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「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
と
ハ
ー
バ
ー
ド
流
交
渉
学 

―
―
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教
授
の
遺
産
―
―

田　
　

村　
　

次　
　

朗

一　

は
じ
め
に
（
１
）

　
「
交
渉
」
と
は
、
共
通
す
る
利
害
と
対
立
す
る
利
害
が
あ
る
と
き
に
、
合
意
に
達
す
る
た
め
に
行
な
う
相
互
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
交
渉
」
を
行
な
う
た
め
に
は
、
一
定
の
能
力
（「
交
渉
力
」）
が
必
要
に
な
る
。「
交
渉
力
」

と
は
、
相
手
を
理
解
す
る
力
で
あ
り
、
相
手
を
説
得
す
る
力
で
あ
り
、
相
手
の
ニ
ー
ズ
や
目
標
な
ど
を
効
果
的
に
聞
き
出
す
力
で
あ

一　

は
じ
め
に

二　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教
授
：
人
と
業
績

三　
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
と
は

四　

人
と
問
題
の
分
離

五　
「
立
場
」
で
は
な
く
「
利
害
」
に
注
目
す
る

六　

相
互
利
益
の
た
め
の
選
択
肢
を
創
造
す
る
こ
と

七　

客
観
的
基
準
を
主
張
す
る
こ
と

八　

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
：
イ
ラ
ン
人
質
事
件

九　
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
を
再
考
す
る

十　

お
わ
り
に
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る
。
そ
の
よ
う
な
「
交
渉
力
」
を
論
理
的
に
実
証
し
、
研
究
す
る
学
問
が
「
交
渉
学
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
交
渉
学
」
と
は
、

相
手
と
の
間
に
存
在
す
る
複
雑
な
利
害
関
係
や
錯
綜
す
る
事
実
関
係
を
整
理
し
な
が
ら
、
相
手
と
の
「
交
渉
」
を
通
じ
て
最
適
な
問

題
解
決
を
図
る
た
め
の
学
問
で
あ
る
。

　
「
交
渉
学
」
の
歴
史
は
比
較
的
新
し
い
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（Roger D

. Fisher

）
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
一
九
八
一
年

か
ら
始
め
た
講
義
が
「
交
渉
学
」
の
嚆
矢
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
「
学
問
」
は
時
代
の
変
遷
と
と
も
に
内
容

も
変
化
し
て
い
く
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
は
「
標
準
的
テ
キ
ス
ト
」
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、「
交
渉
学
」
の
分
野
で
は
、
ロ

ジ
ャ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
と
共
著
者
に
よ
る
『Getting to Y

es

』
や
、「N

egotiation

」
と
い
う
文
字
が
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い

る
書
物
（
２
）が
版
を
重
ね
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。『Getting to Y

es

』

に
し
て
も
、
初
版
が
出
版
さ
れ
て
以
降
三
回
の
改
訂
版
が
出
さ
れ
、
版
を
重
ね
る
た
び
に
共
著
者
が
変
わ
り
、
内
容
も
変
わ
っ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
、
学
問
と
し
て
の
「
交
渉
学
」
の
体
系
が
十
分
に
整
理
さ
れ
な
い
一
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

　

し
か
し
、「
交
渉
学
」
を
構
成
す
る
基
本
原
理
と
し
て
は
、
人
・
利
害
・
選
択
肢
・
客
観
的
基
準
と
い
う
四
つ
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
原
則
に
基
づ
い
た
交
渉
を
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
と
呼
ん
で
お
り
、
こ
れ
に
異
を
唱
え
る
人
は
少
な
い
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
死

後
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
（the H

arvard N
egotiation Program

）
は
、「
原
則
立
脚
型
交
渉
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
交
渉
学
の
再
検
討
を
行
な
っ
て
い
る
。

　

以
下
で
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
に
つ
い
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
交
渉
学
の
在
り
方
に
つ
い
て
再

考
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

二　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教
授
：
人
と
業
績
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一
九
二
二
年
五
月
二
八
日
に
イ
リ
ノ
イ
州
ウ
ィ
ネ
ト
カ
で
生
ま
れ
た
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
夜
に

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
入
学
。
卒
業
後
は
、
陸
軍
に
志
願
し
て
、
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
六
年
ま
で
、
北
大
西
洋
と
太
平
洋
の
戦
域

で
の
気
象
偵
察
を
任
務
と
し
た
。
大
学
の
ル
ー
ム
メ
ー
ト
八
人
の
う
ち
四
人
を
戦
争
で
失
っ
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
終
戦
後
、
戦
争

の
影
響
を
調
べ
る
こ
と
と
、
戦
争
を
回
避
す
る
た
め
の
方
法
を
考
え
る
こ
と
を
自
ら
に
課
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（
３
）。

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
戦
後
、
パ
リ
で
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
・
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
働
き
、
さ
ら
に
司
法
次
官
の
助
手
を
務
め
た
。
一
九

四
八
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
を
卒
業
し
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
Ｄ
Ｃ
の
法
律
事
務
所
で
働
い
た
後
、
一

九
五
八
年
か
ら
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
に
教
授
と
し
て
着
任
し
た
。
一
九
七
九
年
に
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
（the H

arvard N
egotiation Project

）
が
設
立
さ
れ
、
八
三
年
以
降
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ

グ
ラ
ム
へ
と
名
称
が
変
わ
っ
た
（
以
下
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
交
渉
学
研
究
所
）。
一
九
八
一
年
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
学

問
と
し
て
の
「
交
渉
学
」
の
講
義
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
筆
者
は
そ
の
三
年
後
の
一
九
八
四
年
に
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
で
「
交
渉
学
」
の
講
義
を
受
け
、
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
（
４
）。

　

な
お
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
交
渉
と
紛
争
解
決
の
コ
ー
ス
を
担
当

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
和
平
プ
ロ
セ
ス
、
人
質
危
機
、
外
交
交
渉
や
ビ
ジ
ネ
ス
・
法
交
渉
な
ど
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
タ
イ
プ
の
現

実
の
交
渉
や
紛
争
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
関
与
し
た
。
片
足
を
現
実
の
世
界
に
お
い
て
紛
争
中
の
人
々
を
助
け
る
こ
と
が
、
実
際

に
役
立
つ
理
論
や
ツ
ー
ル
を
生
み
出
す
う
え
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、「
交
渉
学
」
に
つ
い
て
、
実
例
に
基
づ
く
多
く
の
教
え
を
残
し
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
交
渉
学
を

学
び
、
現
職
を
受
け
継
い
だ
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ビ
ジ
ネ
ス
ス
ク
ー
ル
教
授
で
、
交
渉
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
セ
ベ

ニ
ウ
ス
（Jam

es Sebenius

）
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
双
方
の
「
利
害
」（interest
）
に
基
づ
く
問
題
解
決
と
い
う
一
つ
の
大
き
な

共
通
テ
ー
マ
の
中
で
、
多
く
の
研
究
者
と
と
も
に
書
物
を
著
し
、
そ
う
し
た
共
同
作
業
は
、
特
に
若
い
世
代
た
ち
に
基
礎
的
な
研
究
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を
教
え
る
役
割
を
果
た
し
た
（
５
）と

指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
セ
ベ
ニ
ウ
ス
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
研
究
に
つ
い
て
、
概
ね
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
鋭
い
洞
察
力
を
持
ち
、
問
題
の
現
象
に
向
き
合
う
こ
と
で
、
よ
り
正
確
な
疑
問
や
価
値
の
あ
る
答
え
を
導
き
出

し
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
交
渉
学
や
問
題
解
決
の
研
究
を
、
経
験
則
や
社
会
心
理
学
な
ど
と
組
み
合
わ
せ
る
と
い
う
手
法
で
発
展

さ
せ
、
実
戦
的
な
価
値
の
あ
る
知
識
を
次
々
と
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
発
表
は
い
つ
も
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す

く
、
使
い
や
す
い
例
示
で
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
が
か
か
わ
っ
た
著
書
は
、
一
般
の
人
や
専
門
家
な
ど
多
く
の

人
々
に
広
く
読
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
著
作
な
ど
を
通
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
交
渉
学
研
究
所
を
発
展
さ
せ
、

他
の
学
問
分
野
に
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
功
績
を
遺
し
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
研
究
は
、
排
他
的
に
な
ら
ず
、
彼
の
考

え
方
に
反
対
す
る
人
々
の
意
見
も
含
め
て
、
他
の
見
解
や
知
識
も
織
り
交
ぜ
、
長
い
年
月
を
か
け
て
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て

い
っ
た
。
実
際
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ア
イ
デ
ア
と
い
う
よ
り
も
、
長
い
時
間
を
か
け
て
多
く
の
研
究
者
と
と
も
に
発

展
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
が
多
い
（
６
）。

　

二
〇
一
二
年
八
月
二
五
日
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
死
去
し
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
教
え
を
受
け
て
後
進
た
ち
が
「
交
渉
学
」
研
究
を
支

え
て
い
る
。
そ
の
世
代
が
中
心
に
な
っ
て
、『
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』（N

egotiation Journal

）
第
二
九
巻
（
二
〇
一

三
年
四
月
）
で
、「
ロ
ジ
ャ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
遺
産
」
追
悼
記
念
特
集
号
が
刊
行
さ
れ
た
。

三　
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
と
は

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
つ
く
り
あ
げ
た
ハ
ー
バ
ー
ド
流
の
交
渉
と
は
、「
賢
明
な
結
果
を
効
果
的
か
つ
有
効
に
も
た
ら
す
べ
く
設
計
さ

れ
た
交
渉
方
法
（
７
）」
で
、「
人
・
利
害
・
選
択
肢
・
基
準
」
に
関
す
る
四
つ
の
基
本
原
則
に
基
づ
い
た
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
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（principled negotiation

）
あ
る
い
は
「
利
益
満
足
型
交
渉
」（negotiation on m
erits

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
①
人

と
問
題
を
分
離
す
る
こ
と
、
②
立
場
で
は
な
く
利
害
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
、
③
行
動
に
つ
い
て
決
定
す
る
前
に
多
く
の
可
能
性

（
選
択
肢
）
を
考
え
出
す
こ
と
、
そ
し
て
、
④
結
果
は
あ
く
ま
で
も
客
観
的
基
準
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
こ
と
、
と
い
う
四

つ
の
基
本
原
則
で
あ
る
（
８
）。

　

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
交
渉
学
研
究
所
副
所
長
で
『Getting to Y

es

』
の
共
著
者
で
あ
る
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ユ
ー
リ
ー
（W

illiam
 U

ry

）

は
、
原
則
立
脚
型
交
渉
に
つ
い
て
、「
彼
（
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
）
は
奇
跡
的
な
解
決
方
法
で
は
な
く
、
解
決
困
難
な
大
き
な
問
題
を
解
決

可
能
な
小
さ
な
問
題
へ
と
細
分
化
し
て
時
間
を
か
け
て
徐
々
に
解
決
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
―
―
ロ
ジ
ャ
ー
は
「
分
割
」

（
“fractionation

”）
と
呼
ぶ
―
―
を
信
じ
た
（
９
）」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

一
方
、
セ
ベ
ニ
ウ
ス
は
、
原
則
立
脚
型
交
渉
に
つ
い
て
、
主
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

良
い
交
渉
を
す
る
た
め
に
、
双
方
の
利
益
が
損
益
を
上
回
る
合
意
可
能
な
提
案
を
探
す
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

す
べ
て
の
交
渉
相
手
の
要
求
・
立
場
の
奥
に
隠
れ
る
利
害
（interests

）
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
し
い
ク
リ
エ
イ

テ
ィ
ブ
な
案
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
よ
り
魅
力
的
な
提
案
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
実
現
可
能
な
オ
プ
シ
ョ
ン
を
模
索

す
る
う
え
で
、
互
い
の
主
観
で
は
な
く
、
客
観
的
で
第
三
者
を
含
め
た
多
く
の
人
に
も
魅
力
的
な
基
準
を
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
交
渉
の
場
を
、
互
い
の
立
場
や
要
求
の
応
酬
か
ら
、
相
互
の
協
働
に
よ
る
問
題
解
決
へ
と
変
え
る
こ
と

が
で
き
る）（（
（

。

四　

人
と
問
題
の
分
離

　
「
人
と
問
題
の
分
離
」
は
、
交
渉
の
成
功
確
率
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
交
渉
の
方
法
論
で
あ
る
「
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
・
ネ
ゴ
シ
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エ
ー
シ
ョ
ン
」（
価
値
を
創
造
す
る
交
渉
）
の
重
要
な
基
本
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、「
人
」
と
「
問
題
」
を
分
離
す
る
こ
と
が
、「
言

う
は
易
し
、
行
な
う
は
難
し
」
で
あ
る
こ
と
は
多
く
の
人
が
経
験
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
と
か
く
交
渉
が
う
ま
く
進
ま
な
く
な

る
と
、
交
渉
を
し
て
い
る
問
題
に
対
し
て
で
は
な
く
、
相
手
（
＝
人
）
に
対
し
て
腹
が
立
っ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
交
渉
に
お
い
て
、
な
ぜ
、「
人
」
と
「
問
題
」
を
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
見
て
み
よ
う
。
ユ
ー
リ
ー
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
、「
人
」
が
絡
む
と
三
つ
の
問
題
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
一
の
問
題
は
、
当
事
者
ご
と
に
視
点
が
違
う
こ
と
。
個
人
間
（
グ
ル
ー
プ
間
）
の
視
点
の
違
い
が
問
題
解
決
の
邪
魔
を
す
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
双
方
は
相
手
に
と
っ
て
魅
力
的
な
提
案
を
す
る
努
力
を
す
べ
き
で
あ
り
、
よ
り
多
く
の
当
事

者
が
過
程
に
関
わ
れ
ば
、
当
然
よ
り
多
く
の
当
事
者
が
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
な
る）（（
（

と
ま
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
ユ
ー
リ
ー
は
こ

の
問
題
に
つ
い
て
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
解
決
策
を
、
国
際
紛
争
を
例
に
し
て
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
運

命
づ
け
ら
れ
た
歴
史
上
不
変
の
問
題
と
し
て
国
際
紛
争
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
立
ち
向
か
う
べ
き
相
違
点
、

そ
し
て
良
い
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
国
際
紛
争
を
捉
え
た
。
す
べ
て
の
Ｐ
（principles

、
原
則
）
の
目

標
は
最
終
的
な
Ｐ
（peace

）
で
あ
る
平
和
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
使
た
ち
の
平
和
で
は
な
く
、
と
も
す
れ
ば
誤
り
が
ち
な
人
間
が
少

し
で
も
暴
力
を
減
ら
し
、
多
く
の
人
に
よ
り
よ
い
結
果
を
生
む
た
め
の
実
践
的
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る）（（
（

。」
要
す
る
に
、
フ
ィ
ッ

シ
ャ
ー
は
「
国
際
紛
争
」
を
、
お
互
い
の
違
い
を
埋
め
、
お
互
い
の
状
況
を
少
し
で
も
よ
く
す
る
た
め
に
、
平
和
を
目
指
し
て
取
り

組
む
べ
き
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
人
」
が
絡
む
た
め
に
起
き
る
二
つ
め
の
問
題
は
、「
感
情
が
妨
げ
に
な
る
」
こ
と
。
そ
こ
で
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘

し
て
い
る
。「
当
事
者
同
士
は
、
た
と
え
そ
の
感
情
が
正
当
で
は
な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
そ
う
い
う
感
情
が
現

れ
て
し
ま
う
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
手
の
感
情
を
不
当
だ
と
し
て
退
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
恐
ら
く
よ
り
感
情

的
な
反
応
を
誘
発
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
し
ま
う
。
当
事
者
同
士
は
相
手
が
感
情
表
現
す
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
感
情
の
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爆
発
に
対
し
て
感
情
的
に
反
応
し
て
は
な
ら
な
い）（（
（

。」

　

交
渉
に
お
い
て
感
情
は
必
ず
混
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
必
要
で
あ
り
、
感
情
を
表
に
出
す
場
合
に
は
双
方
に
そ
の
機

会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、
相
手
が
感
情
的
に
な
っ
た
と
き
に
、
自
分
が
同
じ
よ
う
に

感
情
的
に
反
応
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
人
」
が
絡
む
と
生
ず
る
三
つ
め
の
問
題
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
と
る
過
程
で
問
題
が
発
生
し
て
し
ま
う
こ
と
。
そ
こ

で
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
当
事
者
同
士
、
お
互
い
に
話
し
合
っ
て
相
手
の
意
見
に
耳
を
傾
け
た
と
し
て
も
、

誤
解
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
、
当
事
者
同
士
は
積
極
的
な
傾
聴
（active listening

）

を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
聞
き
手
は
話
し
手
に
対
し
て
細
心
の
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
り
、
話
し
手
の
要
点
を
時
々
整
理
し
て
、

理
解
し
て
い
る
内
容
を
確
認
す
る
べ
き
で
あ
る
。
相
手
の
言
い
分
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
同
意
し
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
覚
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
双
方
と
も
相
手
を
非
難
し
た
り
攻
撃
し
た
り
せ
ず
、
た
だ
自
分
の
こ
と
に

つ
い
て
話
す
べ
き
で
あ
る）（（
（

。」

　

要
す
る
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
た
と
え
相
手
の
考
え
に
納
得
が
い
か
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
ま
ず
は
相
手
の
話
を
聞
く
と
い
う
作
業
に
力
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
話
し
手
は
、
自
分
が
相
手
に
何
を
伝

え
た
い
の
か
に
集
中
す
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
に
お
い
て
、
相
手
を
批
評
し
て
は
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ユ
ー
リ
ー
は
、「
ワ
ン
テ
キ
ス
ト
処
理
（the one-text procedure
）
は
、
後
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
頭
文
字
を
と
っ
て
Ａ
Ｃ
Ｂ
Ｄ
と

命
名
し
た
“alw

ays consult before deciding

”（
決
定
す
る
前
に
ま
ず
相
談
す
る
）
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
基
本
原
理
を
包
含
し
た
も

の
で
あ
り
、
典
型
的
な
も
の
で
あ
る）（（
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
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五　
「
立
場
」
で
は
な
く
「
利
害
」
に
注
目
す
る

　

原
則
立
脚
型
交
渉
の
第
二
の
基
本
原
則
は
、「
立
場
か
ら
利
害
へ
」
で
あ
る
。
創
造
的
な
問
題
解
決
を
目
指
す
た
め
に
は
、「
立

場
」
で
は
な
く
「
利
害
」
を
考
え
る
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、「
相
手
側
の
立
場
が
自
分
の
立
場
と

対
立
し
て
い
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
も
対
立
し
て
い
る
と
思
い
が
ち
に
な
る）（（
（

」
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
立
場
」
を
主
張
す

る
場
と
し
て
「
交
渉
」
を
捉
え
る
と
、
一
見
す
る
と
物
事
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
他
の
人
間
、
他

の
立
場
、
他
の
影
響
の
存
在
を
無
視
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
よ
い
交
渉
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る）（（
（

。

　

マ
ー
ケ
ッ
ト
大
学
の
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（A

ndrea K
. Schneider

）
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
お
互
い
の
立
場
で
は
な
く
お
互
い
の

利
害
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
だ
と
説
い
た
と
し
て
、「
彼
（
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
）
は
、『
利
害
と
立
場
は
違
う
』
と
書
く
の
で
は
な
く
、

『
立
場
で
は
な
く
利
害
に
焦
点
を
当
て
よ
う
』
と
書
く
だ
ろ
う）（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

一
方
、
ユ
ー
リ
ー
は
、「
利
害
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
利
害
の
概
念
が
い
か
に
目
的
と
認
知
の
混
合
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
、
認
知
と
い
う
主
観
的
な
要
素
に
、
目
的
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
的
要
素
が
組
み
合
わ

さ
れ
て
で
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
と
ま
と
め
て
い
る）（（
（

。

　

ま
た
、
セ
ベ
ニ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
従
来
は
「
自
分
」
の
問
題
の
み
に
集
中
し
て
「
認
知
」
を
捉
え
て
い
た
が
、
相
手
側
が
そ
れ
に

対
し
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト
形

式
を
採
っ
た
「
現
時
点
で
認
知
さ
れ
た
選
択
肢
法
」（
“currently perceived choice

” tools

）
と
呼
ば
れ
る
手
法
で
、
相
手
側
の
意

思
決
定
者
が
、
自
分
側
の
出
し
た
提
案
に
対
し
“No

”と
言
う
と
き
と
比
べ
て
、
“Yes

”と
言
う
と
き
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
ど
う
評
価

し
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
比
較
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
側
が
“No

”と
言
っ
た
場
合
に
、
ど
う
し
た
ら
“Yes

”

と
出
る
か
を
捉
え
る
チ
ャ
ー
ト
（「Y

es

に
適
し
た
提
案
」
“Yesable proposition
”）
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
効
果
的
に
相
手
に
伝
え
る
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こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
“Yesable proposition

”と
は
、
双
方
の
利
害
す
べ
て
を
、
“no

”を
招
く
提
案
で
は
な
く
、

一
致
さ
せ
る
提
案
で
あ
る）（（
（

。

　

実
は
、「Y

es

に
適
し
た
提
案
」
に
お
け
る
材
料
を
提
供
す
る
も
の
が
「
利
害
」（interests

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
多

く
の
人
は
「
利
害
」
を
「
要
求
」（dem

ands

）
あ
る
い
は
「
立
場
」（positions

）
と
混
同
し
て
い
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、「
あ
な

た
の
立
場
は
、
あ
な
た
が
決
断
し
た
何
か
で
あ
る
。
あ
な
た
の
利
害
は
、
あ
な
た
を
そ
う
決
断
さ
せ
た
も
の
で
あ
る）（（
（

」
と
指
摘
し
て

い
る
。

　
「
要
求
」
や
「
立
場
」
を
分
離
し
て
完
全
な
「
利
害
」
を
抜
き
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
当
事
者
が
互
い
に
相
容
れ
な
い
「
立
場
」

に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
両
立
で
き
る
「
利
害
」
は
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
実
は
、「
立
場
」
と
「
利
害
」
を
区
別
す
る
こ
と
の
重

要
性
を
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
最
初
に
唱
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、『Getting to Y

es

』
な
ど
の
著
作
を
通
し
て
、
こ
れ
を
交

渉
学
研
究
に
お
け
る
中
心
に
据
え
た
こ
と
が
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
功
績
で
あ
る
。
現
在
で
も
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
交
渉
学
研
究
所
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
「
利
害
に
基
づ
く
」（interest-based
）
交
渉
学
と
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

六　

相
互
利
益
の
た
め
の
選
択
肢
を
創
造
す
る
こ
と

　

原
則
立
脚
型
交
渉
の
三
つ
め
の
基
本
原
則
は
、
行
動
に
つ
い
て
決
定
す
る
前
に
多
く
の
可
能
性
（
選
択
肢
）
を
考
え
出
す
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
目
標
に
近
づ
く
た
め
に
柔
軟
な
発
想
に
よ
っ
て
双
方
の
利
益
を
満
足
さ
せ
る
選
択
肢
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、

「
ゼ
ロ
サ
ム
」
思
考）（（
（

を
拒
絶
し
、「
創
造
的
選
択
肢
」（creative option

）
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　
「
創
造
的
選
択
肢
」
と
は
、「
あ
な
た
に
と
っ
て
コ
ス
ト
が
低
く
、
相
手
に
高
い
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
、
も
し
く
は
そ
の
逆
、
を

探
す
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
シ
ャ
ピ
ロ
（D

aniel L. Shapiro
）
は
、
そ
の
た
め
に
交
渉
者
は
、
“face to 
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”の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
“side by side

”の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
交
渉
し
、
と
も
に
解
決
す
る
と
い
う
姿
勢
が
重
要
だ
と
指
摘
し

て
い
る）（（
（

。

　

さ
ら
に
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
「
創
造
的
選
択
肢
」
を
つ
く
り
だ
す
う
え
で
四
つ
の
障
害
を
提
示
し
て
い
る
と
セ
ベ
ニ
ウ
ス
は
述
べ

て
い
る）（（
（

。
第
一
は
、
当
事
者
は
時
期
尚
早
に
一
つ
の
選
択
肢
に
決
定
し
て
し
ま
う
の
で
、
代
替
案
を
考
え
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
。
第
二
は
、
当
事
者
は
一
つ
の
答
え
を
見
つ
け
出
す
た
め
に
、
自
分
た
ち
の
選
択
肢
を
狭
め
る
こ
と
に
没
頭

し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
。
第
三
は
、
当
事
者
は
一
方
が
勝
利
し
他
方
が
負
け
る
こ
と
が
唯
一
の
選
択
肢
だ
と
す
る
“win-

lose

”の
考
え
方
（w

in-lose term
s

）
で
問
題
を
捉
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
。
そ
し
て
第
四
は
、
一
方
の
当
事
者
が
問
題

の
解
決
策
を
思
い
つ
く
の
は
相
手
次
第
だ
と
決
め
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
そ
の
障
害
を
乗
り
越
え
て
創
造
的
選
択
肢
を
つ
く
り
だ
す
た
め
の
四
つ
の
手
法
を
提
示
し
て
い
る
。

第
一
は
、
選
択
肢
を
つ
く
る
段
階
を
、
そ
れ
を
評
価
す
る
段
階
か
ら
分
離
す
る
こ
と
。
当
事
者
は
堅
苦
し
く
な
い
雰
囲
気
を
共
有
し
、

問
題
に
対
す
る
可
能
な
か
ぎ
り
の
解
決
策
に
つ
い
て
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
う
べ
き
で
あ
り
、
斬
新
で
創
造
的
な
提
案
は
奨
励
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
第
二
に
、
ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
の
際
に
、
問
題
提
起
、
問
題
分
析
、
通
常
ア
プ
ロ
ー
チ
の
考
察
、
そ
し
て
具
体

的
行
動
の
考
察
と
い
う
思
考
の
四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
よ
う
当
事
者
た
ち
に
勧
め
る
こ
と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ

ン
グ
は
、
よ
り
創
造
的
で
よ
り
生
産
的
な
も
の
と
な
る
。
第
三
に
、
当
事
者
は
問
題
に
対
す
る
部
分
的
な
解
決
策
を
い
く
つ
か
提
示

す
る
だ
ろ
う
が
、
多
数
の
提
案
が
つ
く
ら
れ
て
か
ら
、
当
事
者
は
そ
れ
ら
の
ア
イ
デ
ア
を
評
価
す
る
こ
と
。
第
四
に
、
評
価
は
最
も

有
望
な
解
決
策
と
と
も
に
始
め
る
こ
と
。
こ
の
段
階
で
当
事
者
は
提
案
を
改
善
し
、
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る）（（
（

。
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七　

客
観
的
基
準
を
主
張
す
る
こ
と

　
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
の
四
つ
目
の
原
則
は
、
結
果
は
あ
く
ま
で
も
「
客
観
的
基
準
」（objective criteria

）
に
よ
る
こ
と
を
強
調

す
る
こ
と
で
あ
る
。
客
観
的
基
準
に
依
拠
し
た
合
意
は
、
納
得
を
得
や
す
い
。
先
例
や
科
学
的
基
準
に
基
づ
い
た
も
の
、
法
的
な
基

準
、
市
場
価
格
、
効
率
性
な
ど
の
客
観
的
な
指
標
を
基
準
に
し
な
が
ら
、
お
互
い
が
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
に
持
ち
込
む
。
ま
た
、
仮

に
客
観
的
な
指
標
が
な
い
場
合
に
は
、
紛
争
を
解
決
す
る
適
正
手
続
（
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
）
に
つ
い
て
双
方
が
合
意
す
る
こ
と
を
約

束
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

セ
ベ
ニ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
基
準
と
は
「
パ
レ
ー
ト
最
適
」
状
態
で
あ
り
、
当
事
者
の
利
害
が
本
質
的
に
衝
突
し
て
い
る
場

合
の
交
渉
に
つ
い
て
、「
当
事
者
の
意
思
の
外
に
あ
る
」
原
則
を
模
索
す
る
よ
う
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
例

と
し
て
「
イ
ラ
ン
人
質
事
件
」
を
取
り
上
げ
て
、
客
観
的
基
準
が
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
納
得
い
く
も
の
な
ら
ば
、
意
地
を
張
り
合

う
こ
と
に
よ
る
コ
ス
ト
や
リ
ス
ク
な
し
で
紛
争
を
建
設
的
に
解
決
で
き
る
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
考
え
て
い
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で

「
当
事
者
双
方
に
と
っ
て
納
得
い
く
客
観
的
基
準
」
と
は
、
例
え
ば
、
公
平
性
、
規
範
、
先
例
、「
優
れ
た
審
判
」
と
し
て
決
定
し
た

も
の
な
ど
で
あ
る）（（
（

。
八　

ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
：
イ
ラ
ン
人
質
事
件

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
一
九
七
九
年
一
一
月
に
イ
ラ
ン
で
発
生
し
た
ア
メ
リ
カ
大
使
館
占
拠
お
よ
び
人
質
事
件
（
イ
ラ
ン
人
質
事
件
）

の
解
決
に
実
際
に
携
わ
っ
た
。
イ
ラ
ン
人
質
事
件
が
起
き
た
と
き
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
相
手
の
「
利
害
」（interest

）
を
明
確
に

す
る
作
業
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
そ
れ
を
如
実
に
示
す
も
の
と
し
て
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
パ
ッ
ト
ン
（Bruce 
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）
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
『N

ew
 Y

ork T
im

es

』
紙
上
で
発
表
し
た
次
の
よ
う
な
論
説
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
「
私
た
ち
の
目
的
は
、
第
一
に
、
力
（
ア
メ
リ
カ
の
名
声
と
評
判
を
保
つ
こ
と
）、
第
二
に
、
平
和
（
国
際
法
と
秩
序
の
尊
重
を
強
化
す
る

こ
と
）、
そ
し
て
第
三
に
、
成
功
（
人
質
を
解
放
す
る
こ
と
）
で
あ
る
。
こ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
の
求
め
る
結
果
を
物
質
的
な
自

力
救
済
に
よ
っ
て
生
み
出
す
こ
と
は
、
私
た
ち
の
力
を
超
え
て
い
る
。
私
た
ち
の
行
為
は
、
た
と
え
軍
事
力
を
行
使
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
他
の
人
の
考
え
に
も
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
建
設
的
な
結
果
を
生
む
こ
と
が
で
き
る）

（（
（

。」

　

そ
し
て
パ
ッ
ト
ン
は
、
そ
れ
に
続
く
文
章
（「
私
た
ち
が
イ
ラ
ン
人
の
心
を
変
え
る
た
め
に
は
、
彼
ら
が
今
日
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い

る
か
を
探
ら
な
け
れ
ば
（guess
）
な
ら
な
い
。」）
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
い
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
彼
ら
（
イ
ラ
ン
人
）
の
考
え

が
ど
こ
に
あ
る
か
を
探
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
と
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
パ
ッ
ト
ン
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
こ
の
紛
争
に
関
わ
っ
て
い
る
イ
ラ
ン
人
学
生
た
ち
の
思
考
を
ま
と
め
た
表
を
紹
介

し
て
い
る
（
表
１
）。
そ
れ
は
、
意
思
決
定
者
で
あ
る
イ
ラ
ン
人
学
生
が
「
わ
れ
わ
れ
は
人
質
を
解
放
す
べ
き
か
？
」
と
問
い
、「
イ

エ
ス
」
と
い
う
答
え
と
「
ノ
ー
」
と
い
う
答
え
を
出
し
た
場
合
に
起
こ
り
う
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

表
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
、
互
い
に
フ
ェ
ア
な
解
決
が
見
出
せ
る
よ
う
検
討
を
続
け
た
こ
と
が
わ
か
る
と
パ
ッ

ト
ン
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
双
方
と
も
、
自
ら
の
権
限
以
上
の
内
容
を
要
求
す
べ
き
で
は
な
い）（（
（

と
し
て
、
互
い
が
取
得
す
る
権
利
を
持
つ
以
上
の
も

の
を
受
け
取
る
べ
き
で
は
な
い
と
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
主
張
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
問
題
の
性
質
を
双
方
が
理

解
し
合
っ
て
か
ら
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
が
仲
裁
を
行
な
う
こ
と
を
示
唆
し
た）（（
（

と
述
べ
て
い
る
。

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
「
人
と
問
題
の
分
離
」
の
重
要
性
を
説
き
続
け
、
そ
れ
が
行
な
わ
れ
て
初
め
て
、
仲
裁
と
い
う
次
の
ス
テ
ッ
プ
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へ
話
を
進
め
る
よ
う
に
し
て
い
た
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、

イ
ラ
ン
人
質
事
件
の
裏
で
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ラ
ン
の
間

の
交
渉
に
お
け
る
潤
滑
油
と
し
て
、
自
ら
の
「
原
則
立

脚
型
交
渉
」
を
活
用
し
て
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
仲
裁
へ

と
繋
げ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
互
い
の
意
図
を
知

り
、
粘
り
強
く
、
か
つ
人
と
問
題
を
分
離
し
た
穏
便
な

交
渉
を
続
け
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
ス
タ

デ
ィ
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　

ち
な
み
に
、
パ
ッ
ト
ン
は
、
イ
ラ
ン
人
質
事
件
に
お

い
て
は
「
正
当
性
」（legitim

acy

）
が
最
大
限
に
使
わ

れ
た
と
指
摘
し
、「
正
当
性
」
を
「
客
観
的
基
準
」

（objective criteria

）
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、「
正
当

性
」
は
説
得
作
業
に
お
い
て
中
心
的
で
強
力
な
概
念
装

置
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
成
功
裏
に
解
決
す
る
た
め
に

は
、
公
正
で
公
平
な
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
ア
メ
リ

カ
政
府
に
対
し
て
、
初
期
の
段
階
で
、「
正
当
性
」
の

議
論
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ラ
ン
側
の
議
論
を
転

換
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
も
し
交
渉
が
お
互

表１　イラン人学生が「認識している選択」

意思決定者：イラン米大使館内のイラン人学生
設問：「人質を今解放するか？」
Yes と応じた場合に発生するインパクト No と拒絶した場合に発生するインパクト

（−）アメリカに屈することになる。

（−）何も得るものがなくなる。

（ −）世界に自分たちの不満を示す（そして
重要な存在となる）機会を手放すこととな
る。

（−）弱く無能なように見える。

しかし、
（ ＋）アメリカによる逮捕や軍事行動を回避

できる

（ ＋）アメリカ帝国主義に対し立ち上がるこ
とになる。

（ ＋）国王または少なくとも彼が盗んだ財産
を奪い返すことができるだろう。

（ ＋）世界の注目を集めることができるとと
もに、国王とアメリカの罪を共有できるだ
ろう。

（＋）強く見え、重要な存在になる。
（−）個人的なリスクがある。
しかし

（ ＋）必要ならば、後から人質を解放する決
断ができる。

出典：このチャートおよびこの仲介に関するその他の詳細は、Harvard Negotiation Project の当該
紛争に関する研究に対しイラン・アメリカ政府両当事者の公式な要請を経て出資を決めた匿名の出
資者に対して提出された、1981 年の未発表報告書「イラン紛争研究報告書 8/31980-1/21/1981」（原
題：Report of the Iran Conflict Study; August 3, 1980-January 21, 1981）より抽出したものである。
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い
の
意
地
の
闘
い
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
片
方
が
折
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
解
決
法

が
独
自
の
基
準
や
判
例
、
ま
た
は
双
方
が
納
得
で
き
る
平
等
原
理
に
基
づ
い
て
い
れ
ば
、
こ
れ
は
容
易
に
な
り）（（
（

、
意
地
の
張
り
合
い

と
い
う
形
か
ら
、
独
立
し
た
価
値
基
準
の
上
に
構
造
化
を
行
な
う
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
や
ア
ラ
ブ
な
ど
の
中
東
紛
争
に
お
い
て
も
、
感
情
を
捨
て
、
平
和
を
目
的
と
し
て
、
お
互
い
の

利
害
に
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
問
題
解
決
に
取
り
組
む
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ピ
ロ
は
、
パ
レ
ス
チ

ナ
交
渉
人
で
あ
る
エ
ラ
カ
ッ
ト
氏
と
の
対
話
の
中
で
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　
「
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
〝
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
た
め
、
ア
ラ
ブ
人
の
た
め
〟
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
取
り
組
ん
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
ア

ラ
ブ
人
や
イ
ス
ラ
エ
ル
人
が
怒
り
や
ク
レ
ー
ム
、
嫌
悪
、
敵
意
を
捨
て
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
ら
を
抑
制
で
き
る
よ
う
に

取
り
組
ん
で
き
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
人
に
つ
い
て
私
が
初
め
て
学
ん
だ
こ
と
は
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
か
ら
だ
っ
た
。
そ
れ
は
私
が
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の

恐
れ
や
懸
念
、
そ
し
て
彼
ら
が
周
囲
を
ど
う
捉
え
て
い
る
の
か
理
解
し
た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
私
を
受
け
入
れ
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
ゼ
ロ
サ
ム
の
概
念
を
捨
て
る
こ
と
、w

in-w
in

関
係
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
私
に
と
っ
て
意
味
深
い
も
の
だ
っ
た
。

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
著
作
を
読
ん
で
以
降
、
私
の
世
界
は
イ
ス
ラ
エ
ル
支
持
者
か
ア
ラ
ブ
支
持
者
で
分
け
る
の
で
は
な
く
、
平
和
主
義
者
か
反

平
和
主
義
か
と
い
う
違
い
で
分
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
パ
レ
ス
チ
ナ
人
、
そ
し
て
ア
ラ
ブ
人
と
し
て
、
私
が
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
教
授
か
ら

学
ん
だ
二
つ
め
の
こ
と
は
、
痛
み
や
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
五
年
間
交
渉
す
る
ほ
う
が
、
五
分
間
の
銃
弾
の
撃
ち
合
い
よ
り
も
安
価

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た）

（（
（

。」

九　
「
原
則
立
脚
型
交
渉
」
を
再
考
す
る

　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
が
提
示
し
た
理
論
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
「
原
則
立
脚
型
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交
渉
」
と
い
う
理
論
モ
デ
ル
が
、
今
日
の
交
渉
学
に
至
る
す
べ
て
の
議
論
の
始
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
セ
ベ
ニ
ウ
ス
は
、

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
研
究
は
排
他
的
に
な
る
こ
と
な
く
、
彼
の
ア
イ
デ
ア
に
反
対
す
る
人
々
の
意
見
も
含
め
て
、
他
の
見
解
や
知
識
も

織
り
交
ぜ
て
、
長
い
年
月
を
か
け
て
洗
練
さ
れ
、
生
産
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
指
摘
し
、
実
際
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

ア
イ
デ
ア
は
少
な
く
、
多
く
の
ア
イ
デ
ア
は
時
間
を
か
け
て
多
く
の
研
究
者
と
と
も
に
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ

け
て
い
る）（（
（

。

　

セ
ベ
ニ
ウ
ス
は
、
そ
の
よ
う
な
発
展
の
仕
方
を
し
て
き
た
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
研
究
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
五
つ
の
規
範
が
多
用
さ

れ
、
困
難
な
問
題
に
お
い
て
成
果
を
残
し
、
学
生
た
ち
や
読
者
た
ち
に
教
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
い

る
）
（（
（

。

　

第
一
は
、
合
意
可
能
な
提
案
を
つ
く
る
た
め
に
他
の
グ
ル
ー
プ
の
決
定
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
相
手
の
こ
と
を
理
解
し
、

相
手
の
決
断
に
自
分
が
ど
う
影
響
で
き
る
か
を
考
え
る
。
自
分
が
相
手
に
求
め
る
結
論
を
、
自
分
の
立
場
だ
け
で
は
な
く
相
手
の
立

場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
論
理
的
生
産
的
な
議
論
を
す
る
た
め
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
り
、
交
渉
決

裂
を
考
え
た
と
き
の
不
利
益
の
大
き
さ
を
考
え
る
と
、
双
方
が
合
意
可
能
な
提
案
を
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

第
二
に
は
、
双
方
の
利
害
を
中
心
に
考
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
利
害
と
は
、
要
求
や
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
交
渉
に
影
響
す
る

可
能
性
の
あ
る
要
素
を
持
つ
も
の
す
べ
て
の
こ
と
で
あ
り
、
政
治
的
な
評
判
、
経
済
的
な
利
益
、
主
観
的
な
も
の
・
客
観
的
な
も
の
、

有
形
・
無
形
な
も
の
な
ど
広
範
囲
な
も
の
で
あ
る
。
合
意
可
能
な
提
案
が
実
際
相
手
の
利
害
に
合
致
す
る
と
き
、
交
渉
成
立
の
チ
ャ

ン
ス
が
高
ま
る
。

　

第
三
は
、
相
互
に
有
益
な
新
た
な
解
決
策
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
問
題
に
対
し
て
双
方
が
立
場
を
完
全
に
二
分
し
て
考
え
る

こ
と
は
よ
く
な
い
。
ゼ
ロ
サ
ム
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
最
大
の
利
益
を
得
る
こ
と
を
目
指
す
べ
き
で
、
問
題
解
決
し
、w

in-w
in

の
交
渉
結
果
を
も
た
ら
す
創
造
的
な
選
択
肢
を
新
た
に
生
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
は
、
ブ
レ
イ
ン
ス
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ト
ー
ミ
ン
グ
、
発
案
セ
ミ
ナ
ー
な
ど
様
々
な
手
法
を
提
案
し
た
。
交
渉
者
は
「
対
立
」（face to face

）
で
勝
負
に
こ
だ
わ
る
よ
り
、

「
協
働
」（side by side

）
で
新
た
な
解
決
法
を
探
り
合
う
べ
き
で
あ
り
、
Ａ
か
Ｂ
の
ど
ち
ら
か
で
は
な
い
第
三
の
道
を
見
つ
け
る
べ

き
で
あ
る
。

　

第
四
は
、
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｎ
Ａ
（Best A

lternative to a N
egotiated A

greem
ent

）
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｎ
Ａ
と
は
、
交

渉
が
決
裂
し
た
と
き
の
最
善
の
選
択
肢
で
、
設
定
し
た
最
低
限
の
目
標
を
下
回
っ
た
場
合
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
り
、
交
渉
に

よ
る
合
意
が
自
分
の
持
つ
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｎ
Ａ
よ
り
も
良
け
れ
ば
、
交
渉
が
成
功
し
た
と
い
え
る
。
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｎ
Ａ
を
持
つ
こ
と
で
交
渉
相
手

に
毅
然
と
し
た
態
度
で
立
ち
向
か
う
こ
と
が
で
き
、
Ｂ
Ａ
Ｔ
Ｎ
Ａ
を
設
定
し
て
お
か
な
い
と
安
易
な
合
意
を
生
む
こ
と
に
な
る）（（
（

。

　

第
五
は
、
客
観
的
で
公
正
な
基
準
を
使
っ
て
交
渉
を
主
張
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
か
ら
、
公
正
な
原
理
を
見
つ
け
る
場
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
権
力
よ
り
も
、
客
観
的
な
公
正
、
原
理
、
法
の
ほ
う
が
強
い
。
多
く
の
人
は
公
正
さ
や
客
観
的
原
理
を
重
ん
じ
る
の
で
、
そ

れ
を
ベ
ー
ス
に
交
渉
す
べ
き
で
あ
る
。
客
観
的
で
公
正
な
基
準
は
、
双
方
の
主
観
の
応
酬
を
防
ぎ
、
交
渉
を
円
滑
に
進
め
る
も
の
と

な
る
。

十　

お
わ
り
に

　

創
造
的
な
問
題
解
決
に
必
要
な
要
素
を
考
え
な
が
ら
、
交
渉
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。「
創
造
的
な
問

題
解
決
」
と
は
、
一
見
対
立
的
に
見
え
る
交
渉
で
、
ゼ
ロ
サ
ム
的
な
解
決
で
は
な
く
、
プ
ラ
ス
サ
ム
的
な
解
決
を
行
な
う
こ
と
で
あ

り
、
い
わ
ば
、w

in-w
in

の
関
係
を
生
み
出
す
解
決
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
考
慮
す
べ
き
要
素
が
多
い
と
現
場
で
の
対
応
が

難
し
い
。
現
実
の
交
渉
の
場
に
お
い
て
は
、
交
渉
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
で
き
る
だ
け
簡
潔
で
あ
る
ほ
う
が
効
果
的
で
あ
る
。

　

筆
者
は
近
著
で
、
交
渉
に
お
い
てw

in-w
in

の
解
決
を
図
り
、「
価
値
を
創
造
す
る
交
渉
」
を
行
な
う
た
め
に
最
低
限
必
要
な
こ
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と
と
し
て
三
つ
の
原
則
を
あ
げ
て
い
る）（（
（

。

　

第
一
は
、
二
分
法
か
ら
脱
却
し
て
「
立
場
か
ら
利
害
へ
」
と
い
う
発
想
で
交
渉
に
当
た
る
こ
と
で
あ
る
。「
二
分
法
」
と
は
、
物

事
を
二
分
割
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
論
を
導
き
出
す
論
理
的
展
開
方
法
で
あ
る
。「
白
か
、
黒
か
」「
善
か
、

悪
か
」
と
い
う
よ
う
な
二
者
択
一
で
物
事
を
割
り
切
ろ
う
と
す
る
発
想
に
と
ら
わ
れ
て
、
自
ら
選
択
肢
の
幅
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と

を
「
二
分
法
の
罠
に
か
か
る
」
と
い
う
。

　

第
二
は
、
双
方
の
利
害
を
満
足
さ
せ
る
合
意
案
（
創
造
的
選
択
肢
）
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。「
創
造
的
選
択
肢
」
と
は
、
目
標
に

近
づ
く
た
め
の
柔
軟
な
発
想
に
よ
る
選
択
肢
で
あ
り
、
双
方
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　

第
三
は
、
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
し
て
、
問
題
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
な
が
ら
、
価
値
創
造
的
な
交
渉
を
行
な
う
こ
と
で
あ
る
。
最
新
の
脳
科

学
研
究
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
最
終
的
に
は
感
情
と
と
も
に
意
思
決
定
を
し
て
い
て
、
決
し
て
ク
ー
ル
に
決
断
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
相
手
と
の
交
渉
中
に
感
情
的
に
な
っ
た
り
、
相
手
に
対
し
て
不
快
な
思
い
を
も
つ
こ
と
は
、
自
然
な
こ

と
だ
が
、
感
情
を
あ
ら
わ
に
し
て
交
渉
す
る
と
収
拾
が
つ
か
な
い
事
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
交
渉
全
体
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し
な
が
ら
、
感
情
と
う
ま
く
つ
き
あ
っ
て
い
く
姿
勢
が
重
要
に
な
る
。
す
な
わ
ち
高
ま
っ
て
い
る
感
情
を
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
の

で
は
な
く
、
常
に
ク
ー
ル
な
交
渉
を
行
な
う
の
で
あ
る
。

　

と
か
く
日
本
人
は
交
渉
下
手
だ
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
確
か
に
、
国
際
政
治
や
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
場
で
も
「
交
渉
下
手
」

の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
は
日
本
の
交
渉
能
力
も
棄
て
た
も
の
で
は
な
い
。
長
期
で
考
え
て
み
る
と
、
日
本
は
世
界
か
ら
信

用
を
勝
ち
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
交
渉
は
話
術
で
は
な
く
信
頼
で
あ
り
、
相
手
の
信
頼
を
勝
ち
得
る
た
め
に
最
大
限
の
努
力
を
し

て
い
る
者
が
「
交
渉
上
手
」
な
の
で
あ
る
。

　

日
本
人
は
創
造
的
に
問
題
解
決
を
す
る
こ
と
を
得
意
と
し
て
い
る
。「
創
造
的
な
問
題
解
決
」
が
日
本
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
組
み
込
ま

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
古
く
は
「
三
方
よ
し
」
と
い
う
考
え
方
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。「
三
方
よ
し
」
と
は
、「
売
り
手
よ
し
、
買
い
手
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よ
し
、
世
間
よ
し
」
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
で
あ
る
。
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
同
様
に
、
信
頼
の
大
切
さ
を
力
説
し
、
そ
れ
を
「
賢
明
な
合

意
」（w

ise agreem
ent

）
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。

　
「
賢
明
な
合
意
」
と
「
三
方
よ
し
」
は
、
表
現
こ
そ
違
う
も
の
の
、
そ
の
含
意
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
日
本
人
の
交
渉
ス
タ
イ
ル
を
再
検
討
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
交
渉
ス
タ
イ
ル
が
、
紛
争
や
法
的
な
問
題
解
決

の
場
面
で
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
、
交
渉
学
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ
と
も
、
日
本
に
お
け
る
交
渉
学
研
究
を
定

着
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
交
渉
学
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
交
渉
力
の
格
差
に
起
因
す
る
諸
問
題
に
対
す
る
新
し
い
視
点
を
提

供
す
る
こ
と
が
、
法
学
研
究
と
し
て
の
交
渉
学
の
意
義
で
あ
る
。
交
渉
学
に
は
、
単
な
る
実
務
家
の
理
論
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
可

能
性
が
あ
る
。
こ
の
交
渉
学
と
い
う
研
究
領
域
が
、
日
本
に
根
づ
い
た
学
術
研
究
と
し
て
、
今
後
育
っ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
、
筆

者
も
そ
の
発
展
に
寄
与
し
た
い
と
考
え
て
い
る）（（
（

。

（
１
）　

池
田
真
朗
先
生
に
は
、
法
学
部
に
着
任
以
来
、
公
私
に
渡
り
、
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
新
分
野
で
あ
る
交
渉
学
に
お
い
て
も
、
慶
應

義
塾
で
の
導
入
に
つ
い
て
適
切
な
ご
助
言
を
賜
り
、
新
し
い
分
野
に
挑
戦
す
る
私
の
背
中
を
押
し
て
い
た
だ
き
、
こ
こ
ま
で
歩
ん
で
く
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。
ま
た
、
本
論
文
の
作
成
に
あ
た
り
、
石
川
友
登
君
、
鈴
木
健
人
君
、

お
よ
び
田
村
研
究
会
二
五
期
生
に
資
料
収
集
な
ど
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

（
２
）　R

o
ger F

ish
er &

 W
illia

m L. U
ry, G

et
t

in
g t

o Y
es: N

ego
t

ia
t

in
g A

greem
en

t W
it

h
o

u
t G

iv
in

g In (1981). 

日
本
で
は
、
ロ

ジ
ャ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ユ
ー
リ
ー
『
ハ
ー
バ
ー
ド
流
交
渉
術
』
金
山
宣
夫
・
浅
井
和
子
訳
、
知
的
生
き
か
た
文
庫

（
三
笠
書
房
、
一
九
八
九
年
）
や
、
改
訂
版
の
翻
訳
と
し
て
『
ハ
ー
バ
ー
ド
流
交
渉
術　

必
ず
「
望
む
結
果
」
を
引
き
出
せ
る
！
』（
三
笠

書
房
、
二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。N

egotiation

に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
デ
ィ
ー
パ
ッ
ク
・
マ
ル
ホ
ト
ラ
、

マ
ッ
ク
ス
・
Ｈ
・
ベ
イ
ザ
ー
マ
ン
『
交
渉
の
達
人
』（
原
題
：N

ego
t

ia
t

io
n G

en
iu

s

）
森
下
哲
朗
・
高
遠
裕
子
訳
（
日
本
経
済
新
聞
出
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版
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
ロ
イ
・
Ｊ
・
レ
ビ
ス
キ
ー
他
『
交
渉
力
最
強
の
バ
イ
ブ
ル
―
人
間
力
で
成
功
す
る
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
』（
原

題
：E

ssen
t

ia
ls o

f N
ego

t
ia

t
io

n

）
高
杉
尚
孝
訳
（
マ
グ
ロ
ウ
ヒ
ル
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
八
年
）、
な
ど
。

（
３
）　T

he N
ew

 Y
ork T

im
es, A

ugust 27, 2012,

（
４
）　

田
村
次
朗
『
ハ
ー
バ
ー
ド
×
慶
應
流
交
渉
学
入
門
』（
中
公
新
書
ラ
ク
レ
、
二
〇
一
四
年
）
二
〇
頁
。

（
５
）　Jam

es K
. Sebenius, W

hat R
oger Fisher G

ot Profoundly R
ight: Five E

nduring Lessons for N
egotiators, 29(2) 

N
egotiation Journal 159, 160 (2013).

（
６
）　Id., at 161.

（
７
）　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ユ
ー
リ
ー
・
前
掲
注
（
２
）、
二
九
頁
。

（
８
）　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ユ
ー
リ
ー
・
前
掲
注
（
２
）、
三
〇
頁
。See Robert S. A

dler &
 Elliot M

. Silverstein, W
hen D

avid M
eets 

G
oliath: D

ealing w
ith Pow

er D
ifferentials in N

egotiations, 5 H
arv. N

egot. L. Rev. 1, 21-26 (2000). See exam
ple G. 

R
ich

a
rd S

h
ell, B

a
rga

in
in

g fo
r A

d
v

a
n

t
a

ge: N
ego

t
ia

t
io

n S
t

ra
t

egies fo
r R

ea
so

n
a

ble P
eo

ple (2d ed. 2006).

（
９
）　W

illiam
 U

ry, T
he Five Ps of Persuasion, 29(2) N

egotiation Journal 133, 138 (2013). See also Roger Fisher, Coping 
w

ith Conflict: W
hat K

ind of T
heory M

ight H
elp?, 67 N

otre D
am

e L. Rev. 1335, 1339 (1992). See exam
ple Russell 

K
orobkin, A

 Positive T
heory of Legal N

egotiation, 88 Geo. L. J. 1789 (1999).

（
10
）　Sebenius, supra note 5, at 166. See also R

o
bert H

. M
n

o
o

k
in, S

co
t

t R. P
eppet &

 A
n

d
rew S. T

u
lu

m
ello, B

ey
o

n
d 

W
in

n
in

g: N
ego

t
ia

t
in

g t
o C

rea
t

e V
a

lu
e in D

ea
ls a

n
d D

ispu
t

es (2000).

（
11
）　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ユ
ー
リ
ー
・
前
掲
注
（
２
）、
三
〇
頁
。See T

hom
as J. Stipanow

ich, T
he A

rbitration Penum
bra: 

A
rbi tration Law

 in the Changing Landscape of D
ispute R

esolution, 8 N
ev. L. Rev. 427 (2007).

（
12
）　U
ry, supra note 9, at 139. See also T

hom
as J. Stipanow

ich, T
he T

hird A
rbitration T

rilogy: Stolt-N
ielsen, R

ent-
A

-Center, Concepcion and the Future of A
m

erican A
rbitration, 22 A

m
er. Rev. Intʼl A

rb. 323, 396-400 (2011); B
ern

a
rd 

M
a

y
er, B

ey
o

n
d N

eu
t

ra
lit

y: C
o

n
fro

n
t

in
g t

h
e C

risis in C
o

n
flict R

eso
lu

t
io

n, 57, 111-13 (2004).

（
13
）　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ユ
ー
リ
ー
・
前
掲
注
（
２
）、
五
九
頁
。See also R

o
ger F

ish
er &

 D
a

n
iel S

h
a

piro, B
ey

o
n

d R
ea

so
n: 

U
sin

g E
m

o
t

io
n

s a
s Y

o
u N

ego
t

ia
t

e (2005).
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（
14
）　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ユ
ー
リ
ー
・
前
掲
注
（
２
）、
六
七
頁
。

（
15
）　U

ry, supra note 9, at 139.
（
16
）　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ユ
ー
リ
ー
・
前
掲
注
（
２
）、
八
〇
頁
。See Eric K

eller, T
im

e-V
arying Com

pulsory License: Facilitating 
License N

egotiation for E
ffi

cient Post-V
erdict Patent Infringem

ent, 16 T
ex. Intell. Prop. L. J. 427, 434, 436 (2008).

（
17
）　

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
＝
ユ
ー
リ
ー
・
前
掲
注
（
２
）、
八
八
頁
。See N
oah G. Susskind, W

iggle R
oom

: R
ethinking R

eservation 
V

alues in N
egotiation, 26 O

hio St. J. on D
isp. Resol. 79, 89 (2011).

（
18
）　A

ndrea K
. Schneider, Beyond T

heory: R
oger Fisherʼs Lessons on W

ork and Life, 29(2) N
egotiation Journal 171, 

172 (2013).

（
19
）　U

ry, supra note 9, at 135.

（
20
）　Sebenius, supra note 5, at 162; Bruce Patton, R

oger Fisher as Self-Starting Interventionist: R
esponding to the 

Iranian H
ostage Conflict, 29(2) N
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