
39

日
本
国
際
政
治
学
会

『
国
際
政
治
』
第
117
号

「安
全
保
障
の
理
論
と
政
策
」

(
一
九
九
八
年
三
月
)

安
全
保
障

モ
デ
ル
と
し

て
の
歴
史

―

ウ

ェ
ス
ト

フ

ァ
リ

ァ
体

制

・
フ

ィ

ラ
デ

ル

フ

ィ
ア
体

制

・
反

ユ
ー

ト
ピ

ア
体

制

猪

口

孝

一
　
地

球

政

治

を

と

ら

え

る

三

個

の
枠

組

み

国
際
政
治

で
は
な
く
地
球
政
治
、
単

一
視
点
か
ら

で
は
な
く
、
複
合
的
視
点

か
ら
み

る
こ
と

が
世
紀

の
わ
か
れ
あ

に
お
け
る
問
題

の
本
質

に
よ
り
深
く
迫
り

う
る
と
主
張
す

る
の
が
小
文

の
目
的

で
あ
る
。
国
際
政
治
と

い
う
概
念
自
体
、

そ

の
根
底

で
ウ

ェ
ス
ト
フ

ァ
リ

ア
的

な
枠
組

み
に
規
定

さ
れ

て
い
る
。
国
家
と

国
家

の
関
係
と

い
う
意
味

で
の
国
際

政
治
に
限
定

せ
ず

に
用

い
ら
れ
る

こ
と
は

あ
る
が
、

そ
の
基
底

の
上
に
他

の
枠
組

み
を

も
付

け
加
え

る
と

い
う
調
子

に
な

り
が
ち

で
あ
る
。
小
文
は
そ
の
よ
う
な
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
的
枠
組
み
か
ら
少

し
自

由

に
考
え

て
み
よ
う
。

そ

こ
で
地
球
政
治

と
い
う
概
念
を
ま
ず
用

い
よ
う
。

さ
ら

に
枠
組
み
が
単

一
で
は
な
く
、
複
合

さ
れ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
を
確

認
し

よ
う
。
小
文

で
取

り
上

げ

る
枠

組

み
は
ウ

ェ
ス
ト

フ

ァ
リ

ア
、

フ
ィ
ラ
デ

ル

フ
ィ
ア
、
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
概
念
的
な
比
較
検
討

を
行

う
前

に
、

ま
ず

こ
れ
ら
三
個

の
地
球
政
治

の
潮
流
を

よ
く
表
現
し

て
い
る
と
思

わ
れ

る
代

表

的

な

著

作

を

取

り

上

げ

る

こ
と

に

し

よ

う
。

三

個

の
著

作

と

は

ヘ
ン

リ

ー

・
キ

ッ
シ

ン
ジ

ャ
ー

『外

交

』
、

ブ

ル
ー

ス

・
ラ
セ

ッ
ト

『
民
主

主

義

に

よ

る
平

和

を

把
握

し

て
』
、

サ

ミ

ュ

エ
ル

・
ハ
ン
テ

ィ

ン
ト

ン

『
文

明

の
衝

突

と
世
界
秩
序

の
再
編
』

で
あ

る
。

キ

ッ
シ
ン
ジ

ャ
ー
の

『
外
交
』
は
伝
統
的

で
現
実
主
義
的
な
外
交
把
握
を
行

う
。
キ

ッ
シ
ン
ジ

ャ
ー
の
意
味
す
る
外
交
と
は
勢
力
均
衡
で
あ
る
。
国
家

の
理

解
す
る
言
葉

は
軍
事
力

で
あ
り
、
そ

の
基
底
に
は
国
家
利
益
追
求
の
行
動
原
理

が
あ
る
。
近
代
欧
州

で
発
達
し

て
き
た

こ
の
よ
う
な
考
え
の
枠
組
み
は
ウ

ェ
ス

ト

フ
ァ
リ

ア
の
枠
組
み

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ど
れ
か
ひ
と

つ
の
行
動
主
体
が

極
度

に
膨
張
主
義
的

に
な
り
、
勢
力
均
衡

の
仕
組
み
自
体
を
破
壊

し
か
ね
な
い

と
判
断

さ
れ
る
と
他

の
行
動
主
体
は
連
合

し
て
こ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
軍
事
力
を
誇
示
し
た
り
、
あ
る
い
は
実
際

に
戦
争
を
挑
む
こ
と

に
よ

っ

て
で
あ
る
。
戦
争
は
平
和
を
達
成
す
る
手
段

で
あ

っ
て
、
悪
い
も
の
で
は
な
い

ど
こ
ろ
か
、

シ
ス
テ
ム
に
内
包
さ
れ

て
い
る
正
当
な
政
策
手
段
で
あ
る
。
し
か
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し
、

ウ

ェ
ス
ト
フ
ァ
リ

ア
的
枠
組

み
で
は
勢
力
均
衡
を
行
う

こ
と
が
平
和
達
成

の
重
要
な
手
段

で
あ
り
、
そ
の
行
使

が
最
大

の
柔
軟
性
を
も

っ
て
な
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、

イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
的
宗
教
的
な
要
素
が
必

要

以
上

に
勢

力
均

衡

の
柔

軟
性

を
切

り
崩

す

よ
う

で
あ

っ
て

は
な

ら
な

い
。

ウ

ェ
ス
ト
フ
ァ
リ

ア
条
約
自
体
、
三
十
年
戦
争

の
宗
教
的
対
立

に
よ
る
過
酷

な

戦

い
に
終
止
符

を
打

つ
べ
く
、
締
結

さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
キ

ッ
シ
ン
ジ

ャ
ー

は
個
人
的
な
感
情

を
殺

し
た
冷
徹
な
利
益
計
算
を
当
然
と
す
る
。
し
た
が

っ
て
、

み
ず
か
ら
が
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
米
中
国
交
回
復
は

ソ
連

の
勢
力
上
昇

に

抗
す

べ
く
行

っ
た
も
の
で
共
産
主
義

に
強
く
反
対
す
る

ニ
ク

ソ
ン
大
統
領

の
下

で
こ
そ
電
撃
的

に
行

わ
れ

え
た
と
さ
れ
る
。

振
り
返

っ
て
み
る
と
、

こ
の
よ
う
な

ウ

ェ
ス
ト

フ

ァ
リ

ア
的

枠
組

み
は
国
際

法
や
国
際
政
治

の
教
科
書

に
強
く
反
映
さ
れ

て
き
た
。
と
り
わ
け
国
際
公
法
と

よ
ば
れ
る
分
野

は
そ
う

で
あ

っ
た
。
キ

ッ
シ
ン
ジ

ャ
ー
の

『外
交
』

は
個
人
的

な
考
え
が
強

く
出

て
い
る
と
同
時

に
、
標
準
的

な
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ

ア
の
枠
組

み
が
自
然
な
形

で
表
現
さ
れ

て
い
る
点

で
小
文

の
議
論

を
展
開

す
る
時

に
非
常

に
役
立

つ
も

の
で
あ

る
。

ラ
セ

ッ
ト
の

『
民
主
主
義

に
よ
る
平
和

を
把
握

し
て
』

は
二
〇
世
紀
第

四

・

四
半
世
紀

に
と
り
わ
け
顕
著

に
な

っ
た
民
主
化

の
流

れ
を
強
く
反
映
し

て
、
自

由
民
主
主
義

の
規
範
的
重
み
、

政
策
的
帰
結
を
考

え
た
も
の
で
あ

る
。
と
り
わ

け
平
和

に
対
す

る
政
策
的
帰
結

を
実
証
的

に
分
析
検
討
し
、
民
主
主
義
国
家
は

民
主
主
義
国
家

に
対
し

て
戦
争

は
稀

に
し
か
行

な
わ
な

い
と

い
う
強

い
議
論
を

提
出

し
て
い
る
。
自
由
民
主
主
義

が
定
着

し
て
い
る
限

り
、
政
府

は
市
民

に
対

し
て
情
報

は
公
開
さ
れ
、
政
策

は
説
明

と
責
任
を
伴

っ
て
展
開

さ
れ
る

こ
と
が

当

然

の
こ
と
と
な

さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
指
導
者
が
安
易

に
戦
争

を
政
策

手
段

に
し
に
く

い
。
自
由
、
人
権
、
平
等
、
民
主
主
義
と
い
う
価
値
が
重
視
さ

れ
て
い
る
限

り
、

そ
れ
ら
を
共
有
す
る
国
家

が
戦
争
発
動
を
躊
躇
す
る
こ
と
は

自
然

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
議
論
を
広
範
な
経
験
的
な
デ
ー
タ
を
使
い
、
平
和

を
被
説
明
変
数
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な

モ
デ

ル
を
作
り
、

い
ず
れ

の
場
合

で
も
民

主
主
義
同
士
不
戦

の
構

図
が
強
く
あ
る

こ
と
を
実
証
し
た
。

ラ
セ

ッ
ト
は
さ
ら

に
、
民
主
主
義
が
平
和

を
も
た
ら
す
と

い
う
だ
け

で
な
く
、
経
済
的
相
互
依
存

が
平
和
を
も
た
ら
す

こ
と
と
国
際
組
織
が
平
和
を
も
た
ら
す

こ
と
を
も
実
証
し
、

一
七
九
五
年

の
イ

マ
ヌ
エ
ル

・
カ
ン
ト
の

『
永
遠
平
和

の
た
め
に
』

の
主
張
す

る
三
個

の
平
和
達
成

の
政
策
方
法
を
同
時

に
追
求
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
強
調

し

て
い
る
。

振
り
返

っ
て
み
る
と
、

こ
の
よ
う
な
考
え

は
カ

ン
ト
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
た

だ
け

で
な
く
、
カ

ン
ト
の
同
時
代

に
米
国

で
基
本
的

に
は
似
た
よ
う
な
形

で
実

践
さ
れ

て
い
た
と
い
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
南
北
戦
争
ま

で
の
米
国

で
は
州
が

国
家

で
あ

っ
た
。
州
と
州

の
問

で
は
紛
争
が
起

こ
っ
た
と
し
て
も

そ
の
解
決

は

法
律
的
な
も

の
で
、
武
力
行
使
は
稀

で
あ

っ
た
。

そ
れ
と

い
う
の
も
、
同
じ
連

邦
政
府

の
の
傘

の
下

に
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
植
民
地

に
到
着
あ
る
い
は
独
立
以
来

の
諸
価
値

の
共
有
が
重
要

で
あ

っ
た
し
、
市
民
を

基
礎

に
主

権
を
考

え
て
い
た

こ
と
も
重
要

で
あ

っ
た
。

こ
れ
が

フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
の
枠
組

み
で
あ
る
。
南
北
戦
争

に
よ

っ
て
米
国
は
ウ

ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア

の
枠
組
み
に

一
歩
近
づ

い
た
様
相
を
呈
し
た
。
実
際
、

一
九
世
紀
後
半
は
後
発

国

で
あ

っ
た
米
国
や

日
本
や
ド
イ

ツ
や
イ
タ
リ
ア
が

ウ

ェ
ス
ト
フ

ァ
リ

ア
で
言

う
主
権
国
家

に
よ
り
近

い
形
態
を
整

え
た
時
代

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
世
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紀
第

四

・
四
半
世
紀

に
は
自
由
民
主
主
義
国
家

の
定
義

に
も
よ
る
が
、
広
く
す

る
と

一
二
〇

力
国
が
自
由
民
主
主
義
国

に
数

え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一
九

七
五
年

に
は
三
〇

力
国
し
か
な
か

っ
た
の
だ
か

ら
、
飛
躍
的
な
展
開
と

い
え
る
。

こ
れ
ら
が
す

べ
て
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
枠
組

み
を
と

っ
て
い
る
わ
け

で
は
な

い
が
、
主
権
国
家
と

い
う
よ
り
は
自
由
民
主
主
義
社
会
と
し

て
の
共
通
性
を
強

調
し
、
国
境
を
軽
視
す
る
思
想

が
強

ま

っ
て
い
る
こ
と
を
否
定

で
き
な
い
。
欧

州
連
合

と

い

っ
た
地
域
的

に
限
ら
れ
て
は
い
る
が
、

一
九
世
紀
前
半

の
米
国

の

よ
う
な
様
相
を
呈
し
、
人
と
物

が
、
自
由

に
移
動

で
き
、
そ
し

て
近
い
将
来

に

は
通
貨

さ
え
も
共
通
に
な
る
見
通
し
を
も

つ
地
域
が
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

そ

の
中

で
は

い
う
ま

で
も
な
く
、

ほ
ぼ
不
戦

の
構
造
が
生
ま
れ

て
い
る
の
で
あ

る
。

サ
ミ

ュ
エ
ル

・
ハ
ン
テ

ィ
ン
ト

ン
の

『
文
明

の
衝
突
と
世
界
秩
序

の
再
編
』

は
ひ
と

つ
の
共

通

の
人
類
文
明

で
人
類
が
共
存
す
る
と

い
う

の
で
は
な
く
、
宗

教

・
文
化

・
歴
史

・
地
域

・
人
種
な
ど

に
よ

っ
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、

そ
れ
が
文
明

の
衝
突
と

い
う
事
態
を
常

に
内
包
し

て
地
球
政
治

が
展
開
し

て
い

る
こ
と
を
強
調

し
た
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
で
展
開
さ
れ

て
い
る
の
は
欧
州

で
生

ま
れ
た
主
権
国
家
を
軸

に
し
た
地
球
政
治
も
な
く
、
米
国

で
生

ま
れ
た
自
由
民

主
主
義
を
機
軸

に
し
た
地
球
政
治

で
も
な
い
。
む
し

ろ
そ
の
両
方

に
よ

っ
て
は

軽
視
さ
れ

て
き

た
地
球
政
治

の
潮
流
が

『文
明

の
衝
突

と
世
界
秩
序

の
再
編
』

で
は
強
く
表
現

さ
れ

て
い
る
。
欧
州
が
圧
倒
的

に
地
球
的
な
強
さ
を
誇

っ
た

一

六
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
中
葉
ま

で
の
表
現

の
仕
方

は
植
民
地
主
義

で
あ

っ
た
。

植
民
地
主
義
と

は
自
ら

の
文
明
的
な
優
越
性
を
基
礎

に
し
、

そ
の
優
越
し
た
部

分
が
そ
う

で
な

い
部
分
を
文

明
化
す

る
使
命
を
帯
び

て
、
前
者
が
後
者

を
征
服

し
、

帰
順
さ
せ
る
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
も
従
属
的

・
隷
属
的
な

色
彩
を
多
分

に
も

っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
米
国
が
世
界

の
指
導
者
と
し
て
君
臨

し
は
じ
め
る
や
否

や
、
植
民
地
主
義

は
公
式
的
に
は
少
な
く
と
も
ほ
と
ん
ど
全

廃

の
方
向

へ
と
進
展
し

た
。
国
際
連
合
創
設
と
と
も

に
ご
く
少
数

の
植
民
地

は

国
連
信

託
統
治
区
域
と
し

て
な

っ
た
。
し
か
も
ほ
と
ん
ど
の
植
民
地
は
独
立
し

て
い

っ
た
。
国
連
加
盟
国

は
す

べ
て
主
権
国
家

で
あ
り
、

二
八
九

の
加
盟
国

の

う
ち
少

な
く
と
も
七
〇
-

一
二
〇
力
国
は
自
由
民
主
主
義
国
家

で
あ
る
と
さ
れ

る
。

し
か
し
、
主
権
国
家
と

い
う
よ
り
は
失
敗
国
家
、
自
由
民
主
主
義
国
家
と

い
う

よ
り
は
そ
の
付
録
国
家
と

い

っ
て
も
よ
い
国
家
が
少
な
く
な
い
。
ボ

ス
ニ

ア

・
ヘ
ル

ツ
ェ
ゴ

ビ
ナ
、

ソ
マ
リ

ア
、
イ

ラ
ク
、
カ

ン
ボ
ジ

ア
な
ど
の
国
家
な

ど
が

そ
の
中

に
い
れ
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し

ろ
、

ハ
ン
テ
ィ
ン
ト

ン
の
焦
点

は
植
民
地
主
義

の
対
象

で
あ

っ
た
国
家

・
地
域

に
あ
る
。
し
か
も

ハ

ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
議
論

の
焦
点

は
強

烈
で
排
他
的
な
文
明
が
欧
米

の
文
明
と
衝

突
し
、
収
拾
が
敏
速
に
は
な
さ
れ
に
く
い
だ

ろ
う
と
い
う
点
に
あ

る
。
そ
の
よ

う
な
文
明

の
代
表
的

な
の
が
中
国
と

イ

ス
ラ
ム
教

で
あ
る
。
米
中
戦
争
必
至
論

や
イ

ス
ラ
ム
教
原
理
主
義
即

テ

ロ
リ

ス
ト
論
等
が
そ
の
実
例

で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
ろ
、
植

民
地
主
義

に
遡

る
こ
の
枠
組
み
は
二
〇
世
紀
後
半

に
大
き
な
変
身

を
遂

げ
た
。
米
国

が
世
界
的
な
指
導
者

に
な
る
に

つ
れ
、
米
国
が
流
布
す

る
諸

価
値

が
伝
播

す
る
。

そ
れ
と
と
も

に
、
植
民
地
主
義

の
言
葉
だ
け

で
な
く
中
身

が
大

き
く
変

わ
る
。
植
民
地
主
義

の
領
域
性
は
ほ
と
ん
ど
喪
失
さ
れ
る
。
同
時

に
地
球
的

に
か
な
り

の
程
度

に
ま

で
共
有
さ
れ
る
諸
価
値

は
米
国
と
か
欧
州

に

限

ら
ず
、
全
世
界

に
適
用
さ
れ
る
頻
度
が
高
ま

っ
た
。
そ
の
な
か
か
ら
、
人
道

主
義
的
援
助

や
人
道
主
義
的
介
入
と

い

っ
た
形

で
世
界
強
国
や
国
際
連
合
な
ど

の
国
際
組
織

に
よ
る
援
助
や
介
入
が
正
当
化

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
れ
は
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と
り
わ
け
ブ
ト

ロ
ス

・
ブ

ト

ロ
ス

・
ガ

リ
国
際
連
合
事
務
総
長
時
代

の

一
九
九

〇
年
代
前
半

に
強
く
表
現

さ
れ
た
。
経
済
制

裁
は
軍
事
介
入

の
ひ
と

つ
手
前

で

違
反
国

に
対
し

て
よ
く
と
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の

枠
組

み
は
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ

ー
シ

ョ
ン
が
深
化
す

る
に

つ
れ
、
地
球
統
治
と
い
う

形

で
世
界
的
指
導
国
や
国
際
組
織

の
責
務
が
増
大
す

る
か

に
み
え
る
時

に
、
む

し

ろ
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
と
い
う
枠
組

み
の
な
か

で
し
か
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
が

あ

る
こ
と
を
強
調
し
、
世
界
的
指
導
国
や
国
際
組
織
が

一
定

の
距
離

を
取

る
こ

と
を
む
し
ろ
教
示

し
て
い
る
と
も
受
け
取
ら
れ
る
。
文
明
化

の
使
命

と
か
白
人

の
責
務
と
い
う
よ
う
な
概
念

で
は
な
く
、
む
し
ろ
欧
米

の
文

明
は
特
殊

で
あ
り
、

普
遍
的

で
は
な

い
こ
と
を
強
調
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
文
明
化

の
責
務
と

い
う

よ
う
な
強
迫
的
な
概
念

に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
こ
と
を
主
張
し

て
い
る

の

で
あ
る
。

い
ず
れ

に
し
ろ
、

ハ
ン
テ
ィ
ン
ト

ン
は
冷
戦
後

こ
の
よ
う
な
異
文
明
を
再
登

場

さ
せ
た

の
で
あ
る
。

ハ
ン
テ

ィ
ン
ト
ン
の
議
論

に
対
し

て
賛
成
か
反
対

か
は

と
も
か
く
、
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
で
も

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
も
う
ま
く
と

り

い
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
大
き
な
部
分
を

こ
こ
で
は
便

宜
的

に
反

ユ
ー
ト
ピ
ア

の
枠
組

み
に
入
れ

る
こ
と

に
し
よ
う
。

二

三
個

の
枠

組

み

の
概

念

的

比

較

行
動
主
体
、

シ
ス
テ
ム

の
前
提
、
行
動

の
態
様
、

シ
ス
テ
ム
的
特
徴
、
そ
し

て
地
球
経
済
と

の
関
連

を
比
較

し
て
み
よ
う
。

行
動
主
体

は
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
は
正
常
国
家
、

フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
は
自

由
民
主
主
義
、
反

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
失
敗
国
家
、

シ
ス
テ
ム
の
前
提

は
ウ

ェ
ス
ト

フ

ァ
リ

ア
は
国
家
主
権
、

フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
は
人
民
主
権
、
反

ユ
ー
ト
ピ

ア

は
主
権
喪
失

で
あ

る
。
行
動

の
態
様

は
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ

ア
は
勢
力
均
衡
と
覇

権
参
入
、

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
は
束
縛
と
隠
遁
、
反

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
空
洞
化
と

崩
壊

で
あ

る
。

シ
ス
テ
ム
的
特
徴

は
ウ

ェ
ス
ト
フ

ァ
リ

ア
は
主
権
国
家
の
競
争
、

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
は
自
由
民
主
主
義
連
合

の
拡
大
、
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
は
失
敗

国
家
群
、
地
球
経
済
と
の
関
連
は

ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ

ア
は
国
民
経
済
、

フ
ィ
ラ

デ
ル
フ
ィ
ア
は
地
球
市
場
、
反

ユ
ー
ト
ピ
ア
は
世
界

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

正
常
国
家
は
競
争
と
協
調
を
繰
り
返
す
が
、
国
内

で
は
秩
序
、
対
外
は
無
秩

序
と

い
う
明
快
な
区
別
を
す
る
。
主
権

や
領
域
の
侵
害

に
対

し
て
と
り
わ
け
敏

感

に
反
応

す
る
。
内
政
干
渉

に
対
し

て
強
く
反
発
す
る
。
自
由
民
主
主
義
は
堅

固

な
人
民
主
権
と
普
遍
的
な
規
範
と
価
値

の
広
範
な
共
有

に
よ

っ
て
特
徴

つ
け

ら
れ
る
。
自
由
民
主
主
義

の
結
合
が
経
済
的
相
互
依
存

・
統
合

の
重
要
性
を
保

障
し
、
地
球
的
な
安
全
保
障
措
置

の
強
固
な

ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
の
創
出

に
役
立

つ

よ
う
な
共
有
規
範

・
価
値
を
土
台

に
す
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
失
敗
国
家
は
主

権

の
空
洞
化
と
経
済
的
周
辺
化
を
基
礎

と
し

て
、
植
民
地
化

で
あ
れ
、
人
道
主

義
的
救
済

で
あ
れ
、
軍
事
的
侵
略

で
あ
れ
、
外
部

か
ら

の
介
入
を
招
来
し
や
す

い
。正

常
国
家

の
行
動

の
態
様
は
勢
力
均
衡
と
覇
権
参
入

で
あ

る
。

い
ず
れ
も

シ

ス
テ
ム
の
保
全

に
と

っ
て
危
険

に
な
ら
な
い
よ
う

に
、
軍
事
力

の
変
化

に
対
し

て
イ
デ
オ

ロ
ギ

ー
的
宗
教
的

な
偏
り
を
最
小

に
し
な
が
ら
、
行
動
主
体

が
離
合

集
散
す

る
。
自
由
民
主
主
義

の
行
動

の
態
様

は
束
縛
と
隠
遁

で
あ
る
。
束
縛
と

は

一
定

の
規
範
や
価
値
を
軸

に
多
数

の
行
動
主
体
を
束
縛
す
る
、
連
合
す
る
、

そ
し

て

一
体
化
す

る
こ
と

で
あ
る
。
隠
遁
と
は

シ
ス
テ
ム
の
存
亡

に
か
か
わ
り
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そ
う
な
時

に
、

そ
の
よ
う
な
危
険
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
失
敗
国

家

の
行
動

の
態
様

は
空
洞
化
と
崩
壊

で
あ
る
。
失
敗
国
家

は
自
律
的
な
行
動
主

体

で
は
な
く
、
対
内
的

に
は
無
秩
序
、
対
外
的

に
は
介
入

で
あ

る
。
し
か
も
対

外
的
な
介
入

に
よ

っ
て
失
敗
国
家
自
体
が
そ
れ
ほ
ど
強

く
影
響
を
受
け
な

い
。

シ
ス
テ
ム
的
特
徴
を
み
る
と
、

ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ

ア
は
主
権
国
家
か
ら
な

る

国
際
関
係

で
あ
り
、

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀

の
地
球
政
治
を
圧
倒
し
た

モ
デ

ル
で
あ
る
。

フ

ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
は
自
由
民
主
主
義

の
結
合

で
あ

り
、

一
九
世

紀
前
半

の
米
国
、
二
〇
世
紀
後
半

の
欧
州
が
そ
の
よ
う
な

モ
デ
ル
に
近
似
し

て

考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ

る
。
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
は

一
九
世
紀

か
ら
二
〇
世
紀

そ
し

て
二
一

世
紀
を
通
し

て
存
続
し

て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、

ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア

や

フ
ィ
ラ
デ

ル

フ
ィ
ア
の
影

に
な
る

モ
デ

ル
で
あ
る
。

ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
は

二
〇
世
紀
末
ま

で
に
次
第

に
勢
力
を
部
分
的

に
喪
失

し

つ
つ
あ

る
と

い
わ
れ
な

が
ら
も
、
未
だ
強
大
な
影
響
力
を
保
持
し

て
い
る
。

二
〇
世
紀
中
葉
国
際
連
合

創

設
時

ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
本
部
ビ

ル
は
五
十

力
国

の
加
盟
国
を
想
定
し

て
も

の

で
あ

っ
た
が
、

一
九
六
〇
年
代
末
ま

で
に
百
力
国
、

一
九
九
〇
年
代
末
ま

で
に

二
百
力
国
近
く

の
加
盟
国
を
記
録
す
る
に
到

っ
た
。
加
盟

の
条
件

は
緩
く
、
主

権

国
家

と
は
言

い
に
く

い
国
家
も
少
な
く
な
い
。

フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
は
二
〇

世

紀
第

四

・
四
半
世
紀

の
初

め

に
は
三
十
力
国

し
か
自
由
民
主

主
義

で
は
な

か

っ
た
と
さ
れ

る
が
、

一
九
九
五
年
ま

で
に
は
七
十
～
百

二
十

力
国
が
自
由
民

主

主
義

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
定
義
が
緩

く
な

っ
た
こ
と
が

こ
の
よ
う
な
急
速

の

拡

大

の
ひ
と

つ
の
大
き
な
要
因

で
は
あ
る
。

フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
は
グ

ロ
ー
バ

リ
ゼ

ー
シ

ョ
ン
と
そ
し

て
米
国

の
圧
倒
的

な
影
響
力

の
お
か
げ

で
、
次
第

に
存

在

を
大
き
く
し

て
い
る
。
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
は
主
権
国
家

の
普
遍
的
な
存
在
と
自

由
民
主
主
義

の
急
速

な
地
球
的
伝
播

に
よ

っ
て
影
が
薄
れ
て
い
る
よ
う
に
も
み

る

こ
と
が

で
き
る
が
、
実

は
そ
れ
ら

の
下
半
身

と
も

い
え
る
も

の
で
あ
る
。
構

造
的

に
そ
う
宿
命

づ
け
ら
れ

て
い
る
と

こ
ろ
が
あ
り
、
短
期
的

に
は
変
わ
り

に

く

い
。
主
権
国
家

の

モ
デ
ル
か
ら
み

て
も
失
敗
国
家
、
自
由
民
主
主
義

の
モ
デ

ル
か
ら
み

て
も
失

敗
国
家

で
あ

る
場
合
が
少
な
く
な

い
。
地
球
経
済
と
の
関
連

で
み
る
と
、
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
は
国
民
経
済

モ
デ
ル
、

フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア

は
地
球
市
場

モ
デ

ル
、
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
は
世
界

シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
を
成
す
。
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ

ー
シ

ョ
ン
の
深
化

は
国
民
経
済

モ
デ
ル
を
次
第

に
時
代
錯
誤
的

に

し

て
い
る
と
同
時

に
、
地
球
市
場

モ
デ
ル
と
世
界

シ
ス
テ
ム

・
モ
デ

ル
の
区
別

を
明
白

に
し

て
い

っ
た
。

そ
の
な
か

で
、
三
個

の
枠
組
み
は
行
動
主
体

の
考
え

を
規
定
し

て
い
く
。

三
個

の
枠
組

み
は
経
済
発
展
段
階
や
地
理
的

な
位
置
に
よ

っ
て

一
義
的

に
固

定
さ
れ

て
い
る
も
の
で
は
な

い
。
た
し
か

に
経
済
と
地
理
は
大
き
な
規
定
要
因

で
は
あ
る
が
、
ひ
と

つ
の
枠
組

み
だ
け

で
行
動
す
る
主
体
は
稀

で
あ
る
。
米
国

を
と

っ
て
み

て
も
、

ま
ず
主
権
国
家

で
あ
る
。

し
か
も
世
界
的
指
導
国

で
あ
る
。

同
時

に
自
由
民
主
主
義

で
あ

っ
て
、
規
範
や
価
値

の
共
有

に
よ

っ
て
広
範
な
国

家

と
広
範

な
個
人

に
大
き
な

ア
ピ

ー
ル
す
る
能
力
を
持

つ
。

こ
の
た
め
、
地
球

的
統
治

や
地
球
的
標
準

が
人

口
に
か

い
し

ゃ
す
る
わ
け

で
あ
る
｡

さ
ら
に
反

ユ
ー

ト
ピ

ア
の
枠
組

み
は
世
界
的
指
導
国

で
あ
る
米
国
に
と

っ
て
常
に
身
近
な

難

題
に
な
る
。
み
ず
か
ら

の
責
務
と
す

べ
き
か
、
距
離
を
取

る
べ
き
か
で
あ

る
。

前
者
を
と
れ
ば
、
地
球
的
な
野
心
や
普
遍
的
価
値

の
主
張
と

は
調
和
す

る
が
、

費
用
が
高

い
。
後
者
を
取
れ
ば
、
普
遍
的
価
値

の
主
張
か
ら
み
る
と
奇
異
な

こ

と
に
な
る
が
、
費

用
は
安
く
な
り
う
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
距
離

を
と
る
だ
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け

で
な
く
、
対
決

し
て
い
け
ば
逆

に
費
用

は
高
騰
す
る
。
米
国
が
対
外
的
に
要

求
す
る

こ
と
を
と

っ
て
も
、
対

日
要
求

の
な
か

で
市
場
自
由
化
は
自
由

民
主
主

義
的
な
枠
組

み
で
わ
か

る
が
、
正
常
国
家

に
な
れ
と

い
う
要
求
は
主
権

国
家

の

そ
れ
に
よ
り
調
和
す

る
。
米
国

の
対
中
要
求

の
な
か

で
人
権
擁
護
は
自
由
民
主

主
義
的
枠
組

み
に
調
和
す

る
が
、
最
恵
国
待
遇

の
停
止

・
延
長
は
主
権
国
家

の

枠
組
み
に
よ
り
調
和
す

る
。
国
際
連
合
を
み

て
も

こ
の
点

は
良

く
わ
か
る
。
国

際
連
合
自
体

は
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
的
枠
組
み
に
調
和

す
る
。
加

盟
国

の
承
認

が
な
い
と
何
も
動
か
な

い
。
し
か
し
、
多
く

の
問
題

に

つ
い

て
安
全
保
障
理
事

会

の
常
任
理
事
国

は
圧
倒
的
な
影
響
力
を
行
使

す
る
。
戦
後
処

理
の
仕
組

み
と

し
て
の
国
際
連
合

で
あ

る
限
り
、
勝
利
国
連
合

で
あ

る
限

り
、

こ
の
こ
と

は
不

可
避

な
の
か
も
し
れ
な

い
。
ま
た
、
非
政
府
組
織

つ
ま
り
市
民
社
会

の
選
好
を

よ
り
強
く
選
択
的

に
表
現
す
る
組
織

の
強

い
影
響
下

に
置

か
れ

る
こ
と
が
稀

で

は
な

い
。
非
政
府
組
織

の
影
響
力
は
加
盟
国
を
説
得
し
、
国
際
連
合

の
全
体
と

し
て
の
意
思
を
も
規
定
す
る

こ
と
も
稀

で
は
な
い
。

た
と

え
ば

一
九
九
七
年

の

対
人
地
雷
全
廃
条
約

の
調
印
は
非
政
府
組
織

の
圧
倒
的
な
活
動

に
よ

っ
て
可
能

に
な

っ
た
と

い

っ
て
も
差
し
支
え
が
な
い
。

一
九
九
〇
年
代
前
半

に

一
七
あ
る

国
際
連
合
機
関

の
う
ち
、

三
個
の
機
関

が
そ
の
予
算
、
人
員
、

そ
し

て
活
動
を

大
き
く
拡
大
す
る

こ
と
に
成
功

し
た
。

そ
れ

は
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
、

世
界
食
糧
計
画
、

そ
し

て
国
際
児
童
基
金

で
あ
る
。
そ

の
成
功

の
秘
訣
は
錦
の

御
旗

の
創
出
と
国
際

メ
デ

ィ
ア
の
活
用

で
あ

る
。
難
民
、
基
金
、
児
童
は
い
ず

れ
も
錦

の
御
旗

に
な
り
や
す
い
が
、

一
定

の
工
夫
な
し

に
は
な
ら
な

い
。
対
人

地
雷
全
廃
条
約

で
も
軍
縮

や
安
全
保
障

の
問
題
と
は
完
全

に
切
り
離
し

て
、
人

道
的
な
観
点

か
ら
の
説
得
宣
伝

工
作
が
見
事

に
成
功
し
た
例

で
あ
る
。
国
際

メ

デ
ィ
ア
の
活
用
な
し

に
地
球
市
民

の
支
持
は
得

に
く

い
。
国
際
通
信
網
な
し

に

は
非
政
府
組
織

の
成
功
は
不
可
能

で
あ
る
。

た
し
か

に
国
際
連
合
は
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
的

で
は
あ
る
が
、

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
的
な
視
点
な
し
に
成
功
は
覚

束
な

い
。
さ
ら

に
国
際
連
合

は
大
多
数
の
反

ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
枠
組

み
で
と
ら

え
や
す

い
問
題
を
ゆ
め
ゆ
め
お
ろ
そ
か
に
で
き
な

い
。
実
際
国
際
連
合

の
多
く

の
リ
ソ
ー
ス
は
第
三
世
界

と
よ
ば
れ
る
地
域

に
配
分
さ
れ

て
い
る
。
地
球
経
済

の
核
心

は
世
界
銀
行
、
国
際
通
貨
基
金
、
国
際
決
裁
銀
行
な
ど
が
監
視
し

て
い

る
が
、
地
球
経
済

の
落
ち
こ
ぼ
れ
部
分
に
た
い
す
る
監
視
と
部
分
的
な
救
済
は

国
際
連
合

に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
地

球
安
全
保
障

の
核
心
は
北
大
西
洋
条
約
機
構
と
日
米
安
全
保
障
条
約

に
よ

っ
て

支
え
ら
れ

て
い
る
と
い

っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
が
、
地
球
安
全
保
障

に
お
け
る
落

ち

こ
ぼ
れ

の
監
視

と
部
分
的
救
済
は
や
は
り
国
際
連
合

に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
こ

と
が
少

な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
意
味

で
国
際
連
合

は
三
個
の
枠
組
み
を
同
時

に
具
現
し

て
い
る
組
織
と

い
え
る
。

そ
し

て
世
紀

の
変
わ
り
目

に
お
い
て
ほ
と

ん
ど

の
国
家

は
三
個

の
枠
組
み
を
混
合
し

て
い
る
。

'三

ウ

ェ
ス

ト

フ

ァ
リ

ア

の
幻

想

の
経

済
的

基

盤

ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
は
そ

の
成
立
当
時

に
も
そ
の
後
に
お
い
て
も
必
ず
し
も

他

の
枠
組

み
を
排
斥
す
る
圧
倒
的
な
枠
組
み
で
は
な
か

っ
た
の
に
、
な
ぜ
か
ほ

か

の
枠
組

み
を
影

の
部
分

に
置
い
て
し
ま
う
力
を
も

っ
た
。

一
七
世
紀
当
時
、

主
権
国
家
だ

け
で
な
く
、

ハ
ン
ザ
同
盟
、
都
市
国
家
も
隆
盛
し

て
い
た
。
中
世

的
な
封
建
領
主
を
軸
と
す
る
制
度
も
根
強
く
存
在
し
た
。
帝
国
と
い
う
巨
大
な

制
度
も
強
固

に
存
在
し

て
い
た
。
中
世
は
普
遍
的
な
宗
教
世
界
と
局
所
的
な
政
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治
秩
序
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
｡
し
か
し
、

そ
れ
も
欧
州
世
界

に
限

っ
て
の
こ
と

で
あ

っ
た
。
欧
州
中
世

・
近
代
初
期

の
外
側

に
は
技
術
水
準
か
ら

み
て
も
高
度

な
文
明
を
誇

っ
て
い
た
帝
国
が
存
在
し

て
い
た
。
し
か
し
、
欧
州

で
は
主
権
国

家
が
競
争
し
、
欧
州
自
体
が
大
躍
進

を
遂
げ

る
。

こ
こ
に
主
権
国
家

モ
デ
ル
が

一
九
世
紀
か
ら

二
〇
世
紀
に
わ
た

っ
て
強
烈
な
魅
力
を
も

っ
て
伝
播
し
た

の
で

あ
る
。
欧
州
が

一
層
隆
盛
に
向

か
う
な
か
で
欧
州

の
外
側

は
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
的

な
枠
組
み

で
よ
り
よ
く
理
解

で
き
る
よ
う

に
な

っ
た
か

の
よ
う

に
見
え
た
。
さ

ら

に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
的

な
枠
組

み
で
地
域
的
な
展
開
を
始
め
た

シ
ス
テ
ム

も

一
九
世

紀
中
葉
ま

で
に
主
権
国
家
的
な
枠
組
み

へ
の
吸
収
が
み
ら
れ
た
。
米

国

も
日
本

も
欧
州

の
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
的
枠
組
み

に
大
き
く
転
換
し

て
い
く

の

で
あ
る
。
米
国
は

フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
、

日
本
は
小
中
華
世

界
と

で
も
い
え

る
枠
組

み
を
展
開
し
て
い
た
が
、
突
如
と
し

て
ど
ち
ら
も
崩
壊

し

て
い
く
。
米

国

で
は
南
北
戦
争
、

日
本

で
は
明
治
維
新
が
そ

の
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
し
て
二
〇
世
紀

一
杯

ウ

ェ
ス
ト
フ

ァ
リ

ア
の
全
盛

が
続

い

て
い

っ
た
。

し
か
し
、

二
〇
世
紀

の
変
わ
り
目
が
近
づ
く
に

つ
れ
て
、
技
術
進
歩

は
経
済

の

地
球
化
を
可
能

に
し
、
米
国

の
世
界
的
指
導
力

は
普
遍
的
な
規
範
と
価
値
を
伝

播
す

る
の
に
役
立
ち
、

い

つ
の
ま

に
か

フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
の
枠
組

み
が

一
定

の
影
響
力
を
も

つ
に
至

っ
た
。
経
済

の
地
球
化

と
普
遍
的
な
規
範

・
価
値

の
普

及

は
地
域
的
な
区
分
け
か
ら
判
断
す
る
こ
と
を
難
し
く
し

て
い

っ
た
。

ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
の
幻
想

は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
球
経
済
と

の
関
連
か
ら
も
よ

く
理
解

で
き

る
。

ウ

ェ
ス
ト
フ
ァ
リ

ア
的
な
枠
組
み

で
は
国
民
経
済
と
そ
れ
を

つ
な
ぐ
国
際
経
済
が
主
要
な
概
念

で
あ

っ
た
。

そ
れ
が
経
済

の
地
球

一
体
化
の

な
か

で
、
次
第

に
勢
力
を
減
退

し
て
い
く
。
グ

ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ

ョ
ン
は

フ
ィ

ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
に
調
和
す

る
。

(
い
う
ま

で
も
な
く
、

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の

発
祥
地
米

国
が

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で
あ

っ
た
南
北
戦
争
ま

で
の
時
期

に
米
国

経
済

が
あ

っ
た
の
は
世
界
経
済

の
半
周
辺
経
済
と
し

て
中
核
経
済

で
あ

っ
た
欧

州
経
済
と

は
な
か
ば
距
離
を
と

っ
た

ス
タ

ン
ス
で
あ

っ
た
。
)
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ

ア
は
地
球
経
済
と
調
和
す
る
。
地
球
政
治

の
三
個

の
潮
流

に
対
応
す

る
地
球
経

済

の
三
個

の
潮
流
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
国
民
経
済
的

モ
デ
ル
と
し
て
の
後
発

的
経
済
発
展

モ
デ
ル
の
ア
レ
ク
ザ

ン
ダ

ー

・
ガ

ー
シ

ェ
ン
ク

ロ
ン
、
地
球
市
場

モ
デ
ル
と
し

て
の

ロ
バ
ー
ト

・
ラ
イ
シ

ュ
、
世
界

シ
ス
テ
ム
モ
デ
ル
と
し

て
の

イ

マ
ヌ

エ
ル

・
ウ
ォ
ラ
ス
テ
ィ
ー

ン
を
あ
げ
る

こ
と
が
出
来
よ
う
か
。

ガ

ー
シ

ェ
ン
ク

ロ
ン
は
ド
イ

ッ
や

ロ
シ
ア
の
経
済
発
展

の
歴
史
を
み
る
な
か

で
後
発
性
が
時

に
経
済
発
展
に
と

っ
て
有
利
な
条
件

に
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

国
家
主
導

の
工
業
化
を
推
進
し

よ
う
と
す
る
時
に
ド
イ
ツ
で
は
ラ
イ

ン
流
域

の

鉄
鋼
業
と
プ

ロ
イ

セ
ン
の
農
業

の
連
合
が
国
家
主
導

の
工
業
化
を
容
易

に
し
た
。

ラ
イ

ン
の
鉄
鋼
業
は
後
発
的
な
た
め

に
国
家
の
庇
護
を
要
求

し
た
し
、
プ

ロ
イ

セ
ン
の
農
業

は
競
争
力

が
強
か

っ
た
た
め

に
工
業

で
の
保
護
主
義

に
は
強

い
関

心
を
示
さ
な
か

っ
た
。

こ
の
こ
と
は
プ

ロ
イ
セ

ン
国
家
に
よ
る
強
力
な
国
家
主

導
的

工
業
化

を
容
易

に
し
た
。
ガ

ー
シ

ェ
ン
ク

ロ
ン
は
後
発
性

の
有
利
性

に

つ

い

て
主
張

し
た
の
で
あ

る
。

ロ
シ
ア
に

つ
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
な

こ
と
が
い
え
る

だ
ろ
う
。

ソ
連
邦
時
代

の
ス
タ

ー
リ

ン
的

工
業
化
も
ガ
ー
シ

ェ
ン
ク

ロ
ン
に
よ

れ
ば
同
様

の
説
明

が
あ
た
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
中
央
計
画
経
済
は
結
局
国
家
主

導

の
工
業
化

で
は
な
か

っ
た
か
。

こ
の
よ
う
な
国
民
経
済

の
工
業
化
、
経
済
発

展

に

つ
い
て
は
正
統

の
経
済
史

で
は
最
も
普
通

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
英
国
に

つ

い
て
も
、
米
国

に

つ
い
て
も
、
日
本

に

つ
い
て
も
、
国
民
経
済
と
国
際
環
境

を
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明
確
に
わ
け
て
経
済
史
的
記
述
説
明
を
行
う

こ
と
に
何
ら
の
疑
問
を
挟
む
人

は

い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
後
発
的
工
業
化
を
行

っ
た
経
済
史

に

つ
い
て
は
そ
の

こ
と
が

一
層
明
確

に
な
さ
れ

て
い
た
。

ロ
バ
ー
ト

・
ラ
イ

シ

ュ
の

『
諸
国
民

の
仕
事
』

が
明
ら
か

に
す

る
よ
う

に
、

地

球
市
場

の
視

野
が
前
面

に
出

て
い
る
。
地
球
市
場

が
地
球
経

済

の
基
礎

で

あ

っ
て
、

そ
れ
と
調
和
し
た
国
民
経

済
が
経
済
発
展

で
躍
進
を
遂
げ
る

こ
と

に

な
る
。
調
和
し
た
と
は
、
市

場
自
由
化

を
促
進

し
、
政
府
規
制
を
解
除
す
る
構

造
改
革
努
力
が

一
定

の
成
果
を
挙

げ

て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
い
る
。
ガ
ー

シ

ェ
ン
ク

ロ
ン
の
考

え

で
は
国
家
主
導
政
策

の
巧
拙
が
問
題

に
な

っ
て
い
た

の

に
、

ラ
イ
シ

ュ
の
考

え

で
は
む
し
ろ
国
家
主
導

の
後
退
と
市
場
主
導

の
経
済
運

営

の
採
否
が
問
題

に
な

っ
て
い
る
。
地
球
市
場

の
原
動
力
は
国
民
経
済
単
位

で

は
な
く
、
地
球
経
済

そ
の
も

の
で
あ

り
、

そ
れ
は
ど

こ
に
い
よ
う
と
電

子
通
信

技
術

で
瞬
時
に
経
済
取
引
を
行

う
無
数

の
ス
ペ
キ

ュ
レ
ー
タ

ー
の
集
ま
り
な
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な

の
は
そ
の
よ
う
な
通
信
技
術

の
出
現

で
あ
り
、

そ
の

経
済
取
引
が
地
球
規
模

で
な

さ
れ

る
こ
と

で
あ
る
。
経
済

取
引

の
判
断
基
準

は

情
報
公
開
性

と
株
主
主
権
性
を
基
礎

に
し
た
か
な
り
短
期
的

な
利
潤
可
能
性

で

あ
る
。
ラ
イ
シ

ュ
の
考
え

は
国
民
経
済

の
発
展
と
は
即
地
球
市
場

を
自

ら
の
魅

力

で
招
待

で
き
る
能
力
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
考

え
に
よ
れ
ば
、

国
民
経
済
的
発
展

の
考
え
か
ら
生
ま
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
制
度
を
根
本
的

に

破
壊
す

る
こ
と
が
肝
心

な
最
初

の
仕
事

に
な

る
。

シ

ョ
ッ
ク

・
セ
ラ
ピ
ー
が

ジ

ェ
フ
リ
ー

・
サ

ッ
ク
ス
の
処
方
箋

で
前
面
に
出

る
わ
け

で
あ

る
。

そ
れ

は
ペ

ル
ー
に
対
し

て
、

ロ
シ
ア
に
対
し

て
、
そ
し
て
イ

ン
ド
に
対
し

て
も
何
ら
か
わ

る

こ
と
が
な

い
の
で
あ
る
。

イ

マ
ヌ
エ
ル

・
ウ

ォ
ラ
ス
テ
ィ
ー
ン
は
国
民
経
済
が
色
濃

い
な
か

で
も
世
界

市
場
が
力
学

を
作

り
、

そ
の
力
学
に
乗
る

こ
と
の
で
き
る
国
民
経
済
は
強

い
勢

力
と
な
り
、

そ
う
で
な

い
経
済
は
そ
う

で
な
く
な
る
と
主
張

し
た
。
ウ

ォ
ラ
ス

テ
ィ
ー

ン
は
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
力
学

に
よ

っ
て
影
と
な

っ
て
い
く
地
球
経
済

の
陰

の
部
分

の
理
解

を
深
く
す

る

こ
と

の
重

要
性
を
強

調
し
た

の
で
あ
る
。

ウ

ォ
ラ

ス
テ
ィ
ー
ン
の
説
明
は
国
民
経
済
が
世
界
市
場
を
ど

の
よ
う
に
有
利

に

活

用
で
き

る
か
、

そ
れ
を
富
国
強
兵

の
た
め
に
利
用

で
き
る
か
と
い
う
も

の
で

あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
ガ
ー

シ
ェ
ン
ク

ロ
ン
の
考
え
と
大
き
く
変
わ
る
も

の
で

は
な

い
。
政
治

で
い
え
ば
ウ

ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
の
考
え
に
近

い
。

フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
の
考
え

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
的
な
考
え

で
あ

る
。
周
辺
化
さ
れ
た
国
民
経
済
、
あ
る
い
は
国
民
経
済
も
形
成
で
き
な

い
周
辺

的
外
縁

に
対
す
る
関
心
が
ウ

ォ
ラ
ス
テ
ィ
ー
ン
の
中
核

に
あ
る
。
欧
州
経
済
、

さ
ら

に
は
大
西
洋
経
済
、

そ
し

て
最
近

で
は
米
欧
日
経
済
が
次
第

に
全
体
と
し

て
中
核

経
済
と

な
り
、

ほ
か

の
経
済
を
周
辺
化

し
て
い
く

こ
と
が
ウ

ォ
ラ
ス

テ
ィ
ー
ン
の
関
心
な
の
で
あ

る
。

地
球
経

済

の
発
展

の
な
か

で
な
ぜ
ガ

ー
シ

ェ
ン
ク

ロ
ン
的
な
考
え
が

つ
い
最

近

に
な
る
ま

で
圧
倒
的
な
強
さ
を
誇

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
地
球
政
治
で
い
え

ば
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
的
な
考
え
が

つ
い
最
近
ま
で
圧
倒
的
な
強
さ
を
誇

っ
た

の
に
匹
敵

す
る
。
結
局

の
と

こ
ろ
技
術
水
準
が
政
治

で
も
経
済

で
も
そ
の
運
営

単
位

の
規
模
を
強
く
規
定
す
る
。
近
代

の
ほ
と
ん
ど

の
期

間
に
お
い
て
技
術
水

準

は
国
民
国
家

の
規
模
を
、
人
口

一
千
万
～

五
千
万
人

の
も
の
に
し
て
い
た
。

統

治

の
密
度

か
ら

み
て
そ
れ
が
限
界

で
あ

っ
た
。
帝
国

の
形
態
を
と
る
国
家
は

統

治
の
密
度

が
低

い
た
め

に
、
よ
り
大
き
な
版
図
を
も

つ
こ
と
が
普
通

で
あ

っ
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た
。
近
代

に
お

い
て
も
国
民
国
家

と
帝
国
と
都
市
国
家
と

い
う
よ
う

に
規
模

に

お

い
て
大
き
く
異
な
る
も

の
が
共
存

し
て
い
た
の
は
統
治

の
密
度

の
違

い
の
た

め

で
あ
る
。

い
う
ま

で
も
な
く
、
国
民
国
家

の
形
成
が
北
半
球
を
中
心

に
促
進

さ
れ

て
い

っ
た

の
は

一
九
世
紀
後
半

で
あ

る
が
、
二
〇
世
紀
第

一
・
四
半
世
紀

ま

で
に
帝
国
は

ほ
ぼ
消
滅

し
た
。

し
か
し
、
国
民
国
家

の
誕
生
は
二
〇
世
紀
を

通

じ

て
波
状

と
な

っ
て
継
続

さ
れ
た
。
第

一
次
世
界
大
戦

の
後
、
中
央
欧

州
と

ラ
テ

ン
ア
メ
リ
カ
で
進
展
し

た
。
第

二
次
世
界
大
戦

の
後

、

ア
ジ

ア
と

ア
フ
リ

カ
で
進

展
し
た
。
と
り
わ
け
後
者

に
お

い
て

一
九
四
五
年
当
時

三
十

力
国
前
後

の
国
際
連
合

加
盟
国

が

一
九
六
〇
年
代
末

に
は

一
〇
〇
力
国
、

一
九
九

〇
年
代

末

に
は
二
〇

〇
力
国
近
く

に
な
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
国
民
国
家

か
ど
う
か
は

別
と

し
て
、
少

な
く
と
も
国
際
連
合

の
考
え
る
主
権
国
家

と
し
て
存
在

し
て
い

る
の
で
あ

る
。
経
済
活
動

で
も
同
様

で
、

一
九
世
紀
か
ら

二
〇
世
紀
中
葉

ま
で

人

口

一
千
万
～
五
千
万
人
が
適
正
規
模

と
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
人

口
は
少
な
す

ぎ

て
も
市
場

が
発
達
し
な

い
し
、
大
き
す
ぎ
て
も
市
場
と
し

て
効
率

が
悪
く
な

る
と

い
う
嫌

い
が
あ

っ
た
。
英
国
、
ド
イ

ツ
、

フ
ラ

ン
ス
、

日
本
、
米
国
、

ロ

シ
ア
と

い

っ
た
経
済
が
そ

の
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
入

る
。
米
国

や

ロ
シ
ア
は
帝
国
的

な
規
模

で
あ

っ
た
が
、
技
術
進
歩

は
次
第

に
規
模
を
大
き
く
し

て
い

っ
た
し
、

国
内
人

口
の
規
模
を
そ
れ
ほ
ど
気

に
し
な

い
構
造
を
も
用
意
し

て
い

っ
た
。

四

結

論

ウ

ェ
ス
ト

フ

ァ
リ

ア
、

フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ァ
、
反

ユ
ー

ト
ピ

ア
の
枠

組
み
は

二
〇
世
紀

か
ら
二

一
世
紀

の
変
わ
り
目

に
重
要
な
枠
組

み
と
し

て
並
立

し

て
い

る
。
安
全
保
障

を
考

え
る
時

に
、

ウ

ェ
ス
ト
フ
ァ
リ

ア
だ
け

で
考

え
る

こ
と
が

視

野
を

ひ
ど

く
狭
め

る

こ
と
が
小
文

で
か
な

り
明
ら
か

に
な

っ
た
と
思

う
。

フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
は

一
〇
〇
年

の
低
迷

の
後
、
欧
州
連
合

の
展
開
と
米
国
の

文
化
的
覇
権

に
よ

っ
て
大
き
く
復
権
し
て
い
る
。
反

ユ
ー
ト
ピ

ア
は
ウ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ
ア
の
名
目
的
な
膨
張

に
よ

っ
て
主
権
国
家

の
か
く
れ
み
の
の
下

で
、

そ

し
て

フ
ィ
ラ
デ

ル
フ
ィ
ア
の
普
遍
的
価
値

へ
の

コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
の
普
及

に

よ

っ
て
人
道
主
義
的
介
入
と
地
球
統
治
と

い
う
口
実

が
広
く
受
容
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
無
視

で
き
な
い
枠
組

み
と
な

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
三
個

の
枠
組

み

は
地
理
的
な
位
置
や
経
済
的

な
発
展
段
階

で
規
定

さ
れ

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

地
球
政
治
と
地
球
経
済
が
現
実

に
な

っ
て
い
る
以
上
、
三
個
の
枠
組
み
は
ど

の

行
動
主
体

に
と

っ
て
も
意

味
を
も

つ
枠
組
み

で
あ
る
。
地
球
政
治
と
地
球
的
安

全
保
障
を
考
え
る
時
に
は
少
な
く
と
も

こ
れ
ら
三
個

の
枠
組

み
を
同
程
度

に
視

野

に
い
れ
る

こ
と
が

こ
の
大
き
な
変
換
期

に
お
け
る
現
象
の
深

い
理
解

に
必
要

で
あ
る
。

(1
)

こ
の
議
論
は
私
が
中
心
に

な

っ
て
組
織
し
た

「
米
国

の
民
主
主
義
推
進
」
会
議
に
お
け
る
次

の
論
文

で
最

初
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
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理
論
的
な
部
分
は
次

で
さ
ら
な

る
展
開
を
み
て
い
る
。

(2
)

地

球
政
治

の
理

論
的

論
考

で
こ

の
枠
組

み

の
発
展

に
役
立

っ
た

の
は
次

の

も

の
で
あ
る
。

ウ

ェ
ス
ト

フ

ァ
リ

ア
に

つ
い

て
は
、

フ
ィ
ラ

デ

ル

フ
ィ
ア
に

つ
い

て
は
、

反

ユ
ー

ト
ピ

ア
に

つ
い

て
は
、

理
論
的

と

い
う

よ
り

は
、

ソ

マ
リ

ア
、

カ

ン
ボ
ジ

ア
な

ど

に

つ
い

て
の
ジ

ャ
ー
ナ
リ

ス
ト

の
リ
ポ
ー

ト
に
よ
る
。

(3
)

地
経

学
的

な
基
盤

に

つ
い

て
の
理

論
的
論
考

で
こ
の
枠
組

み

の
発
展

に
役

立

っ
た

の
は
次

の
通

り

で
あ

る
。

ウ

ェ
ス
ト

フ

ァ
リ

ア
に

つ
い
て
は
、

フ
ィ
ラ

デ
ル

フ

ィ
ア
に

つ
い
て
は
、

反

ユ
ー

ト
ピ

ア
に

つ
い

て
は
、

(い
の
ぐ
ち
　
た
か
し
　

東
京
大
学
)



relations, tends to be informal and seems to be predicated on the game of

stag hunting. A prohibition regime which prohibits prodution, possession

and use of a certain weapon is inclusive, non-discriminary and thus very

similar to environmental or human right regimes.

 Security regimes do not have military capabilities by themselves except

for alliances and collective security but usually do play indispensable pre-

ventive roles.

"Global Security System as History:

Westphalian, Philadelphian

and Anti-Utopian"

INOGUCHI Takashi

In this articla the author argues that into the new millennium three com-

peting frameworks govern the global security framework; Westphalian, Phi-
ladelphian and Anti-Utopian. The Westphalian framework was the domi-

nant framework for the last two centuries especially this century. It is cha-

racterized by state sovereignty as its basic premise, order within and anar-

chy without as a systemic feature, and balancing and bandwagonning as

its behavioral modalities. The Philadelphian framework existed in the

United States between its colonial period and the Civil War. It has been res-
uscitated globally in the last quarter of this century in quite a resilient f ash-

ion, incorporating much of the Westphalian framework into it. It is charact-

erized by popular sovereignty as its basic premise, liberal democracy as its
systemic feature, and binding and hiding as its behavioral modalities. The

Anti-Utopian framework existed until the mid-loth century as the col-

onialist framework. It has been revived as it has remolded itself as a

global, humanitarian mission undertaken by major powers international or-
ganizations non-governmental organizations, by stripping itself of its
erstwhile territorial aggrandizement component. It is characterized as loss
of sovereignty as its basic premise, failed or failing states as a systemic

feature, and hollowing out and collapsing as its behavioral modalities.

These three frameworks compete vigorously in all actors of global politics

-7-



and the manifestation of varying weights in the coming evolution of

global politics needs to be carefully analyzed in order to see the shape of

global politics in the next millennium.

Anarchy as an Equilibrium:

A Theoretical Analysis

ISHIDA Atsushi

Realists regard the anarchic structure of international relations as exoge-

nous constraints on the foreign policy decisions of sovereign states. They

do not explain but assume anarchy. They explain, instead, that the ab-

sence of centralized authority, which enforces international agreements, hin-

ders the efficient solution of political conflicts among states, as in a

Prisoner's Dilemma game. But why is this anarchy as an inefficient institu-

tion sustained by rational actors? Why don't the rational states attempt to

establish international institutions that would facilitate the centralized

making and enforcement of international agreements? 

 They do not do so because the centralized making of agreements would

fail to serve their common interest for the following four reasons even if
the centralized enforcement would serve their common interest. First, the

decentralized control of information by sovereign states can be a bargain-

ing advantage. Second, even if states comply with agreements without

centralized enforcement, as in the case of policy coordination, they often

have divergent preferences over which policy to choose as a common

policy. Third, it is extremely difficult to establish a centralized authority
which clearly defines property rights beyond national borders even if the
clear definition of property rights could improve the efficiency of decentral-

ized bargaining over the regulation of economic activities with internation-

al externalities, as Ronald Coase argues. It is because the international
definition of property rights is expected to generate serious distributional

consequences. Fourth, developed and developing countries have divergent

interests in agreements that would have redistributional effects among
them.
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