
い
っ
た
戦

略
が
広
く
採
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
戦
略
は
非
政
治
領
域
（
経
済
や
社
会
領
域
）
に
ま
で
浸
透
し
、
ア
ジ
ア
╱
西
洋
を
強
引
に
分

節
化
す
る
論
理
と
し
て
機
能
す
る
（
端
的
な
例
と
し
て
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
帝
国
主
義
と
結
び
付
け
る
言
説
や
、
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
時
に
お

け
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
陰
謀
論
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、
主
権
や
人
権
｜
及
び
そ
の
関
連
規
範
で
あ
る
と
こ
ろ
の
内
政
不
干
渉
、
領
土
保
全
、
又
は
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
、
法
の
支
配
、
人
権
、
市
民
社
会
な
ど
｜
を
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
や
や
不
適
当
で
あ
り
、
か
か
る
規
範
は
ア
ジ
ア

╱
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
っ
た
地
域
主
義
形
成
の
広
い
文
脈
の
中
で
考
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
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こ
れ
に
加
え
て
、
ア
ジ
ア
地
域
主
義
の
規
範
形
成
に
お
い
て
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
「
条
約
型
規
範
形
成
」
は
極
め
て
稀
で
あ
り
、

そ
の
殆
ど
が
非
条
約
型
規
範
形
成
（
宣
言
外
交
等20

）
）
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
規
範
の
定
義
に
は
常
に
あ
る
一
定
の
「
解
釈
の
幅
」
が
留
保

さ
れ
る
こ
と
を
含
意
し
て
お
り
、
解
釈
の
幅
が
あ
る
か
ら
こ
そ
弾
力
性
が
生
ま
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
蓋
し
、
解
釈
の
幅
が
あ
る
た
め
、

自
己
正
統
化
╱
正
当
化
を
は
か
る
た
め
の
分
節
化
・
劇
画
化
が
お
こ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

自
己
正
当
化
の
た
め
の
分
節
化
と
い
う
意
味
で
は
石
田
淳
の
研
究
が
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
同
研
究
は
、
あ
る
秩
序
変
動
が
他
の
秩
序
変
動

を
生
み
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
国
内
秩
序
と
国
際
秩
序
の
「
共
振
」
と
い
う
枠
組
み
で
理
論
化
し
て
い
る21

）
。
こ
の
議
論
は
専
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
民
族
対
立
に
的
を
絞
り
、
国
際
秩
序
形
成
が
国
内
秩
序
形
成
に
与
え
る
影
響
、
且
つ
国
際
秩
序
の
形
成
を
国
内
の
秩
序
要
因
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
二
本
立
て
の
構
成
で
あ
る
。
政
治
空
間
を
如
何
に
分
節
化
す
る
の
か
が
、
分
節
化
さ
れ
た
単
位
の
安
定
性
を
決
定
す

る
｜
つ
ま
り
政
治
的
な
境
界
線
の
引
き
方
、
そ
れ
に
伴
う
境
界
の
配
置
が
秩
序
の
安
定
性
を
左
右
す
る
｜
以
上
は22

）
、
そ
う
し
た
境
界
線
の「
引

か
れ
方
」
に
も
注
意
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
政
治
空
間
の
分
節
化
は
単
に
力
関
係
や
利
害
関
係
か
ら
為
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
に
は
、
そ
う
し
た
分
節
化
を
正
当
化
す
る
規
範
や
言
説
を
調
達
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、「
政
治
空
間
は
ど
の
よ
う
に
分

節
化
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
に
加
え
て
、「
か
か
る
分
節
化
は
如
何
な
る
規
範
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
付

加
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
政
策
を
正
当
化
す
る
規
範
の
翻
案
過
程
や
編
集
過
程
が
照
射
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

第
三
節

規
範
形
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム

以
上
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
政
治
空
間
の
分
節
化
を
促
す
規
範
構
造
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
受
容
・
競
合
・
複
合
化
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
捉
え

て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
し
た
も
の
が
左
図
で
あ
る
。

こ
れ
は
ま
ず
規
範
の
受
容
・
競
合
・
複
合
化
と
い
う
過
程
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
経
路
で
規
範
が
定
着

化
す
る
の
か
を
概
念
的
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
規
範
の
「
受
容
」
過
程
に
お
い
て
は
、
原
作
規
範
の
受
容
・
そ
の
翻
案
・
編
集
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
が
順
次
進
行
す
る
。
次
に
「
競
合
」
の
過
程
で
は
、
競
合
規
範
の
登
場
を
受
け
て
、
新
旧
規
範
の
遵
守
╱
非
遵
守
と
い
う
規
範
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の
「
分
節
化
」
が
起
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
右
述
の
よ
う
に
、
単
純
明
快
な
二
項
対
立
図
式
を
基
盤
に
、

規
範
の
拘
束
性
と
弾
力
性
が
再
定
義
さ
れ
る
。
更
に
規
範
の
「
複
合
化
」
過
程
で
は
、
競
合
規
範
を
包
摂

し
た
か
た
ち
で
規
範
の
再
構
築
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
被
包
摂
規
範
を
含
ん
だ
か
た
ち
で
、
規
範

の
再
翻
案
と
再
編
集
が
為
さ
れ
る
。

右
述
の
よ
う
に
、
か
か
る
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
主
権
と
人
権
に
か
か
わ
る

規
範
形
成
を
五
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
受
容
・
競
合
・
複
合
化
の
過
程
に

即
し
て
概
観
す
る
な
ら
ば
概
ね
次
の
よ
う
な
形
成
過
程
が
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
フ
ェ
ー
ズ
Ⅰ
と
Ⅱ
は
規

範
の
「
受
容
」
過
程
に
あ
た
り
、
主
権
規
範
の
受
容
・
翻
案
・
編
集
が
行
な
わ
れ
る
。
次
に
規
範
の
「
競

合
」
過
程
に
あ
た
る
の
が
フ
ェ
ー
ズ
Ⅲ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
人
権
規
範
の
隆
盛
を
受
け
て
、
ア
ジ
ア
的

価
値
論
争
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
規
範
の
分
節
化
と
そ
れ
に
伴
う
拘
束
性
・
弾
力
性
の
再
定
義
が
行
な
わ
れ

る
。
最
後
に
規
範
の
「
複
合
化
」
過
程
を
示
し
て
い
る
も
の
が
、
フ
ェ
ー
ズ
Ⅳ
と
Ⅴ
で
あ
り
、
人
権
規
範

を
包
摂
し
た
か
た
ち
で
、
主
権
規
範
の
再
翻
案
と
再
編
集
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

第
二
章

主
権
規
範
と
人
権
規
範
の
形
成
過
程

前
章
で
は
本
稿
に
お
け
る
理
論
枠
組
み
と
方
法
論
を
検
討
し
た
。
本
章
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
、
フ
ェ
ー

ズ
Ⅰ
か
ら
Ⅴ
ま
で
の
主
権
規
範
と
人
権
規
範
の
形
成
・
変
容
・
定
着
の
過
程
を
考
察
す
る
。
本
章
の
考
察

に
お
い
て
は
、
そ
の
性
質
上
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
な
ど
の
地
域
機
構
に
お
け
る
制
度
言
説
が
中
心
と
な
っ
て
い

る
が
、
い
ず
れ
の
考
察
に
お
い
て
も
そ
れ
が
規
範
の
受
容
・
競
合
・
複
合
化
と
い
う
観
点
で
如
何
な
る
意

義
を
有
し
て
い
る
の
か
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
て
い
る
。
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第
一
節

フ
ェ
ー
ズ
Ⅰ
｜
規
範
の
受
容
╱
翻
案
（
一
九
五
〇
年
｜
六
〇
年
代
）

第
二
次
大
戦
後
、
長
ら
く
欧
米
列
強
の
植
民
地
支
配
を
甘
受
し
て
き
た
ア
ジ
ア
諸
国
は
悲
願
で
あ
っ
た
独
立
を
獲
得
し
た
。
そ
の
際
に
、

植
民
地
と
宗
主
国
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
知
的
植
民
地
主
義
と
ど
う
向
き
合
う
の
か
、
と
い
う
点
が
大
き
な
問
題
領
域
を
構
成
し
た
こ
と
は

驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
多
く
の
国
々
に
と
っ
て
、
冷
戦
下
で
展
開
さ
れ
た
政
治
言
説
の
多
く
は
か
つ
て
の
植
民
地
主

義
的
言
説
の
焼
き
直
し
の
感
が
強
か
っ
た
。
ソ
連
な
い
し
社
会
主
義
諸
勢
力
を
「
悪
の
帝
国
（ev

il em
p
ire

）」
と
し
た
上
で
東
╱
西
、
自
由

主
義
╱
共
産
主
義
、
文
明
社
会
╱
未
開
社
会
、
善
╱
悪
な
ど
の
勧
善
懲
悪
の
二
項
対
立
を
再
生
産23

）
す
る
と
い
う
論
法
は
、
自
己
の
支
配
を
正

当
化
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
植
民
地
主
義
時
代
の
言
説
と
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
。

所
謂
「
非
同
盟
外
交
（n

o
n
-a
lig
n
ed d

ip
lo
m
a
cy

）」
に
は
、
こ
う
し
た
冷
戦
言
説
の
洪
水
か
ら
地
域
を
防
衛
す
る
と
い
う
意
図
が
介
在

し
て
い
た24

）
。
非
同
盟
外
交
は
、
冷
戦
構
造
の
世
界
的
拡
大
に
対
し
て
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
を
冷
戦
に
巻
き
込
ま
せ
る
こ
と
へ
の
警
戒
感
が

強
く
作
用
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
非
同
盟
諸
国
に
と
っ
て
は
自
由
主
義
╱
社
会
主
義
と
い
っ
た
冷
戦
型
言
説
よ
り
も
「
国
際
的
平
和
民

主
陣
営
╱
帝
国
主
義
侵
略
陣
営
」
と
い
う
対
置
の
ほ
う
が
よ
り
現
実
味
を
帯
び
て
い
た25

）
。
か
か
る
非
同
盟
外
交
な
い
し
反
植
民
地
主
義
の
ひ

と
つ
の
画
期
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
（
一
九
五
五
年
四
月
バ
ン
ド
ン26

）
）
で
あ
る
が
、
同
会
議
は
、
ア
ジ
ア
に
お
い
て
内
政
不
干
渉
規
範

を
定
着
化
さ
せ
る
端
緒
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
バ
ン
ド
ン
会
議
に
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
か
ら
二
九
ヶ
国
が
参
加
し
た
。
参
加
国
の
大

半
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
と
植
民
地
主
義
へ
の
対
抗
心
に
つ
い
て
一
致
し
た
認
識
を
持
ち
、
脱
植
民
地
化
が
同
会
議
の
主
要
な
争
点
で

あ
っ
た27

）
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ス
カ
ル
ノ
は
「
こ
れ
は
人
類
史
に
お
け
る
有
色
人
種
の
最
初
の
大
陸
間
会
議
で
あ
る
」
と
し
て
有
色
人
種
の
紐
帯
を
強

調
し
、
そ
の
上
で
旧
宗
主
国
に
お
け
る
植
民
地
主
義
｜
と
り
わ
け
今
日
、
知
的
植
民
地
主
義
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
｜
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら

し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
植
民
地
主
義
は
死
に
絶
え
た
わ
け
で
は
な
い
。（
中
略
）
植
民
地
主
義
は
国
内
の
小
規
模
な
外
国
人
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
通
じ
て
経
済
的
支
配
・
文
化
的
支
配
・
物
理
的
支
配
な
ど
の
近
代
的
装
飾
を
纏
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」。
そ
の
上
で
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ

カ
の
独
立
を
、「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
は
新﹅
し﹅
い﹅
ア﹅
ジ﹅
ア﹅
、
新﹅
し﹅
い﹅
ア﹅
フ﹅
リ﹅
カ﹅
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の
だ
」
と
強
調
し
て
い
る28

）
。

ま
た
中
国
の
周
恩
来
は
、「
圧
倒
的
大
多
数
の
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
植
民
地
主
義
の
苦
難
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
し
、
今
も
苦
し
ん
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で
い
る
」
と
西
洋
列
強
に
よ
る
植
民
地
主
義
を
痛
烈
に
非
難
し
て
い
る29

）
。
ま
た
イ
ン
ド
の
ネ
ル
ー
は
、
欧
米
帝
国
主
義
が
軍
事
力
の
み
な
ら

ず
、
経
済
・
文
明
・
文
化
の
面
で
も
強
大
な
力
を
保
持
し
て
い
る
と
し
た
上
で
、「
強
大
な
力
が
時
と
し
て
ま
っ
た
く
誤
っ
た
価
値
と
誤
っ
た

基
準
を
も
た
ら
す
」
と
強
調
し
た30

）
。

更
に
共
同
声
明
に
お
い
て
も
同
様
の
論
調
が
窺
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
注
目
を
ひ
く
の
が
植
民
地
主
義
を
未
だ
現
存
す
る
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
る
点
で
あ
る
。
一
方
で
植
民
地
主
義
が
国
民
文
化
を
抑
圧
す
る
点
を
強
調
し
｜「
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
に
現
存
す
る
植
民
地
主
義
は
、
そ

れ
が
如
何
な
る
形
で
あ
れ
、
文
化
交
流
を
妨
げ
る
だ
け
で
な
く
国
民
文
化
を
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る31

）
」、
他
方
で
か
か
る
植
民
地
主
義
は
即
座

に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
｜「
植
民
地
主
義
は
そ
の
す
べ
て
に
お
い
て
悪
で
あ
り
、早
急
に
取
り
除
か
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る32

）
」。

最
後
に
ネ
ル
ー
は
、
閉
会
演
説
で
植
民
地
主
義
を
痛
烈
に
非
難
し
つ
つ
も
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
協
調
の
必
要
を
説
い

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
過
去
に
お
い
て
抗
争
に
満
ち
、
災
い
に
満
ち
、
嫌
悪
に
満
ち
て
い
た
。
彼
ら
の
抗
争
は
続
き
、
戦
争
は
続
き
、
我
々

は
彼
ら
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
我
々
は
彼
ら
の
戦
車
の
車
輪
に
括
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ

ア
・
ア
フ
リ
カ
は
互
い
に
相
互
依
存
の
関
係
に
あ
る
。
孤
立
を
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
の
世
界
で
理
想
に
向
か
っ

て
、
共
に
生
き
共
に
協
力
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い33

）
。

ま
た
帰
国
後
、
周
恩
来
は
共
同
声
明
の
成
果
を
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
ン
ド
ン
会
議
は
攻
撃
的
な
軍
事
同
盟
と
し
て

の
政
争
の
具
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
侵
略
的
な
諸
力
に
抗
う
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る34

）
｜
こ
こ
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
攻
撃
的
な
軍

事
同
盟
」・「
侵
略
的
な
諸
力
」
と
は
社
会
主
義
陣
営
に
対
す
る
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
、
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｔ
Ｏ
等
の
安
全
保
障
ブ
ロ
ッ
ク
を
指
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
バ
ン
ド
ン
会
議
の
成
果
と
は
、
同
会
議
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
連
帯
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
に
あ
る35

）
。
但
し
、

理
念
の
結
集
が
や
や
現
実
政
治
の
動
向
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
た
側
面
も
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
バ
ン
ド
ン
会
議
は
、
他
方
で
サ
ブ
サ
ハ
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ラ
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
召
集
に
失
敗
し
、
中
国
・
イ
ン
ド
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
い
っ
た
ア
ジ
ア
諸
国
の
み
が
指
導
力
を
発
揮
す
る
場
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
つ
ま
り
参
加
国
に
と
っ
て
の
外
交
手
段
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
中
国
や
イ
ン
ド
な
ど
の
権
力
政
治

の
場
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
傾
向
が
窺
わ
れ
る36

）
。

し
か
し
な
が
ら
、バ
ン
ド
ン
会
議
が
後
続
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
意
味
を
持
っ
た
の
は
同
会
議
が
植
民
地
主
義
を
完
全
否
定
し
た
上
で
、

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
連
帯
を
掲
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
内
政
不
干
渉
」・「
民
族
自
決
」・「
発
展
の
権
利
」
な
ど
を
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
が
規
範
資
源
と
し
て
活
用
し
得
た
の
は
、
バ
ン
ド
ン
会
議
に
お
け
る
反
植
民
地
主
義
言
説
を
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
総
意
で
あ

る
か
の
如
く
再
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
規
範
の
受
容
と
い
う
側
面
か
ら
捉
え
る
な
ら
ば
、
既
に
先
行
し
て
い
る
冷
戦
言
説
｜
自
由
主
義
と
社
会
主
義
に
よ
る
政
治
空
間
の

分
節
化
｜
に
対
し
て
「
非
同
盟
諸
国
」
と
い
う
規
範
は
、
冷
戦
言
説
を
か
つ
て
の
植
民
地
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
等
価
に
捉
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
定
立
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
反
植
民
地
主
義
的
な
言
説
か
ら
後
の
主
権
規
範
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
主
権
規

範
が
民
族
自
決
や
反
植
民
地
主
義
の
文
脈
で
読
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
植
民
地
主
義
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
興

独
立
国
が
国
家
主
権
と
い
う
新
た
な
規
範
を
受
容
し
、
他
方
で
か
か
る
主
権
規
範
を
反
植
民
地
主
義
な
い
し
は
反
帝
国
主
義
の
側
面
か
ら
翻

案
し
、
そ
れ
が
バ
ン
ド
ン
会
議
に
お
い
て
一
定
の
求
心
力
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
権
規
範
の
翻
案
は
、
続
く
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
結
成
に
よ
っ
て
編
集
｜
す
な
わ
ち
制
度
化
・
定
着
化
｜
さ
れ
て
い
く
。

第
二
節

フ
ェ
ー
ズ
Ⅱ
｜
規
範
の
受
容
╱
編
集
（
一
九
七
〇
年
｜
八
〇
年
代
）

そ
の
後
一
九
六
七
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
が
創
設
さ
れ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
結
成
さ
れ
、
そ
し
て
失
敗
し
た
東
南
ア
ジ
ア
連

合
（
Ａ
Ｓ
Ａ
）
と
マ
フ
ィ
リ
ン
ド
（M

A
P
H
IL
IN
D
O

）
の
反
省
を
踏
ま
え
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
タ
イ
・

フ
ィ
リ
ピ
ン
を
原
加
盟
国
と
し
て
バ
ン
コ
ク
で
結
成
さ
れ
た
。
前
節
バ
ン
ド
ン
会
議
は
、
少
な
く
と
も
初
期
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
そ
の
政

治
的
正
統
性
を
調
達
す
る
「
創
設
の
神
話
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
但
し
、
設
立
当
時
の
加
盟
国
関
係
は
決
し
て
良
好
で
は
な
か
っ
た
。

い
ず
れ
の
加
盟
国
も
、
マ
レ
ー
人
╱
タ
イ
人
╱
華
人
と
い
う
民
族
配
置
に
加
え
て
小
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プ
が
ひ
し
め
き
合
う
多
民
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族
国
家
で
構
成
さ
れ
、
且
つ
加
盟
国
間
の
領
有
権
抗
争
が
絶
え
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
初
東
南
ア
ジ
ア
五
ヶ
国
で
構
成

さ
れ
て
い
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
は
、
同
質
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
な
政
治
的
紐
帯
が
求
め
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ン
ド
ン
会
議
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
格
好
の
規
範
資
源
を
提
供
し
て
い
た37

）
。
バ
ン
ド
ン
会
議
と
い
う
規
範
的
正
統

性
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
対
外
的
に
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
非
同
盟
諸
国
を
代
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
象
を
行
な
い
、
域
内
に

対
し
て
は
ま
さ
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
根
深
い
対
立
を
抱
え
る
加
盟
国
同
士
を
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
い
う
政
治
的
紐
帯
に
よ
っ
て
統
合
す
る
こ
と

が
含
意
さ
れ
て
い
た
。

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
結
成
時
の
バ
ン
コ
ク
宣
言38

）
で
は
、（
一
）
外
部
勢
力
の
干
渉
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
安
全
を
守
る
こ
と
、（
二
）
外
国
の
基
地
は

す
べ
て
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、（
三
）
域
内
諸
国
に
お
け
る
正
義
と
法
の
支
配
、（
四
）
相
互
援
助
と
相
互
協
力
、（
五
）
す
べ
て
の
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
に
参
加
の
門
戸
を
開
放
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
地
域
の
一
体
性
が
総
じ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
第
一
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
特
別
外
相
会
議
に
お
い
て
「
東
南
ア
ジ
ア
中
立
地
帯
宣
言
（Z

O
P
F
A
N
:
Z
o
n
e o

f P
ea
ce,

F
reed

o
m

 
a
n
d N

eu
tra
lity

）」
が
採
択
さ
れ
、
同
時
に
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言
（
一
九
七
一
年
一
一
月
）
も
採
択
さ
れ
た39

）
。
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣

言
は
、
加
盟
国
に
よ
る
域
内
の
平
和
協
力
を
謳
っ
た
宣
言
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
主
権
の
尊
重
・
領
土
保
全
・
武
力
の
不

行
使
・
紛
争
の
平
和
的
解
決
・
平
等
と
民
族
自
決
・
内
政
不
干
渉
な
ど
の
バ
ン
ド
ン
会
議
の
精
神
を
引
き
な
が
ら
、「
外
部
権
力
か
ら
の
干
渉

の
排
除
」
を
謳
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
国
家
は
、
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
政
問
題
に
関
し
、
そ
の
自
由
、

独
立
、
統
一
を
妨
げ
る
外
部
か
ら
の
干
渉
な
し
に
国
家
と
し
て
存
続
す
る
権
利
」
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
所
謂
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ

リ
ア
体
制
に
お
け
る
主
権
の
平
等
と
内
政
不
干
渉
原
則
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
主
権
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
出
自
の
規
範
が
民
族
自
決
と
外

部
権
力
（
す
な
わ
ち
植
民
地
主
義
）
か
ら
の
干
渉
の
排
除
と
い
う
文
脈
で
読
み
込
ま
れ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
基
本
原
則
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

バ
ン
コ
ク
宣
言
も
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言
も
後
述
の
東
南
ア
ジ
ア
友
好
条
約
と
は
異
な
り
、
直
接
的
に
バ
ン
ド
ン
宣
言
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
両
者
共
に
「
外
部
権
力
か
ら
の
不
干
渉
」
原
則
が
打
ち
立
て
ら
れ
、
そ
の
上
で
相
互
内
政
不
干
渉
が

定
義
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
政
不
干
渉
規
範
は
後
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
実
践
の
中
に
強
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
く
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
組
織
の
中
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核
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
相
会
議
（
Ａ
Ｍ
Ｍ
）・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
経
済
閣
僚
会
議
（
Ａ
Ｅ
Ｍ
）・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
拡
大
外
相
会
議
（
Ｐ
Ｍ
Ｃ
）
な
ど
で

あ
り
、
す
べ
て
の
会
議
は
全
会
一
致
で
意
思
決
定
が
為
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
会
議
や
意
思
決
定
に
よ
る
拘
束
が
少
な
く
全
加
盟
国
の

参
加
を
確
保
し
易
い
と
い
う
利
点
が
あ
り
、
且
つ
潜
在
加
盟
国
が
参
加
し
易
く
、
加
熱
し
た
政
治
対
立
を
冷
却
す
る
の
に
も
適
し
て
い
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
会
議
外
交
は
内
政
不
干
渉
規
範
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る40

）
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
内
政
不
干

渉
規
範
が
「
不
磨
の
大
典
」
化
す
る
の
は
、
そ
の
制
度
運
用
の
論
理
に
よ
る
。
内
政
不
干
渉
規
範
の
下
に
全
会
一
致
型
会
議
外
交
が
施
行
さ

れ
て
い
る
以
上
、
内
政
不
干
渉
規
範
の
相
対
化
は
｜
ま
た
は
単
な
る
柔
軟
化
で
さ
え
も
｜
、
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
全
会
一
致
方
式
そ
の

も
の
へ
の
見
直
し
（
最
悪
の
場
合
に
は
当
事
国
の
合
意
な
き
政
策
決
定
）
を
含
意
し
て
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
大
国
支
配
に
敏
感
な

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
に
と
っ
て
内
政
不
干
渉
規
範
は
降
ろ
す
こ
と
の
で
き
な
い
十
字
架
と
し
て
加
盟
国
の
意
思
決
定
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な

る
。ま

た
一
九
七
六
年
二
月
に
は
第
一
回
公
式
首
脳
会
議
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
バ
リ
島
）
に
お
い
て
東
南
ア
ジ
ア
友
好
協
力
条
約
（
Ｔ
Ａ
Ｃ
‖

T
rea

ty o
f A

m
ity a

n
d C

o
o
p
era

tio
n in S

o
u
th
ea
st A

sia

）
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
協
和
宣
言
（A

S
E
A
N

41
）

C
o
n
co
rd

）
が
採
択
さ
れ
る
。
Ｔ

Ａ
Ｃ
は
前
文
に
お
い
て
、
一
九
五
五
年
バ
ン
ド
ン
会
議
の「
平
和
十
原
則
」、
一
九
六
七
年
の
バ
ン
コ
ク
宣
言
、
一
九
七
一
年
の
ク
ア
ラ
ル
ン

プ
ー
ル
宣
言
の
精
神
と
原
則
を
確
認
し
た
上
で
域
内
相
互
協
力
を
謳
っ
て
い
る
。
同
条
約
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
基
本
条
約
と
し
て
、
特
に
第
二

条
で
（
ａ
）
全
て
の
国
家
の
独
立
、
主
権
、
平
等
、
領
土
保
全
及
び
国
家
的
同
一
性
の
相
互
尊
重
、（
ｂ
）
全
て
の
国
家
が
外
部
か
ら
干
渉
、

転
覆
又
は
強
制
さ
れ
ず
に
存
在
す
る
権
利
、（
ｃ
）

相
互
内
政
不
干
渉
、（
ｄ
）
平
和
的
手
段
に
よ
る
不
和
又
は
紛
争
の
解
決
、（
ｅ
）
力
に

よ
る
威
圧
又
は
力
の
使
用
の
放
棄
、（
ｆ
）締
約
国
間
の
効
果
的
協
力
な
ど
を
改
め
て
承
認
し
て
い
る
。
ま
た
第
一
六
条
で
は
当
事
国
の
合
意

が
な
い
場
合
に
は
「
周
旋
、
仲
介
、
審
査
又
は
調
停
」
と
い
っ
た
手
段
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
原
則
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
協
和
宣
言
で
は
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
・
安
全
保
障
の
各
分
野
に
お
け
る
域
内
協
力
が
主
唱
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
目
標
の
第

八
で
「
民
族
自
決
、
主
権
平
等
及
び
内
政
不
干
渉
の
原
則
」
が
強
調
さ
れ
、
加
盟
国
間
が
強

な
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
建
設
に
む
け
て
努
力
す
る
旨

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
型
主
権
論
の
雛
形
が
ほ
ぼ
形
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
主
権
を
「
民
族
自
決
」
と
「
植
民
地
主
義
に
よ
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る
干
渉
の
排
除
」と
い
う
半
ば
独
特
の
文
脈
で
読
み
込
ん
だ
上
で
、
加
盟
国
相
互
に
お
け
る
相
互
内
政
不
干
渉
の
確
立
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
内
政
不
干
渉
原
則
は
後
続
の
会
議
・
会
合
に
お
い
て
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
い
る42

）
。
な
お
Ｔ
Ａ
Ｃ
は
一
九
八
七
年
の
議
定
書
改
定43

）
で

東
南
ア
ジ
ア
以
外
の
国
に
も
門
戸
が
開
か
れ
る
が
内
政
不
干
渉
規
範
は
揺
ぎ
無
い
原
則
と
し
て
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
一
九
九
六

年
の
第
一
回
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ｍ
（
ア
ジ
ア
・
欧
州
会
合
）
の
議
長
声
明
で
も
内
政
不
干
渉
規
範
が
改
め
て
強
調
さ
れ
て
い
る44

）
。
あ
る
意
味
で
内
政
不

干
渉
規
範
の
強
調
は
、
単
に
干
渉
を
排
除
し
た
い
と
い
う
実
質
的
な
欲
求
に
止
ま
ら
ず
、
旧
宗
主
国
と
対
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
に
な
り
た
い
と

い
う
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
側
の
願
望
を
示
す
も
の
で
も
あ
る45

）
。

こ
う
し
た
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
実
践
は
、
事
実
上
バ
ン
ド
ン
会
議
の
精
神
を
引
き
継
ぎ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度

規
範
と
し
て
主
権
規
範
を
「
編
集
」
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
民
族
自
決
や
反
植
民
地
主
義
と
い
う
側
面
か
ら

「
翻
案
」
さ
れ
た
主
権
規
範
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
規
範
の
中
で
内
政
不
干
渉
規
範
と
し
て
「
編
集
」
さ
れ
、
そ
の
原
則
が
後
続
の
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
実
践
に
対
し
て
極
め
て
強
い
磁
場
を
提
供
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
言
説
は
、
一
九
九
〇
年
代
以

降
の
人
権
言
説
の
台
頭
に
よ
っ
て
挑
戦
に
曝
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
規
範
の
競
合
化
が
惹
起
さ
れ
る
の
が
所
謂
ア
ジ
ア
的
価
値
論
争
で
あ
る
。

第
三
節

フ
ェ
ー
ズ
Ⅲ
｜
規
範
の
競
合
╱
分
節
化
（
一
九
九
〇
年
代
）

前
述
の
よ
う
に
、
フ
ェ
ー
ズ
Ⅲ
に
お
い
て
は
主
権
概
念
╱
人
権
概
念
と
い
う
対
立
軸
が
よ
り
鮮
明
に
顕
在
化
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
グ

ロ
ー
バ
ル
化
の
負
の
側
面
を
如
何
に
受
け
止
め
る
の
か
と
い
う
意
識
が
内
在
し
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
台
頭
し
た
ア
ジ
ア
的
価
値
の
特

徴
（
と
さ
れ
る
論
点
群
）
と
し
て
は
概
ね
、（
一
）
東
ア
ジ
ア
に
は
共
有
の
文
化
的
価
値
が
存
在
す
る
（
集
団
主
義
、
共
同
体
主
義
、
社
会
的

協
調
、
勤
勉
さ
、
政
治
的
・
社
会
的
権
威
へ
の
尊
敬
、
家
族
・
親
族
の
紐
帯
）、（
二
）「
ア
ジ
ア
の
奇
跡
」
は
ア
ジ
ア
的
諸
価
値
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
（
勤
勉
さ
と
協
調
性
な
ど
）、（
三
）
西
洋
化
な
き
近
代
化
｜
ア
ジ
ア
の
近
代
化
は
西
洋
化
な
し
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
、（
四
）
西

洋
の
没
落
と
東
洋
の
台
頭
、（
五
）
西
洋
的
諸
価
値
へ
の
批
判
（
過
度
の
個
人
主
義
、
能
力
主
義
に
伴
う
社
会
的
不
平
等
と
不
正
義
）
と
い
っ

た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
、「
歴
史
上
、
最
も
大
規
模
且
つ
構
造
的
に
行
な
わ
れ
た
人
権
侵
害
は
、
西
洋
の
植
民
地
主
義
で
あ
る46

）
」と
い
う
言
説
に
如
実
に
表
れ
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て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
的
価
値
論
争
は
一
方
で
主
権
概
念
╱
人
権
概
念
を
対
置
し
、
後
者
を
強
調
す
る
こ
と
｜
す
な
わ
ち
人
権
の
政
治
化

｜
が
欧
米
の
知
的
植
民
地
主
義
を
再
強
化
す
る
と
い
う
意
識
と
、
他
方
で
か
つ
て
の
帝
国
主
義
╱
植
民
地
主
義
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
継
続
性

を
焦
点
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
者
の
暴
力
性
を
声
高
に
非
難
す
る
と
い
う
論
理
が
内
在
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
意
識
は
、
一
九
九
三
年
四
月
に
国
際
人
権
会
議
ア
ジ
ア
地
域
会
合
で
採
択
さ
れ
た
バ
ン
コ
ク
宣
言
に
明
示
的
に
表
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
確
か
に
バ
ン
コ
ク
宣
言
は
欧
米
の
奉
じ
る
普
遍
的
人
権
概
念
に
真
っ
向
か
ら
挑
戦
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た

が
、
同
宣
言
に
お
い
て
は
「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
と
い
う
概
念
は
無
論
使
用
さ
れ
て
い
な
い
し
、
右
述
の
所
謂
ア
ジ
ア
的
価
値
の
特
質
と
さ
れ

て
い
る
論
点
は
殆
ど
参
照
さ
れ
て
い
な
い
｜
た
だ
人
権
概
念
に
お
い
て
地
域
の
特
殊
性
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
に
過
ぎ
な
い
｜
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

バ
ン
コ
ク
宣
言
で
は
ま
ず
前
文
に
お
い
て
、
国
連
憲
章
・
世
界
人
権
宣
言
の
尊
重
が
謳
わ
れ
、
主
権
尊
重
・
領
土
保
全
・
内
政
不
干
渉
等

の
諸
規
範
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
・
市
民
的
・
政
治
的
諸
権
利
は
そ
れ
ぞ
れ
相
互
依
存
の
関
係
に
あ

り
、
発
展
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
・
人
権
・
社
会
正
義
等
の
相
互
関
係
は
不
可
分
で
あ
り
均
衡
を
要
す
、
と
強
調
さ
れ
て
い
る
。

な
お
第
四
条
に
お
い
て
「
人
権
」
を
開
発
援
助
の
条
件
と
し
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
且
つ
第
七
条
に
お
い
て
は
、「
人
権
」
言
説
を
政
治

的
に
利
用
す
る
こ
と
（th

e a
p
p
lica

tio
n o
f d
o
u
b
le sta

n
d
a
rd
s in th

e im
p
lem

en
ta
tio
n o
f h
u
m
a
n rig

h
ts a

n
d its p

o
liticiza

tio
n

）

が
明
確
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
普
遍
的
価
値
と
し
て
の
人
権
概
念
は
受
容
す
る
が
、
そ
の
具
体
的
実
施
に
お
い
て
は
地
域
の
特

殊
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
の
表
れ
で
あ
る
。
第
八
条
は
こ
の
点
を
、「
人
権
は
そ
れ
自
体
と
し
て
普
遍
性
を
持
つ
が
、

国
家
・
地
域
の
特
殊
性
、
歴
史
的
・
文
化
的
・
宗
教
的
背
景
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。

ま
た
、
植
民
地
支
配
・
外
国
支
配
の
拒
絶
の
た
め
の
自
己
決
定
（S

elf-D
eterm

in
a
tio
n

）
の
再
確
認
（
第
一
二
条
）、
自
己
決
定
の
原
則

は
、
領
土
保
全
、
主
権
の
尊
重
、
国
家
の
独
立
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
（
第
一
三
条
）、
発
展
す
る
権
利
（rig

h
t to d

ev
elo
p
m
en
t

）

の
再
確
認
（
第
一
七
条
）
な
ど
植
民
地
主
義
や
知
的
植
民
地
主
義
を
意
識
し
た
言
説
が
目
立
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
直
後
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
相
会
議
で
も
、
人
権
は
相
互
に
関
連
し
合
い
、
不
可
分
の
市
民
的
・
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・

文
化
的
諸
権
利
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
こ
れ
ら
の
諸
権
利
は
等
し
く
重
要
で
あ
る
旨
が
強
調
さ
れ
、
と
り
わ
け
人
権
の
促
進
は
、
政
治
化
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（p
o
liticized

）
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
示
唆
さ
れ
て
い
る47

）
。

か
か
る
政
治
言
説
を
規
範
の
形
成
過
程
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
人
権
言
説
の
隆
盛
を
受
け
て
、
主
権
と
人
権
の
関
係
を
如
何
に
再
定
義

す
る
の
か
と
い
う
規
範
の
「
競
合
性
」
が
問
題
の
争
点
を
構
成
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
人
権
規
範
の
普
遍
性
を
承
認

し
、
他
方
で
人
権
規
範
の
政
治
化
を
知
的
植
民
地
主
義
と
し
て
論
難
す
る
と
い
う
戦
略
に
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
ア
ジ
ア
╱
欧
米
と
い
う
政

治
空
間
の
分
節
化
を
行
な
っ
た
上
で
、「
遵
守
さ
れ
得
る
」
人
権
規
範
と
「
遵
守
さ
れ
得
な
い
」
人
権
規
範
と
が
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
で
、
こ
れ
が
人
権
規
範
の
「
拘
束
性
」
と
「
弾
力
性
」
を
示
唆
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
人
権
と
い
う
普
遍
的
概
念
は
ア
ジ
ア
各
国
を

拘
束
す
る
。
し
か
し
、
か
か
る
拘
束
は
知
的
植
民
地
主
義
の
一
環
と
し
て
「
政
治
化
」
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
公
準
が
バ
ン
ド
ン
会
議

に
お
い
て
は
繰
り
返
し
定
義
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
「
発
展
の
権
利
」
な
ど
人
権
の
概
念
を
弾
力
的
に
捉
え
、
ア
ジ
ア
の
地
域
的
特
殊
性
が

総
じ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
く
ま
で
も
人
権
概
念
は
主
権
概
念
と
の
関
係
に
お
い
て
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
主
権
を
超
越
し
た
人
権
概
念
は
看
過
し
得
な
い
と
い
う
意
識
が
如
実
に
現
れ
て
い
る
｜
言
う
ま
で
も
無
く
、
こ
れ
を
支
え
て
い

る
の
が
反
植
民
地
主
義
言
説
に
代
表
さ
れ
る
単
純
得
明
快
な
ア
ジ
ア
と
欧
米
の
対
立
図
式
で
あ
る
。

第
四
節

フ
ェ
ー
ズ
Ⅳ
｜
規
範
の
複
合
化
╱
翻
案
（
一
九
九
〇
年
代
後
半
｜
二
〇
〇
〇
年
代
前
半
）

右
述
の
よ
う
に
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
ア
ジ
ア
的
価
値
論
争
に
象
徴
さ
れ
る
人
権
論
争
が
華
々
し
く
開
花
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、

他
方
で
一
九
九
〇
年
代
後
半
、
と
り
わ
け
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｒ
Ｆ
）
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
内
部
改
革
に
お
い
て
内
政

不
干
渉
規
範
の
見
直
し
が
提
起
さ
れ
る
。
両
者
の
事
例
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
け
る
主
権
規
範
と
人
権
規
範
と
の
複
合
化
の
事
象
を
捉
え
る
上

で
示
唆
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
Ａ
Ｒ
Ｆ
に
お
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
主
権
規
範
が
改
め
て
確
認
さ
れ
、
同
時
に
九
〇
年
代
後

半
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い
て
は
か
か
る
主
権
規
範
の
建
設
的
な
修
正
が
含
意
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

Ａ
Ｒ
Ｆ
は
一
九
九
四
年
に
設
立
さ
れ
た
。
当
初
の
目
的
は
、
ア
ジ
ア
地
域
の
政
治
的
緊
張
を
緩
和
・
管
理
す
る
こ
と
に
あ
り
、
関
係
諸
国

（
と
り
わ
け
中
国
や
当
時
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
未
加
盟
で
あ
っ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
の
旧
社
会
主
義
陣
営
｜
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ビ
ル
マ
（
当
時
）・
ラ
オ
ス
・

ベ
ト
ナ
ム
）
を
信
頼
醸
成
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
包
摂
し
て
い
く
と
い
う
狙
い
が
濃
厚
で
あ
っ
た48

）
。
特
に
タ
イ
は
こ
れ
ら
の
旧
社
会
主
義
国
と
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す
べ
て
国
境
を
接
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
意
識
が
強
か
っ
た
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
拡
大
は
こ
う
し
た
要
因
も
相
俟
っ
て
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー

シ
ア
、
タ
イ
と
い
っ
た
原
加
盟
国
に
よ
っ
て
積
極
的
に
推
し
進
め
ら
れ
た
。

Ａ
Ｒ
Ｆ
は
一
九
九
五
年
に
「
コ
ン
セ
プ
ト
・
ペ
ー
パ
ー49

）
」
を
発
表
し
て
い
る
。
も
と
も
と
同
文
書
は
単
に
議
長
声
明
の
添
付
文
書
に
過
ぎ

な
か
っ
た
が
、
事
実
上
Ａ
Ｒ
Ｆ
に
お
け
る
方
向
性
を
示
す
合
意
文
書
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る50

）
。
同
文
書
で
は
Ａ
Ｒ
Ｆ
に
お
い
て
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
が
枢
要
な
役
割
を
担
う
旨
が
謳
わ
れ
、
Ａ
Ｒ
Ｆ
は
同
地
域
の
「
平
和
と
安
全
保
障
に
つ
い
て
の
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
認
識
・
承

認
し
、
安
全
保
障
分
野
に
お
け
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
型
ア
プ
ロ
ー
チ
を
形
成
す
べ
き
で
あ
る51

）
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
信
頼
醸
成
措
置
に
つ
い

て
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
経
験
や
過
去
の
事
例
｜
Ｚ
Ｏ
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｎ
や
東
南
ア
ジ
ア
非
核
地
帯
（
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｗ
Ｚ
）
｜
を
参
照
し
な
が
ら
、
制
度

的
な
信
頼
醸
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
く
、
む
し
ろ
協
議
と
合
意
に
基
づ
く
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
型
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
を
説
い
て
い
る52

）
。
と
り

わ
け
こ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
へ
の
言
及
は
強
調
さ
れ
て
お
り
、
Ａ
Ｒ
Ｆ
に
お
け
る
意
思
決
定
は
、「
決
定
は
慎
重
か
つ
詳
細
な
協
議
の
後
に

コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
も
っ
て
」
行
な
わ
れ
、「
如
何
な
る
投
票
採
決
も
行
わ
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
更
に
Ａ
Ｒ
Ｆ
は
こ
の
方
式
の
メ
リ
ッ

ト
を
「
緩
や
か
な
進
展
を
望
む
国
に
は
早
す
ぎ
ず
、
性
急
な
進
展
を
望
む
国
に
は
遅
す
ぎ
な
い
」
決
定
プ
ロ
セ
ス
と
定
義
し
て
い
る53

）
。

後
に
一
九
九
九
年
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
会
合
で
は
、
Ａ
Ｒ
Ｆ
の
機
能
を
信
頼
醸
成
か
ら
予
防
外
交
へ
と
発
展
さ
せ
る
作
業
部
会
の
設
立
が
合

意
さ
れ
た
。
ま
た
二
〇
〇
一
年
の
ハ
ノ
イ
会
合
で
は
「
予
防
外
交
の
概
念
と
原
則
」
ペ
ー
パ
ー54

）
が
発
表
さ
れ
る
。
同
文
書
は

Ａ
Ｒ
Ｆ
に
お

け
る
予
防
外
交
の
概
念
は
、
広
範
な
目
標
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
過
ぎ
な
い
と
規
定
し
た
上
で
、
予
防
外
交
の
法
的
・
制

度
的
強
制
力
を
明
確
に
否
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
予
防
外
交
は
外
交
に
過
ぎ
ず
、
法
的
制
裁
や
制
度
的
介
入
は
想
定
さ
れ
得
な
い
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
国
家
主
権
及
び
内
政
不
干
渉
規
範
と
の
関
係
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
一
方
で
予
防
外
交
の
拘
束
性
を
否
認
し
、
且

つ
加
盟
国
間
の
合
意
を
強
調
し
、
他
方
で
は
予
防
外
交
を
当
事
者
の
了
解
を
要
す
る
政
治
外
交
活
動
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
内
政

干
渉
の
禁
止
や
主
権
の
尊
重
を
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
予
防
外
交
の
適
用
範
囲
を
政
治
外
交
領
域
（
安
全
保
障
で

は
な
い
）
に
留
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
予
防
外
交
そ
の
も
の
の
範
囲
が
無
限
に
拡
大
す
る
可
能
性
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特

長
は
、
予
防
外
交
の
基
本
原
則
群
に
か
な
り
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る55

）
。

同
時
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
部
に
お
い
て
内
政
不
干
渉
規
範
の
見
直
し
が
提
起
さ
れ
る
。ま
ず
、一
九
九
七
年
マ
レ
ー
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シ
ア
が
（
主
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
対
象
と
し
て
）
人
権
問
題
等
の
対
処
に
「
建
設
的
介
入
（co

n
stru

ctiv
e in

terv
en
tio
n

）」

を
提
案
し
た
。
翌
一
九
九
八
年
に
は
七
月
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
外
相
会
議
で
タ
イ
か
ら
「
柔
軟
な
関
与
（flex

ib
le en

g
a
g
em
en
t a
p
p
ro
a
ch

）」

が
提
起
さ
れ
て
い
る56

）
。
こ
れ
は
介
入
（in

terv
en
tio
n

）
と
い
う
語
を
関
与
（en
g
a
g
em
en
t

）
へ
と
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

外
相
会
議
で
の
反
発
は
大
き
く
、
更
に
「
強
化
さ
れ
た
相
互
作
用
（en

h
a
n
ced in

tera
ctio

n

）」
へ
と
修
正
さ
れ
る57

）
。
こ
れ
を
受
け
て
、
二

〇
〇
〇
年
の
外
相
会
議
で
は
折
衷
案
と
し
て
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
ト
ロ
イ
カ
（T
h
e A

S
E
A
N
 
T
ro
ik
a

）
が
採
用
さ
れ
た
。
こ
れ
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
前
・
現
・
次
期
議
長
国
が
構
成
す
る
地
域
の
危
機
管
理
や
安
全
保
障
に
対
処
す
る
組
織
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
内
政
問
題
へ
の
介
入
は

想
定
さ
れ
て
い
な
い58

）
。

こ
れ
を
規
範
の
複
合
化
と
い
う
観
点
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｒ
Ｆ
に
お
い
て
は
主
権
規
範
が
改
め
て
再
確
認
さ
れ
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
本
体
で

は
人
権
規
範
の
隆
盛
を
受
け
て
主
権
規
範
の
見
直
し
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
原
則
と
し
て
は
従
来
の
内
政
不
干
渉
規
範
を
堅
持

し
つ
つ
も
、
萌
芽
的
に
で
は
あ
る
が
人
権
言
説
を
受
容
・
包
摂
さ
せ
る
か
た
ち
で
内
政
不
干
渉
規
範
の
「
翻
案
」
が
進
行
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
か
か
る
人
権
規
範
の
包
摂
が
本
格
化
し
て
い
く
。

第
五
節

フ
ェ
ー
ズ
Ⅴ
｜
規
範
の
複
合
化
╱
編
集
（
二
〇
〇
〇
年
代
｜
）

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
長
き
に
渡
り
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
言
説
を
支
配
し
て
い
た
内
政
不
干
渉
規
範
の
建
設
的
見
直
し
が
相
次
い
で
提
起

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
概
ね
、
次
の
三
点
が
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
以
来
、
自
国
の
政
策
が
他
国
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
認
知
さ
れ
、
少
な
く
と
も
経
済
政
策
に
つ
い
て
は
他

国
の
政
策
を
監
視
し
合
う
緩
や
か
な
「
内
政
干
渉
」
規
範
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
第
二
に
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
東
チ
モ
ー
ル

の
事
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
深
刻
な
人
権
・
民
主
化
問
題
に
つ
い
て
世
界
か
ら
の
批
判
が
集
中
す
る
に
つ
れ
て
、「
内
政
不
干
渉
」
を
主

張
し
続
け
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
三
に
（
中
国
を
除
け
ば
）
ほ
ぼ
全
て
の
Ａ
Ｒ
Ｆ
加
盟
国
が
一
国
の
内
政

問
題
に
介
入
す
る
こ
と
に
柔
軟
な
姿
勢
を
見
せ
て
お
り
、
人
権
問
題
や
核
実
験
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
内
政
不
干
渉
原
則
に
対
す
る
規
範

的
拘
束
力
は
低
下
し
て
い
る59

）
。
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ま
た
こ
の
こ
と
と
前
後
し
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
と
北
朝
鮮
の
問
題
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
お
よ
び
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
内
政
不
干
渉
規
範
に
少
な
く
な

い
影
響
を
与
え
て
い
る
。
一
方
で
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
軍
事
政
権
に
よ
る
組
織
的
人
権
侵
害
に
対
し
て
は
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
ア
メ
リ

カ
や
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
一
九
九
七
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
を
果
た
す
が
、
こ
の
ミ
ャ
ン

マ
ー
加
盟
問
題
で
Ｅ
Ｕ
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
、
Ｅ
Ｕ
・
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
閣
僚
会
議
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人
権
問
題
が
原
因
で
一
九
九
七
年
か
ら

二
〇
〇
〇
年
ま
で
開
か
れ
な
か
っ
た
（
結
局
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
国
内
問
題
を
理
由
に
加
盟
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の

加
盟
を
認
め
て
い
る
）。
但
し
、
こ
う
し
た
傾
向
は
近
年
ま
す
ま
す
困
難
を
極
め
て
い
る
。
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
人
権
侵
害
に
つ
い
て
は
加
盟
国
レ

ベ
ル
で
は
マ
レ
ー
シ
ア
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
か
な
り
批
判
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
六
年
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
長
国

を
務
め
る
予
定
だ
っ
た
が
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
内
外
か
ら
批
判
の
声
が
相
次
ぎ
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
議
長
国
就
任
を
辞
退
し
て
い
る
。
さ
ら
に
二
〇
〇

四
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
国
の
国
会
議
員
が
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
議
員
連
盟
ミ
ャ
ン
マ
ー
委
員
会
（A

S
E
A
N
 
In
ter-P

a
rlia

m
en
ta
ry M

y
a
n
-

m
a
r C

a
u
cu
s.

Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ60

）
）」を
結
成
し
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
民
主
化
に
む
け
て
広
範
な
抗
議
行
動
を
展
開
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
Ｐ
Ｍ
Ｃ
は
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
タ
イ
・
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
支
部
を
持
ち
、
特
に
二
〇
〇
六
年
以
降
、
活
動
が

活
発
化
し
て
い
る
。

他
方
、
北
朝
鮮
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
Ａ
Ｒ
Ｆ
に
加
わ
り
、
実
務
レ
ベ
ル
で
の
信
頼
醸
成
措
置
の
プ
ロ
セ
ス
に
参
加
し
て
い
る
。
二
〇
〇
七

年
の
第
二
回
東
ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
＋
３
サ
ミ
ッ
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
議
長
声
明
で
、
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
と
人
道
問
題
に
つ
い
て

の
勧
告
を
行
な
っ
て
い
る61

）
。
但
し
、
こ
う
し
た
傾
向
は
内
政
不
干
渉
規
範
に
対
し
て
の
壁
が
低
く
な
っ
た
こ
と
を
示
す
事
例
で
は
あ
る
が
、

先
行
き
は
未
知
数
で
あ
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
二
〇
〇
五
年
の
ク
ア
ラ
ル
ン
プ
ー
ル
宣
言62

）
で
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
（th

e A
S
E
A
N
 
C
h
a
rter

）」

の
作
成
を
決
定
し
た
が
、
そ
の
骨
子
に
は
依
然
と
し
て
主
権
の
尊
重
と
独
立
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
二
〇
〇
七
年
に
採
択
さ
れ
た
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
に
お
い
て
も
、
こ
の
傾
向
が
堅
持
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
武
田
康
裕
が
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
事
例
に
お
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
内
政
不
干
渉
規
範
の
緩
和
と
い
う
方
針
に
は

次
の
三
つ
の
論
理
が
内
在
し
て
い
る63

）
。
第
一
は
、
経
済
協
力
・
経
済
発
展
が
人
権
尊
重
や
民
主
化
に
親
和
的
な
政
治
文
化
を
醸
成
す
る
と
い

う
「
近
代
化
」
の
論
理
で
あ
る
｜
こ
の
論
理
は
原
則
的
に
内
政
不
干
渉
を
掲
げ
な
が
ら
、
段
階
的
な
関
与
・
状
況
の
改
善
を
促
す
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
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Ｎ
の
立
場
を
反
映
し
て
い
る
。
第
二
は
、
相
互
交
流
に
よ
っ
て
人
権
規
範
や
民
主
主
義
の
原
則
が
伝
播
す
る
と
い
う
「
社
会
化
」
の
論
理
で

あ
る
。
第
三
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
と
い
っ
た
価
値
や
利
益
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
望
ま
し
い
行
動
や
政
策
を
引
き
出
さ
せ
る
と
い
う
「
報

奨
」
の
論
理
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
理
は
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
や
や
両
義
的
な
主
権
規
範
と
人
権
規
範
の
捉
え
方
を
説
得
的
に
説
明
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
の
状
況
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、問
題
の
核
心
は
寧
ろ
人
道
的
規
範
の
全
面
的
或
い
は
段
階
的
受
容
で
は
な
く
、域
内
╱
域
外
の
ロ
ジ
ッ

ク
の
使
い
分
け
で
あ
ろ
う
。
対
外
的
に
は
依
然
と
し
て
ア
ジ
ア
地
域
の
特
殊
性
を
盾
に
法
的
・
規
範
的
・
制
度
的
レ
ジ
ー
ム
を
拒
絶
し
、
露

骨
な
内
政
干
渉
や
「
人
道
的
」
介
入
を
回
避
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
堅
持
し
て
い
る
。
他
方
、
対
内
的
に
は
人
権
問
題
・
核
実
験
問
題
・

国
際
犯
罪
・
国
際
テ
ロ
等
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
内
政
干
渉
に
対
し
て
柔
軟
な
姿
勢
を
採
り
つ
つ
、
地
域
と
い
う
枠
組
み
で
問
題
に
取

り
組
む
体
制
が
徐
々
に
構
築
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
国
際
テ
ロ
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
二
年
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
サ
ミ
ッ
ト
で
地
域
単
位
で
共
同
で

取
り
組
ん
で
い
く
旨
が
宣
言
さ
れ64

）
、
国
際
犯
罪
に
つ
い
て
も
二
〇
〇
五
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
し
て
の
取
り
組
み
が
共
同
採
択
さ
れ
て
い
る65

）
。

も
っ
と
も
国
際
テ
ロ
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
宗
教
や
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
結
び
つ
け
る
思
考
様
式
は
明
確
に
拒
絶
し
て
い

る
。二

〇
〇
〇
年
代
以
降
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
制
度
規
範
の
変
容
を
規
範
の
形
成
過
程
と
の
関
連
で
捉
え
る
な
ら
ば
、
一
方
で
人
権
規
範
を
包
摂

さ
せ
た
か
た
ち
で
の
主
権
規
範
の
再
「
翻
案
」
が
提
起
さ
れ
、
こ
れ
が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
憲
章
な
ど
に
お
い
て
再
「
編
集
」
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、

か
か
る
主
権
規
範
の
再
構
成
は
域
内
と
域
外
の
論
理
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
権
規
範
と
主
権
規
範
の
包

摂
は
地
域
内
の
論
理
と
し
て
は
強
力
に
作
用
し
、
従
来
の
内
政
不
干
渉
規
範
は
大
幅
に
見
直
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
人
権
規

範
の
無
限
定
の
受
容
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
内
政
不
干
渉
規
範
は
確
か
に
抜
本
的
な
修
正
を
迫
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

も
地
域
主
義
を
前
提
と
し
た
ア
ジ
ア
域
内
に
限
定
し
た
状
況
で
あ
り
、
こ
こ
で
ア
ジ
ア
域
外
｜
と
り
わ
け
欧
米
｜
か
ら
の
柔
軟
な
干
渉
は

ま
っ
た
く
想
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
人
権
規
範
を
包
摂
し
た
主
権
規
範
の
確
立
は
二
〇
〇
〇
年
代
の
大
き
な
変
化
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
こ
で

は
ア
ジ
ア
域
内
と
ア
ジ
ア
域
外
の
論
理
は
依
然
と
し
て
乖
離
し
て
い
る
。
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終
章

主
権
規
範
と
人
権
規
範
｜
域
内
と
域
外
の
論
理

本
稿
で
は
前
章
ま
で
で
検
証
し
た
よ
う
に
フ
ェ
ー
ズ
Ⅰ
か
ら
Ⅴ
ま
で
の
過
程
を
照
射
し
、
主
権
規
範
と
人
権
規
範
の
受
容
・
競
合
・
複
合

化
の
形
成
を
検
討
し
て
き
た
。
フ
ェ
ー
ズ
Ⅰ
か
ら
Ⅱ
は
主
権
規
範
の
受
容
期
に
あ
た
り
、
バ
ン
ド
ン
会
議
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
民
族
自
決

や
反
植
民
地
主
義
の
言
説
が
後
の
主
権
規
範
や
内
政
不
干
渉
規
範
の
定
立
を
強
力
に
後
押
し
し
て
い
た
。
ま
た
フ
ェ
ー
ズ
Ⅲ
で
は
主
権
規
範

と
人
権
規
範
の
「
競
合
」
過
程
が
発
生
し
、
両
者
の
対
置
が
進
む
一
方
で
、
主
権
規
範
を
原
則
と
し
た
上
で
、
そ
の
枠
組
み
の
中
で
人
権
規

範
を
受
容
す
る
｜
但
し
、
人
権
は
「
政
治
化
」
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｜
と
い
う
公
準
が
確
立
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
公
準
が
本
格
的
に
複
合
化
・

制
度
化
さ
れ
る
の
が
フ
ェ
ー
ズ
Ⅳ
・
Ⅴ
で
あ
る
。
一
方
で
人
権
規
範
を
包
摂
し
つ
つ
主
権
規
範
の
修
正
・
再
定
義
が
図
ら
れ
、
他
方
で
欧
米

か
ら
の
介
入
を
排
除
す
る
た
め
に
域
内
╱
域
外
の
論
理
の
使
い
分
け
が
行
な
わ
れ
る
。

こ
れ
に
加
え
て
示
唆
さ
れ
る
こ
と
と
し
て
は
、
人
権
規
範
と
主
権
規
範
の
逆
説
的
な
関
係
に
つ
い
て
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
で
人
権
規
範
は
主
権
規
範
を
強
化
し
て
い
る
。
人
権
規
範
は
ア
ジ
ア
に
と
っ
て
は
欧
米
か
ら
の
予
防
的
関
与
に
対
し
て
口
実
を
与
え
得

る
た
め（
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
警
戒
感
を
募
ら
せ
る
た
め
）、
人
権
規
範
が
強
化
さ
れ
れ
ば
強
化
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
反
動
と
し
て
主
権
規

範
も
ま
た
強
化
さ
れ
る
。
他
方
で
、
主
権
規
範
が
強
化
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
必
然
の
帰
結
と
し
て
（
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
北
朝
鮮
の
よ
う
に
）
国
内

の
人
権
侵
害
が
国
際
問
題
化
す
る
事
例
が
露
出
す
る
。
そ
の
場
合
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
よ
う
な
地
域
機
構
に
お
い
て
は
人
権
規
範
╱
相
互
監
視

レ
ジ
ー
ム
を
強
化
す
る
必
要
が
生
ま
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
主
権
規
範
╱
人
権
規
範
を
「
強
化
」
す
る
条
件
が
同
時
に
そ
れ
を
「
脆
弱
化
」
さ
せ
る
と
い
う
逆
説
が
潜
在
し
て
い
る
。
人

権
規
範
が
拡
大
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
本
来
の
含
意
を
離
れ
て
そ
の
規
範
を
政
治
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
（
大
国
の
人
道
的
介
入
な

ど
）、
そ
れ
に
対
し
て
最
低
限
の
主
権
規
範
を
設
定
す
る
な
ど
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
提
起
さ
れ
る
。
し
か
し
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
深
刻
な
論
理

的
帰
結
を
生
む
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
「
人
権
」
を
限
定
化
す
る
こ
と
が
、
人
権
規
範
の
趣
旨
か
ら
外
れ
、
主
権
規
範
を
盾
に
人
権
侵
害

を
隠
蔽
す
る
よ
う
な
「
逸
脱
事
例
」
を
発
生
さ
せ
る
。
ま
た
、
主
権
の
尊
重
か
ら
不
干
渉
原
則
が
確
立
さ
れ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ト
ラ

ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
（
一
国
で
は
対
処
困
難
な
問
題
群
）
の
拡
大
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
か
た
ち
で
内
政
干
渉
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
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る
状
況
｜
相
互
監
視
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
な
ど
｜
が
派
生
す
る
。
し
た
が
っ
て
他
国
の
主
権
を
尊
重
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
脅
か
さ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
る
意
味
で
の
、「
地
域
統
合
の
光
と
影
」
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
文
脈
で
言
え
ば
、
域
外
大
国
（
特
に
欧
米
）

か
ら
の
内
政
干
渉
に
つ
い
て
は
そ
の
歴
史
的
記
憶
か
ら
反
発
と
警
戒
心
が
依
然
と
し
て
強
い
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
従
来
の
よ
う
に
主
権
規

範
、
内
政
不
干
渉
規
範
を
正
典
化
す
れ
ば
、
今
度
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
や
北
朝
鮮
の
よ
う
に
深
刻
な
人
権
侵
害
が
発
生
し
た
際
に
そ
の
対
処
に
悩

ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
域
外
に
対
し
て
は
内
政
不
干
渉
規
範
を
死
守
し
な
が
ら
も
、
域
内
に
対
し
て
は
主
権
の
絶
対
性
を
徐
々

に
掘
り
崩
し
な
が
ら
相
互
監
視
レ
ジ
ー
ム
を
構
築
す
る
姿
勢
が
求
め
ら
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
主
権
を
守
る
た
め
に
主
権
を
制
限
す
る
、
と

い
う
政
治
的
逆
説
が
近
年
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
及
び
東
ア
ジ
ア
の
政
治
言
説
を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
に
、
所
謂
規
範
理
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
こ
う
し
た
主
権
と
人
権
の
相
互
連
関
性
や
逆
説
性
が
と
も
す
れ

ば
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
本
稿
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
主
権
規
範
と
人
権
規
範
の
形
成
に
つ
い
て
は
、
そ
の
形
成
過
程
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
慎
重
に
規
範
の
再
構
築
を
行
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
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th
e id

ea o
f reg

io
n
a
l co

m
m
u
n
ity
,”
T
h
e P

acific R
eview

,
15

1,
2002;

岡
部
達
味
編
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
二
〇
年
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
一
九

八
七
年
、
佐
藤
孝
一
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
レ
ジ
ー
ム
』
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
三
年
、
須
藤
季
夫
『
東
南
ア
ジ
ア
｜
国
際
関
係
の
構
図
・
理
論
地
域
学
を
め
ざ
し
て
』

勁
草
書
房
、
一
九
九
六
年
、
森
本
敏
編
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
多
国
間
安
全
保
障
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、
山
影
進
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
｜
シ
ン

ボ
ル
か
ら
シ
ス
テ
ム
へ
』
東
京
大
学
出
版
、
一
九
九
一
年
、
同
著
者
『
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
パ
ワ
ー
』
東
京
大
学
出
版
、
一
九
九
七
年
、
同
著
者
編
『
転
換
期
の
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
一
年
、
同
著
者
編
『
東
ア
ジ
ア
地
域
主
義
と
日
本
外
交
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、
山
本
武

彦
編
『
地
域
主
義
の
国
際
比
較
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
五
年
。

（
２
）
か
か
る
ま
な
ざ
し
を
批
判
的
に
考
察
し
て
い
る
も
の
と
し
て
與
那
覇
潤
「
再
近
世
化
す
る
世
界

｜
東
ア
ジ
ア
史
か
ら
見
た
国
際
社
会
論
」
大
賀
哲
・
杉

田
米
行
編
『
国
際
社
会
の
意
義
と
限
界
｜
理
論
・
思
想
・
歴
史
』
国
際
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
一
｜
二
五
五
頁
。

（
３
）
こ
の
危
険
性
に
つ
い
て
はT

o
ru O

g
a
,
“R
ed
isco

v
erin

g A
sia
n
n
ess:

th
e ro

le o
f in

stitu
tio
n
a
l d
isco

u
rses in A

P
E
C
,
1989-1997,”

In
tern

a-

tion
al R

elation
s of th

e A
sia-P

acific
,
4
2,
p
p
.
287

317.

を
参
照
。

（
４
）
国
際
政
治
学
に
お
い
て
規
範
を
対
象
と
し
た
研
究
は
、
国
際
社
会
や
国
際
関
係
そ
の
も
の
を
規
範
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
と
、
国
際
的
な
規
範
（
主

権
・
人
権
・
法
の
遵
守
）
の
形
成
過
程
を
分
析
す
る
研
究
と
に
大
別
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
前
者
を
「
規
範
理
論
」、
後
者
を
「
規
範
に
つ
い
て
の
研
究
」
と

区
別
し
て
い
る
。
規
範
理
論
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
英
国
学
派
（E

n
g
lish S

ch
o
o
l

）、
及
び
そ
れ
に
影
響
を
受
け
た
国
際
社
会
研
究
、「
規
範
に
つ
い
て

の
研
究
」
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
社
会
構
成
主
義
（so

cia
l co

n
stru

ctiv
ism

）
の
問
題
意
識
を
基
礎
と
し
た
国
際
規
範
形
成
の
研
究
群
が
こ
れ
に
含

ま
れ
る
。
前
者
の
代
表
的
な
先
行
研
究
と
し
て
はH

ed
ley
 
B
u
ll,

A
n
arch

ical
 
S
ociety:

A
 
S
tu
d
y
 
of
 
O
rd
er
 
in
 
W
orld
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,
L
o
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:

M
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n
,
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（
臼
杵
英
一
訳『
国
際
社
会
論
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ア
ナ
ー
キ
カ
ル
・
ソ
サ
イ
エ
テ
ィ
』岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）;H

id
em
i S
u
g
a
n
a
m
i,T

h
e d
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alogy an

d
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ord

er proposals
,
C
a
m
b
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g
e:
C
a
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rid
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e U

.P
.,
1989.
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臼
杵
英
一
訳
『
国
際
社
会
論
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国
内
類
推
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世
界
秩
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構
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』
信

山
社
、
一
九
九
四
年
）;B

a
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C
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C
a
m
b
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g
e U

.P
.,
2006.

等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
後
者
に
属
す
る
研
究
と
し
て
は
、

（
そ
の
詳
細
は
第
一
章
の
議
論
と
も
重
複
す
る
が
）

R
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等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
か
か
る
研
究
群
の
特
徴
と
し
て
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
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シ
ョ
ナ
ル
市
民
社
会
（
Ｔ
Ｃ
Ｓ
）
が
国
際
規
範
形
成
に
果
た
す
役
割
、
Ｔ
Ｃ
Ｓ
の
国
際
規
範
形
成
に
よ
る
各
国
家
の
政
策
選
好
・
国
益
の
捉
え
方
の
変
容
、

そ
れ
に
伴
う
秩
序
形
成
な
ど
が
主
た
る
研
究
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
本
稿
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
欧
米
社
会
の
対
中
人
権
対
話
を
考
察
し
た
唐
亮
の
論

考
（「
国
際
社
会
の
対
中
人
権
関
与
の
『
重
層
化
』
と
そ
の
役
割
」
高
原
明
生
・
田
村
慶
子
・
佐
藤
幸
人
編
『
現
代
ア
ジ
ア
研
究

一

越
境
』
慶
應
義
塾
大

学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
三
八
七
｜
四
一
三
頁
）
も
こ
の
分
類
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
本
稿
で
規
範
理
論
と
「
規
範
に
つ
い
て
の
研
究
」
を

対
置
し
た
趣
旨
は
、
後
述
し
て
い
る
よ
う
に
前
者
を
強
調
す
る
こ
と
で
後
者
を
等
閑
視
す
る
と
い
う
研
究
態
度
が
主
権
と
人
権
の
関
係
に
お
い
て
は
顕
著
な

傾
向
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
規
範
の
内
在
的
妥
当
性
よ
り
も
規
範
形
成
の
文
脈
を
問
う
こ
と
に
あ
る
。

（
５
）
井
上
達
夫
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
『
ア
ジ
ア
的
価
値
』」
大
沼
保
昭
編
『
東
亜
の
構
想
｜
二
一
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
規
範
秩
序
を
求
め
て
』
筑
摩
書

房
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
五
｜
七
頁
。

（
６
）
同
様
の
趣
旨
に
大
沼
保
昭
『
人
権
、
国
家
、
文
明
｜
普
遍
主
義
的
人
権
観
か
ら
文
際
的
人
権
観
へ
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
四
四
頁
。

（
７
）
井
上
、
前
掲
論
文
、
二
七
頁
。

（
８
）
大
沼
保
昭
「
文
際
的
人
権
を
求
め
て
｜
東
ア
ジ
ア
規
範
秩
序
の
形
成
と
日
本
の
役
割
」
前
掲
『
東
亜
の
構
想
』
二
八
三
頁
。

（
９
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
大
賀
哲
「
国
際
社
会
と
地
域
統
合
｜
拡
が
る
人
道
的
規
範
と
揺
ら
ぐ
内
政
不
干
渉
規
範
」（『
国
際
社
会
の
意
義
と
限
界
』
前
掲
、
と

く
に
九
八
頁
参
照
）
の
問
題
意
識
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
。

（
10
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
サ
イ
ー
ド
の
「
移
動
す
る
理
論
（tra

v
elin

g th
eo
ry

）」
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
。E

d
w
a
rd S

a
id
,
T
h
e W

orld
,
th
e T

ext,
an
d

 
th
e C

ritic
,
C
a
m
b
rid
g
e:
H
a
rv
a
rd U

.P
.,
1983.

（
山
形
和
美
訳
『
世
界
・
テ
キ
ス
ト
・
批
評
家
』
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）

（
11
）M

a
ry K

a
ld
o
r,
N
ew
 
an
d
 
O
ld
 
W
ars

,
O
x
fo
rd
:
P
o
lity P

ress,
1999.

p
.119.

（
山
本
武
彦
・
渡
部
正
樹
訳
『
新
戦
争
論
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三

年
、
一
九
七
頁
）.

（
12
）
大
沼
、
前
掲
書
『
人
権
、
国
家
、
文
明
』、
八
三
頁
。

（
13
）
こ
の
対
置
に
つ
い
て
は
、
小
野
紀
明
『
政
治
理
論
の
現
在
｜
思
想
史
と
理
論
の
あ
い
だ
』
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
。

（
14
）M

a
rth
a F

in
n
em
o
re,

N
ation

al In
terests in

 
In
tern

ation
al S

ociety
,
Ith
a
ca
:
C
o
rn
ell U

.P
.,
1996,

p
.22.

（
15
）
経
験
論
的
調
査
可
能
性
と
は
、
社
会
を
貫
く
意
識
や
価
値
は
実
証
的
に
検
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
現
れ
た
具
体
的
な
活
動
や
運

動
は
調
査
可
能
で
あ
る
と
い
う
方
法
論
上
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
中
河
伸
俊
「
構
築
主
義
と
エ
ン
ピ
リ
カ
ル
・
リ
サ
ー
チ
ャ
ビ
リ
テ
ィ
」『
社
会
学
評
論
』

第
五
五
巻
第
三
号
、
二
〇
〇
四
年
、
二
四
四
｜
五
九
頁
を
参
照
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
視
座
を
言
説
分
析
に
応
用
し
、
規
範
概
念
そ
の
も
の
は
調
査
不
可

能
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
た
具
体
的
な
言
説
は
調
査
可
能
で
あ
り
、
言
説
分
析
を
通
じ
て
か
か
る
規
範
言
説
を
生
み
出
し
て
い
る
規
範
概

念
の
成
立
条
件
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
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（
16
）
規
範
の
「
原
作
」・「
翻
案
」・「
編
集
」
に
つ
い
て
は
栗
栖
薫
子
「
人
間
安
全
保
障
『
規
範
』
の
形
成
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
」『
国
際
政
治
』
第

一
四
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
七
九
｜
八
〇
頁
。

（
17
）
大
沼
保
昭
、
前
掲
書
『
人
権
、
国
家
、
文
明
』
一
八
七
頁
、
強
調
原
文
。

（
18
）
栗
栖
、
前
掲
論
文
、
八
〇
頁
。

（
19
）
西
谷
真
規
子
「
グ
ロ
ー
バ
ル
規
範
形
成
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
｜
国
際
政
治
」
前
掲
書
『
国
際
社
会
の
意
義
と
限
界
』、
四
五
頁
参
照
。

（
20
）
宣
言
外
交
と
規
範
の
関
係
に
つ
い
て
は
中
村
耕
一
郎
『
国
際
「
合
意
」
論
序
説
｜
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
国
際
「
合
意
」
に
つ
い
て
』
東
信
堂
、
二
〇

〇
二
年
参
照
。

（
21
）
石
田
淳
「
国
内
秩
序
と
国
際
秩
序
の《

二
重
の
再
編》

」『
国
際
法
外
交
雑
誌
』
第
一
〇
五
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
。

（
22
）
同
上
論
文
、
五
五
〇
頁
。

（
23
）W

illia
m
 
P
ietz,

“T
h
e
‘p
o
st-co

lo
n
ia
lism

’
o
f C

o
ld W

a
r D

isco
u
rse,”

S
ocial T

ext 19 /20,
1988.

（
24
）
岡
倉
古
志
郎
『
バ
ン
ド
ン
会
議
と
五
〇
年
代
の
ア
ジ
ア
』
大
東
文
化
東
洋
研
究
所
、
一
九
八
六
年
、
宮
城
大
蔵
『
バ
ン
ド
ン
会
議
と
日
本
の
ア
ジ
ア
復
帰
』

草
思
社
、
二
〇
〇
一
年
。

（
25
）
宮
城
、
同
上
書
、
二
五
｜
三
二
頁
。

（
26
）
バ
ン
ド
ン
会
議
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
はA

n
g
a
d
ip
u
ra
m
 
A
p
p
a
d
o
ra
i,
T
h
e B

an
d
u
n
g
 
C
on
feren

ce
,
N
ew
 
D
elh
i:
T
h
e In

d
ia
n C

o
u
n
cil o

f
 

W
o
rld A

ffa
irs,

1955;
G
eo
rg
e K

a
h
in
,
T
h
e A

sian
-A
frican

 
C
on
feren

ce
,
N
ew
 
Y
o
rk
:
C
o
rn
ell U

.P
.,
1956;

R
ich
a
rd W

rig
h
t,
T
h
e C

olor
 

C
u
rtain

:
A
 
report on

 
th
e B

an
d
u
n
g C

on
feren

ce
,
N
ew
 
Y
o
rk
:
B
a
n
n
er B

o
o
k
s,
1956.

（
27
）K

a
h
in
,
o
p
.cit.,

p
p
.
4,
11;

宮
城
、
前
掲
書
、
一
一
、
一
五
｜
一
六
、
三
五
頁
。

（
28
）S

o
ek
a
rn
o
,
“S
p
eech b

y P
resid

en
t S
o
ek
a
rn
o a

t th
e O

p
en
in
g th

e A
sia
n
-A
frica

n co
n
feren

ce,”
B
a
n
d
u
n
g
,
A
p
ril 18 1955,

o
rig
in
a
l

 
em
p
h
a
sis.

（
29
）C

h
o
u E

n
-la
i,
“S
u
p
p
lem

en
ta
ry S

p
eech b

y P
rem

ier C
h
o
u E

n
-la
i a
t th

e A
sia
n
-A
frica

n co
n
feren

ce,”
B
a
n
d
u
n
g
,
A
p
ril 19,

1955.

（
30
）Ja

w
a
h
a
rla
l N

eh
ru
,
“S
p
eech

 
b
y
 
P
rim

e M
in
ister N

eh
ru
 
b
efo

re th
e P

o
litica

l C
o
m
m
ittee o

f th
e A

sia
-A
frica

n
 
C
o
n
feren

ce,”

B
a
n
d
u
n
g
,
A
p
ril 22,

1955.

（
31
）T

h
e A

sia
n
-A
frica

n C
o
n
feren

ce,
F
in
al C

om
m
u
n
iqu
e
of th

e A
sian

-A
frican

 
C
on
feren

ce
,
B
a
n
d
u
n
g
,
A
p
ril 24,

1955,
B
2.

（
32
）Ib

id
,
D
1(a
).

（
33
）Ja

w
a
h
a
rla
l N

eh
ru
,
“T
h
e C

lo
sin
g S

p
eech b

y P
rim

e M
in
ister N

eh
ru a

t th
e A

sia
n
-A
frica

n C
o
n
feren

ce,”
B
a
n
d
u
n
g
,
A
p
ril 24,
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1955.

（
34
）C

h
o
u E

n
-la
i,
“P
rem

ier C
h
o
u E

n
-la
i’s R

ep
o
rt o

n th
e A

sia
n
-A
frica

n C
o
n
feren

ce to th
e S

ta
n
d
in
g C

o
m
m
ittee o

f th
e N

a
tio
n
a
l

 
P
eo
p
le’s C

o
n
g
ress,”

B
eijin

g
,
M
a
y 13,

1955.
（
35
）R

o
b
ert M

o
rtim

er,
T
h
ird
 
W
orld

 
C
oalition

 
in
 
In
tern

ation
al P

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

1980,
p
.6.

（
36
）D

a
v
id K

im
ch
e,
A
fro-A

sian
 
M
ovem

en
ts:

id
eology an

d
 
foreign

 
policy of th

e T
h
ird
 
W
orld

,
Jeru

sa
lem

:
Isra

el U
.P
.,
1979,

p
.73.,

岡
倉

前
掲
書
。

（
37
）
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
構
図
は
「
人
権

対

主
権
」
と
い
う
形
で
再
生
産
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
対
抗
言
説
の
構
築
が
可
能
な
の
は
｜
言
い
換
え
れ
ば
、
内

政
不
干
渉
規
範
が
人
権
や
人
道
に
対
す
る
防
波
堤
に
な
り
得
る
の
は
｜
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
人
権
を
欧
米
列
強
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
捉
え
る
思
考
様
式
が
根
強
い
か
ら
で
あ
る
。
大
沼
、
前
掲
書
、
一
七
頁
参
照
。

（
38
）B

an
gkok

 
D
eclaration

,
B
a
n
g
k
o
k
,
8 A

u
g
u
st 1967.

ま
た
松
本
三
郎
「
第
二
『
一
〇
年
期
」
に
お
け
る
日
本
と
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
』
岡
部
編
『
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
の
二
〇
年
』
を
参
照
。

（
39
）Z

o
n
e o

f P
ea
ce,

F
reed

o
m
 
a
n
d N

eu
tra
lity D

ecla
ra
tio
n
,
M
a
la
y
sia
,
27 N

o
v
em
b
er 1971.

（
40
）A

ch
a
ry
a
,
T
h
e Q

u
est for Id

en
tity

,
o
p
.cit.,

p
.128.

佐
藤
、
前
掲
書
、
第
二
章
参
照
。

（
41
）T

rea
ty
 
o
f A

m
ity
 
a
n
d
 
C
o
o
p
era

tio
n
 
in
 
S
o
u
th
ea
st A

sia
,
In
d
o
n
esia

,
24
 
F
eb
ru
a
ry
 
1976.,

D
ecla

ra
tio
n
 
o
f A

S
E
A
N
 
C
o
n
co
rd
,

In
d
o
n
esia

,
24 F

eb
ru
a
ry 1976.

（
42
）
例
え
ばJo

in
t C

o
m
m
u
n
iq
u
e,
T
h
e S

eco
n
d
 
A
S
E
A
N
 
H
ea
d
s o

f G
o
v
ern

m
en
t M

eetin
g
,
K
u
a
la
 
L
u
m
p
u
r,
4
5 A

u
g
u
st 1977;

Jo
in
t

 
S
ta
tem

en
t,
T
h
e S

p
ecia

l A
S
E
A
N
 
F
o
reig

n M
in
isters M

eetin
g O

n T
h
e C

u
rren

t P
o
litica

l D
ev
elo
p
m
en
t In T

h
e S

o
u
th
ea
st A

sia
 

R
eg
io
n
,
B
a
n
g
k
o
k
,
12 Ja

n
u
a
ry 1979;

Jo
in
t S
ta
tem

en
t,
T
h
e A

S
E
A
N
 
F
o
reig

n M
in
isters o

n th
e In

d
o
ch
in
a R

efu
g
ee P

ro
b
lem

,
K
u
a
la

 
L
u
m
p
u
r,
16 A

u
g
u
st 1979.

（
43
）P

ro
to
co
l A

m
en
d
in
g th

e T
rea

ty o
f A

m
ity a

n
d C

o
o
p
era

tio
n in S

o
u
th
ea
st A

sia
,
P
h
ilip

p
in
es,

15 D
ecem

b
er 1987.

（
44
）C

h
a
irm

a
n
’s S

ta
tem

en
t o
f th

e A
sia
-E
u
ro
p
a M

eetin
g
,
2 M

a
rch 1996.

（
45
）
佐
藤
、
前
掲
書
、
一
九
三
頁
。

（
46
）C

.
M
u
za
ffa
r,
H
u
m
an
 
R
igh
ts an

d
 
th
e N

ew
 
W
orld

 
O
rd
er
,
P
en
a
n
g
:
Ju
st W

o
rld T

ru
st,

1993.

（
47
）
人
権
の
政
治
化
へ
の
警
戒
感
と
言
う
意
味
で
は
、
既
に
一
九
九
一
年
の
中
国
の
人
権
白
書
が
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
下
を
参
照
、
石
井
明
「
不
干

渉
原
則
と
中
国
」
前
掲
『
東
亜
の
構
想
』、
七
六
｜
八
頁
。
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（
48
）M

ich
a
el L

eifer,
T
h
e A

S
E
A
N
 
R
egion

al F
oru

m
,
O
x
fo
rd U

.P
.,
1996,

p
.55,

B
u
za
n a

n
d W

æ
v
er,

o
p
.cit.,

p
.159.

（
49
）“T

h
e A

S
E
A
N
 
R
eg
io
n
a
l F
o
ru
m
:
A
 
C
o
n
cep

t P
a
p
er,”

B
ru
n
ei D

a
ru
ssa

la
m
,
1 A

u
g
u
st 1995.

（
50
）
同
ペ
ー
パ
ー
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は“C

h
a
irm

a
n
’s S

ta
tem

en
t,
th
e
 
S
eco

n
d
 
M
eetin

g
 
o
f th

e
 
A
S
E
A
N
 
R
eg
io
n
a
l F

o
ru
m
,”
B
ru
n
ei

 
D
a
ru
ssa

la
m
,
1 A

u
g
u
st 1995.

を
参
照
。

（
51
）“T

h
e A

S
E
A
N
 
R
eg
io
n
a
l F
o
ru
m
:
A
 
C
o
n
cep

t P
a
p
er”,

p
a
rs.

3,
5.

（
52
）Ib

id
.
p
a
r.
8.

（
53
）Ib

id
.
p
a
rs.,

20,
21.

（
54
）“A

S
E
A
N
 
R
eg
io
n
a
l F
o
ru
m
(A
R
F
)
C
o
n
cep

t a
n
d P

rin
cip
les o

f P
rev

en
tiv
e D

ip
lo
m
a
cy
,”
H
a
n
o
i,
27 Ju

ly 2000.

（
55
）
Ａ
Ｒ
Ｆ
に
お
け
る
予
防
外
交
と
地
域
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
は
大
賀
哲
「
安
全
保
障
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
｜
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
Ａ
Ｒ
Ｆ
）

に
お
け
る
予
防
外
交
の
展
開
と
ア
ジ
ア
地
域
主
義
」
杉
田
米
行
編
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
平
和
構
築
｜
そ
の
歴
史
と
現
状
分
析
』
大
学
教
育
出
版
、

二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

（
56
）O

p
en
in
g S

ta
tem

en
t b
y H

is E
x
cellen

cy D
r.
S
u
rin P

itsu
w
a
n M

in
ister o

f F
o
reig

n A
ffa
irs o

f T
h
a
ila
n
d a

t th
e 31st A

S
E
A
N

 
M
in
isteria

l M
eetin

g
,
M
a
n
ila
,
P
h
ilip

p
in
es,

24 Ju
ly 1998.

（
57
）
佐
藤
、
前
掲
書
、
二
一
四
｜
二
一
五
頁
。

（
58
）T

h
e A

S
E
A
N
 
T
ro
ik
a
,
T
erm

s o
f R

eferen
ce A

d
o
p
ted a

t th
e 33rd A

M
M
,
B
a
n
g
k
o
k
,
24

25 Ju
ly 2000.

（
59
）
菊
池
努
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
地
域
制
度
と
安
全
保
障
」
森
本
敏
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
多
国
間
安
全
保
障
』
日
本
国
際
問
題
研
究
所
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二

一
頁
、
坪
内
淳
「
ア
ジ
ア
太
平
洋
に
お
け
る
予
防
外
交
の
有
効
性
、
可
能
性
、
展
望
」
吉
川
元
『
予
防
外
交
』
三
嶺
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
七
九
｜
二
八

〇
頁
、
山
影
進
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
基
本
理
念
の
動
揺
」『
転
換
期
のA

S
E
A
N

』、
一
二
八
｜
一
三
七
頁
。

（
60
）A

IP
M
C

に
つ
い
て
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
参
照
。h

ttp
: //w

w
w
.a
sea

n
m
p
.o
rg
/in
d
ex
.p
h
p

（
61
）“C

h
a
irm

a
n
’s S

ta
tem

en
t o
f th

e S
eco

n
d E

a
st A

sia S
u
m
m
it,”

C
eb
u
,
P
h
ilip

p
in
es,

15 Ja
n
u
a
ry 2007.

ま
た
近
年
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
お
い

て
き
た
朝
鮮
問
題
を
取
り
上
げ
た
例
と
し
て
は“S

ta
tem

en
t b
y th

e ch
a
irm

a
n o

f th
e 37th A

S
E
A
N
 
S
ta
n
d
in
g C

o
m
m
ittee

(A
S
C
)
O
n T

h
e

 
S
ix
-w
a
y n

eg
o
tia
tio
n o

n K
o
rea

n P
en
in
su
la
,”
Ja
k
a
rta
,
27 A

u
g
u
st 2003.

（
62
）K

u
a
la L

u
m
p
u
r D

ecla
ra
tio
n o

n th
e E

sta
b
lish

m
en
t o
f th

e A
S
E
A
N
 
C
h
a
rter,

K
u
a
la L

u
m
p
u
r,
12 D

ecem
b
er 2005.

（
63
）
武
田
康
裕
「
ミ
ャ
ン
マ
ー
を
め
ぐ
る
人
権
・
民
主
化
政
策
｜
制
裁
と
関
与
の
有
効
性
」
武
田
康
裕
・
丸
川
知
雄
・
厳
善
平
編
『
現
代
ア
ジ
ア
研
究

三

政
策
』
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
、
一
四
一
｜
五
頁
。
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（
64
）“D

ecla
ra
tio
n o

n T
erro

rism
,”
T
h
e 8th A

S
E
A
N
 
S
u
m
m
it,
P
h
n
o
m
 
P
en
h
,
3 N

o
v
em
b
er 2002.

（
65
）“Jo

in
t C

o
m
m
u
n
iq
u
e o

f th
e F

ifth A
S
E
A
N
 
M
in
isteria

l M
eetin

g o
n T

ra
n
sn
a
tio
n
a
l C
rim

e
(A
M
M
T
C
),”

H
a N

o
i,
29 N

o
v
em
b
er

 
2005.

〔
付
記
〕
本
稿
は
二
〇
〇
八
年
一
二
月
に
神
戸
大
学
で
行
な
わ
れ
た
研
究
会
「
国
際
規
範
の
競
合
と
複
合
化
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
」（
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤

Ｂ
╱
研
究
代
表
者

西
谷
真
規
子
）
に
お
け
る
研
究
報
告
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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