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は
じ
め
に　
　

ビ
ル
・
ク
リ
ン
ト
ン
（W

illiam
 J. Clinton

）
政
権
以
後
の
米
国

に
お
け
る“Civil-M

ilitary Relations”

（
Ｃ
Ｍ
Ｒ
／「
政
軍
関
係1

」）、

つ
ま
り
は
文
民
と
軍
人
と
の
関
係
は
決
し
て
良
好
と
は
云
え
な
い2

。

両
者
相
互
の
亀
裂
は
根
深
く
、深
刻
な
状
況
に
あ
る
。こ
れ
に
は
様
々

な
理
由
が
あ
る
が
、
ひ
と
つ
は
一
九
七
三
年
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
終

結
に
伴
う
徴
兵
制
廃
止
に
よ
っ
て
、
市
民
社
会
の
な
か
で
の
軍
務
経

験
者
の
減
少
と
い
う
長
年
の
構
造
的
問
題
で
あ
る3

。
そ
れ
ま
で
一
般

化
し
て
い
た
軍
人
の
存
在
が
、
そ
の
数
値
的
な
減
少
だ
け
で
な
く
ス

テ
イ
タ
ス
と
し
て
も
変
質
し
た
の
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
以
後
の
戦
争
に

参
加
し
た
軍
人
へ
の
一
般
市
民
の
偏
見
や
誤
解
が
瀰
漫
し
、
市
民
意

識
と
乖
離
し
た
か
ら
で
あ
っ
た4

。

か
つ
て
社
会
特
に
政
界
に
お
け
る
軍
歴
の
有
無
は
、
決
定
的
な
キ

ャ
リ
ア
と
し
て
必

sin
e q

u
a n

on

須
条
件
で
あ
っ
た5

。
命
を
懸
け
て
国
に
貢
献
し
た

こ
と
の
な
い
者
は
、
愛
国
者
と
見
做
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て

大
統
領
を
目
指
す
者
に
と
っ
て
軍
務
経
験
は
極
め
て
重
要
で
、
当
選

す
る
た
め
に
は
二
千
万
人
以
上
を
数
え
る
在
郷
軍
人
の
力
は
当
選
の

た
め
の
不
可
欠
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
も
あ
っ
た6

。
ま
た
軍
人
自
身
が
軍

人
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
あ
っ
た
こ
と
へ
の
プ
ラ
イ
ド
は
極
め
て

高
く
、
市
民
か
ら
も
一
定
の
敬
意
を
以
て
遇
さ
れ
て
来
た7

。

だ
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
後
の
在
郷
軍
人
の
数
的
減
少
は
非
常
に

顕
著
と
な
り
、
遂
に
は
軍
歴
の
な
い
大
統
領
（
ク
リ
ン
ト
ン
）
の

「
軍
産
複
合
体
」下
の
米
国
の「
政
軍
関
係
」

―
文
民
と
軍
人
の
対
峙
と
一
体
化

―

堀

茂

（
公
益
財
団
法
人
国
家
基
本
問
題
研
究
所 

客
員
研
究
員
）
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誕
生
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
発
生
し
た
こ
と
と
は
、
文
民
と
軍
人
と

の
敵
意
と
云
っ
て
い
い
両
者
の
対
峙
で
あ
る
。
例
え
ば
軍
人
（
将

官
）
の
一
人
は
、
自
国
の
大
統
領
を
「
ゲ
イ
好
き
の
、
ド
ラ
ッ
グ
経

験
者
で
、
徴
兵
忌
避
の
、
女
た
ら
し
（gay-loving, pot-sm

oking, 
draft-dodging, and skirt chasi

8

ng

）」
と
公
言
し
て
憚
ら
な
か
っ

た
。
他
方
、
ク
リ
ン
ト
ン
の
若
い
文
民
ス
タ
ッ
フ
も
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ

ス
に
い
る
制
服
組
と
は
口
を
き
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ま
で
し

て
い
た9

。

一
見
、
稚
拙
な
子
供
の
諍
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
文
民

と
軍
人
と
は
大
き
く
離
反
し
て
い
た
。
そ
の
根
源
的
な
理
由
は
、
ヴ

ェ
ト
ナ
ム
戦
争
以
来
の
軍
人
と
文
民
の
相
互
不
信
で
あ
る
。
軍
人
か

ら
す
れ
ば
、
文
民
指
導
者
に
戦
争
の
始
め
方
と
終
わ
り
方
に
つ
い

て
明
確
な
政
軍
両
戦
略
が
み
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
政
治
目
的
に

対
し
て
如
何
に
勝
つ
か
、
そ
の
軍
事
戦
略
が
明
確
で
な
い
戦
争
に

は
、
決
し
て
関
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
苦
い
経
験
を
彼
ら
に
与 

え
た10

。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
軍
人
が
傷
つ
い
た
が
、
文
民
も
傷
つ
い
た
。
こ

の
戦
争
に
よ
っ
て
歴
史
上
は
じ
め
て
喫
し
た
敗
北
は
国
家
全
体
を
退

嬰
的
に
し
て
、
上
記
の
よ
う
な
文
民
と
軍
人
と
の
間
の
確
執
、
つ
ま

り
は“Civil-M

ilitary Gaps”

（
Ｃ
Ｍ
Ｇ
／
シ
ビ
ル
・
ミ
リ
タ
リ
ー
・

ギ
ャ
ッ
プ11

）
を
一
層
激
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
来
政
治
と
軍

事
と
の
関
係
は
、
不
可
避
的
な
対
峙
を
所
与
と
し
て
い
る
が
、
軍
人

の
側
か
ら
す
れ
ば
、
上
記
の
将
官
の
よ
う
な
言
辞
は
軍
歴
の
な
い

「
最

com
m

ander in chief

高
司
令
官
」
に
対
す
る
感
情
を
如
実
に
代
弁
し
て
い
よ
う
。

ま
た
、
文
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
軍
人
へ
の
生
理
的
な
嫌
悪
感
が
前

提
と
し
て
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
応
に
出
た
よ
う
だ
。
ク
リ
ン

ト
ン
の
後
は
ブ
ッ
シ
ュ
（George W

. Bush

）、
オ
バ
マ
（Barack 

H
. O

bam
a

）、
ト
ラ
ン
プ
（D

onald J. T
rum

p

）、
そ
し
て
バ
イ

デ
ン
（Joseph R. Biden

）
と
続
く
な
か
、
ブ
ッ
シ
ュ
に
州
兵
の

キ
ャ
リ
ア
が
あ
る
だ
け
で
、
他
は
全
く
軍
務
経
験
の
な
い
大
統
領
が

誕
生
し
て
い
る
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
か
ら
始
ま
る
こ
の
流
れ
が
こ
れ

か
ら
も
続
く
と
す
れ
ば
、
Ｃ
Ｍ
Ｇ
は
益
々
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な

ろ
う12

。
こ
の
よ
う
に
、
文
民
優
位
の
原
則
の
も
と
文
民
と
軍
人
と
の
対
峙

が
激
化
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
真
逆
の
現
象
た
る
両
者
共
通
の
利
害

が
既
に
多
く
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。ま
た
、

そ
の
利
害
は
文
民
に
お
い
て
は
政
府
と
議
会
も
し
く
は
政
党
で
異
な

る
よ
う
に
、
軍
人
に
お
い
て
も
陸
海
空
海
兵
隊
の
四
軍
で
そ
れ
ぞ
れ

異
な
り
、
そ
れ
ら
が
事
案
毎
に
複
雑
に
錯
綜
し
て
い
る
。

小
論
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
以
後
の
米
国
を
「
政
軍
関
係
」
の
視



161　　　「軍産複合体」下の米国の「政軍関係」

点
か
ら
考
察
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
が
、
そ
の
中
核
的
問
題
た
る

「
文

civilian control
民
統
制
」
は
、
政
治
主
導
や
政
治
優
位
の
原
則
の
背
後
に
、
文

民
、
軍
人
と
い
う
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
細
分
化
さ
れ
、
各
自
異
な
る
利
害

を
様
々
に
持
ち
な
が
ら
複
雑
に
交
錯
も
し
く
は
離
反
、
時
に
結
合
す

る
と
い
う
巨
大
な
「
軍

the military-industrial complex

産
複
合
体
（
Ｍ
Ｉ
Ｃ13

）」
国
家
と
し
て
の
課

題
に
変
容
し
て
い
る14

。

か
つ
て
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
（D

w
ight D

. Eisenhow
er

）
大
統

領
が
離

farew
ell address

任
演
説
で
危
惧
し
た
、「
文
民
統
制
」
を
根
本
的
に
腐
敗
さ

せ
得
る
関
係
を
文
民
と
軍
人
両
者
が
構
築
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
Ｍ

Ｉ
Ｃ
が
民
主
主
義
国
家
の
「
政
軍
関
係
」
に
お
け
る
最
大
の
蹉
跌
と

認
識
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
今
も
Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
亢
進
が

米
国
の
「
文
民
統
制
」
を
弱
体
化
、
さ
ら
に
は
無
意
味
化
さ
せ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
肥
大
化
の
一
途
を
辿

る
国
防
組
織
と
そ
れ
に
伴
う
巨
額
の
予
算
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
的
、
物

的
資
源
を
複
雑
か
つ
多
層
的
な
利
害
関
係
で
絡
め
、
ひ
と
つ
の
巨
大

な
権
益
と
し
て
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
よ
う
が
な
い

事
実
な
の
で
あ
る
。

一
．
軍
人
と
文
民
の
対
峙
と
葛
藤

一
般
論
と
し
て
軍
人
が
い
つ
も
文
民
よ
り
軍
事
行
動
に
積
極
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い15

。
実
態
は
寧
ろ
逆
で
あ
る
。
そ
れ
は
軍
事

専
門
家
故
に
一
旦
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
場
合
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
大

き
さ
や
、
そ
の
収
拾
に
伴
う
膨
大
な
人
的
物
的
消
耗
を
身
を
以
て
理

解
し
て
い
る
か
ら
だ
。
動
員
よ
り
復
員
（
動
員
解
除
）
の
方
が
圧
倒

的
に
困
難
な
の
は
軍
事
的
常
識
で
あ
る16

。
ま
た
同
時
に
、
前
線
で
の

戦
闘
経
験
は
一
種
の
ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
自
身
が
意
志
決
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
と
な
っ
た
後
も
、
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
深
刻

な
影
響
を
与
え
る
も
の
だ
。
湾
岸
戦
争
の
時
に
パ
ウ
エ
ル
（Colin 

L. Pow
ell

）
や
シ
ュ
ワ
ル
ツ
コ
フ
（H

. N
orm

an Schw
artzkoph 

Jr.

）
ら
が
軍
事
行
動
に
慎
重
だ
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

戦
争
に
お
け
る
経
験
が
決
定
的
要
因
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
て
い
る17

。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
当
時
、
彼
ら
は
前
線
の
指
揮
官
と
し
て
自
身
の

目
で
見
た
立
場
で
、
こ
の
戦
争
が
米
国
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
も

の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
根
本
的
な
疑
問
を
抱
い
て
い
た
。
結
果
的

に
、
彼
ら
の
命
懸
け
の
献
身
に
も
関
わ
ら
ず
、
無
残
で
屈
辱
的
な
撤

退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
彼
ら
の
人
生
を
決
定
づ



163　　　「軍産複合体」下の米国の「政軍関係」 　162

け
た
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

我
が
方
の
言
葉
で
云
え
ば
、「
無
名
の
師
」
で
は
な
か
っ
た
の
か

と
い
う
思
い
で
あ
る
。「
ド
ミ
ノ
理
論18

」
の
意
義
は
理
解
出
来
て
も
、

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
戦
い
は
、
軍
人
か
ら
す
れ
ば
身
を
以
て
守
る
べ
き

米
国
の
安
全
保
障
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
っ
た
か

ら
で
あ
る19

。
し
か
し
、
こ
の
教
訓
は
活
か
さ
れ
ず
、
こ
れ
以
降
も
米

国
は
〝
世
界
の
警
察
官
〟
と
し
て
多
く
の
紛
争
に
関
与
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
は
「
自
由
と
民
主
主
義
」
の
敷
衍

と
い
う
建
国
以
来
の“m

anifest destiny”

（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ

ス
テ
ィ
ニ
ー
／
「
明
白
な
る
天
意
」
田
久
保
忠
衛20

）
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

元
来
、
米
国
人
は
「
国
際
紛
争
を
対
立
す
る
利
益
の
対
決
と
本
質

的
に
捉
え
ず
、
単
な
る
善
と
悪
と
の
衝
突
と
し
て
片
づ
け
て
い
た21

」

が
、
そ
れ
は
常
に
自
身
は
「
善
」
で
あ
る
前
提
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

の
思
考
の
正
し
さ
は
全
面
勝
利
と
い
う
事
実
で
し
か
証
明
さ
れ
な
い

の
で22

、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
敗
北
後
も
続
い
た
対
外
紛
争
へ
の
関
与
は

国
内
の
分
断
へ
と
繋
が
っ
て
行
っ
た23

。

「
分
断
」
と
は
、
こ
れ
か
ら
も”extroversion”

（
外
向
き
）
で

世
界
を
主
導
す
べ
く
積
極
的
な
関
与
を
続
け
る
の
か
、
そ
れ
と

も”introversion”

（
内
向
き
）で
内
政
に
集
中
す
る
か
で
あ
る
。「
自

由
と
民
主
主
義
」の
敷
衍
が
米
国
の
建
国
以
来
の
歴
史
的
使
命
故
に
、

彼
の
国
の
歴
史
も
伝
統
も
関
係
な
く
既
存
の
体
制
を
倒
し
て
で
も
民

主
体
制
に
す
る
こ
と
が
米
国
の
利
益
に
も
な
る
と
い
う
ウ
ィ
ル
ソ
ニ

ア
ン
（W

ilsonian

）
的
考
え24

が
な
く
な
っ
た
訳
で
は
な
い
が
、「
内

向
き
」
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

国
内
で
は
白
人
対
有
色
人
、
富
裕
層
対
貧
困
層
、
保
守
対
リ
ベ
ラ

ル
（
そ
こ
に
所
謂
「
ネ
オ
コ
ン
」
が
絡
む
）、
ま
た
は
ク
リ
ス
ト
教

宗
派
間
の
様
々
な
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
も
し
く
は
レ
ベ
ル
で
の
対
立

が
、
同
時
か
つ
複
雑
に
絡
ま
り
な
が
ら
頻
発
し
て
い
る25

。
国
家
の
中

核
的
問
題
た
る
「
政
軍
関
係
」
に
お
い
て
も
同
様
で
、
第
二
次
世
界

大
戦
後
そ
の
ま
ま
存
在
し
た
常

standing arm
y

備
軍
の
存
在
は
、
今
日
に
至
る
ま
で

文
民
と
軍
人
と
の
対
峙
や
葛
藤
を
激
化
さ
せ
て
来
た
。

そ
れ
が
既
述
の
よ
う
に
、
ク
リ
ン
ト
ン
以
降
の
軍
務
経
験
の
な
い

大
統
領
の
誕
生
と
な
り
、
軍
人
の
文
民
に
対
す
る
侮
蔑
や
偏
見
が
従

来
に
な
く
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
国
家
に
忠
節
を
尽
く
す
の
が
本
分

の
軍
人
か
ら
す
れ
ば
、
軍
務
経
験
も
な
い
軍
事
に
疎
い
「
最
高
司

令
官
」
の
指
示
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
葛
藤

や
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
溜
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
他
方
、
文
民
の
方
は
軍
事
や
軍
人
に
対
す
る
無
理
解
や
無
智

が
依
然
と
し
て
強
く
存
在
し
て
い
て26

、
フ
ラ
ン
ス
の
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
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（Georges B. Clem
enceau

／
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
首
相
）
が

云
っ
た
よ
う
に
「
戦
争
の
よ
う
に
大
切
な
こ
と
を
、
軍
人
に
任
せ
て

お
け
る
か
」
と
い
う
意
識
が
根
柢
に
あ
る
。

米
国
は
建
国
以
来
、
常
備
軍
を
忌
避
し
て
来
た
歴
史
を
有
す
る27

。

第
二
次
世
界
大
戦
後
、
結
果
的
に
肥
大
化
し
た
常
備
軍
の
存
在
を
如

何
に
「
統
制
」
す
る
か
が
最
初
の
課
題
で
あ
っ
た
。
常
備
軍
を
ド
ラ

ス
テ
ィ
ッ
ク
に
逓
減
さ
せ
ず
に
維
持
す
る
こ
と
こ
そ
、
米
国
と
同
盟

国
の
利
益
に
繋
が
り
、
か
つ
世
界
経
済
の
主
導
者
た
り
得
る
。
そ
れ

が
冷
戦
を
勝
ち
抜
く
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
っ
た28

。
そ
の
た
め
に

も
軍
人
の
文
民
指
導
者
へ
の
従
属
は
、
米
国
の
伝
統
で
あ
り
文
民
の

権
利
で
あ
る
の
が
「
文
民
統
制
」
の
〝
王
道
〟
で
も
あ
っ
た29

。

だ
が
、
少
し
で
も
自
身
の
領
域
と
自
律
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

軍
人
の
意
図
が
「
主
体
的
統
制
」
で
阻
害
さ
れ
続
け
る
な
ら
、
軍
人

は
文
民
の
意
に
反
す
る
よ
う
な
専
門
的
な
意
見
や
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を

控
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う30

。
そ
れ
が
、
さ
ら
に
進
む
と
文
民
指
導

者
の
意
に
添
う
こ
と
し
か
云
わ
な
い
し
、
軍
事
的
常
識
に
反
す
る
こ

と
で
も
進
言
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る31

。

同
時
に
文
民
指
導
者
の
ほ
う
も
、
ま
ず
自
身
の
地
位
保
全
が
第
一

に
あ
り32

、
軍
人
に
対
し
て
は
政
治
的
志
向
や
軍
事
的
認
識
も
自
身

と
近
似
も
し
く
は
同
調
す
る
者
だ
け
を
重
用
す
る33

。
部
下
の
文
民

も
同
様
で
、
結
果
的
に
軍
人
の
〝
職

dereliction of duty

務
放
棄
〟34

を
助
長
す
る
文
民

の”m
icro-m

anagem
ent”

（
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト35

）
を
容

認
す
る
こ
と
に
な
る36

。
こ
れ
ら
は
様
々
な
要
因
が
複
雑
に
絡
ん
で
い

る
だ
ろ
う
が
、軍
人
た
る
資
質
と
そ
の
本
質
的
価
値
と
い
う
も
の
が
、

そ
の
〝
質
と
量
〟
と
も
に
変
容
し
た
結
果
で
あ
り
、同
時
に
ま
た
「
最

高
司
令
官
」
た
る
資
質
の
問
題37

で
も
あ
る
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

二
．　
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
の
終
焉 

　
　
　
―
「
国
益
」
の
た
め
の
介
入
―

ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
後
、副
大
統
領
で
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
（Lyndon 

B. Johnson

）
が
大
統
領
と
な
り
国
防
長
官
マ
ク
ナ
マ
ラ
（Robert 

S. M
cN

am
ara

）
と
共
に
本
来
軍
人
の
専
管
事
項
た
る
軍
令
に
ま

で
「
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
」
し
た
結
果
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争

は
よ
り
泥
沼
化
し
た
。
も
と
よ
り
、
彼
ら
も
勝
利
を
目
指
し
て
い
た

が
、「
ド
ミ
ノ
理
論
」
が
所
与
と
な
っ
て
い
た
当
時
の
状
況
で
は
、

こ
の
戦
争
の
本
質
と
い
う
も
の
が
見
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も

彼
ら
が
云
う
「
勝
利
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
他
国
の
体
制
変
革

が
、米
国
に
と
っ
て
の
「
勝
利
」
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、戦
争
の
「
大

義
」
と
い
う
も
の
は
殊
更
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
に
収
斂
せ
ざ
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る
を
得
な
い
。
少
な
く
と
も
、
米
国
の
若
者
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
遂

行
す
る
自
衛
権
を
発
動
し
た
戦
い
で
は
な
い
の
は
明
白
で
あ
っ
た
。

米
国
の
「
政
軍
関
係
」
研
究
の
第
一
人
者
ピ
ー
タ
ー
・
フ
ィ
ー

ヴ
ァ
ー
（Peter D

. Feaver

）
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に

お
け
る
「
政
軍
関
係
」
の
上
の
レ
ガ
シ
ー
と
は
、
軍
人
が
学
ん
だ

“lessons”

（
教
訓
）
で
あ
っ
た
と
い
う38

。
そ
の
「
教
訓
」
と
は
、
文

民
に
よ
る“m

ism
anagem

ent”
（
誤
っ
た
管
理
）
に
も
っ
と
積
極

的
に
反
駁
す
べ
き
だ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
軍
人
が
戦
略
や
戦
術
の
決

定
に
お
い
て
余
り
に
多
く
の
責
任
を
文
民
に
依
存
し
自
身
の
決
定
を

放
棄
し
た
こ
と
で
あ
る39

。
つ
ま
り
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
い
て
は

過
剰
な
「
文
民
統
制
」
が
恒
常
化
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
軍
人

は
そ
れ
に
反
駁
せ
ず
唯
々
諾
々
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
文
民
が
プ
リ
ン
シ
パ
ル
（
主
体/principal
）
と
し
て
統

制
出
来
る
戦
争
で
あ
っ
た
な
ら
、
何
故
も
っ
と
早
く
止
め
ら
な
か
っ

た
の
か
。
ま
し
て
文
民
が
軍
令
に
お
い
て
ま
で
「
主
体
的
統
制
」
を

し
て
い
た
の
な
ら
尚
更
で
あ
る
。
こ
れ
は
誰
も
が
抱
く
疑
念
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
を
考
え
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
戦
争
で
あ
る
が
、
先

述
し
た
よ
う
に
米
国
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
共
産
化
阻
止
が
最
大
の

目
的
と
し
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。「
ド
ミ
ノ
理
論
」
こ
そ
、
米
国
の

威
信
に
関
わ
る
国
益
で
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
軍
部
主
導
の
戦
争
で
は
な
く
、
極
め
て
政
治

的
か
つ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ
っ
た
と
云
え
よ
う
。
米
国
は
フ
ラ
ン

ス
に
代
わ
り
介
入
し
た
が
、
最
小
限
の
関
与
と
コ
ス
ト
で
達
成
す
る

為
に
、
当
初
南
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
軍
を
支
援
す
る
だ
け
で
済
ま
せ
る
つ
も

り
で
あ
っ
た40

。
だ
が
、
最
小
レ
ベ
ル
を
想
定
し
て
い
て
も
一
旦
紛
争

に
介
入
す
る
と
、
容
易
に
引
け
な
い
の
が
常
で
あ
る
。
極
力
自
国
部

隊
を
送
ら
ず
に
済
ま
せ
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
で
は
解
決
し
な
い
の

で
地
上
兵
力
の
投
入
と
空
爆
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、

ヴ
ェ
ト
コ
ン
と
の
戦
い
は
広
野
で
は
な
い
、
米
軍
の
不
得
意
な
密
林

で
の
ゲ
リ
ラ
戦
で
あ
る41

。
結
果
的
に
軍
は“graduated pressure

（
段
階
的
な
圧
力
）”

と
呼
ば
れ
る
戦
略42

の
代
替
案
も
提
示
出
来
ず
、

長
期
に
わ
た
り
成
功
の
見
込
み
の
な
い
中
途
半
端
な
対
応
に
終
始
し

た43

。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
の
紛
争
が
、“Cold W

ar m
entality

（
冷
戦

構
造
）”

の
文
脈
に
お
い
て
激
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
、
複

雑
な
状
況
の
変
化
と
意
思
決
定
過
程
に
お
け
る
様
々
な
政
策
決
定
者

の
個

character性
に
よ
り“am

ericanization”

（
米
国
化
）
と
い
う
ア
メ
リ
カ

の
戦
争
に
変
質
し
た
か
ら
で
あ
る44

。

周
知
の
よ
う
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
は
、
一
九
六
四
年
八
月
四
日
に

米
国
艦
船
が
国
際
水
域
に
お
い
て
「
攻
撃
」
を
受
け
て
か
ら
本
格
化

し
た
。
ト
ン
キ
ン
湾
事
件
で
あ
る
。
議
会
も
戦
争
を
圧
倒
的
多
数
で
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可
決
し
た
。
だ
が
、
実
際
の
攻
撃
は
小
規
模
な
も
の
で
、
二
隻
喪
失

で
は
な
く
二
人
の
戦
死
者
が
出
た
の
が
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
虚

偽
の
報
告
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
二
〇
〇
五
年
の
Ｎ
Ｓ
Ａ
（
国
家
安
全

保
障
局
）
の
情
報
公
開
で
初
め
て
判
明
し
た
。
本
来
情
報
は
、
専
門

家
が
厳
し
く
点
検
し
分
析
し
て
か
ら
解
釈
を
加
え
る
も
の
で
あ
る

が
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
現
地
か
ら
の
生
の
シ
ギ
ン
ト
情
報
だ
け
を
「
証

拠
」
と
し
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
み
せ
た
。
そ
れ
が
正
に
「
北
爆
」
を
企

図
し
て
い
た
大
統
領
の
欲
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ45

。

い
ま
一
つ
の
理
由
が
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ
国
家
た
る
米
国
の
国
内
事
情
で
あ

る
。「
主
体
的
統
制
」
を
主
導
し
て
い
た
政
治
家
と
軍
需
産
業
者
所

謂“contractor”

（
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
）
と
の
密
接
な
関
係
で
あ
る
。

当
時
か
ら
多
く
の
政
治
家
が
自
身
の
選
挙
区
へ
数
多
く
の
「
コ
ン
ト

ラ
ク
タ
ー
」
を
誘
致
す
る
こ
と
で
、
地
元
へ
の
雇
用
創
出
と
税
収
増

に
寄
与
し
て
い
た
。
そ
れ
が
選
挙
民
へ
の
公
約
に
も
な
っ
て
い
た46

。

そ
う
な
れ
ば
、
彼
ら
と
の
関
係
維
持
・
強
化
に
相
反
す
る
よ
う
な
施

策
が
不
可
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

実
際
、
ケ
ネ
デ
ィ
（John F. K

ennedy

）
の
「
柔

flexible response strategy

軟
反
応
戦
略
」

に
よ
っ
て
、
通
常
兵
器
調
達
が
増
加
し
て
一
九
六
一
年
以
降
、
四
年

半
に
わ
た
り
好
景
気
を
維
持
し
た47

。
だ
が
、
そ
れ
が
縮
小
傾
向
に
な

り
、
そ
の
打
開
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
〝
適
切
な
〟
関
与
の
拡
大

に
求
め
た
の
で
あ
る48

。
戦
争
や
紛
争
継
続
こ
そ
利
権
と
い
う
暗
黙
の

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
、「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
と
政
治
家
、
官
僚
、
軍

人
と
の
間
に
、
さ
ら
に
は
国
民
も
巻
き
込
ん
だ
形
で
厳
然
と
存
在
し

て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
「
文
民
統
制
」
の
観
点
か
ら
否
定
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
っ
た
。

既
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
米
国
の
他
国
へ
の
関
与
が
正
当
化
さ

れ
た
の
は
、
当
該
国
の
政
治
秩
序
よ
り
「
自
由
と
民
主
主
義
」
の
敷

衍
と
い
う
理
念
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
れ
が
米
国
の
利
益
に
も
繋
が

る
と
い
う
理
屈
で
あ
っ
た
。
だ
が
「
国
益
」
を
優
先
す
れ
ば
、
当
該

国
が
民
主
政
権
で
あ
ろ
う
が
独
裁
政
権
で
あ
ろ
う
が
関
係
な
い
。
親

米
で
あ
れ
ば
良
く
、
親
米
で
な
け
れ
ば
秘

clandestine service

密
工
作
を
以
て
親
米
政
権

を
作
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
政
策
を
主
導
し
た
の
は
国
務
省
や
国
防

総
省
で
は
な
い
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
創
設
し
た
Ｃ
Ｉ
Ａ
（
中
央
情

報
局
）
で
あ
っ
た
。

本
来
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
は
対
外
情
報
の
蒐
集
・
分
析
が
任
務
で
、
リ
ス
ク

を
事
前
に
予
知
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
ア
レ
ン
・
ダ
レ
ス

（A
llen W

. D
ulles

／
作
戦
本
部
長
、
後
の
Ｃ
Ｉ
Ａ
長
官
）
に
よ
り

秘
密
工
作
が
主
流
と
な
っ
て
い
く
。
Ｃ
Ｉ
Ａ
は
「
政
軍
関
係
」
か
ら

す
れ
ば
文
民
組
織
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
軍
事
組
織
で
は
な
い
。

だ
が
、
そ
の
後
人
的
に
も
装
備
的
に
も
準
軍
事
的
組
織
に
発
展
し
、
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軍
人
と
文
民
の
中
間
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
問
題
は
、

事
実
上
の
準
軍
事
的
組
織
で
あ
り
な
が
ら
軍
の
指
揮
下
に
も
な
い
と

い
う
特
殊
性
と
、
そ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
曖
昧
性
故
に
十
全
な
政
治
の

管
理
・
監
督
が
実
行
出
来
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
何
よ
り
Ｃ

Ｉ
Ａ
の
綱
領
で
は
、
秘
密
工
作
実
行
に
関
し
て
は
「
最
高
司
令
官
」

に
責
任
が
及
ば
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た49

。

具
体
的
に
云
え
ば
、
イ
ラ
ン
で
一
九
五
一
年
石
油
国
有
化
を
企
図

し
た
モ
サ
デ
ィ
ク
（M

oham
m

ad M
ossadeq

）
政
権
を
潰
し
シ

ャ
ー
（Shah

）
を
復
位
さ
せ
た
が
、
イ
ス
ラ
ム
革
命
で
激
し
い
反

米
運
動
を
惹
起
し
親
米
政
権
は
崩
壊
し
た
。
中
南
米
の
グ
ア
テ
マ
ラ

で
は
一
九
五
四
年
に
軍
事
ク
ー
・
デ
タ
を
支
援
し
独
裁
政
権
を
打
倒

し
た
が
、
そ
れ
以
後
三
十
年
以
上
に
亘
り
左
翼
勢
力
と
の
内
戦
を
誘

発
し
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
イ
ラ
ク
で
は
一
九
六
三
年
に
バ
ー
ス
党
を

援
助
し
、
共
産
主
義
に
対
抗
す
る
「
聖
戦
」
を
強
調
さ
せ
た
が
、
そ

れ
が
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
（Saddam

 H
ussein

）
独
裁
政
権
誕
生

の
契
機
を
作
っ
た50

。
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
キ
ュ
ー
バ
等

で
の
工
作
も
同
様
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
・
デ
ス
テ
ィ
ニ
ー
た
る
「
自
由
と
民

主
主
義
」
敷
衍
と
い
う
「
信

c
r

e
d

o条
」
は
、
惨
憺
た
る
結
果
に
終
わ
っ
て

い
る
。
今
や
イ
ラ
ク
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
は
じ
め
、
米
国
の
関
与
は

「
十
字
軍
」
と
し
て
の
崇
高
な
目
的
で
は
な
い
し
、
完

total v
ictory

全
勝
利
で
も

な
く
な
っ
て
い
る51

。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
関
与
が
「
国
益
」
と
な
る
な

ら
、
今
後
も
米
国
の
介
入
は
終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
国
益
を
概
念
規

定
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
極
め
て
恣
意
的
で
曖
昧
だ
が
、
そ
れ
を

一
私
企
業
、
例
え
ば
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
の
利
益
と
も
等
置
さ
れ

得
る
な
ら
、
本
来
の
「
政
治
目
標
」
や
「
軍
事
目
標
」
の
成
就
と
は

明
確
に
次
元
が
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
中
の
戦
争
や
紛
争
の

存
在
そ
の
も
の
が
「
国
益
」
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

三
．「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
の
た
め
の
戦
争 

　
　
―
〝
回

revolving door

転
ド
ア
〟
の
人
々
―

第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
、
ラ
ス
ウ
ェ
ル
（H

arold Lassw
ell

）

が
ソ
連
や
ド
イ
ツ
を
想
定
し
て
規
定
し
た
「
兵

garrison state

営
国
家
」
の
概
念
で

は
、
民
主
主
義
と
大
規
模
な
常
備
軍
の
存
在
は
両
立
し
な
い
は
ず
で

あ
っ
た52

。
だ
が
、
米
国
が
〝
世
界
の
警
察
官
〟
と
し
て
、
そ
の
関
与

を
所
与
と
す
る
政
策
を
継
続
し
た
こ
と
が
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
が
危

惧
し
た
「
兵
営
国
家
」
と
し
て
の
米
国
を
さ
ら
に
亢
進
さ
せ
る
こ
と

に
な
っ
た
。

端
的
に
云
え
ば
、
米
国
が
圧
倒
的
な
軍
事
力
を
維
持
し
て
自
国
と
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同
盟
国
・
友
好
国
の
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
常
に
そ
れ
を
支

え
る
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
が
不
可
欠
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
時

に
、
そ
れ
は
何
十
億
ド
ル
単
位
の
巨
大
な
ビ
ジ
ネ
ス
と
な
り
、
受
注

者
だ
け
で
な
く
発
注
者
に
と
っ
て
も
排
他
的
な
利
権
と
な
る
。
何
故

な
ら
彼
ら
は
〝
回

revolving door
転
ド
ア
〟53

と
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
政
権
交
代

の
度
に
発
注
者
か
ら
受
注
者
へ
、
あ
る
い
は
受
注
者
か
ら
発
注
者
に

代
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
軍
需
産
業
は
一
貫
し

て
米
国
経
済
と
雇
用
を
支
え
る
巨
大
な
柱
で
あ
り
続
け
、
ロ
ッ
キ
ー

ド
・
マ
ー
テ
ィ
ン
（Lockheed M

artin
）、ボ
ー
イ
ン
グ
（Boeing

）、

Ｒ
Ｔ
Ｘ
（
旧
レ
イ
セ
オ
ン
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
）、
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・

ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
（General D

ynam
ics

）
社
は
じ
め
大
手
の
「
コ

ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
は
、
政
権
及
び
ペ
ン
タ
ゴ
ン
に
関
わ
る
文
民
、
軍

人
を
問
わ
ず
長
年
の
密
接
な
関
係
を
構
築
し
て
来
た
。

現
在
の
バ
イ
デ
ン
政
権
に
お
い
て
も
、
ブ
リ
ン
ケ
ン
（A

ntony 
J. Blinken

）
国
務
長
官
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
（Lloid J. A

ustin III
）

国
防
長
官
は
就
任
前
こ
れ
ら
の
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
や
投
資
会
社

等
の
役
員
で
あ
っ
た54

。
し
か
も
現
職
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
や
ト
ラ
ン
プ

政
権
の
国
防
長
官
マ
テ
ィ
ス
（Jam

es N
. M

attis

）
は
、
退
役
後

四
年
で
公
職
に
就
い
て
い
る
。
規
定
で
は
七
年
の
待
機
期
間
が
必
要

な
の
に
、
民
主
党
政
権
に
代
わ
っ
て
も
、
そ
の
制
約
は
破
ら
れ
て
い

る
。
現
象
的
に
云
え
ば
、
文
民
側
の
「
主
体
的
統
制
」
が
強
ま
っ
て

い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い55

。

斯
様
に
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
は
、
国
防
総
省
と
の
ビ
ジ
ネ
ス
を

年
々
増
加
さ
せ
て
い
る
。
上
記
の
よ
う
な
装
備
品
だ
け
で
な
く
、
軍

の
運
用
に
欠
か
せ
な
い
人
的
物
的
サ
ポ
ー
ト
（
兵
站
機
能
等
）
も
ほ

と
ん
ど
外
注
さ
れ
て
お
り
、
ハ
リ
バ
ー
ト
ン
（H

alliburton

）、
Ｋ

Ｂ
Ｒ
、
ダ
イ
ン
コ
ー
プ
（D

ynCorp

）
等
の
民
間
会
社
が
、
そ
れ

を
担
っ
て
い
る
。
陸
軍
中
将
で
Ｊ
Ｃ
Ｓ
議
長
補
佐
官
で
も
あ
つ
た
マ

カ
フ
リ
ー
（Barry R. M

cCaffrey

）
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
で
文

民
ス
タ
ッ
フ
か
ら
無
視
さ
れ
大
騒
ぎ
し
た
経
験
を
持
つ
が
、
退
役
後

は
ダ
イ
ン
コ
ー
プ
の
役
員
で
あ
る56

。
湾
岸
戦
争
時
副
大
統
領
だ
っ
た

チ
ェ
イ
ニ
ー
（Richard B. Cheney

）
も
、
ハ
リ
バ
ー
ト
ン
の
Ｃ

Ｅ
Ｏ
か
ら
政
権
入
り
し
て
い
る
。
同
社
が
政
府
と
12
億
ド
ル
以
上
の

随
意
契
約
し
た
こ
と
は
、
チ
ェ
イ
ニ
ー
に
よ
る
利
益
誘
導
と
も
批
判

さ
れ
て
い
た57

。

兵
站
関
連
企
業
は
、
装
備
品
と
は
違
い
開
発
費
用
は
さ
ほ
ど
要
ら

ず
、
参
入
し
や
す
い
。
そ
れ
を
統
括
す
る
役
所
と
し
て
、
国
防
総
省

管
轄
の
国
防
兵
站
庁
（D

efense Logistics A
gency

）
が
あ
る
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
同
庁
が
ア
フ
ガ
ン
に
お
け
る
米
軍
へ
の
四
十
億

ド
ル
に
も
上
る
食
料
供
給
を
、
シ
ュ
ー
プ
リ
ー
ム
・
フ
ー
ド
・
サ
ー
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ビ
ス
（Suprem

e Food Service

）
と
い
う
企
業
と
随
意
契
約
を

し
て
い
た
。
だ
が
、
同
社
は
ロ
バ
ー
ト
・
ド
ー
ル
（Robert D

ail

）

と
い
う
陸
軍
中
将
を
、
退
役
後
わ
ず
か
四
カ
月
で
社
長
と
し
て
招
聘

し
た
企
業
で
も
あ
っ
た
。
し
か
も
、
ド
ー
ル
自
身
が
Ｄ
Ｌ
Ａ
の
長
官

経
験
者
で
あ
り
、
在
任
当
時
に”N

ew
 contractor of the year”

と
い
う
貢
献
度
の
高
い
企
業
を
表
彰
す
る
に
当
た
り
、
他
な
ら
ぬ
シ

ュ
ー
プ
リ
ー
ム
を
選
定
し
て
い
た
の
で
あ
る58

。

元
軍
人
を
含
む
政
治
任
命
の
政
府
高
官
の
多
く
が
、
政
権
が
代
わ

る
度
に
「
回
転
ド
ア
」
の
如
く
、
民
間
と
政
府
機
関
を
出
た
り
入
っ

た
り
し
て
い
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
「
文
民
統
制
」
も
恣
意
的
に
運

用
さ
れ
る
蓋
然
性
は
高
ま
る
。
軍
人
は
中
将
、大
将
に
昇
進
す
る
と
、

そ
の
年
金
額
は
現
役
の
俸
給
の
一
〇
〇
％
が
生
涯
出
る
。
か
か
る
優

遇
措
置
が
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
更
な
る
経
済
的
メ
リ
ッ
ト
を
求
め

て
彼
ら
は
高
給
で
職
（
ほ
と
ん
ど
が
役
員
）
を
得
て
い
る
わ
け
だ
。

実
際
、
既
述
の
マ
テ
ィ
ス
な
ど
は
国
防
長
官
を
退
任
し
た
後
、
再
び

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
社
の
役
員
に
就
い
て
い
る
と
い
う
か

ら
、
典
型
的
な
〝
回
転
ド
ア
〟
の
人
で
あ
る
。
二
〇
二
三
年
に
発
表

さ
れ
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
（T

he Q
uincy Institute

）
の
調
査
に
よ

れ
ば
、
実
に
大
将
の
八
〇
％
以
上
が
退
役
後
に
は
防
衛
産
業
及
び
そ

の
関
連
企
業
の
重
要
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る59

。

国
防
費
に
関
わ
る
予
算
は
「
コ
ン
ト
ラ
ク
タ
ー
」
に
と
っ
て
、
顧

客
は
国
家
、
予
算
は
税
金
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
装
備
品
や
物
資
が

本
当
に
必
要
か
否
か
は
政
治
判
断
で
あ
り
、
正
し
い
か
否
か
は
事
後

で
も
分
か
ら
な
い
。
ま
た
ス
ペ
ッ
ク
通
り
機
能
す
る
の
か
ど
う
か
も

実
際
に
使
っ
て
み
な
け
れ
ば
判
断
出
来
な
い
。
事
実
と
し
て
、
過
去

の
開
発
過
程
に
お
け
る
無
駄
を
挙
げ
れ
ば
枚
挙
に
暇
が
な
い60

。だ
が
、

今
や
技
術
革
新
の
ス
ピ
ー
ド
は
か
つ
て
な
い
ほ
ど
速
く
、
そ
の
成
否

が
軍
事
バ
ラ
ン
ス
全
体
に
死
活
的
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
又
事
実
で

あ
る
。

そ
の
結
果
が
誰
も
予
測
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
時
の

政
治
判
断
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
故
に
何
れ
の
国
も
、

莫
大
な
投
資
や
想
定
以
上
の
予
算
を
投
じ
続
け
る
こ
と
を
強
い
ら
れ

て
い
る
。さ
も
な
け
れ
ば
戦
わ
ず
し
て
敗
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。

こ
う
な
れ
ば
軍
事
費
は
、
予
算
審
議
の
な
か
で
聖
域
中
の
聖
域
と
な

る61

。「
聖
域
」
故
に
文
民
、
軍
人
を
問
わ
ず
、
彼
ら
が
〝
回
転
ド
ア

の
人
〟
と
な
り
、
発
注
者
と
受
注
者
を
交
互
に
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
な
ら
、
国
防
に
関
す
る
予
算
審
議
を
止
め
る
も
の
は
誰
も
い
な
い

だ
ろ
う
。
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四
．
文
民
の
〝
間
違
う
権
利
〟

　
　

“C
ivilian has a right to be w

rong”

も
と
よ
り
文
民
で
あ
っ
て
も
軍
人
で
あ
っ
て
も
、
目
指
す
べ
き
は

国
家
目
標
の
成
就
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
単
な
る
軍
事
的
勝
利
だ
け
で

な
く
、
明
確
な
政
治
目
的
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え

ば
、
既
述
の
よ
う
に
米
国
に
と
っ
て
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
の
政
治
目
的

は
、
共
産
主
義
の
拡
大
阻
止
と
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
米
国
の
同
盟

国
の
維
持
・
拡
大
で
あ
っ
た
が62

、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
と
っ
て
の
戦
争

は
統
一
の
た
め
の
「
内
戦
」
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
か
か
る
認
識
を
米

国
は
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
だ63

。
北
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
す

れ
ば
米
国
の
戦
略
・
戦
術
が
ど
う
変
わ
っ
て
も
妥
協
は
な
く
、
勝
利

以
外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る64

。
当
然
な
が
ら
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
に
お
け
る

民
族
自
決
権
は
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
人
に
あ
る
。
そ
の
方
向
は
彼
ら
し
か
決

め
ら
れ
な
い
が
、
当
時
の
熾
烈
な
米
ソ
対
立
の
中
で
は
、
南
北
問
わ

ず
ど
ち
ら
か
の
「
顧

c
lie

n
t sta

te

客
国
家
」65

で
あ
る
こ
と
も
必
須
だ
っ
た
。「
北
」

は
ソ
連
の
、「
南
」
は
米
国
の
「
顧
客
国
家
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。

朝
鮮
戦
争
も
同
様
に
南
北
が
米
ソ
（
及
び
中
共
）
の
「
顧
客
国
家
」

で
あ
っ
た
が
故
に
、「
国

international civil w
ar

際
的
内
戦
」66

と
な
り
三
万
六
千
人
を
越
え

る
戦
死
者
（
米
国
）
を
出
し
た
反
省
は
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
活
か
さ

れ
な
か
っ
た67

。
圧
倒
的
な
装
備
と
兵
員
を
誇
る
米
国
に
は
、「
北
」

の
継
戦
へ
の
意
志
の
強
固
さ
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る68

。
マ

ク
ナ
マ
ラ
は
対
日
戦
争
の
経
験
か
ら
飽
和
的
な
空
爆
で
片
が
付
く
と

思
っ
て
い
た
節
が
あ
り
、「
北
爆
」
を
只
管
継
続
し
て
い
た
。

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
専
門
家
た
る
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
、
戦
争
を
ビ
ジ

ネ
ス
に
お
け
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
問
題
と
し
て
捉
え69

、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

に
お
け
る
政
治
目
標
達
成
に
必
要
な
軍
事
力
も
、
机
上
で
正
確
に
計

算
出
来
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
だ70

。
だ
が
、
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
の
国
務

省
次
官
補
で
あ
っ
た
ビ
ル
・
バ
ン
デ
ィ
（W

illiam
 P. Bandy

）
が

云
う
よ
う
に
「
合
理
的
計
算
に
は
、
非
合
理
の
要
素
も
勘
定
に
い
れ

て
お
く
べ
き71

」
で
あ
っ
た
。「
与
件
は
す
べ
て
不
確
実
で
あ
る
」（
ク

ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
／Carl von Clausew

i

72

tz

）と
い
う〝
戦
争
の
霧
〟

は
、
戦
場
だ
け
で
は
な
い
。
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
現
地
軍
司
令
官
に
は
必

要
な
も
の
は
全
て
送
る
と
約
束
し
、
勝
利
す
る
こ
と
が
第
一
で
あ
る

と
公
言
し
た
が
、
軍
人
と
は
政
治
目
標
を
共
有
す
る
こ
と
な
く
、
大

統
領
の
真
意
を
隠
し
続
け
て
い
た73

。

さ
ら
に
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
は
統
合
参
謀
本
部
に
自
身
の
コ
ン
セ
プ
ト

に
基
づ
く
プ
ラ
ン
を
権
限
事
項
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
作
成
さ
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せ
、
大
統
領
に
提
出
し
同
意
を
得
る
と
い
う
よ
う
な
行
為
ま
で
し
て

い
た74

。
そ
れ
が
先
述
し
た“graduated pressure”

と
い
う
三
段
階

に
分
か
れ
た
、「
北
」
を
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル
に
寄
せ
優
位
に
外
交
交

渉
す
る
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
初
め
か
ら
米
国
伝
統
の

「
完
全
勝
利
」
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
そ
の
交
渉
に
「
北
」

が
乗
る
か
ど
う
か
さ
え
も
不
明
で
あ
っ
た75

。

因
み
に
、
こ
の
フ
ェ
ー
ズ
の
最
終
段
階
が
、
報
復
レ
ベ
ル
を
超

え
た
「
北
爆
」
の
実
施
で
あ
っ
た
。
テ
イ
ラ
ー
（M

axw
ell D

. 
T

ayl

76

or

）
は
じ
め
軍
地
軍
は
、
米
国
が
「
北
」
を
攻
撃
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
「
南
」
に
お
け
る
ヴ
ェ
ト
コ
ン
の
反
撃
は
激
し
く
な
り
、「
北
」

に
と
っ
て
は
チ
ャ
ン
ス
と
な
る
と
考
え
て
い
た
が77

、
結
果
的
に
「
北

爆
」
と
地
上
兵
力
投
入
は
繰
り
返
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
略
に

つ
い
て
軍
首
脳
も
目
標
達
成
の
可
能
性
や
タ
イ
ム
ス
パ
ン
、
ま
た
人

的
物
的
損
失
や
リ
ス
ク
の
度
合
い
に
つ
い
て
十
分
検
討
し
た
こ
と
は

な
か
っ
た
よ
う
だ78

。

何
よ
り
、
軍
内
部
に
お
い
て
空
軍
力
擁
護
派
の
空
軍
と
海
軍
、
そ

し
て
懐
疑
派
の
陸
軍
と
海
兵
隊
で
は
、「
北
爆
」
の
費
用
対
効
果
へ

の
評
価
も
分
か
れ
て
い
た79

。
驚
く
べ
き
こ
と
に
「
北
」
の
総
兵
力
で

す
ら
軍
当
局
の
云
う
三
十
万
人
な
の
か
、
Ｃ
Ｉ
Ａ
の
分
析
に
よ
る

五
十
万
人
以
上
な
の
か
も
明
確
で
な
い
状
況
に
あ
っ
た80

。
マ
ク
ナ
マ

ラ
が
軍
人
を
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
ほ
と
ん
ど
関
与
さ
せ
ず
、
大
統

領
か
ら
遠
ざ
け
て
い
た
こ
と
は
明
白
だ
っ
た
が
、
軍
人
の
ほ
う
も
軍

事
的
合
理
性
に
基
づ
く
代
替
案
が
提
示
出
来
な
い
の
で
、
マ
ク
ナ
マ

ラ
た
ち
が
進
め
た“graduated pressure”

を
選
択
す
る
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る81

。

や
が
て
政
治
の
側
か
ら
は
勝
つ
の
で
は
な
く
、
米
国
の
威
信
を
保

ち
つ
つ
撤
退
す
る
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
く
。
問
題
は
撤
退
の
仕

方
で
あ
っ
た82

。
そ
う
な
る
と
、
勝
つ
た
め
の
戦
術
を
放
棄
せ
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
も
発
生
す
る
。
文
民
に
よ
る
最
終
的
な
政
治
判
断
を

優
先
す
る
こ
と
は
所
与
で
あ
る
が
、
軍
人
に
す
れ
ば
、
国
防
長
官

と
そ
の
文
民
ス
タ
ッ
フ
に
よ
る
過
剰
な
「
マ
イ
ク
ロ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
」
を
甘
受
し
な
が
ら
遂
行
し
た
軍
事
作
戦
の
積
み
重
ね
が
無
駄
と

な
る
。

そ
れ
を
許
容
し
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
責
任
は
重
い
は
ず
だ
が
、
フ
ィ

ー
ヴ
ァ
―
の
主
張
の
よ
う
に
「
文
民
指
導
者
は
特
権
的
な
地
位
に
あ

り
軍
に
対
し
て
合
法
的
な
権
力
を
有
す
る83

」
故
に
〝
間
違
う
権
利84

〟

が
あ
る
と
云
う
な
ら
、軍
人
は
主
従
関
係
の
如
く
、常
に
自
身
の
〝
生

殺
与
奪
権
〟
を
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
か
と
疑
う
だ
ろ
う
。

結
果
と
し
て
戦
争
継
続
の
意
味
は
、
米
国
の
威
信
の
た
め
だ
け
と
な

っ
た85

。
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当
然
乍
ら
、
国
家
経
綸
に
お
い
て
政
治
家
と
軍
人
は
、
そ
の
責
任

を
シ
ェ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
文
民
だ
け
が
君
主
の
如

く
「
無
答
責
」
と
い
う
な
ら
、
最
終
的
な
責
任
を
取
る
の
は
誰
な
の

か
。
文
民
、
軍
人
両
者
は
国
家
存
続
・
維
持
に
お
け
る
両
輪
で
あ
る
。

主
た
る
ド
ラ
イ
バ
ー
は
文
民
で
あ
る
が
、
軍
人
は
ず
っ
と
後
部
座
席

に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
有
事
に
な
れ
ば
軍
人
が
ド
ラ
イ
バ
ー
で
、

文
民
は
後
部
座
席
に
い
て
全
て
を
任
す
こ
と
が
「
客
体
的
統
制
」
の

要
諦
で
あ
る
。
だ
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
に
お
け
る
文
民
指
導
者
の

「
主
体
的
統
制
」
は
個
別
の
作
戦
に
ま
で
及
び
、「
客
体
的
統
制
」
は

完
全
に
放
棄
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
や
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ー
ン
（Richard H

. K
ohn

）

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
米
国
の
「
政
軍
関
係
」
研
究
に
は
二
系
統

あ
り
、
ひ
と
つ
は
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（M

orris Janow
itz

）、
今
一

つ
は
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
（Sam

uel P. H
untington

）
の
系
統
と
い
う
。

ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
系
統
は
、
現
在
の
「
政
軍
関
係
」
を
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

戦
争
後
の
志
願
制
に
よ
っ
て
米
国
伝
統
の
規
範
か
ら
外
れ
て
い
る
と

み
て
い
る86

。
他
方
、ハ
ン
チ
ン
ト
ン
系
統
は
変
質
し
た
文
民
文
化
が
、

健
全
で
機
能
的
な
こ
れ
ま
で
の
政
・
軍
に
お
け
る
違
い
、
例
え
ば
ジ

ェ
ン
ダ
ー
や
性
的
志
向
に
関
す
る
軍
独
自
の
領
域
を
根
絶
さ
せ
た
と

認
識
し
て
い
る87

。

端
的
に
云
え
ば
、
軍
独
自
の
「
文
化
」
を
市
民
社
会
の
そ
れ
に
適

合
さ
せ
る
べ
き
か
、
も
し
く
は
そ
の
独
自
性
を
認
め
て
許
容
す
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
系
統
は
軍
の
自

律
性
を
な
る
べ
く
逓
減
し
よ
う
と
す
る
「
主
体
的
統
制
」
論
と
な
り
、

ハ
ン
チ
ン
ト
ン
系
統
は
軍
の
自
律
性
を
重
視
す
る
「
客
体
的
統
制
」

論
と
な
る
。
一
般
論
と
し
て
は
、
徴
兵
制
が
な
く
な
り
全
て
志
願
制

と
な
れ
ば
、
軍
の“professionalism

”

（
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム88

）
は
高
ま
る
は
ず
な
の
だ
が
、ク
リ
ン
ト
ン
以
降
の
「
政
軍
関
係
」

に
お
い
て
は
「
主
体
的
統
制
」
が
高
ま
っ
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
の“agency theory”

（
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
）

に
よ
れ
ば
、
軍
人
は”agent”

（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
と
し
て
文
民
た

る”principal”

（
プ
リ
ン
シ
パ
ル
）
の
負
託
を
受
け
て
、
プ
リ
ン
シ

パ
ル
の
期
待
す
る
結
果
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
文
民
は
軍

人
が
〝
責

s
h

i
r

k
i

n
g

任
回
避
〟
し
な
い
よ
う
に
常
に
〝m

onitoring

監
視
〟
す
る
が
、
そ
れ

が
達
成
出
来
な
い
時
に
は
、一
方
的
に
〝punishm

ent

懲
罰
〟
を
与
え
る
こ
と
で
、

文
民
は
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
出
来
る
と
い
う89

。

フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
は
少
な
か
ら
ず
「
政
軍
関
係
」
と
い
う
も
の
を
マ
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ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
的
観
点
か
ら
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
利
得
の
極
大
化
が
目

的
と
い
う
従
属
的
関
係
に
矮
小
化
し
て
い
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
医

者
と
患
者
、
弁
護
士
と
顧
客
、
教
師
と
生
徒
の
よ
う
な
極
め
て
明
確

に
立
場
が
異
な
る
関
係
に
類
似
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ

ら
の
相
互
関
係
は
プ
リ
ン
シ
パ
ル
の
権
利
と
し
て
、
意
に
添
わ
な
い

エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
は
馘
首
し
て
、
違
う
も
の
と
差
し
替
え
が
可
能
と
理

解
出
来
る
。

だ
が
、「
政
軍
関
係
」
は
上
記
の
よ
う
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

な
専
門
家
（
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
）
と
そ
の
雇
い
主
た
る
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
（
プ
リ
ン
シ
パ
ル
）
と
い
う
よ
う
な
代
替
可
能
な
選
択
肢
を
前
提

と
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
軍
は
国
家
に
お
い
て
唯
一
無
二
の
存

在
で
あ
り
、
そ
の
非
代
替
性
に
よ
り
政
治
と
は
相
互
作
用
的
な
対
等

に
近
い
関
係
に
あ
る
。
仮
に
文
民
が
プ
リ
ン
シ
パ
ル
と
し
て
一
方
的

に
〝
間
違
う
権
利
〟
と
軍
人
へ
の
「
懲
罰
」
が
出
来
る
こ
と
に
な
れ

ば
、
既
述
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
の
軍
人
は
軍
事
的
合
理
性
に
基
づ
い

た
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
で
は
な
く
、
文
民
指
導
者
に
迎
合
す
る
発
言
を
模

索
す
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
プ
リ
ン
シ
パ
ル
へ

の
唯
々
諾
々
が
常
態
と
な
る
わ
け
だ
。
さ
ら
に
は
、
文
民
も
〝
間
違

う
権
利
〟
を
拡
大
解
釈
し
て
、必
然
的
に
強
権
的
な
「
主
体
的
統
制
」

に
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
的
教
訓
で
も
あ
る
。

　
「
政
軍
関
係
」
は
本
来
両
者
の
相
互
信
頼
に
よ
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ

ョ
ン
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
両
者
議

論
の
上
で
の
最
終
決
断
を
、
文
民
指
導
者
に
委
ね
る
と
い
う
関
係
で

あ
る
。仮
に
軍
人
の
誤
り
は
糾
弾
さ
れ
る
が
、文
民
は〝
間
違
う
権
利
〟

を
享
受
出
来
る
と
し
た
ら
、
文
民
だ
け
が
〝
不
可
侵
の
聖
域
〟
に
入

る
こ
と
で
、「
政
軍
関
係
」
に
お
け
る
軍
人
の
文
民
へ
の
信
頼
は
失

墜
す
る
だ
ろ
う90

。
文
民
優
位
が
原
則
な
ら
、
軍
人
の
誤
り
も
文
民
指

導
者
が
自
身
の
「
誤
り
」
と
し
て
包
摂
す
る
よ
う
な
制
度
と
彼
ら
の

度
量
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

コ
ー
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
グ
裁
判
で

主
席
検
察
官
で
あ
っ
た
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
・
テ
イ
ラ
ー
（T

elford 
T

aylor

）
が
述
べ
た
「
文
民
統
制
は
、
政
治
家
が
口
先
だ
け
で
尊
ぶ

が
、
ほ
と
ん
ど
理
解
し
て
い
な
い
。
た
だ
の
〝
陳
腐
な
文
句
〟
に
な

っ
て
し
ま
っ
た91

」
状
況
が
今
も
続
い
て
い
る
と
い
う92

。
彼
が
云
う
よ

う
に
「
誰
も
政
軍
関
係
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
が
、
皆
が
何
か
そ
れ

ら
し
い
こ
と
は
し
て
い
る
」
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
「
政
軍
関

係
」
の
危
機
な
の
で
あ
る93

。「
文
民
統
制
」
は
民
主
主
義
国
家
に
お

い
て
し
か
達
成
さ
れ
得
な
い
が
、
何
れ
の
国
に
お
い
て
も
複
雑
で
困

難
で
あ
る
。
問
題
は
文
民
が
如
何
な
る
見
識
を
以
て
有
効
に
軍
を
統

制
す
る
か
、
ま
た
軍
人
も
政
治
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
ど
う
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〝
細

tight rope

い
綱
〟
を
渡
る
か
で
あ
る94

。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
文
民
の
責
任
は
軍
人
よ
り
遥
か
に
重
い
。
軍
人

も
政
治
的
打
算
か
ら
文
民
の
聞
き
た
い
こ
と
だ
け
を
云
う
の
で
は
な

く
、
文
民
が
聞
く
必
要
の
あ
る
こ
と
を
云
う
べ
き
だ
ろ
う95

。
だ
が
、

文
民
は
軍
人
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
求
め
る
か
否
か
で
は
な
く
、
誰
に

そ
れ
を
求
め
る
か
の
問
題
に
な
り
が
ち
で
あ
る96

。
文
民
が
自
身
に
と

っ
て
耳
の
痛
い”best m

ilitary advi

97

ce”

で
は
な
く
、
自
身
の
意

を
体
す
る
軍
人
の
話
し
か
聞
か
な
い
の
な
ら
、「
最
高
司
令
官
」
の

近
く
に
は「
制
服
を
着
た
イ
エ
ス
・
マ
ン98

」が
蝟
集
す
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
う
な
れ
ば
、
Ｍ
Ｉ
Ｃ99

へ
の
両
者
の
関
与
も
更
に
加
速
化
し
て
、

「
文
民
統
制
」は
ま
す
ま
す
機
能
し
な
く
な
る
だ
ろ
う
。「
文
民
統
制
」

が
必
要
な
の
は
誰
も
が
理
解
し
て
い
る
が
、「
統
制
」
す
る
者
を
誰

が
監
視
す
る
の
か
は
誰
も
語
ら
な
い
。
今
や
「
聖
域
」
と
な
っ
て
い

る
米
国
の
Ｍ
Ｉ
Ｃ
へ
の
政
軍
両
者
の
既
得
権
益
と
構
造
的
関
与
は
、

「
政
軍
関
係
」
に
お
け
る
最
も
重
大
か
つ
喫
緊
の
問
題
だ
が
、「
馬
上

の
人
」（
軍
人
）
と
「
机
辺
の
人
」（
文
民
）
の
近
接
と
一
体
化
が
強

固
な
ら
、そ
れ
を
一
体
誰
が
有
効
に
「
統
制
」
す
る
の
か
。
恐
ら
く
、

そ
れ
が
出
来
る
の
は
「
最
高
司
令
官
」
で
あ
る
大
統
領
し
か
い
な
い

だ
ろ
う
。
だ
が
同
時
に
、
そ
の
意
思
が
あ
る
も
の
は
決
し
て
大
統
領

に
は
な
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
も
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
に
千
六
百
万
人
に
ま
で
膨
ら
ん
だ
米
軍
を

戦
後
社
会
の
中
で
如
何
な
る
立
場
で
受
容
し
、
か
つ
政
治
が
如
何
に

有
効
に
統
制
す
る
か
が
ハ
ン
チ
ン
ト
ン
や
ジ
ャ
ノ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
研
究

課
題
だ
っ
た100

。
そ
れ
が
軍
人
出
身
の
大
統
領
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
離

任
演
説
で
の
発
言
に
繋
が
っ
て
い
る
。
残
念
乍
ら
、
そ
の
危
惧
は
的

中
し
て
今
や
エ
ス
タ
ブ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
層
の
文
民
と
高
級
軍
人
が

ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
（
利
益
共
同
体
）
と
し
て
一
体
化
し
て
い
る
現
実

は
明
白
で
あ
り
、「
文
民
統
制
」
は
脆
弱
化
の
一
途
を
辿
っ
て
い
る
。

今
後
「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
戦
争
」
就
中
サ
イ
バ
ー
や
宇
宙
空
間
で
の

戦
い
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
軍
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
よ
う

な
部
隊
が
数
多
く
誕
生
す
る
だ
ろ
う
。
ま
す
ま
す
軍
人
と
文
民
は
一

体
と
な
っ
て
作
戦
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
と
な
っ
て
い

く
。
か
か
る
状
況
で
は
、
文
民
指
導
者
が
旧
来
の
排
他
的
な
自
律
性

や
自
立
性
を
依
然
と
し
て
主
張
す
る
軍
人
に
対
し
て
違
和
感
を
覚
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
軍
と
併
存
す
る
準
軍
事
的
組
織
と
な
っ

た
Ｃ
Ｉ
Ａ
を
、
政
治
が
如
何
に
再
編
、
統
制
し
て
い
く
か
も
大
き
な

問
題
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
民
主
主
義
国
家
に
お
け
る
軍
人
は
「
制
服
を
着
た
市

民101

」
で
、
一
般
市
民
と
も
価
値
観
は
共
有
す
る
が
、
行
政
機
構
は
じ

め
他
の
社
会
組
織
と
は
根
本
的
に
組
織
原
理
や
行
動
規
範
が
全
く
異
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な
る
と
い
う
特
殊
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

今
後
の
物
理
的
な
空
間
を
超
え
た
領
域
や
宇
宙
で
の
戦
い
と
な
れ

ば
、
軍
人
と
文
民
の
境
界
は
ま
す
ま
す
曖
昧
と
な
り
混
在
化
す
る
。

文
民
と
軍
人
と
の
分
明
も
無
意
味
と
な
る
だ
ろ
う102

。

所
与
で
あ
っ
た
文
民
優
位
の
下
で
の
軍
人
の
管
理
・
監
督
と
い
う
、

い
わ
ば
〝
古
典
的
〟
な
「
文
民
統
制
」
の
概
念
も
陳
腐
化
し
、
従
来

の
二
項
対
立
的
な
「
政
軍
関
係
」
は
根
本
的
に
変
容
す
る
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
だ
が
今
後
も
文
民
と
軍
人
は
対
峙
し
つ
つ
、
時
に

一
体
化
し
て
Ｍ
Ｉ
Ｃ
を
深
化
さ
せ
る
と
い
う
矛
盾
を
内
包
し
た
関
係

で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
だ
ろ
う
。

1　

邦
訳
で
は
「
民
軍
関
係
」
と
記
述
し
て
い
る
研
究
者
も
い
る
。
こ
れ
は

Civil

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
政
治
だ
け
で
な
く
司
法
行
政
立
法
府
と
い
う
三
権

さ
ら
に
は
社
会
と
の
関
係
性
も
包
含
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
軍
人
と
対
峙

す
る
主
体
は
政
治
家
で
あ
る
こ
と
は
所
与
な
の
で
、
小
論
で
は
括
弧
つ
き
の

「
政
軍
関
係
」
と
す
る
。

2　

Peter D
. Feaver, T

akako H
ikotani and Shaun N

arine, “Civilian 
Control and Civil-M

iliary Gaps in the U
nited States, Japan, and 

China”, A
sian P

erspective, 2005, V
ol.29, N

o.1, Special Issue on 
Controversial Issues in Japanese Politics and Security, p.236.

3　

一
九
七
〇
年
に
お
い
て
は
十
八
歳
以
上
の
人
口
（
男
子
）
の
四
四
％
が
退

役
軍
人
と
し
て
存
在
し
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
二
五
％
、
二
〇
一
八
年
一
三

％
と
な
り
、
全
成
人
人
口
比
で
も
一
九
八
〇
年
の
一
八
％
か
ら
、
二
〇
二
二

年
に
は
六
％
に
下
落
し
て
い
る
。

　

  https://w
w

w
.pew

research.org/short-reads/2023/11/08/the-
changing-face-of-am

ericas-veteran-population/

　
　

Jonathan E. V
espa ,“T

hose W
ho Served: A

m
erica’s V

eterans 
From

 W
orld W

ar II to the W
ar on T

error”,A
m

erican Com
m

unity 
Survey R

eport”, U
.S. Census Bureau.2020, p.5.

4　

“the public has show
n historically low

 levels of social connection 
w

ith the m
ilitary, m

ost notably a low
 propensity to volunteer to 

serve in uniform
.”

　
　

Peter Feaver and Richard K
ohn, “Civil-M

ilitary Relations in the 
U

nited States”, Strategic Studies Q
uarterly, V

ol.15, N
o.2,2021, p.26.

5　

T
he share of senators w

ho are veterans reached a post-K
orean 

W
ar peak of 81%

 in 1975, w
hile the share am

ong H
ouse m

em
bers 

peaked in 1967 at 75%
. In recent elections, both D

em
ocrats and 

Republicans have m
ade concerted efforts to recruit veterans 

for congressional races. In the current Congress, 18 freshm
an 

law
m

akers are veterans.  

二
〇
二
三
年
現
在
、
上
院
で
一
八
・
四
％
、
下

院
で
一
七
％
の
議
員
し
か
軍
務
経
験
が
な
い
。

　
　

https://w
w

w
.pew

research.org/short-reads/2023/11/08/the-
changing-face-of-am

ericas-veteran-population/
　
　

例
え
ば
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
（Richard M

. N
ixon

）
は
若
年
の
頃
か
ら
政

界
を
目
指
し
て
い
た
が
、
弁
護
士
で
あ
っ
た
の
で
兵
役
に
就
け
る
最
長
年
齢

に
な
る
直
前
で
任
官
し
て
い
る
。
ニ
ク
ソ
ン
の
下
院
議
員
選
挙
（
一
九
四
六

年
）
の
ポ
ス
タ
ー
に
は“Y

our V
eteran Candidate”

や”W
orld W

ar 
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V
eteran”

の
キ
ャ
ッ
チ
・
コ
ピ
ー
が
あ
り
、
軍
歴
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
姿

勢
が
み
え
る
。

　
　

田
久
保
忠
衛
『
戦
略
家
ニ
ク
ソ
ン
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
六
年
）
五
二

―
五
四
頁
。

　
　

“D
uring the C

old W
ar, m

ilitary service w
as seen as an 

im
portant qualification for national leadership and every president 

and vice president from
 Franklin Roosevelt to George Bush 

had served at least for a short w
hile in the m

ilitary or N
ational 

Guard.” 

　
　

Peter D
. Feaver, A

rm
ed Servants, H

arvard U
niversity Press, 

2003, p.206.

6　

一
九
六
〇
年
か
ら
は
二
千
万
人
以
上
が
退
役
軍
人
で
、
一
九
八
〇
年
に
は

そ
れ
が
二
七
〇
〇
万
人
以
上
に
増
加
し
た
。

　
　

Jonathan E. V
espa,” T

hose W
ho Served: A

m
erica’s V

eterans 
from

 W
orld W

ar II to the W
ar on T

error A
m

erican Com
m

unity 
Survey Report” ,U

.S. Census Bureau. 2020, p.5.

7　

二
〇
一
六
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
の
ピ
ュ
ー
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー

の
ど
の
グ
ル
ー
プ
が
一
番
公
共
的
利
益
に
寄
与
し
て
い
る
か
と
い
う
四
段

階
評
価
（“A

 Great D
eal”, “A

 Fair A
m

ount”, “N
ot too m

uch”, “N
o 

Confidence”

で
、
米
国
民
が
一
番
信
頼
し
て
い
る
の
は
医
者
で
、
次
に
軍

人
で
あ
っ
た
。
特
に“A

 Great D
eal”

は
軍
人
が
三
三
％
で
一
番
多
く
、”A

 
Fair A

m
ount”

の
四
六
％
を
合
わ
せ
る
と
実
に
七
九
％
の
米
国
民
の
信
頼
を

今
も
得
て
い
る
。

　
　

https://w
w

w
.pew

research.org/short-reads/2016/10/18/m
ost-

am
ericans-trust-the-m

ilitary-and-scientists-to-act-in-the-publics-

interest/

　
　

だ
が
、
軍
人
に
対
す
る
敬
意
が
そ
の
ま
ま
市
民
の
入
隊
へ
と
は
繋
が
っ
て

い
な
い
よ
う
だ
。

　
　

“T
he public’s respect and adm

iration for the m
ilitary no 

longer translates into a w
illingness to join the arm

ed forces. T
he 

narrow
ing of personal connections to the m

ilitary m
eans that 

recruiters today m
ust persuade doubtful prospects w

ith less help 
from

 fam
ily and friends w

ho have served them
selves.” 

　
　

Peter D
. Feaver and Richard H

. K
ohn, “T

he Gap: Soldiers 
Civilians and their M

utual M
isunderstanding”, N

ational Interest, 
Fall 2000, N

o61, p.16.

8　

キ
ャ
ン
ベ
ル
（H

arold N
. Cam

bell

）空
軍
少
将
の
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る

air force aw
ards

夕
食
会
後
の
発
言
。

　
　

Feaver, A
rm

ed Servants, p.181, p.215.

　
　

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
時
の
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
と
エ
ン
ソ
ー
ベ
ン
（A

lain 
Enthoven

）
は
じ
め
所
謂“W

hiz K
ids”

に
対
す
る
軍
人
の
反
感
も
以
下
の

よ
う
に
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
エ
ン
ソ
ー
ベ
ン
は
軍
人
が
視
野
の
狭
い
自

身
の
経
験
だ
け
で
軍
事
を
語
る
、
知
的
に
劣
る
人
間
と
考
え
て
い
た
。

　
　

“M
cN

am
ara’s autocratic style and condescending attitude of 

his young civilian assistants deeply disturbed the Joint Chiefs 
and other m

ilitary offi
cers in the Pentagon. T

he m
iliary view

ed 
Enthoven and the rest of M

cN
am

ara’s staff as adversaries.” 

　
　

H
. R. M

cM
aster, D

ereliction of D
uty, H

arper Collins Publishers, 
1997, p.19.

9　

B
arton G

ellm
an, “T

urning an A
bout-F

ace into a F
orw

ard 
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M
arch”, W

ashington Post, M
arch 31, 1993. 

10　

“T
he V

ietnam
 W

ar did m
uch to destroy trust betw

een civilians 
and the m

ilitary in the governm
ent. It led a w

hole generation 
of m

ilitary people to distrust civilians and civilian control, and 
to vow

 never again to be sent into battle w
ithout adequate 

resources, a w
inning strategy, the support of the A

m
erican 

people, and an exit strategy.”

　
　

Richard H
. K

ohn, “Building T
rust”, edited by Suzanne C. N

ielsen 
and D

on M
. Snider, A

m
erican C

ivil-m
ilitary R

elations: T
he 

Soldier and the State in a N
ew

 E
ra, Johns H

opkins U
niversity 

Press, 2009, p.273.

11　

Feaver, A
rm

ed Servants, pp204-205.

　
　

“T
he issue has been fram

ed as “cultural.” T
he concern is that 

a “gap” in values or attitudes betw
een people in uniform

 and 
civilian society m

ay have becom
e so w

ide that it threatens the 
effectiveness of the arm

ed forces and civil-m
iliary cooperation.”

　
　

Peter D
. Feaver, Richard H

. K
ohn, Soldiers and Civilians: T

he 
Civil-M

ilitary G
ap and A

m
erican N

ational Security, T
he M

IT
 

Press, 2001, pp.1-11. 

12　

こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
単
一
で
は
な
く
、
多
く
の
分
野
で
存
在
し
て
い
て
そ
れ

が
拡
大
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
縮
小
す
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
核
拡
散
に

関
し
て
は
文
民
と
軍
人
の
認
識
は
共
に
優
先
度
が
高
い
が
、
共
産
主
義
を
封

じ
込
め
る
こ
と
に
関
し
て
は
低
か
っ
た
と
い
う
共
通
性
も
あ
る
。
逆
に
軍
隊

の
共
和
党
化
（republicanization

）
が
促
進
さ
れ
た
こ
と
で
、
民
主
党
政
権

で
は
対
峙
が
顕
著
と
な
っ
て
い
た
。

　
　

Feaver, A
rm

ed Servants, p.205.

13　

Ｍ
Ｉ
Ｃ
の
概
念
は
「
一
九
六
一
年
、
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ウ
ワ
ー
大
統
領
が
大
統

領
の
椅
子
を
去
る
と
き
の
告
別
演
説
の
中
で
、
こ
の
言
葉
を
使
っ
て
以
来
、

一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」

　
　

小
原
敬
士
編
『
ア
メ
リ
カ
軍
産
複
合
体
の
研
究
』（
財
団
法
人
日
本
国
際
問

題
研
究
所
、
一
九
七
一
年
）
二
頁
。

　
　
「
軍
産
複
合
体
」
が
米
国
の
経
済
構
造
の
中
で
制
度
化
さ
れ
た
の
は
、
以
下

の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

①
「
連
邦
予
算
の
規
模
が
膨
張
し
、
い
わ
ゆ
る
『
大
型
政
府
（Big 

Governm
ent

）』
が
制
度
的
に
確
立
し
た
こ
と
」

②
「
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
規
模
が
文
字
通
り
グ
ロ
ー
バ
ル
と
な
り
、
そ
の
兵
器

シ
ス
テ
ム
が
ま
す
ま
す
複
雑
か
つ
広
範
と
な
る
と
と
も
に
、
ひ
と
つ
の
専

門
的
産
業
部
門
と
し
て
の
軍
需
産
業
が
は
じ
め
て
発
生
し
、
そ
し
て
発
展

し
た
こ
と
」

③
「
膨
大
な
設
備
を
も
つ
ア
メ
リ
カ
の
大
企
業
は
、
安
定
的
か
つ
利
益
的
な

国
内
市
場
と
し
て
の
軍
需
の
恒
久
化
、
制
度
化
を
強
く
要
求
し
た
こ
と
」

　
　

同
右 

六
―
七
頁
。

14　

“T
he problem

 is not conspiracy or corruption but rule 
unchecked rule. A

nd being unchecked, this reflects not the 
national need but the bureaucratic need 

―not w
hat is best for 

the U
nited States but w

hat the A
ir Force, A

rm
y, N

avy, General 
D

ynam
ics, N

orth A
m

erican Rockw
ell, Grum

m
an A

ircraft, State 
D

epartm
ent representative, intelligence offi

cers an M
endel Rivers 

and Richard Russel believe to be best”

　
　

John K
enneth Galbraith, H

ow
 to Control the M

ilitary, T
he N

ew
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A
m

erican Library, 1969, pp.30-31.
15　

“O
n the question of “w

hen to use force, “m
ilitary officers 

w
ere inclined to w

hat m
ight be considered a “realpolitik” 

approach to the use of force : ”w
illing to use force for traditional 

national security threats like defense of allies or geostrategic 
access to vital m

arkets but m
ore hesitant about using force for 

hum
anitarian m

issions and the ‘less-than -vital-interest’ scenarios 
of intervening in foreign civil w

ars...”

　
　

“Civilian elites w
ho have not served in the m

ilitary w
ere m

ore 
w

illing to us force increm
entally, w

hile m
iliary w

ere m
ore in 

favor of the decisive use of force.”

　
　

Feaver, H
ikotani and N

arine,“Civilian Control and Civil-M
iliary 

Gaps in the U
nited States, Japan, and China”, p.241.

16　

例
え
ば
大
東
亜
戦
争
に
お
け
る
我
が
国
降
伏
後
の
動
員
解
除
に
伴
う
人
的

移
動
は
七
三
六
万
人
と
見
積
も
ら
れ
、
当
時
の
人
口
の
一
割
に
相
当
す
る
も

の
で
あ
っ
た
。
連
合
国
は
日
本
軍
占
領
地
域
の
行
政
機
構
の
再
建
だ
け
で
な

く
、
膨
大
な
数
の
捕
虜
の
管
理
と
そ
の
食
糧
確
保
に
困
難
を
極
め
て
い
た
た

め
、
内
部
で
の
対
立
も
先
鋭
化
し
て
い
た
。
最
終
的
な
同
胞
の
日
本
帰
還
は
、

一
九
六
〇
年
代
ま
で
ず
れ
込
み
、
実
に
終
戦
か
ら
十
五
年
以
上
の
歳
月
を
要

し
た
。

　
　

増
田
弘
「
日
本
降
伏
後
に
お
け
る
南
方
軍
の
復
員
過
程
―
一
九
四
五
年
～

一
九
四
八
年
―
」（『
現
代
史
研
究
』
九
、二
〇
一
三
年
三
月
）。

17　
「
わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
家
を
焼
き
、
作
物
を
枯
ら
し
た
の
か
？
ホ
ー
・
チ
・
ミ

ン
は
か
つ
て
、
人
民
は
海
の
よ
う
な
も
の
で
、
ゲ
リ
ラ
が
そ
こ
で
泳
い
で
い

る
と
言
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
友
好
的
な
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も

中
立
の
魚
を
い
か
に
し
て
ヴ
ェ
ト
コ
ン
が
泳
ぐ
海
の
そ
ば
か
ら
消
滅
さ
せ
る

こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
海
を
魚
が
住
め
な
い
状
態

に
し
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
家
屋
を
破
壊
し
作
物
を
、
台
な
し
に
し
た
こ
と

を
、
い
ま
文
字
に
し
て
読
む
と
、
い
か
に
背
筋
が
凍
る
思
い
が
す
る
」

　
　

コ
リ
ン
・
パ
ウ
エ
ル 

鈴
木
税
訳
『
マ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
』（
角

川
書
店
、
一
九
九
五
年
）
一
一
三
―
一
四
頁
。

18　

あ
る
非
共
産
国
が
共
産
化
す
る
と
隣
接
す
る
非
共
産
国
も
そ
の
影
響
を
う

け
て
共
産
化
す
る
と
い
う
理
論
。
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
で
提
唱
さ
れ
た
も
の
だ

が
、
そ
の
後
も
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
、
ケ
ネ
デ
ィ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
政
権
で
も
継

承
さ
れ
た
。

19　

パ
ウ
エ
ル
『
マ
イ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
ジ
ャ
ー
ニ
ー
』
一
三
三
―
三
四
頁
。

20　

ベ
イ
ス
ビ
ッ
チ
（A

ndrew
 J. Bacevich

）
は
、m

anifest destiny

を”A
m

erican credo”

と
称
し
て
い
る
。

　
　

“Call this the A
m

erican credo. In the sim
plest term

, the credo 
sum

m
ons the U

nited States - and the U
nited States alone – to 

lead, save, liberate, and ultim
ately transform

 the w
orld.”

　
　

A
ndrew

 J. Bacevich, W
ahington R

ules: A
m

erica’s P
ath to 

Perm
anent W

ar, M
etropolitan Books, 2010, p.12. 

21　

U
rs Schw

aruz, A
m

erican Strategy: A
 N

ew
 P

erspective, 
D

oubleday &
 Com

pany, 1966, p.70.
　
　

“A
m

erican had traditionally tended to see their w
ars as great 

crusades, w
aged to achieve the noblest of bends and therefore 

justifying a m
axim

um
 effort to achieve total victory”

　
　

A
ndrew

 J. Bacevich, T
he N

ew
 A

m
erican M

ilitarism
, O

xford 
U

niversity Press, 2005, p.155. 
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22　

米
国
の
戦
略
的
思
考
に
お
け
る
軍
事
力
行
使
の
伝
統
と
国
民
の
力
は
、
無

条
件
降
伏
で
示
さ
れ
る
。

　
　

Schw
aruz, A

m
erican Strategy: A

 N
ew

 Perspective, pp.44-45.

　
　

以
下
の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
の
言
葉
の
よ
う
に
軍
人
も
無
条
件
降
伏
が
戦
争

の
前
提
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
　

“W
e w

ill accept nothing less than full V
ictory!” issued by Gen. 

D
w

ight D
. Eisenhow

er to encourage A
llied soldiers taking part in 

the D
-day invasion.

　
　

https://w
w

w
.archives.gov/m

ilestone-docum
ents/general-

eisenhow
ers-order-of-the-day

23　

徴
兵
制
を
実
施
し
て
い
た
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
前
の
時
代
に
は
多
く
の
軍
歴

を
有
す
る
上
下
院
議
員
が
存
在
し
た
の
で
、
彼
ら
が
軍
の
投
入
を
主
導
す
る

こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

　
　

Feaver, H
ikotani and N

arine, “Civilian Control and Civil-M
iliary 
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