
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

グローバルな正義を実現するための動機に関する序
論的考察 : リベラル・ナショナリズム論を出発点と
して

藤原, 拓広
九州大学大学院地球社会統合科学府 : 博士後期課程

https://doi.org/10.15017/6777120

出版情報：政治研究. 70, pp.145-172, 2023-03-31. Institute for Political Science, Kyushu
University
バージョン：
権利関係：



グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
関
す
る
序
論
的
考
察

︱
︱
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
出
発
点
と
し
て
︱
︱
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︱
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第
一
節

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
︑
政
治
哲
学
︑
と
り
わ
け
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
と
い
う
学
問
領
域
に
お
い
て
な﹅

ぜ﹅

動
機
づ
け
の
問
題
が
重
要
な
の
か
を

明
確
に
し
た
う
え
で
︑
そ
の
動
機
づ
け
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
主
と
し
て
誰﹅

を
念
頭
に
置
く
べ
き
な
の
か
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の

際
︑
私
は
︑
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
出
発
点
と
す
る
︒

従
来
の
政
治
哲
学
者
の
多
く
は
︑
動
機
づ
け
の
問
題
︑
す
な
わ
ち
何
ら
か
の
正
義
の
原
理
が
存
在
す
る
と
し
て
︑
そ
の
正
義
に
か
な
っ
た

状
態
を
実
現
す
る
た
め
に
人
々
を
い
か
に
し
て
動
機
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
を
あ
ま
り
重
視
し
て
こ
な
か
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
︑
近
年
盛

ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
︒
い
わ
ゆ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
論
者
は
も
ち
ろ
ん
︑
国
内
的

な
社
会
正
義
に
関
し
て
は
動
機
づ
け
の
問
題
を
重
ん
じ
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
者
で
さ
え
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実

現
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
は
十
分
に
注
意
を
払
っ
て
い
な
(１
)
い
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
実
現
の
た
め
に
は
︑
豊
か
な
国
の
人
々
は
み
ず

か
ら
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
積
極
的
に
果
た
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
し
た
人
々
は
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
よ
う
に

十
分
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
ズ
レ
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
(２
)
り
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
関
心
を
抱
く
論
者
は
こ
の
ズ
レ
を
少

し
ず
つ
で
も
狭
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
(３
)
い
︒

そ
こ
で
本
稿
で
は
︑
政
治
哲
学
者
は
規
範
や
原
則
を
探
究
す
る
だ
け
で
な
く
︑
動
機
づ
け
の
問
題
に
も
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
と
指

摘
す
る
︒
し
か
も
そ
の
動
機
づ
け
の
理
論
の
構
築
は
︑
政
治
哲
学
の
副
次
的
な
問
題
で
は
な
く
︑
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒

動
機
づ
け
の
問
題
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
と
い
う
点
の
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
そ
の
動
機
づ
け
の
問
題
に
取
り
組
む
際
に
は

ど
の
よ
う
な
人
々
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
べ
き
か
と
い
う
点
で
あ
る
︒
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
べ

き
で
は
な﹅

い﹅

の
は
誰
か
と
い
う
問
い
を
検
討
す
る
こ
と
が
近
道
だ
と
思
わ
れ
る
︒
私
が
こ
こ
で
と
く
に
念
頭
に
置
か
な
く
て
も
よ
い
と
考
え

る
の
は
︑
ご
く
少
数
の
英
雄
的
な
人
々
で
あ
る
︒
そ
の
う
え
で
︑
本
稿
で
は
︑
政
治
哲
学
者
が
動
機
づ
け
の
理
論
を
構
築
す
る
と
き
に
対
象

― 146 ―



と
す
べ
き
な
の
は
︑
現
実
世
界
の
大
部
分
を
占
め
る
非
英
雄
的
な
人
々
︑
す
な
わ
ち
一
般
的
な
人
々
だ
と
論
じ
た
い
︒
一
般
的
な
人
々
を
グ

ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
実
現
の
た
め
に
ど
の
よ
う
に
し
て
動
機
づ
け
る
の
か
と
い
う
問
題
に
︑
い
ま
政
治
哲
学
者
は
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
︒

本
稿
の
議
論
で
と
く
に
着
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
点
は
︑
次
の
三
点
で
あ
る
︒
一
つ
め
は
︑
ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー
︵
Y
oram
H
azony
︶
の

政
治
哲
学
の
類
型
化
を
動
機
づ
け
の
問
題
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
し
た
点
︑
二
つ
め
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
国
民
の
分
断
と
い
う
現
代

的
課
題
に
つ
い
て
も
動
機
づ
け
の
観
点
か
ら
論
じ
た
点
︑
三
つ
め
は
︑
こ
れ
ま
で
政
治
哲
学
に
お
い
て
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
動

機
づ
け
の
問
題
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
︑
そ
し
て
︑
そ
の
動
機
づ
け
は
主
と
し
て
誰
を
対
象
と
す
べ
き
な
の
か
を
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
論
を
援
用
し
な
が
ら
あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
整
理
し
た
点
︑
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
三
点
に
つ
い
て
は
︑
第
五
節
で
も
う
一
度
言
及
し
た
い
︒

本
稿
は
︑
以
下
の
よ
う
な
道
筋
を
た
ど
る
︒
ま
ず
第
二
節
で
は
︑
そ
も
そ
も
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
と
は
ど
の
よ
う
な
学
問
領
域
な
の
か

を
ご
く
簡
単
に
確
認
す
る
︒
そ
の
際
に
は
︑
私
が
依
拠
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
中
心
に
概
観
す
る
︒
次
に
第
三
節
で
は
︑
政

治
哲
学
に
お
い
て
動
機
づ
け
の
問
題
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑
メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
主

義
と
い
う
立
場
の
存
在
と
そ
れ
と
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
の
関
連
性
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
ハ
ゾ
ニ
ー
に
よ
る
政
治
哲
学

の
類
型
化
を
参
照
し
︑
動
機
づ
け
の
問
題
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
︒
第
四
節
で
は
︑
政
治
哲
学
者
が
構
築
す
る
動
機
づ
け
の
理
論
は
誰

を
対
象
と
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
い
を
検
討
す
る
︒
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
︵
D
avid
M
iller︶︑
パ
テ
ィ
・
タ

マ
ラ
・
レ
ナ
ー
ド
︵
PattiT
am
ara
Lenard
︶︑
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
︵
M
ichaelW
alzer︶︑
パ
ト
リ
ッ
ク
・
Ｊ
・
デ
ニ
ー
ン
︵
Patrick

J.D
eneen
︶
と
い
っ
た
論
者
の
議
論
を
基
に
︑
英
雄
に
よ
る
英
雄
の
た
め
の
政
治
哲
学
か
ら
の
脱
却
の
必
要
性
を
主
張
し
︑
一
般
的
な
人
々

の
動
機
づ
け
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
最
後
に
第
五
節
で
は
︑
全
体
の
議
論
を
ま
と
め
て
︑
今
後
の
展
望
を
述
べ
る
︒
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第
二
節

グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
と
は
何
か
︱
︱
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
中
心
に
︱
︱

本
稿
は
︑﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
﹂︵
globaljustice︶
を
主
題
と
す
る
論
考
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
︵
論
︶
と
は

そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
簡
単
に
説
明
し
て
お
き
た
(４
)

い
︒

政
治
哲
学
者
の
コ
ッ
ク
・
チ
ョ
ル
・
タ
ン
︵
K
ok-C
hor
T
an
︶
に
よ
れ
ば
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
は
︑
以
下
の
よ
う
な
幅
広
い
問
題
を

扱
い
得
る
学
問
領
域
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
世
界
的
貧
困
︑
経
済
的
不
平
等
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
人
権
︑
人
道
的
介
入
︑
移
民
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
︑
気
候
変
動
︑
国
家
間
の
正
義
で
あ
(５
)

る
︒
た
だ
し
︑
伊
藤
恭
彦
が
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
い
う
概
念
は
︑
世
界
的
貧
困
や
経
済
的
不
平
等
に
関
す
る
正
義
︑
す
な
わ
ち
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配

的
︵
経
済
的
︶
正
義
﹂︵
globaldistributive
justice︶
の
み
を
指
す
場
合
も
少
な
く
な
(６
)
い
︒
本
稿
も
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
い
う
語
を
用

い
る
際
に
は
︑
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
こ
と
と
す
る
︒
い
い
換
え
れ
ば
︑
単
一
の
分
配
的
正
義
の
構
想

を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
そ
う
し
た
一
つ
の
構
想
は
あ
る
一
つ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
し
か
適
用
で
き
な

い
の
か
︑
と
い
う
問
題
を
前
提
に
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
(７
)
る
︒

こ
う
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
理
論
家
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
家
と
が
激
し
い
論
争
を
繰
り

広
げ
て
き
た
︒
前
者
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
単
一
の
分
配
的
正
義
の
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
る
傾
向
に
あ

る
の
に
対
し
て
︑後
者
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
そ
う
し
た
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
適
用
す
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
傾
向
が
あ
(８
)
る
︒

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
そ
う
考
え
る
理
由
は
︑
一
つ
の
社
会
正
義
の
構
想
は
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
内
部
で
も
っ
と
も
よ
く
実
現
さ

れ
る
と
い
う
理
由
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
実
現
す
る
政
治
的
単
位
と
し
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
擁
護
す
る
立
場

は
︑﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂︵
liberalnationalism
︶
と
呼
ば
れ
(９
)
る
︒

リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
理
論
家
が
一
つ
の
分
配
の
構
想
は
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
枠
内
で
も
っ
と
も
よ
く
実
現
さ
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れ
る
と
考
え
る
の
は
︑
彼
ら
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
の
価
値
や
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
共
同
体
の
有
す
る
動
機
づ
け
力
を
高
く
評
価
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
の
う
ち
本
稿
と
と
り
わ
け
関
連
の
深
い
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
動
機
づ
け
力
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
お
き
た

(10
)

い
︒な

ぜ
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
内
部
で
は
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
が
得
ら
れ
や
す
い

と
考
え
る
の
か
︒
そ
の
理
由
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
共
有
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
は
︑
共
感
や
信
頼
感
と
い
っ
た
分
配

的
正
義
の
実
現
を
下
支
え
す
る
感
情
が
生
じ
や
す
い
こ
と
で
あ
る
︒
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
の
一
人
で
あ
る
ウ
ィ

ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
︵
W
illK
ym
licka︶
に
よ
れ
ば
︑
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
は
人
間
の
狭
い
共
感
能
力
を
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
範
囲
に
ま
で

広
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
(11
)
う
︒
キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
る
と
︑
そ
の
拡
大
さ
れ
た
共
感
能
力
に
よ
っ
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
枠
組
み
で
の
再
分

配
政
策
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
次
に
︑
信
頼
感
と
は
︑﹁
い
ま
︑
貧
し
い
人
の
た
め
に
犠
牲
を
払
っ
た
と
し
て
も
︑
の
ち

に
自
分
が
困
窮
し
た
と
き
に
助
け
て
も
ら
え
る
と
い
う
信
頼
感
で
あ
(12
)
る
﹂︒
こ
う
し
た
信
頼
感
は
︑
社
会
正
義
の
実
現
の
重
要
な
前
提
で
あ

る
と
い
う
︒
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
は
︑﹁
社
会
正
義
の
枠
組
み
︑
と
く
に
︑
市
場
で
の
取
引
を
通
じ
て
自
活
で
き
な
い
者
に
対
す
る
再
分

配
を
含
む
枠
組
み
を
各
個
人
が
支
持
す
る
条
件
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
︑
信
頼
は
特
別
な
重
要
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
(13
)
る
﹂
と
し
て
い
(14
)
る
︒

こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
一
つ
の
分
配
的
正
義
の
構
想
は
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
枠
内
で
実

現
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
が
︑
彼
ら
は
決
し
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
そ
の
も
の
を
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
そ
の
代
表

的
理
論
家
で
あ
る
ミ
ラ
ー
は
︑
単
一
の
分
配
の
原
理
に
基
づ
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
に
は
否
定
的
な
も
の
の
︑
人
権
︑
搾
取
の
禁
止
︑
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
自
決
と
い
っ
た
価
値
を
基
礎
と
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
は
認
め
て
い
(15
)
る
︒

こ
こ
で
私
自
身
の
立
場
を
明
確
に
し
て
お
け
ば
︑
私
は
基
本
的
に
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
と
る
︒
た
だ
し
︑
既
存
の
リ

ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
ま
っ
た
く
問
題
が
な
い
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
施
光
恒
や
白
川
俊
介
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に
︑
ミ
ラ
ー
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
に
つ
い
て
も
そ
の
実
現
の
必
要
性
を
︵
積
極
的
に
︶
認
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
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実
現
の
た
め
の
動
機
づ
け
の
議
論
を
十
分
に
お
こ
な
え
て
い
な
い
こ
と
は
大
い
に
問
題
で
あ
(16
)

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実

現
す
る
た
め
の
動
機
づ
け
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
の
ま
え
に
あ
ら
た
め
て
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
手
が

か
り
と
し
な
が
ら
︑
政
治
哲
学
さ
ら
に
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
い
て
な
ぜ
動
機
づ
け
の
問
題
が
重
要
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
︒

第
三
節

な
ぜ
動
機
を
探
究
す
る
の
か
︱
︱
政
治
哲
学
に
お
け
る
動
機
づ
け
の
問
題
︱
︱

こ
こ
ま
で
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
を
ご
く
簡
単
に
概
観
し
た
が
︑
そ
の
一
つ
の
立
場
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
で
は
︑

動
機
づ
け
が
鍵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
︒
だ
が
︑
政
治
哲
学
や
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
そ
の
ほ
か
の
立
場
で
は
︑
動
機

づ
け
の
問
題
が
あ
ま
り
重
視
さ
れ
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
現
代
政
治
哲
学
に
お
け
る
代
表
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る

サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ニ
ー
︵
Sim
on
C
aney
︶
や
ト
マ
ス
・
ポ
ッ
ゲ
︵
T
hom
as
Pogge︶
は
︑
義
務
と
い
っ
た
抽
象
的
原
理
そ
れ
自
体
に
動
機

づ
け
力
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
︑
そ
の
義
務
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
特
定
す
る
以
外
に
わ
ざ
わ
ざ
動
機
づ
け
に
つ
い
て
別
の
議
論
を
展
開

す
る
必
要
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
(17
)
い
︒
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
も
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
に
関

し
て
は
同
様
の
傾
向
を
有
し
て
い
(18
)
る
︒

本
節
で
は
︑
政
治
哲
学
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
動
機
づ
け
の
問
題
が
︑
な
ぜ
実
は
重
要
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た

い
︒第

一
項

メ
タ
倫
理
学
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
︱
︱
そ
の
系
譜
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
︱

人
々
を
何
ら
か
の
行
動
に
至
ら
せ
る
た
め
に
は
︑
そ
の
行
動
の
道
徳
的
価
値
を
信
じ
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
十
分
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
そ
れ
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以
外
の
欲
求
が
必
要
な
の
か
︑
と
い
う
問
い
は
︑
メ
タ
倫
理
学
︵
道
徳
心
理
学
︶
と
い
う
分
野
で
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
(19
)

る
︒
メ
タ
倫
理
学

に
お
い
て
︑
人
々
の
動
機
づ
け
に
は
道
徳
的
信
念
だ
け
で
な
く
欲
求
が
必
要
だ
と
す
る
立
場
は
﹁
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
﹂
と
呼
ば
れ
︑
欲
求
は
必

要
な
く
信
念
の
み
で
十
分
だ
と
す
る
立
場
は
﹁
反
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒

ま
ず
︑
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
で
あ
る
が
︑
こ
の
立
場
は
﹁
信
念
﹂︵
belief︶
と
﹁
欲
求
﹂︵
desire︶
と
を
分
離
す
る
立
場
で
あ
る
︒
こ
こ
で
い

う
﹁
信
念
と
は
何
ら
か
の
事
実
に
つ
い
て
私
が
信
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
︑
欲
求
と
は
何
か
を
し
た
い
と
か
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
欲
す
る

こ
(20
)
と
﹂
を
意
味
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
者
は
そ
の
う
え
で
︑
人
々
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
に
は
︑
前
者
の
信
念
だ
け
で
な
く
後
者
の
欲
求
も
必

要
だ
と
考
え
る
︒
い
い
方
を
換
え
れ
ば
︑
人
間
は
︑
何
ら
か
の
事
実
に
つ
い
て
﹁
〇
〇
だ
﹂
と
信
じ
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
〇
〇
し
た
い
﹂
と
思

わ
な
け
れ
ば
決
し
て
動
機
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
︒
対
し
て
︑
反
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
は
︑
人
間
の
行
動
は
信
念
の
み
で
十
分
に
動
機

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
欲
求
は
必
要
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
︒
な
お
︑
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
に
対
す
る
反
対
論
の
な
か
に
は
︑

そ
も
そ
も
信
念
と
欲
求
と
の
分
離
自
体
が
不
可
能
だ
と
い
う
主
張
も
あ
る
が
︑
倫
理
学
者
の
佐
藤
岳
詩
に
よ
る
と
︑
そ
の
主
張
の
方
は
比
較

的
簡
単
に
退
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
(21
)
う
︒

私
が
こ
こ
で
し
た
い
の
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
と
反
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
と
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
私
が
こ
の

論
争
を
紹
介
し
た
理
由
は
︑
信
念
の
み
で
人
々
は
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
信
念
と
は
別
の
欲
求
を
必
要
と
す
る
の
か
と
い
う

論
争
が
あ
り
︑
欲
求
が
必
要
だ
と
す
る
立
場
も
一
定
の
支
持
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
か
っ
た
か
ら
に
す
ぎ
な
(22
)
い
︒
こ
の
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
︑
政
治
哲
学
者
は
あ
る
行
動
の
道
徳
的
価
値
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
行
動
が
い
か
な
る
欲
求
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
に
つ

い
て
も
注
意
を
払
う
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
︑
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
︒

実
際
︑
現
代
政
治
哲
学
に
お
い
て
一
定
の
地
位
を
得
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
も
︑
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
系
譜
を

汲
ん
で
い
(23
)
る
︒
た
と
え
ば
ミ
ラ
ー
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
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個
別
主
義
者
が
提
起
す
る
倫
理
観
は
︑
カ
ン
ト
的
と
い
う
よ
り
も
ヒ
ュ
ー
ム
的
で
あ
る
と
い
え
る
︒
ヒ
ュ
ー
ム
の
考
え
で
は
︑
道
徳
性
は

自
然
感
情
と
の
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
私
た
ち
が
他
者
に
関
し
て
く
だ
す
判
断
は
︑
親
類
や
仲
間
に
対

す
る
彼
ら
の
︵
そ
し
て
私
た
ち
の
︶
自
然
な
好
感
情
を
反
映
し
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
(24
)

る
︒

ミ
ラ
ー
は
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
的
に
︑
道
徳
的
判
断
は
自
然
感
情
︑
た
と
え
ば
﹁
親
類
や
仲
間
に
対
す
る
︹
⁝
︺
自
然
な
好
感
情
を
反
映
し
て
い

る
﹂
と
考
え
る
︒
先
述
の
よ
う
に
︑
ミ
ラ
ー
が
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
場
と
し
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
重
視
す
る
の
は
︑
こ
の
た
め
で
あ
る
︒

ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
は
人
々
を
統
合
す
る
力
が
あ
る
ゆ
え
に
︑
あ
ら
ゆ
る
分
配
の
原
理
は
境
界
づ
け

ら
れ
た
共
同
体
︑
と
り
わ
け
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
で
適
用
可
能
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
彼
は
︑
こ
の
こ
と
は
﹁
心
理
学
的
事
実
﹂
だ

と
述
べ
て
い
(25
)
る
︒

リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
者
の
一
人
と
し
て
数
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ヤ
ッ
ク
︵
B
ernard
Y
ack
︶
も
︑
直
接

ヒ
ュ
ー
ム
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
心
理
学
や
進
化
生
物
学
と
い
っ
た
経
験
的
な
社
会
科
学
の
知
見
を
援
用
し
な
が
ら
︑
動
機

づ
け
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
的
見
解
を
支
持
し
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
社
会
を
結
び
つ
け
る
動
機
に
は
︑
正
義
と
い
う
原
理
だ
け
で
な

く
︑
自
己
利
益
や
社
会
的
友
情
︵
socialfriendship
︶
も
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
(26
)
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
(27
)
う
︒

第
二
項

政
治
秩
序
の
哲
学
と
し
て
の
政
治
哲
学

以
上
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
議
論
が
︑
人
々
の
動
機
づ
け
に
は
欲
求
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
流
れ
を
汲
ん

で
お
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
脈
で
は
動
機
づ
け
の
問
題
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
︒

た
だ
し
︑
そ
れ
で
も
な
お
︑
次
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
人
は
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
も
し
人
々
を
十
分
に
動
機
づ
け
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る
た
め
に
は
欲
求
が
不
可
欠
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
政
治
哲
学
者
が
多
く
い
る
と
し
て
も
︑
や
は
り
政
治
哲
学
者
の
す
べ
き
こ

と
は
規
範
の
探
究
で
あ
っ
て
︑
動
機
づ
け
の
理
論
の
構
築
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
政
治
哲
学
者
は
︑
た
と
え
ば
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の

理
念
や
原
理
の
妥
当
性
な
ど
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
の
み
議
論
を
お
こ
な
う
べ
き
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
疑
問
で
あ
(28
)

る
︒
本
項
で
は
︑
こ

う
し
た
疑
問
に
対
し
て
︑
イ
ス
ラ
エ
ル
の
政
治
哲
学
者
で
あ
る
ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー
の
政
治
哲
学
の
類
型
化
を
通
じ
て
答
え
て
い
(29
)

く
︒

ハ
ゾ
ニ
ー
は
︑
政
治
哲
学
を
︑﹁
政
府
の
哲
学
﹂︵
philosophy
ofgovernm
ent︶
と
﹁
政
治
秩
序
の
哲
学
﹂︵
philosophy
ofpolitical

order︶
と
に
分
け
て
い
(30
)
る
︒
ハ
ゾ
ニ
ー
の
い
う
政
府
の
哲
学
と
は
﹁
内
部
の
ま
と
ま
り
と
独
立
性
が
高
い
国
家
の
存
在
を
前
提
と
し
て
︑
最

善
の
政
府
形
態
を
決
定
し
よ
う
と
す
(31
)

る
﹂
も
の
を
指
し
︑
政
治
秩
序
の
哲
学
と
は
﹁
政
治
秩
序
の
原
因
を
理
解
し
︑
そ
の
理
解
に
基
づ
い
て
︑

私
た
ち
が
利
用
で
き
る
政
治
秩
序
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
見
つ
け
だ
し
︑
そ
の
な
か
で
ど
れ
が
最
適
か
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
(32
)
の
﹂
を
指
す
︒

ハ
ゾ
ニ
ー
に
よ
る
と
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
政
治
哲
学
は
ど
ち
ら
も
有
用
だ
が
︑
前
者
の
政
府
の
哲
学
は
国
家
の
存
在
を
自
明
視
し
て
し
ま
う

点
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
︒
政
府
の
哲
学
で
は
︑
た
と
え
ば
政
府
の
形
態
と
し
て
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
最
善
か
と
い
っ
た
こ
と
は

論
じ
ら
れ
る
が
︑
そ
も
そ
も
そ
の
前
提
で
あ
る
結
束
し
独
立
し
た
国
家
を
ど
の
よ
う
に
維
持
し
て
い
く
か
に
は
注
意
が
払
わ
れ
な
い
︒
そ
こ

で
重
要
と
な
る
の
が
︑
後
者
の
政
治
秩
序
の
哲
学
で
あ
る
︒
い
い
換
え
れ
ば
︑
政
府
の
哲
学
が
﹁
有
効
性
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
︑
国
家
の

形
成
︑
結
束
︑
独
立
︑
お
よ
び
国
家
の
破
壊
の
根
本
的
な
原
因
の
理
解
に
基
づ
い
て
︑
そ
の
哲
学
が
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
(33
)
い
﹂
と
い

う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
ハ
ゾ
ニ
ー
に
と
っ
て
は
︑
政
治
秩
序
の
哲
学
の
方
が
よ
り
根
本
的
で
重
要
だ
と
さ
え
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
︒

ハ
ゾ
ニ
ー
の
類
型
化
を
見
れ
ば
︑
前
述
の
疑
問
が
前
提
と
し
て
い
る
政
治
哲
学
の
理
解
が
一
面
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ

う
︒
当
然
な
が
ら
︑
い
か
な
る
政
府
の
形
態
が
最
善
か
と
い
う
問
い
も
重
要
で
は
あ
る
が
︑
そ
も
そ
も
の
政
治
秩
序
が
成
立
す
る
理
由
に
つ

い
て
も
真
剣
に
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

私
の
見
解
で
は
︑
動
機
づ
け
の
問
題
は
︑
政
治
秩
序
の
原
因
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
︑
政
治
秩
序
の
哲
学
に
該
当
す
る
︒
評
論
家
の
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中
野
剛
志
は
︑﹁﹃
政
治
秩
序
の
哲
学
﹄
が
問
う
の
は
︑﹃
人
間
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
﹄
と
い
う
﹃
理
想
﹄
で
は
な
く
︑
人
間
は
ど
う
い
う
も
の

か
と
い
う
﹃
現
実
﹄
(34
)

だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
が
︑
動
機
づ
け
の
問
題
が
問
う
の
は
︑﹁
現
実
﹂
で
あ
る
︒
前
述
し
た
よ
う
に
︑
動
機
づ
け
の
問
題

の
背
景
に
は
︑
豊
か
な
国
の
人
々
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
義
務
を
果
た
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
し
た
人
々
は
そ

う
す
る
よ
う
に
十
分
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
ズ
レ
が
存
在
し
て
い
る
︒
動
機
づ
け
の
問
題
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
々
が
﹁﹃
人
間

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
﹄
と
い
う
﹃
理
想
﹄﹂
に
近
い
行
動
を
と
れ
る
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
﹁
人
間
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
﹃
現
実
﹄﹂
を

問
う
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
動
機
づ
け
の
問
題
は
︑
政
治
哲
学
で
扱
う
べ
き
で
は
な
い
問
題
ど
こ
ろ
か
︑

そ
の
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
な
の
で
あ
(35
)

る
︒

第
四
節

誰
の
動
機
づ
け
が
重
要
な
の
か
︱
︱
一
般
的
な
人
間
像
の
導
出
︱
︱

政
治
哲
学
者
は
動
機
づ
け
の
理
論
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
理
論
は
誰
を
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒

換
言
す
れ
ば
︑
政
治
哲
学
者
が
動
機
づ
け
の
問
題
を
考
え
る
際
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
々
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒

本
節
で
は
︑
政
治
哲
学
者
に
よ
る
動
機
づ
け
の
議
論
は
︑
誰
の
動
機
づ
け
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
考
察
す
る
︒

第
一
項

英
雄
に
よ
る
英
雄
の
た
め
の
政
治
哲
学
か
ら
の
脱
却

動
機
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
べ
き
な
の
は
誰
か
を
検
討
す
る
ま
え
に
︑
誰
を
念﹅

頭﹅

に﹅

置﹅

か﹅

な﹅

く﹅

て﹅

も﹅

よ﹅

い﹅

の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
︒
私
が
こ
こ
で
と
く
に
念
頭
に
置
か
な
く
て
も
よ
い
と
考
え
る
の
は
︑
ご
く
少
数
の
英
雄
的
な
人
々

で
あ
る
︒

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
が
︑
そ
の
理
由
を
明
確
に
し
て
く
れ
て
い
る
︒
ミ
ラ
ー
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
ひ
た
す
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ら
原
則
に
配
慮
し
て
生
活
を
律
す
る
こ
と
が
実
際
に
可
能
な
の
は
︑
お
そ
ら
く
ご
く
少
数
の
英
雄
的
個
人
だ
け
で
あ
っ
て
︑
そ
う
で
な
け
れ

ば
︑
理
性
的
確
信
が
そ
こ
ま
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
(36
)

る
﹂︒
つ
ま
り
︑
一
部
の
英
雄
的
な
人
々
は
︑

原
則
や
理
性
的
確
信
に
よ
っ
て
十
分
に
動
機
づ
け
ら
れ
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
彼
ら
を
わ
ざ
わ
ざ
動
機
づ
け
の
議

論
の
主
た
る
対
象
と
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒

同
様
の
指
摘
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
親
和
的
な
政
治
哲
学
者
で
あ
る
パ
テ
ィ
・
タ
マ
ラ
・
レ
ナ
ー
ド
に
よ
っ
て
も
な
さ

れ
て
い
る
︒
レ
ナ
ー
ド
は
︑
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
︒

高
い
教
育
を
受
け
た
一
部
の
エ
リ
ー
ト
は
︵
調
査
研
究
が
と
き
お
り
示
す
よ
う
に
︶︑
自
分
た
ち
は
国
境
を
越
え
た
義
務
︵
と
て
も
厳
し
い

義
務
︶
を
負
っ
て
い
る
の
だ
と
信
じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
実
際
問
題
と
し
て
︑
私
た
ち
の
う
ち
の
大
多
数
は
日
常

生
活
に
お
い
て
︑
友
人
や
家
族
︑
隣
人
︑
同
国
人
な
ど
の
ニ
ー
ズ
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
(37
)
る
︒

こ
こ
で
の
エ
リ
ー
ト
と
い
う
表
現
は
ミ
ラ
ー
の
い
う
英
雄
的
個
人
と
い
う
表
現
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
だ
と
思
わ
れ
る
が
︑
レ
ナ
ー
ド
も
︑
そ
う

し
た
人
々
は
み
ず
か
ら
に
厳
し
い
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
︑
わ
ざ
わ
ざ
彼
ら
を
動
機
づ
け
の
理
論
の

対
象
と
し
な
く
て
も
よ
い
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ミ
ラ
ー
や
レ
ナ
ー
ド
の
議
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
︑
英
雄
的
な
人
々
は
︑
義
務
の
よ
う
な
抽
象
的
原
理
に
よ
っ
て
十
分
に
動
機
づ
け
ら

れ
得
る
︒
こ
う
し
た
人
間
像
は
︑
前
述
の
ケ
イ
ニ
ー
や
ポ
ッ
ゲ
と
い
っ
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
が
想
定
し
て
い
る
人
間
像
と
通
底
す
る
も
の
で

あ
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
人
間
は
ご
く
少
数
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
や
は
り
彼
ら
を

動
機
づ
け
の
理
論
の
主
た
る
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
現
実
世
界
の
大
多
数
は
非
英
雄
的
な
人
々
で
あ
り
︑
健
全

な
民
主
主
義
国
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
大
多
数
の
人
々
の
方
が
選
挙
権
を
通
じ
て
政
治
的
意
思
決
定
に
お
い
て
力
を
も
ち
得
る
か
ら
で
あ
る
︒
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な
ぜ
非
民
主
主
義
国
も
多
い
な
か
で
︑
わ
ざ
わ
ざ
民
主
主
義
国
の
例
を
だ
す
の
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
は
︑
実
際
に
グ
ロ
ー

バ
ル
な
正
義
の
実
現
の
た
め
に
大
き
な
負
担
を
強
い
ら
れ
る
の
は
民
主
主
義
国
が
多
い
か
ら
で
あ
(38
)

る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
動
機
づ
け
の
問
題
は
︑

民
主
主
義
国
︑
そ
し
て
︑
そ
の
な
か
の
大
多
数
の
人
々
を
想
定
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
(39
)

る
︒

﹁
英
雄
的
な
﹂
と
い
う
形
容
詞
に
関
連
し
て
加
え
て
述
べ
て
お
き
た
い
の
だ
が
︑
私
が
こ
こ
で
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
は
﹁
英
雄
的
な
﹂

政
治
哲
学
者
で
は
な
い
︒
英
雄
的
な
哲
学
者
と
い
う
表
現
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論
者
の
一
人
と
し
て
数
え
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
も
の
で
あ
(40
)
る
︒
こ
の
種
の
哲
学
者
は
︑
次
の
よ
う
な
者
で
あ
(41
)
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
何
ら
か
の
特
定
の
共
同
体

で
幅
を
き
か
せ
て
い
る
政
治
的
見
解
﹂﹁
の
す
べ
て
を
括
弧
に
い
れ
︑
理
性
的
推
論
の
み
を
用
い
て
︑
真
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
に
妥
当

す
る
政
治
の
諸
原
則
を
確
立
し
よ
う
と
す
(42
)
る
﹂
よ
う
な
哲
学
者
で
あ
る
︒

英
雄
的
な
哲
学
者
が
導
き
だ
す
諸
原
則
は
︑
多
く
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
︒﹁
哲
学
者
は
自
分
の
発
見
し
た

諸
原
則
を
手
に
政
治
共
同
体
に
戻
っ
て
く
る
の
だ
が
︑
︱
︱
そ
れ
ら
の
原
則
が
政
治
に
関
す
る
そ
の
ほ
か
の
伝
統
や
思
考
様
式
に
結
び
つ
い

た
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
︱
︱
市
民
は
そ
の
諸
原
則
を
受
け
入
れ
た
が
ら
な
(43
)
い
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒

政
治
哲
学
者
の
パ
ト
リ
ッ
ク
・
Ｊ
・
デ
ニ
ー
ン
に
よ
る
﹃
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
な
ぜ
失
敗
し
た
の
か
﹄︵
W
hy
L
iberalism
Failed
︶
は
︑
英

雄
的
な
学
者
が
構
築
し
︑
一
部
の
英
雄
的
な
市
民
し
か
享
受
で
き
な
い
よ
う
な
政
治
哲
学
の
問
題
点
を
象
徴
的
に
描
い
て
い
(44
)
る
︒
デ
ニ
ー
ン

に
よ
れ
ば
︑﹁
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
失
敗
し
た
︒
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
忠
実
だ
っ
た
か
ら

で
あ
る
︒
成
功
し
た
た
め
に
失
敗
し
(45
)
た
﹂︒
こ
れ
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
デ
ニ
ー
ン
に
よ
る
と
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
︑
特
定
の
文
化

や
伝
統
の
影
響
を
受
け
て
お
ら
ず
︑
み
ず
か
ら
の
︵
物
質
的
・
経
済
的
︶
欲
求
を
合
理
的
に
追
求
す
る
自
由
な
個
人
と
い
う
誤
っ
た
人
間
観

を
理
論
的
前
提
と
し
て
い
る
︒
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
︑
そ
の
誤
っ
た
前
提
に
基
づ
い
て
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
自
由
市
場
の
拡
大
を
う
な
が
し
︑
そ

の
過
程
で
の
合
理
化
や
画
一
化
の
障
壁
と
な
る
よ
う
な
場
所
︑
文
化
︑
伝
統
︑
慣
習
︑
人
間
関
係
と
い
っ
た
制
約
か
ら
人
々
を
解
放
し
て
し

ま
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
の
文
化
や
伝
統
は
︑
た
ん
な
る
制
約
で
は
な
く
︑
人
々
を
結
び
つ
け
る
絆
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
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グ
ロ
ー
バ
ル
な
市
場
が
拡
大
し
て
い
く
一
方
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
失
っ
た
人
々
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
︑
そ
の
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た
個
人

を
ま
と
め
る
た
め
に
︑
国
家
権
力
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
行
き
す
ぎ
た
個
人
主
義
に
よ
っ
て
人
々

が
断
片
化
さ
れ
た
こ
と
で
︑
国
家
権
力
が
強
化
さ
れ
︑
結
果
的
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
理
念
は
失
敗
に
お
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
で
あ
(46
)

る
︒

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
国
民
の
分
断
と
い
う
問
題
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
︑
デ
ニ
ー
ン
だ
け
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
グ
ッ
ド
ハ
ー
ト
︵
D
avid
G
oodhart︶
は
こ
の
分
断
を
︑
ど
こ
で
も
生
活
で
き
る
﹁
エ
ニ
ウ
ェ
ア
族
﹂
と
ど
こ
か

特
定
の
土
地
に
住
む
﹁
サ
ム
ウ
ェ
ア
族
﹂
と
の
あ
い
だ
の
分
断
と
と
ら
え
て
お
り
︑
政
治
学
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
リ
ン
ド
︵
M
ichaelLind
︶
は
︑

管
理
者
︵
経
営
者
︶
エ
リ
ー
ト
か
ら
な
る
﹁
上
流
階
級
﹂
と
﹁
労
働
者
階
級
﹂
と
の
分
断
だ
と
見
な
し
て
い
(47
)

る
︒
こ
う
し
た
分
断
も
︑
や
は

り
社
会
設
計
の
際
に
前
提
と
す
べ
き
人
間
観
の
誤
り
に
端
を
発
し
て
い
る
︒
本
来
で
あ
れ
ば
︑
多
数
の
サ
ム
ウ
ェ
ア
族
や
労
働
者
階
級
を
前

提
と
す
べ
き
と
こ
ろ
を
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
現
在
の
世
界
で
は
少
数
の
エ
ニ
ウ
ェ
ア
族
や
上
流
階
級
が
前
提
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

デ
ニ
ー
ン
ら
の
議
論
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
︑
誤
っ
た
人
間
観
に
基
づ
き
理
論
や
制
度
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
と
︑
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
大
多
数
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
人
々
か
を
考
え
︑
そ
の
人
々
が
無
理
な
く
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
な
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
(48
)
る
︒

第
二
項

一
般
的
な
人
々
を
想
定
し
た
理
論
の
構
築
の
必
要
性

こ
れ
ま
で
︑
動
機
づ
け
の
理
論
は
ご
く
少
数
の
英
雄
的
な
人
々
を
主
た
る
対
象
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
︒

で
は
︑
そ
の
理
論
は
︑
ど
の
よ
う
な
主
体
を
主
た
る
対
象
と
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
︒
前
項
ま
で
に
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
︑
現
実
世
界
の
大
多
数
を
占
め
る
非
英
雄
的
な
人
々
︑
す
な
わ
ち
一
般
的
な
人
々
で
あ
(49
)
る
︒

動
機
づ
け
の
問
題
を
考
え
る
際
に
主
と
し
て
念
頭
に
置
く
べ
き
な
の
が
一
般
的
な
人
々
だ
と
す
れ
ば
︑
次
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
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は
︑
そ
の
一
般
的
な
人
々
と
は
ど
の
よ
う
な
人
々
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
想
定
し
た
い
一
般
的
な
人
間
像
と
は
︑
第
一
に
︑
欲
求

に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
人
々
で
あ
り
︑
第
二
に
︑
特
定
の
場
所
︑
文
化
︑
伝
統
︑
慣
習
︑
人
間
関
係
の
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
︑
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
を
構
成
す
る
人
々
で
あ
る
︒
こ
の
二
点
は
︑
動
機
づ
け
の
理
論
を
構
築
す
る
と
き
︑
と
り
わ
け
考
慮

す
べ
き
点
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
一
般
的
な
人
々
と
は
︑
欲
求
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
人
々
で
あ
る
︒
こ
れ
は
前
節
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
た
人
間
像
で
あ
り
︑

ふ
つ
う
の
人
々
は
原
理
や
信
念
だ
け
で
な
く
欲
求
に
よ
っ
て
強
く
動
機
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ミ
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ

う
に
︑

人
類
の
大
部
分
に
と
っ
て
︑
倫
理
的
生
活
と
は
一
つ
の
社
会
的
枠
組
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
そ
の
枠
組
み
の
諸
原
則
は
︑
身
内
や
同
僚
な

ど
に
対
す
る
自
然
な
感
情
を
斟
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
ま
た
人
々
を
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
に
し
た
が
わ
せ
る
だ
け
の
複
雑
に
絡
み
あ
っ
た

動
機
︱
︱
純
粋
に
理
性
的
な
確
信
だ
け
で
な
く
︑
愛
情
︑
自
尊
心
︑
羞
恥
と
い
っ
た
動
機
︱
︱
に
基
づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
(50
)
る
︒

こ
こ
で
の
﹁
複
雑
に
絡
み
あ
っ
た
動
機
﹂
が
具
体
的
に
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
検
討
し
な
い
が
︑
そ
れ
は

お
そ
ら
く
ヤ
ッ
ク
の
い
う
自
己
利
益
や
社
会
的
友
情
に
近
い
も
の
と
な
る
と
思
わ
れ
る
︒
な
お
︑
私
は
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
に
関
し
て
は
︑

そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
は
﹁
自
己
利
益
を
追
求
し
た
い
﹂
と
い
う
欲
求
が
中
心
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

第
二
に
︑
一
般
的
な
人
々
と
は
︑
特
定
の
場
所
や
文
化
︑
伝
統
︑
慣
習
︑
人
間
関
係
の
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
︑
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
を
構
成
す
る
よ
う
な
人
々
で
も
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
前
項
の
議
論
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
人
間
像
で
あ
る
︒
デ
ニ
ー
ン
の
議

論
に
鑑
み
れ
ば
︑﹁
現
実
の
人
間
は
︑
特
定
の
﹃
時
間
と
場
所
﹄︑
つ
ま
り
特
定
の
文
化
や
伝
統
に
あ
る
程
度
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
︑
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そ
れ
に
生
か
さ
れ
て
い
る
存
(51
)

在
﹂
で
あ
る
︒
一
般
的
な
人
々
の
こ
の
特
徴
に
つ
け
加
え
れ
ば
︑
そ
う
し
た
人
々
は
︑
レ
ナ
ー
ド
が
い
う
﹁
感

情
の
範
囲
﹂︵
em
otionalrange︶
の
問
題
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
(52
)

る
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
ふ
つ
う
の
人
々
は
︑
遠
く
離
れ
た
他

者
︵
た
と
え
ば
外
国
人
︶
よ
り
も
近
し
い
他
者
︵
た
と
え
ば
同
国
人
︶
に
対
し
て
強
い
共
感
の
念
を
抱
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
動
機
づ
け

の
理
論
の
構
築
の
際
に
は
︑
こ
の
点
も
当
然
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
︑一
般
的
な
人
々
が
特
定
の
文
化
や
伝
統
な
ど
の
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
︑そ
れ
ら
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
構
成
要
素
の
一
部
と
す
る
人
々
で
あ
る
と
し
て
も
︑
文
化
横
断
的
に
妥
当
す
る
動
機
づ
け
の
理
論
は
構
築
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
私
が
こ
こ
で
実
現
に
向
け
て
動
機
づ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
は
︑
社
会
正
義
の
よ
う
な
厚
い
道
徳
で
は
な

く
︑
基
本
的
人
権
の
保
障
の
よ
う
な
最
低
限
の
薄
い
道
徳
だ
か
ら
で
あ
(53
)
る
︒
も
し
実
現
し
た
い
の
が
厚
い
道
徳
で
あ
れ
ば
︑
動
機
づ
け
の
方

法
は
文
化
ご
と
に
異
な
る
が
︑
薄
い
道
徳
で
あ
れ
ば
︑
そ
う
し
た
文
化
差
は
あ
ま
り
生
じ
な
い
と
思
わ
れ
(54
)
る
︒

こ
の
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
︑﹁
分
配
的
正
義
の
よ
う
な
厚
い
道
徳

を
実
現
す
る
動
機
は
︑
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
求
め
︑
薄
い
道
徳
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
実
現
す
る
た
め
の
動
機
︑

お
よ
び
他
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
決
を
尊
重
し
必
要
で
あ
れ
ば
援
助
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
︑
真
正
面
か
ら
取
り
組
む
べ
(55
)
き
﹂
だ
と
い
え

る
︒
な
お
︑
上
述
し
た
よ
う
に
︑
私
は
文
化
横
断
的
に
妥
当
す
る
動
機
づ
け
の
理
論
を
構
築
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
の
は
自
己
利
益
と
い
う

概
念
だ
と
考
え
て
お
り
︑
今
後
は
こ
の
自
己
利
益
に
基
づ
く
動
機
づ
け
の
理
論
を
構
築
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
別
稿
に

ゆ
ず
り
た
い
︒

第
五
節

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
政
治
哲
学
と
い
う
分
野
に
お
い
て
な
ぜ
動
機
づ
け
の
問
題
が
重
要
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
︑
そ
の
動
機
づ
け
の
問
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題
を
検
討
す
る
際
に
は
主
と
し
て
誰
を
対
象
と
す
べ
き
な
の
か
を
考
察
し
て
き
た
︒

ま
ず
︑
政
治
哲
学
で
動
機
づ
け
の
問
題
が
な
ぜ
重
要
な
の
か
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な
議
論
を
お
こ
な
っ
た
︒
人
々
を
動
機
づ
け
る

に
は
欲
求
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
い
は
︑
メ
タ
倫
理
学
の
分
野
で
活
発
に
議
論
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
論
争
の
な
か
に
は
︑
欲
求
は
必
要
な

い
と
す
る
立
場
︵
反
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
︶
も
あ
る
が
︑
欲
求
は
不
可
欠
だ
と
考
え
る
立
場
︵
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
︶
も
存
在
し
︑
一
定
の
支
持
を
得

て
い
る
︒
ま
た
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
も
後
者
の
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
系
譜
を
汲
ん
で
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
︑
政
治
哲
学

者
は
動
機
づ
け
の
問
題
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
︒

そ
れ
で
も
な
お
︑
政
治
哲
学
者
の
す
べ
き
こ
と
は
規
範
の
探
究
で
あ
っ
て
︑
動
機
づ
け
の
理
論
の
構
築
で
は
な
い
の
で
あ
り
︑
政
治
哲
学

者
は
た
と
え
ば
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
念
や
原
理
の
妥
当
性
な
ど
に
つ
い
て
の
み
議
論
を
お
こ
な
う
べ
き
で
は
な
い
か
︑
と
い
う

疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
は
︑
ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー
に
よ
る
政
治
哲
学
の
類
型
化
に
よ
っ
て
応
答
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
ハ
ゾ
ニ
ー
は
︑
政
治
哲
学
を
︑
政
府
の
哲
学
と
政
治
秩
序
の
哲
学
と
に
区
分
し
た
が
︑
私
見
で
は
︑
動
機
づ
け
の

問
題
は
政
治
秩
序
の
哲
学
に
該
当
す
る
︒
ハ
ゾ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
政
治
秩
序
の
哲
学
は
政
府
の
哲
学
よ
り
も
根
本
的
な
探
究
だ
と
さ
れ

て
お
り
︑
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
動
機
づ
け
の
問
題
は
政
治
哲
学
の
根
本
的
な
問
題
の
一
つ
で
あ
る
︒

次
に
︑
動
機
づ
け
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
主
と
し
て
誰
を
念
頭
に
置
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
は
︑
以
下
の
よ
う
な
議

論
を
展
開
し
た
︒
ど
の
よ
う
な
人
々
を
念
頭
に
置
く
べ
き
か
を
検
討
す
る
た
め
に
は
︑
ま
ず
ど
の
よ
う
な
人
々
を
主
と
し
て
念
頭
に
置
か
な

く
て
も
よ
い
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
︑
私
は
そ
の
よ
う
な
人
々
と
は
︑
ご
く
少
数
の
英
雄
的
な
人
々
だ
と
述
べ
た
︒

彼
ら
は
︑
す
で
に
世
界
の
貧
困
層
に
対
す
る
厳
し
い
義
務
の
存
在
を
自
覚
し
て
い
る
可
能
性
が
高
く
︑
ま
た
現
実
世
界
で
は
ご
く
少
数
の
存

在
で
あ
る
た
め
︑
わ
ざ
わ
ざ
動
機
づ
け
の
理
論
の
主
た
る
対
象
と
し
な
く
て
よ
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
何
ら
か
の
特
定
の
共
同
体
で
幅
を
き

か
せ
て
い
る
政
治
的
見
解
﹂﹁
の
す
べ
て
を
括
弧
に
い
れ
︑
理
性
的
推
論
の
み
を
用
い
て
︑
真
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
に
妥
当
す
る
政
治

の
諸
原
則
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
﹂
よ
う
な
英
雄
的
な
政
治
哲
学
の
問
題
も
指
摘
し
た
︒
パ
ト
リ
ッ
ク
・
Ｊ
・
デ
ニ
ー
ン
の
議
論
に
し
た
が
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え
ば
︑
人
々
を
特
定
の
場
所
︑
文
化
︑
伝
統
︑
慣
習
︑
人
間
関
係
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
た
行
き
す
ぎ
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
︑
英
雄
に
よ
る

英
雄
の
た
め
の
政
治
哲
学
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
な
議
論
を
ふ
ま
え
て
︑
私
は
︑
動
機
づ
け
の
理
論
を
構
築
す
る
と
き
に
対
象
と
す
べ
き
な
の
は
︑
大
多
数
の
一
般
的
な
人
々

で
あ
る
と
論
じ
た
︒
ま
た
︑
そ
の
一
般
的
な
人
々
と
は
︑
第
一
に
︑
欲
求
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
人
々
で
あ
り
︑
第
二
に
︑
特
定
の
場

所
︑
文
化
︑
伝
統
︑
慣
習
︑
人
間
関
係
の
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
︑
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
を
構
成
す
る
人
々
で
あ
る

と
も
論
じ
た
︒

本
稿
の
意
義
は
︑
主
と
し
て
以
下
の
三
点
で
あ
る
︒
第
一
に
︑
ハ
ゾ
ニ
ー
に
よ
る
政
治
哲
学
の
類
型
化
を
動
機
づ
け
の
問
題
の
視
点
か
ら

考
察
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
ハ
ゾ
ニ
ー
の
類
型
化
の
う
ち
︑
私
が
と
り
わ
け
着
目
し
た
の
は
︑
政
治
秩
序
の
哲
学
で
あ
る
︒
政
治
秩
序
の
哲
学

と
は
︑﹁
政
治
秩
序
の
原
因
を
理
解
し
︑
そ
の
理
解
に
基
づ
い
て
︑
私
た
ち
が
利
用
で
き
る
政
治
秩
序
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
を
見
つ
け
だ
し
︑

そ
の
な
か
で
ど
れ
が
最
適
か
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
﹂
で
あ
る
が
︑
私
は
そ
の
種
の
哲
学
に
は
動
機
づ
け
の
問
題
が
含
ま
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
述
べ
た
の
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
人
間
観
の
誤
り
に
よ
る
国
民
の
分
断
と
い
う
現
代
的
課
題
に
つ
い
て
も
動
機
づ
け
の
観

点
か
ら
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
︒
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
や
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
引
き
起
こ
し
た
国
民
の
分
断
の
背
景
に
は
︑
そ
こ
で
理
論
的
前
提
と

さ
れ
て
い
る
人
間
観
の
誤
り
が
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
思
想
は
︑エ
リ
ー
ト
や
英
雄
的
個
人
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
誤
り
は
︑

本
稿
の
よ
う
に
動
機
づ
け
の
問
題
を
真
剣
に
受
け
止
め
た
際
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実
現
す
る
た
め

に
は
︑
動
機
づ
け
の
理
論
の
主
た
る
対
象
を
︑
そ
う
し
た
エ
リ
ー
ト
や
英
雄
的
な
人
々
で
は
な
く
︑
大
多
数
の
一
般
的
な
人
々
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

第
三
に
︑
こ
れ
ま
で
十
分
に
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
動
機
づ
け
の
問
題
が
政
治
哲
学
に
お
い
て
な
ぜ
重
要
な
の
か
︑
そ
し
て
︑
そ
の

動
機
づ
け
は
主
と
し
て
誰
を
対
象
と
す
べ
き
な
の
か
を
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
参
照
し
つ
つ
あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
整
理
し
た

― 161 ―



こ
と
で
あ
る
︒
既
述
の
よ
う
に
︑
と
く
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
に
関
し
て
は
︑
動
機
づ
け
の
問
題
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
︒

そ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
︑
国
内
的
な
社
会
正
義
論
に
つ
い
て
は
十
分
に
動
機
の
問
題
を
考
慮
し
て
い
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

論
を
出
発
点
と
し
て
あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
整
理
し
た
こ
と
は
︑
大
い
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
本
稿
の
読
者
に
よ
っ
て
︑
動
機
づ
け
の

問
題
に
関
す
る
活
発
な
議
論
が
展
開
さ
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
︒

本
稿
の
結
論
は
︑﹁
動
機
づ
け
の
問
題
を
考
え
る
際
に
主
と
し
て
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑欲
求
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
︑

特
定
の
文
化
や
伝
統
な
ど
の
な
か
に
生
ま
れ
落
ち
︑そ
れ
ら
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
成
要
素
の
一
部
と
す
る
よ
う
な
一
般
的
な
人
々
だ
﹂

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
人
々
を
主
た
る
対
象
と
し
つ
つ
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
実
現
の
基
盤
と
な
り
得
る
文
化
横
断
的
に
妥
当

す
る
よ
う
な
動
機
づ
け
の
理
論
の
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
次
の
課
題
は
︑
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
人
々
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
強
力
に

動
機
づ
け
ら
れ
得
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

︻
付
記
︼

※
外
国
語
文
献
で
邦
訳
書
を
参
照
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
︑
訳
語
や
文
体
の
統
一
な
ど
の
た
め
に
訳
文
を
変
更
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
︒

※
本
稿
は
︑
二
〇
二
二
年
七
月
一
六
日
の
九
州
大
学
政
治
研
究
会
二
〇
二
二
年
度
七
月
例
会
で
報
告
し
た
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に

関
す
る
序
論
的
考
察
︱
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
出
発
点
と
し
て
︱
﹂
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
︒
当
日
ご
参
加
い
た
だ
い
た
方
々
に

は
︑
感
謝
の
意
を
申
し
あ
げ
た
い
︒

※
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
は
︑
と
り
わ
け
施
光
恒
教
授
︵
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
研
究
院
︶
の
ご
指
導
を
賜
っ
た
︒
記
し
て
感
謝
し
た
い
︒

注︵
１
︶﹃
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
に
関
す
る
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
・
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄︵
T
he
O
xford
H
andbook
ofG
lobalJustice︶
で
動
機
づ
け
の
問
題
が
一
つ

の
章
で
扱
わ
れ
る
な
ど
︑
近
年
動
機
づ
け
の
問
題
は
少
し
ず
つ
注
目
を
集
め
て
き
て
は
い
る
︒
See
G
ould,C
.C
.,“M
otivating
Solidarity
w
ith

D
istant
O
thers:E
m
pathic
Politics,R
esponsibility,and
the
Problem
of
G
lobalJustice,”
in
B
rooks,T
.(ed.),T
he
O
xford
H
andbook
of
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G
lobalJustice,O
xford:O
xford
U
niversity
Press,2020.
日
本
国
内
に
お
い
て
も
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
テ
ー
マ
と
す
る
論
文
集
で
︑
動
機
づ
け

の
問
題
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
コ
メ
ン
ト
が
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
施
光
恒
﹁
関
係
主
義
／
非
関
係
主
義
概
念
に
よ
る
整
序
﹂︑
宇
佐
美
誠
編
﹃
グ
ロ
ー
バ
ル

な
正
義
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
一
〇
三
︱
一
〇
四
頁
を
参
照
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
い
て
︑
こ
の
よ
う
に
動
機
づ
け
の
問
題
な
ど
を
重
視

す
る
立
場
は
﹁
第
三
波
﹂
と
呼
ば
れ
る
︒
See
W
ollner,G
.,“T
he
T
hird
W
ave
ofT
heorizing
G
lobalJustice:A
R
eview
E
ssay,”G
lobalJustice:

T
heory
P
ractice
R
hetoric,V
ol.6,2013,pp.28-29.
し
か
し
な
が
ら
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
い
て
は
動
機
づ
け
の
問
題
に
あ
ま
り
関
心
を
払
わ

な
い
論
者
が
い
ま
だ
に
趨
勢
を
占
め
て
お
り
︑
あ
ら
た
め
て
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
理
論
家
の
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
動
機
づ
け
の
問
題
の

重
要
性
を
丁
寧
に
説
明
す
る
こ
と
は
有
意
義
だ
と
思
わ
れ
る
︒

︵
２
︶
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
は
こ
う
し
た
ズ
レ
を
︑﹁
正
義
を
め
ぐ
る
ズ
レ
﹂︵
justice
gap
︶
と
呼
ん
で
い
る
︒
See
e.g.M
iller,D
.,N
ational

R
esponsibility
and
G
lobalJustice,O
xford:O
xford
U
niversity
Press,2007,C
h.10︹
富
沢
克
・
伊
藤
恭
彦
・
長
谷
川
一
年
・
施
光
恒
・
竹
島
博
之

訳
﹃
国
際
正
義
と
は
何
か
︱
︱
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
責
任
﹄︵
風
行
社
︑
二
〇
一
一
年
︶︑
第
一
〇
章
︺;M
iller,D
.,“SocialJustice

versus
G
lobalJustice?”
in
his
Justice
for
E
arthlings:E
ssays
in
P
oliticalP
hilosophy,C
am
bridge:C
am
bridge
U
niversity
Press,2013.

政
治
哲
学
者
の
パ
テ
ィ
・
タ
マ
ラ
・
レ
ナ
ー
ド
は
︑
同
じ
よ
う
な
ズ
レ
を
︑﹁
動
機
づ
け
を
め
ぐ
る
ズ
レ
﹂︵
m
otivationalgap
︶
と
呼
ん
で
い
る
︒
See
e.

g.Lenard,P.T
.,“SpecialR
elationships,M
otivation
and
the
Pursuit
ofG
lobalE
galitarianism
,”
L
es
ateliers
de
l’éthique,V
ol.8,N
o.2,

2013,p.75.

︵
３
︶
藤
原
拓
広
﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
の
問
題
点
︱
︱
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
の
﹁
正
義
を
め
ぐ
る
ズ
レ
﹂
論

の
批
判
的
検
討
﹂︵
第
二
四
回
政
治
と
理
論
研
究
会
口
頭
発
表
原
稿
︑
二
〇
二
一
年
︑
未
刊
行
︶︑
一
〇
頁
を
参
照
︒

︵
４
︶
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
は
︑
日
本
で
も
近
年
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
一
連
の
詳
細
な
議
論
に
つ
い
て
は
︑

た
と
え
ば
押
村
高
﹃
国
際
政
治
思
想

生
存
・
秩
序
・
正
義
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
)
;
井
上
達
夫
﹃
世
界
正
義
論
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︶

を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
５
︶
See
T
an,K
.C
.,W
hatIs
T
his
T
hing
C
alled
G
lobalJustice?
London:R
outledge,2017.

︵
６
︶
伊
藤
恭
彦
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
︱
︱
公
正
な
地
球
社
会
を
め
ざ
す
規
範
﹂︑
川
崎
修
編
﹃
岩
波
講
座

政
治
哲
学
６

政
治
哲
学
と
現
代
﹄

︵
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
四
年
︶︑
二
二
四
︱
二
二
五
頁
を
参
照
︒

︵
７
︶
こ
う
し
た
説
明
と
し
て
は
︑
同
右
︑
二
二
三
︱
二
三
五
頁
を
参
照
の
こ
と
︒

︵
８
︶
単
一
の
分
配
的
正
義
の
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
︑
一
つ
の
構
想
は
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
に
し
か
適

用
で
き
な
い
も
の
な
の
か
︑
と
い
う
論
争
は
︑
も
っ
と
も
著
名
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
一
人
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ベ
イ
ツ
︵
C
harles
R
.B
eitz︶
の
議
論
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に
端
を
発
し
て
い
る
︒
ベ
イ
ツ
は
﹃
国
際
秩
序
と
正
義
﹄︵
P
oliticalT
heory
and
InternationalR
elations︶
に
お
い
て
︑﹁
格
差
原
理
﹂
の
よ
う
な
ジ
ョ

ン
・
ロ
ー
ル
ズ
︵
John
R
aw
ls︶
的
な
分
配
的
正
義
の
原
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
適
用
す
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
︒
See
B
eitz,C
.R
.,P
oliticalT
heory
and

InternationalR
elations,Princeton:Princeton
U
niversity
Press,1979︹
進
藤
榮
一
訳
﹃
国
際
秩
序
と
正
義
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
九
年
︶〕.
彼

は
︑
格
差
原
理
と
い
う
単
一
の
原
理
に
基
づ
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
等
を
実
現
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て

は
︑
た
と
え
ば
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
代
表
的
理
論
家
た
る
ミ
ラ
ー
ら
に
よ
っ
て
︑
多
く
の
異
論
が
呈
さ
れ
て
い
る
︒
See
e.g.M
iller,D
.,

O
n
N
ationality,O
xford:C
larendon
Press,1995,pp.107-108︹
富
沢
克
・
長
谷
川
一
年
・
施
光
恒
・
竹
島
博
之
訳
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
﹄

︵
風
行
社
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
一
八
二
︱
一
八
三
頁
〕.

な
お
︑
こ
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
対
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
論
争
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
藤
原
拓
広
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
秩
序
構

想
と
動
機
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
コ
ッ
ク
・
チ
ョ
ル
・
タ
ン
の
議
論
の
批
判
的
検
討
を
手
が
か
り
に
︱
︱
﹂﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄︑
第
一
二
九
号
︑
二
〇

二
一
年
︑
一
〇
一
︱
一
〇
五
頁
で
す
で
に
く
わ
し
く
概
観
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
本
稿
で
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
は
と
く
に
扱
わ
ず
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
み
を
説
明
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

︵
９
︶
こ
の
立
場
を
と
る
論
者
の
社
会
正
義
論
と
し
て
は
︑
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
の
こ
と
︒
T
am
ir,Y
.,L
iberalN
ationalism
,Paperback
E
dition
w
ith

a
new
preface,Princeton:Princeton
U
niversity
Press,1993,pp.117-121︹
押
村
高
・
高
橋
愛
子
・
森
分
大
輔
・
森
達
也
訳
﹃
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
は
﹄︵
夏
目
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
二
五
九
︱
二
六
五
頁
︺;M
iller,O
n
N
ationality,C
h.4︹
邦
訳
：
第
四
章
︺;C
anovan,M
.,N
ationhood

and
P
oliticalT
heory,C
heltenham
:E
dw
ard
E
lgar,1996,C
h.4;M
iller,D
.,P
rinciples
ofSocialJustice,C
am
bridge:H
arvard
U
niversity

Press,1999;K
ym
licka,W
.and
Straehle,C
.,“C
osm
opolitanism
,N
ation-States,and
M
inority
N
ationalism
,”in
K
ym
licka,W
.,P
olitics
in

the
V
ernacular:N
ationalism
,M
ulticulturalism
,and
C
itizenship,O
xford:O
xford
U
niversity
Press,2001,pp.225-226︹﹁
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ニ
ズ
ム
︑
国
民
国
家
︑
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂︑
岡
﨑
晴
輝
・
施
光
恒
・
竹
島
博
之
監
訳
﹃
土
着
語
の
政
治

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
多
文
化
主

義
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
﹄︵
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
三
一
六
︱
三
一
八
頁
︺;M
oore,M
.,“N
orm
ative
Justifications
for
Liberal

N
ationalism
:Justice,D
em
ocracy,and
N
ationalIdentity,”N
ations
and
N
ationalism
,V
ol.7,N
o.1,2001,pp.3-6;
施
光
恒
﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
意
義
と
展
望
︱
︱
多
様
な
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
花
開
く
世
界
を
目
指
し
て
﹂︑
萩
原
能
久
編
﹃
ポ
ス
ト
・
ウ
ォ
ー
・
シ
テ
ィ

ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
力
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑
一
五
四
︱
一
五
五
頁

;
白
川
俊
介
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力

多
文
化
共
生
世
界
の

構
想
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
第
四
章
︒

︵
10
︶
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
主
張
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
重
要
性
お
よ
び
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
も
つ
動
機
づ
け
力
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
藤
原

﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
の
問
題
点
﹂︑
三
︱
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
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︵
11
︶
See
K
ym
licka,W
.,C
ontem
porary
P
oliticalP
hilosophy:A
n
Introduction,Second
E
dition,N
ew
Y
ork:O
xford
U
niversity
Press,2002,

pp.269-270︹
千
葉
眞
・
岡
﨑
晴
輝
訳
者
代
表
﹃
新
版

現
代
政
治
理
論
﹄︵
日
本
経
済
評
論
社
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑
三
九
二
︱
三
九
三
頁
〕.

︵
12
︶
K
ym
licka
and
Straehle,“C
osm
opolitanism
,N
ation-States,and
M
inority
N
ationalism
,”
p.225︹
邦
訳
：
三
一
七
頁
〕.

︵
13
︶
M
iller,O
n
N
ationality,p.93︹
邦
訳
：
一
六
三
頁
〕.

︵
14
︶
レ
ナ
ー
ド
と
ミ
ラ
ー
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
信
頼
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
文
献
と
し
て
︑
Lenard,P.T
.and
M
iller,D
.,

“T
rust
and
N
ational
Identity,”
in
U
slaner,E
.M
.(ed.),T
he
O
xford
H
andbook
of
Social
and
P
olitical
T
rust,N
ew
Y
ork:O
xford

U
niversity
Press,2018
を
参
照
の
こ
と
︒

な
お
︑
レ
ナ
ー
ド
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
公
共
文
化
﹂︵
public
culture︶
と
信
頼
と
の
関
係
も
詳
細
に
分
析
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
彼
女
の
議
論
と
し
て
は
︑

た
と
え
ば
Lenard,P.T
.,T
rust,D
em
ocracy,and
M
ulticulturalC
hallenges,U
niversity
Park:T
he
Pennsylvania
State
U
niversity
Press,

2012,C
h.4
を
参
照
︒
ま
た
︑
本
稿
で
は
レ
ナ
ー
ド
の
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
何
度
か
援
用
し
て
い
る
が
︑
彼
女
の
議
論
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
︑
藤
原
拓

広
﹁
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
関
す
る
政
治
哲
学
的
一
考
察
︱
︱
パ
テ
ィ
・
タ
マ
ラ
・
レ
ナ
ー
ド
の
議
論
を
手
が
か
り
に
︱
︱
﹂﹃
総
合
文
化
学
論
輯
﹄︑
第

一
三
号
︑
二
〇
二
〇
年
︑
二
六
︱
三
四
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
15
︶
See
e.g.M
iller,D
.,“Justice
and
G
lobalInequality,”in
H
urrellA
.and
W
oods,N
.(eds.),Inequality,G
lobalization,and
W
orld
P
olitics,

O
xford:O
xford
U
niversity
Press,1999,pp.198-209;M
iller,D
.,C
itizenship
and
N
ationalIdentity,C
am
bridge:Polity
Press,2000,pp.

174-178;M
iller,N
ationalR
esponsibility
and
G
lobalJustice,C
h.7︹
邦
訳
：
第
七
章
〕.

な
お
︑
ミ
ラ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
と
し
て
は
︑
ibid.が
も
っ
と
も
有
名
で
あ
る
︒
彼
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
を
邦
語
で
概
観
し
た
も
の
と
し

て
︑
た
と
え
ば
白
川
俊
介
﹁
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
の
政
治
思
想
を
読
み
解
く
︱
︱
国
際
政
治
の
規
範
理
論
と
し
て
﹂﹃
政
治
思
想
学
会
会
報
﹄
第
三
四

号
︑
二
〇
一
二
年
︑
八
︱
一
〇
頁

;
施
光
恒
﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
秩
序
構
想
︱
︱
Ｄ
・
ミ
ラ
ー
の
議
論
の
批
判
的
検
討
を
手
が
か
り
と

し
て
︱
︱
﹂︑
富
沢
克
編
﹃﹁
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
再
検
討
︱
︱
国
際
比
較
の
観
点
か
ら
見
た
新
し
い
秩
序
像
︱
︱
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑

二
〇
一
二
年
︶︑
一
四
二
︱
一
四
三
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
16
︶
施
光
恒
と
白
川
俊
介
が
ミ
ラ
ー
の
動
機
づ
け
の
問
題
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
︑
同
右
︑
一
四
四
︱
一
四
五
頁

;Shirakaw
a,S.,“A
Philosophical

Inquiry
into
an
E
m
otional
M
otivation
for
G
lobal
Justice:B
ased
on
a
C
ritical
R
eflection
on
D
avid
M
iller’s
A
rgum
ents,”
K
w
ansei

G
akuin
U
niversity
SocialSciences
R
eview
,V
ol.22,2018,pp.42-44
を
参
照
の
こ
と
︒

︵
17
︶
レ
ナ
ー
ド
に
よ
る
彼
ら
の
議
論
の
概
観
お
よ
び
批
判
的
検
討
と
し
て
︑
Lenard,P.T
.,“M
otivating
C
osm
opolitanism
?
A
SkepticalV
iew
,”
in

B
rooks,T
.(ed.),G
lobalJustice
and
InternationalA
ffairs,Leiden:B
rill,2012,pp.100-107
を
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
︑
サ
イ
モ
ン
・
ケ
イ
ニ
ー
や
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ト
マ
ス
・
ポ
ッ
ゲ
の
単
著
と
し
て
︑
C
aney,S.,Justice
B
eyond
B
orders:A
G
lobalP
oliticalT
heory,O
xford:O
xford
U
niversity
Press,2005;

Pogge,T
.,W
orld
P
overty
and
H
um
an
R
ights:C
osm
opolitan
R
esponsibilities
and
R
eform
s,Second
E
dition,C
am
bridge:Polity
Press,

2008︹
立
岩
真
也
監
訳
﹃
な
ぜ
遠
く
の
貧
し
い
人
へ
の
義
務
が
あ
る
の
か
︱
︱
世
界
的
貧
困
と
人
権
﹄︵
生
活
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
︶︺
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

レ
ナ
ー
ド
は
︑
ケ
イ
ニ
ー
ら
の
主
張
と
は
端
的
に
い
え
ば
︑﹁
私
た
ち
が
他
者
に
対
す
る
義
務
を
遂
行
す
る
の
は
︑
た
ん
に
そ
れ
が
私
た
ち
の
義
務
だ
か
ら

で
あ
る
﹂
と
い
う
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
Lenard,”M
otivating
C
osm
opolitanism
?”
p.100.

た
と
え
ば
ポ
ッ
ゲ
は
︑
世
界
の
貧
困
が
裕
福
な
国
に
住
む
人
々
に
よ
る
加
害
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
が
︑
こ
れ
は
︑
貧
困
の
解

決
が
そ
う
し
た
人
々
に
課
さ
れ
た
義
務
だ
と
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
彼
ら
を
そ
の
解
決
の
た
め
に
動
機
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
で
も
あ
る
︒
ポ
ッ
ゲ
は
︑

彼
ら
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
実
現
に
向
け
て
動
機
づ
け
る
に
は
︑
積
極
的
義
務
よ
り
も
消
極
的
義
務
へ
の
訴
え
か
け
の
方
が
よ
い
と
考
え
て
い
た
︒﹁
積

極
的
義
務
へ
の
訴
え
か
け
は
︑
ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
︵
Peter
Singer︶︑
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ュ
ー
︵
H
enry
Shue︶︑
ピ
ー
タ
ー
・
ア
ン
ガ
ー
︵
Peter
U
nger︶

や
そ
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
十
分
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒
も
し
裕
福
な
国
々
の
市
民
に
最
小
限
の
ま
っ
と
う
さ
と
人
道
性
が
あ
る
な
ら
ば
︑
彼
ら
は
こ

う
し
た
訴
え
か
け
に
応
じ
︑
世
界
の
貧
困
を
削
減
す
る
た
め
に
応
分
の
こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
︒︹
⁝
︺
し
か
し
︑
現
実
に
は
そ
う
で
な
い
た
め
︑
私
た
ち
裕

福
な
人
々
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
貧
困
者
に
今
日
課
し
て
い
る
甚
大
な
困
窮
の
終
焉
ま
た
は
削
減
に
私
が
貢
献
す
る
に
は
︑
自
分
の
議
論
を
提
示
す
る
こ
と
が

私
に
与
え
ら
れ
た
最
善
の
機
会
だ
と
考
え
て
い
る
﹂︒
Pogge,T
.,“R
ealW
orld
Justice,”T
he
JournalofE
thics,V
ol.9,N
o.1-2,2005,pp.35-36︹
児

玉
聡
訳
﹁
現
実
的
な
世
界
の
正
義
﹂﹃
思
想
﹄︑
N
o.993︑
二
〇
〇
七
年
︑
一
〇
三
頁
〕.

︵
法
哲
学
者
で
は
あ
る
が
︶
井
上
達
夫
も
︑
ポ
ッ
ゲ
ら
と
同
じ
よ
う
な
動
機
づ
け
に
関
す
る
見
解
を
有
し
て
い
る
︒
井
上
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

﹁
規
範
的
判
断
の
実
効
性
担
保
問
題
の
重
要
性
を
私
は
否
定
し
な
い
が
︑
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
の
動
機
付
け
は
︑
規
範
的
判
断
の
是
非
か
ら
独
立
し
た

変
数
で
は
な
く
︑
的
確
な
規
範
的
判
断
を
な
し
え
て
い
る
か
否
か
に
依
存
す
る
と
い
う
の
が
私
の
主
張
で
あ
る
﹂︒
井
上
達
夫
﹃
生
け
る
世
界
の
法
と
哲
学

︱
︱
あ
る
反
時
代
的
精
神
の
履
歴
書
︱
︱
﹄︵
信
山
社
︑
二
〇
二
〇
年
︶︑
二
七
二
頁
︒
こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
的
確
な
規
範
的
判
断
さ
え
で
き
れ
ば
︑
人
々
は

十
分
に
動
機
づ
け
ら
れ
る
た
め
︑
そ
れ
以
外
の
何
ら
か
の
動
機
は
必
要
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

︵
18
︶
神
島
裕
子
は
︑
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
﹁
動
機
へ
の
訴
え
は
︑
ベ
イ
ツ
と
ポ
ッ
ゲ
︑
ヌ
ス
バ
ウ
ム
な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
議
論
の

み
な
ら
ず
︑
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る
ミ
ラ
ー
の
議
論
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
神
島
裕
子
﹁
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と

の
論
争
﹂︑
施
光
恒
・
黒
宮
一
太
編
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
学
︱
︱
規
範
理
論
へ
の
誘
い
︱
︱
﹄︵
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
一
〇
一
頁
︒

同
様
の
指
摘
と
し
て
︑
Straehle,C
.,“N
ationaland
C
osm
opolitan
Solidarity,”C
ontem
porary
P
oliticalT
heory,V
ol.9,2010,pp.113-114
も
参

照
さ
れ
た
い
︒

︵
19
︶
以
下
の
メ
タ
倫
理
学
に
関
す
る
記
述
は
︑
Sm
ith,M
.,T
he
M
oralP
roblem
,M
alden:B
lackw
ellPublishing,1994,C
h.4︹
樫
則
章
監
訳
﹃
道
徳
の
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中
心
問
題
﹄︵
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
第
四
章
〕
;
佐
藤
岳
詩
﹃
メ
タ
倫
理
学
入
門

道
徳
の
そ
も
そ
も
を
考
え
る
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
七

年
︶︑
二
六
三
︱
二
七
一
頁
を
主
と
し
て
参
考
に
し
て
い
る
︒

︵
20
︶
同
右
︑
二
六
五
頁
︒

︵
21
︶
同
右
︑
二
六
八
︱
二
七
〇
頁
を
参
照
︒

︵
22
︶
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
本
稿
で
は
︑
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
と
反
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
と
の
論
争
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
論
拠
に
少
し
言
及
し
て
お
く
こ
と
は
︑
本
稿
の
議
論
の
説
得
力
を
高
め
る
た
め
に
有
益
か
も
し
れ
な
い
︒
た
と
え
ば
著
名
な
倫
理
学
者

た
る
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ミ
ス
︵
M
ichaelSm
ith
︶
は
︑
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
方
を
支
持
し
て
い
る
︒
ス
ミ
ス
に
よ
る
と
︑
反
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
は
︑
主
と
し
て
に

次
の
三
つ
の
点
で
問
題
だ
と
い
う
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
の
立
場
は
﹁
動
機
づ
け
理
由
を
ほ
か
の
種
類
の
理
由
か
ら
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
り
︑
欲
求
を
適
切
に

と
ら
え
て
い
な
か
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
︑
理
由
に
よ
る
説
明
は
目
的
論
的
で
あ
る
と
い
う
事
実
の
意
味
を
見
落
と
し
て
い
た
り
す
る
﹂
の
で
あ
る
︒
Sm
ith,

T
he
M
oralP
roblem
,p.93︹
邦
訳
：
一
二
四
頁
︺︒
彼
に
よ
れ
ば
︑﹁
動
機
づ
け
に
関
す
る
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
の
理
論
は
堅
固
な
基
盤
の
う
え
に
立
っ
て
い

る
の
で
あ
る
﹂︒
Ibid.,p.128︹
同
右
：
一
七
一
頁
︺︒
こ
の
よ
う
な
ス
ミ
ス
の
議
論
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
︑
杉
本
俊
介
﹁
行
為
の
理
由
に
つ
い
て
の
論

争
﹂︑
蝶
名
林
亮
編
﹃
メ
タ
倫
理
学
の
最
前
線
﹄︵
勁
草
書
房
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
一
一
九
︱
一
二
一
頁
も
参
照
の
こ
と
︒

︵
23
︶
白
川
は
︑
両
者
と
も
正
義
構
想
が
成
立
す
る
に
は
文
化
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
点
な
ど
を
あ
げ
な
が
ら
︑
ミ
ラ
ー
ら
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の

思
想
と
ヒ
ュ
ー
ム
的
思
想
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
白
川
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
﹄︑
第
一
章
を
参
照
︒﹁
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム
︵
D
avid

H
um
e︶
や
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
︵
A
dam
Sm
ith
︶
ら
に
代
表
さ
れ
る
﹃
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
﹄
に
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
源
流
と

も
い
え
る
よ
う
な
知
的
伝
統
が
見
受
け
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
こ
の
点
を
当
の
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
主
唱
者
た
ち
が
明
確
に
意
識
し
て
い
る

と
は
い
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂︒
同
右
︑
一
五
頁
︒
だ
が
︑
白
川
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
ミ
ラ
ー
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
研
究
書
と
し
て
︑
M
iller,D
.,

P
hilosohy
and
Ideology
in
H
um
e’s
P
oliticalT
hought,O
xford:C
larendon
Press,1981
を
刊
行
し
て
お
り
︑
こ
の
こ
と
を
少
し
自
覚
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
白
川
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
﹄︑
一
九
五
頁
︑
注
五
を
参
照
︒

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
に
関
し
て
も
う
少
し
述
べ
て
お
け
ば
︑
そ
の
思
想
家
は
︑
感
情
や
情
念
︑
共
感
と
い
っ
た
人
間
の
非
理
性
的
な
本
性
か
ら
出

発
し
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
︒
な
お
︑
近
年
の
研
究
動
向
で
は
︑
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
は
﹁
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
啓
蒙
と
合
わ
せ
て
﹃
ブ
リ
テ
ン
啓
蒙
﹄

︵
T
he
B
rithish
E
nlightm
ent︶
を
構
成
す
る
一
部
と
見
な
し
︑
理
性
重
視
で
進
歩
的
な
大
陸
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
啓
蒙
︵
T
he
C
ontinentalE
uropean

E
nlightm
ent︶
と
は
一
線
を
画
す
る
保
守
的
で
懐
疑
主
義
的
な
運
動
と
し
て
理
解
﹂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
︒
古
家
弘
幸
﹁
社
会
︑
言
語
︑
思
想
︱
︱
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
の
諸
相
︱
︱
﹂﹃
人
文
科
学
研
究
︵
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
︶﹄︑
第
四
六
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
九
三
頁
︒
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
論

者
と
し
て
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
も
︑
政
治
に
お
け
る
情
念
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
︑
や
は
り
保
守
的
か
つ
懐
疑
主
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義
的
な
啓
蒙
思
想
と
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
思
想
と
は
通
底
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
See
W
alzer,M
.,P
olitics
and
P
assion:

T
ow
ard
a
M
ore
E
galitarian
L
iberalism
,N
ew
H
aven:Y
ale
U
niversity
Press,2004,C
h.6︹
齋
藤
純
一
・
谷
澤
正
嗣
・
和
田
泰
一
訳
﹃
政
治
と
情

念
︱
︱
よ
り
平
等
な
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
﹄︵
風
行
社
︑
二
〇
〇
六
年
︶︑
第
六
章
〕.

︵
24
︶
M
iller,O
n
N
ationality,p.58,n.11︹
邦
訳
：
一
三
八
頁
︑
注
一
一
〕.
な
お
︑
カ
ン
ト
的
と
ヒ
ュ
ー
ム
的
と
い
う
対
比
は
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
に
親
和
的
な
論
者
の
な
か
で
は
︑
レ
ナ
ー
ド
も
用
い
て
い
る
︒
た
と
え
ば
注
一
七
で
言
及
し
た
レ
ナ
ー
ド
に
よ
る
ケ
イ
ニ
ー
や
ポ
ッ
ゲ
へ
の
批
判
は
︑

カ
ン
ト
的
見
解
に
対
す
る
︵
修
正
さ
れ
た
︶
ヒ
ュ
ー
ム
的
見
解
か
ら
の
批
判
だ
と
い
う
︒
See
Lenard,“M
otivating
C
osm
opolitanism
?”,p.100,n.16.

︵
25
︶
See
M
iller,P
rinciplesofSocialJustice,p.18.
ミ
ラ
ー
の
﹁
心
理
学
的
事
実
﹂
と
い
う
用
語
に
邦
語
で
言
及
し
た
も
の
と
し
て
︑
た
と
え
ば
岸
見
太

一
﹁
政
治
理
論
は
個
別
事
実
を
ど
の
よ
う
に
ふ
ま
え
る
べ
き
か
︱
︱
D
・
ミ
ラ
ー
の
文
脈
主
義
的
難
民
受
け
入
れ
論
の
批
判
的
検
討
を
出
発
点
と
し
て
﹂﹃
政

治
思
想
研
究
﹄︑
第
一
四
号
︑
二
〇
一
四
年
︑
二
四
六
頁

;
奥
田
恒
﹁﹁
心
理
的
な
事
実
﹂
に
も
と
づ
く
世
界
の
貧
困
削
減
︱
︱
チ
ャ
ン
ド
ラ
ン
・
ク
カ
サ
ス

の
政
治
理
論
を
手
が
か
り
に
︱
︱
﹂﹃
人
間
・
環
境
学
﹄︑
第
二
五
巻
︑
二
〇
一
六
年
︑
一
三
三
︱
一
三
四
頁
も
参
照
の
こ
と
︒

︵
26
︶
See
Y
ack,B
.,N
ationalism
and
the
M
oralP
sychology
ofC
om
m
unity,C
hicago:T
he
U
niversity
ofC
hicago
Press,2012,pp.52-57.
社
会

的
友
情
と
い
う
観
念
に
関
し
て
︑
バ
ー
ナ
ー
ド
・
ヤ
ッ
ク
は
︑
共
同
体
の
構
成
員
は
﹁
お
互
い
の
福
利
に
特
別
の
注
意
を
払
う
気
に
さ
せ
る
社
会
的
友
情
と

い
う
感
覚
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
Ibid.,p.46.

︵
27
︶
こ
こ
で
︑
次
の
よ
う
な
批
判
に
応
答
し
て
お
き
た
い
︒
そ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
以
外
に
も
︑
感
情
を
重
視
す
る
政
治
哲
学
上

の
立
場
は
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
ぜ
本
稿
で
は
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
み
を
取
り
あ
げ
る
の
か
︑
と
い
う
批
判
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
共

感
の
よ
う
な
感
情
に
着
目
し
た
哲
学
上
の
立
場
と
し
て
は
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
立
場
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
が
存
在
す
る
︒
正
義
実
現
の
動
機
と
し
て
の

感
情
に
注
目
し
た
議
論
を
概
観
お
よ
び
検
討
し
た
も
の
と
し
て
︑
Lenard,“M
otivating
C
osm
opolitanism
?”,pp.107-113
を
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
︑

そ
う
し
た
議
論
の
な
か
で
も
︑
と
く
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
的
な
議
論
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
︑
G
ould,“M
otivating
Solidarity
w
ith
D
istantO
thers,”

pp.125-137
も
︑
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
︵
R
ichard
R
orty
︶
の
議
論
に
着
目
し
た
も
の
と
し
て
︑
Shirakaw
a,“A
PhilosophicalInquiry
into
an

E
m
otionalM
otivation
for
G
lobalJustice,”
pp.44-46
も
参
照
さ
れ
た
い
︒

こ
の
よ
う
な
立
場
が
あ
る
な
か
で
も
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
立
場
を
取
り
あ
げ
る
理
由
は
︑
私
が
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
社

会
正
義
論
に
賛
同
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
い
え
ば
︑
私
が
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
と
矛
盾
し
な
い
か
た
ち
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を

実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
考
え
た
い
か
ら
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
議
論
に
依
拠
し
な
が
ら
も
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正

義
実
現
の
動
機
に
つ
い
て
は
ロ
ー
テ
ィ
の
議
論
を
援
用
し
て
い
る
白
川
の
﹁
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
情
緒
的
動
機
に
対
す
る
哲
学
的
探
究
﹂︵
“A

PhilosophicalInquiry
into
an
E
m
otionalM
otivation
for
G
lobalJustice”︶
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
得
る
が
︑
本
稿
は
そ
う
し
た
本
格
的
な
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動
機
づ
け
の
理
論
の
構
築
の
ま
え
に
︑
あ
ら
た
め
て
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
そ
も
そ
も
の
動
機
づ
け
の
重
要
性
な
ど
を
序

論
的
に
考
察
す
る
た
め
の
論
文
で
あ
る
︒
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
一
貫
し
た
か
た
ち
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
実
現
の
動
機
に
つ
い
て
考
え
る
た

め
に
︑
ひ
と
ま
ず
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
を
足
が
か
り
と
し
な
が
ら
動
機
づ
け
の
意
義
を
論
じ
た
い
の
は
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

︵
28
︶
伊
藤
恭
彦
は
︑
倫
理
学
者
の
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
︵
T
hom
as
N
agel︶
の
リ
ベ
ラ
ル
な
制
度
設
計
に
関
す
る
︑
制
度
理
念
は
﹁
理
性
的
な
諸
個
人
が
そ

れ
に
し
た
が
っ
て
生
活
し
た
い
と
動
機
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
魅
力
的
で
あ
っ
て
も
︑
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
﹂
と
い
う
指
摘
を
ふ
ま
え
︑

﹁
財
の
移
転
が
正
義
の
要
求
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
移
転
が
や
は
り
ど
こ
か
で
私
た
ち
の
自
己
利
益
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
方
が
制
度
へ
の
支
持
を
得
る

う
え
で
も
安
定
性
を
確
保
す
る
う
え
で
も
望
ま
し
い
﹂
と
述
べ
て
は
い
る
︒
N
agel,T
.,E
quality
and
P
artiality,N
ew
Y
ork:O
xford
U
niversity

Press,1991,p.21;
伊
藤
恭
彦
﹃
貧
困
の
放
置
は
罪
な
の
か

グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
﹄︵
人
文
書
院
︑
二
〇
一
〇
年
︶︑
一
七
九
頁
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
伊
藤
は
︑
そ
う
し
た
動
機
づ
け
の
問
題
は
あ
く
ま
で
も
副
次
的
な
問
題
だ
と
留
意
し
て
い
る
︒
同
右
︑
一
七
八
︱
一
八
一
頁
を
参
照
︒

︵
29
︶
ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー
は
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
﹄︵
T
he
V
irtue
ofN
ationalism
︶
に
お
い
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
同
じ
よ
う
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
が
︑
少
し
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
藤
原
拓
広
﹁
書
評

ヨ
ラ
ム
・
ハ
ゾ
ニ
ー

著
︑
庭
田
よ
う
子
訳
︑
中
野
剛
志
・
施
光
恒
解
説
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
﹄﹂﹃
政
治
研
究
﹄︑
第
六
九
号
︑
二
〇
二
二
年
︑
八
四
︱
八
五
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
︒

︵
30
︶
See
H
azony,Y
.,T
he
V
irtue
ofN
ationalism
,N
ew
Y
ork:B
asic
B
ooks,2018,C
h.8︹
庭
田
よ
う
子
訳
／
中
野
剛
志
・
施
光
恒
解
説
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
の
美
徳
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
二
一
年
︶︑
第
八
章
〕.

︵
31
︶
Ibid.,p.59︹
同
右
：
七
九
頁
〕.

︵
32
︶
Ibid..

︵
33
︶
Ibid.,p.60︹
同
右
：
八
〇
頁
〕.

︵
34
︶
中
野
剛
志
﹁
不
寛
容
な
﹁
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
﹂︑
多
様
性
を
尊
重
す
る
﹁
国
民
国
家
﹂﹂︑
ハ
ゾ
ニ
ー
︑
ヨ
ラ
ム
︵
庭
田
よ
う
子
訳
／
中
野
剛
志
・
施
光
恒
解

説
︶﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
美
徳
﹄︵
東
洋
経
済
新
報
社
︑
二
〇
二
一
年
︶︑
七
頁
︒

︵
35
︶
井
上
は
︑
動
機
づ
け
の
問
題
を
重
視
す
る
主
張
は
︑
以
下
の
よ
う
に
二
様
に
解
釈
で
き
る
と
論
じ
て
い
る
︒﹁
一
つ
の
解
釈
は
︑
動
機
付
け
力
が
規
範
的

判
断
の
意
味
に
内
在
し
て
い
る
と
し
て
︑
動
機
付
け
力
を
も
た
な
い
規
範
的
判
断
は
規
範
的
意
味
を
喪
失
し
︑
動
機
付
け
ら
れ
な
い
主
体
に
対
し
て
妥
当

性
を
欠
く
と
す
る
メ
タ
倫
理
学
上
の
動
機
内
在
主
義
︵
m
otivationalinternalism
︶
で
あ
る
︒
も
う
一
つ
の
解
釈
は
︑
規
範
的
判
断
の
妥
当
性
︵
valid-

ity,G
eltung
︶
で
は
な
く
︑
そ
の
実
効
性
︵
efficacy,W
irksam
keit︶
が
動
機
付
け
力
に
依
存
す
る
と
し
︑
我
々
は
妥
当
な
規
範
的
判
断
が
何
か
を
議
論

す
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
実
効
性
を
担
保
す
る
た
め
に
動
機
付
け
問
題
に
も
留
意
す
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
﹂︒
井
上
﹃
生
け
る
世
界
の
法
と
哲
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学
﹄︑
二
七
一
頁
︒
こ
こ
で
私
が
ハ
ゾ
ニ
ー
の
議
論
を
援
用
し
な
が
ら
展
開
し
た
主
張
は
︑
た
ん
な
る
実
効
性
の
問
題
と
し
て
動
機
づ
け
の
問
題
を
扱
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
︑
後
者
と
は
異
な
る
︒
ま
た
︑﹁
動
機
付
け
力
を
も
た
な
い
規
範
的
判
断
は
規
範
的
意
味
を
喪
失
﹂
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
強
い
主

張
で
も
な
い
た
め
︑
前
者
と
も
少
し
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

︵
36
︶
M
iller,O
n
N
ationality,pp.57-58︹
邦
訳
：
一
〇
四
頁
〕.

︵
37
︶
Lenard,“M
otivating
C
osm
opolitanism
?”
p.93.

︵
38
︶
See
Lenard,P.T
.,“C
reating
C
osm
opolitans,”C
riticalR
eview
ofInternationalSocialand
P
oliticalP
hilosophy,V
ol.15,N
o.5,2012,p.

629,n.20.

︵
39
︶
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
私
は
決
し
て
非
民
主
主
義
国
や
少
数
者
の
人
々
が
重
要
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
当
然
な

が
ら
︑
政
治
哲
学
に
お
い
て
︑
そ
う
し
た
事
柄
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
︒
私
が
こ
こ
で
い
い
た
か
っ
た
の
は
︑
動
機
づ
け
の
問
題
に
取
り
組
む
に

は
︑
実
際
の
政
治
に
お
い
て
意
思
決
定
の
中
心
た
る
民
主
主
義
国
の
多
数
者
は
と
り
わ
け
重
要
な
主
体
と
な
る
の
で
あ
り
︑
彼
ら
を
動
機
づ
け
ら
れ
な
け

れ
ば
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
実
現
は
困
難
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
︒

︵
40
︶
See
W
alzer,M
.,“Philosophy
and
D
em
ocracy,”
in
his
T
hinking
P
olitically:E
ssays
in
P
oliticalT
heory,M
iller,D
.(ed.),N
ew
H
aven:

Y
ale
U
niversity
Press,2007︹﹁
哲
学
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
﹂︑
萩
原
能
久
・
齋
藤
純
一
監
訳
﹃
政
治
的
に
考
え
る
︱
︱
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
論
集
﹄

︵
風
行
社
︑
二
〇
一
二
年
︶〕.

︵
41
︶
ミ
ラ
ー
が
﹃
政
治
的
に
考
え
る
﹄︵
T
hinking
P
olitically︶
の
﹁
序
論
﹂︵
“Introduction”︶
で
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
の
議
論
を
的
確
か
つ
端
的
に
ま
と
め
て

い
る
の
で
︑
以
下
の
記
述
は
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い
る
︒
ミ
ラ
ー
の
ま
と
め
と
し
て
は
︑
M
iller,D
.,“Introduction,”
in
W
alzer,M
.,T
hinking

P
olitically:E
ssaysin
P
oliticalT
heory,M
iller,D
.(ed.),N
ew
H
aven:Y
ale
U
niversity
Press,2007,p.viii︹﹁
序
論
﹂︑
萩
原
能
久
・
齋
藤
純
一
監

訳
﹃
政
治
的
に
考
え
る
︱
︱
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
論
集
﹄︵
風
行
社
︑
二
〇
一
二
年
︶︑
三
頁
︺
を
参
照
の
こ
と
︒
な
お
︑
ミ
ラ
ー
が
彼
自
身
の
政
治

哲
学
の
方
法
論
を
展
開
す
る
際
に
は
︑
彼
は
﹁
宇
宙
船
︵
ス
タ
ー
シ
ッ
プ
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
号
︶﹂
的
な
政
治
哲
学
で
は
な
く
︑﹁
地
球
人
﹂
の
た
め
の

政
治
哲
学
が
重
要
だ
と
比
喩
を
ま
じ
え
な
が
ら
論
じ
て
い
る
︒
See
M
iller,D
.,“PoliticalPhilosophy
for
E
arthlings,”
in
Leopold,D
.and
Stears,

M
.(eds.),P
oliticalT
heory:M
ethodsand
A
pproaches,O
xford:O
xford
U
niversity
Press,2008︹﹁
地
球
人
の
た
め
の
政
治
哲
学
﹂︑
山
岡
龍
一
・

松
元
雅
和
監
訳
﹃
政
治
理
論
入
門
︱
︱
方
法
と
ア
プ
ロ
ー
チ
﹄︵
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
年
︶〕.

︵
42
︶
M
iller,“Introduction,”
p.viii︹
邦
訳
：
三
頁
〕.

︵
43
︶
Ibid..
こ
の
こ
と
は
︑
例
と
し
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
国
人
の
人
権
活
動
を
想
像
す
れ
ば
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
︒
東
ア
ジ
ア
の
市
民
は
︑
そ
の
地
域

の
伝
統
や
思
考
様
式
を
理
解
し
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