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書
　

評酒
井
哲
哉
著
『
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
七
年
）

大
　

賀
　
　
　

哲

一
　

は
じ
め
に

本
書
は
、
日
本
近
代
史
に
お
け
る
日
本
の
国
際
秩
序

論
の
変
遷
を
、
主
と
し
て
知
識
人
の
言
説
分
析
を
通
じ

て
つ
ま
び
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
秀
作
で
あ
る
。
著

書
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
の

背
景
に
は
「
国
際
政
治
学
に
お
け
る
国
際
秩
序
論
」
と

「
外
交
史
研
究
に
お
け
る
国
際
秩
序
論
」
を
架
橋
し
よ

う
と
す
る
意
識
が
内
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
際
社

会
の
形
成
を
思
想
史
的
・
歴
史
的
に
再
検
討
し
よ
う
と

す
る
動
き
と
、
国
際
法
学
と
外
交
史
学
の
接
点
に
あ
た

る
領
域
（
例
え
ば
大
東
亜
国
際
法
や
広
域
秩
序
論
と

い
っ
た
帝
国
法
制
の
議
論
な
ど
）
を
思
想
的
に
再
接
近

す
る
動
き
の
連
動
の
中
で
、
国
際
秩
序
論
を
再
定
義
し

よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

で
は
国
際
秩
序
論
を
「
思
想
的
」
に
検
討
す
る
意
義

は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
国
際
政
治
や

外
交
論
に
お
け
る
思
想
要
因
の
重
要
性
を
鑑
み
れ
ば
自

明
で
あ
る
が
、
著
者
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

国
際
政
治
の
基
本
概
念
た
る
主
権
・
権
力
政
治
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
等
は
、
い
ず
れ
も
各
々
の
時
代

に
固
有
な
思
想
潮
流
と
密
接
な
関
連
を
持
ち
な
が

ら
意
味
賦
与
が
な
さ
れ
て
お
り
、
外
交
論
も
究
極

的
に
は
こ
う
し
た
思
想
的
背
景
と
無
関
係
な
存
在

で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る

）
1
（

。

こ
の
こ
と
は
以
下
の
「
本
書
の
課
題
」
と
も
連
な
る
が
、

本
書
の
趣
旨
は
外
交
史
（
及
び
そ
こ
に
通
底
す
る
思
想

的
問
題
関
心
）
を
題
材
と
し
な
が
ら
、
近
代
日
本
の
国

際
秩
序
論
に
お
け
る
思
想
的
背
景
を
つ
ま
び
ら
か
に
す

る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
意
識
は
狭
義
の

日
本
政
治
史
・
日
本
外
交
史
に
留
ま
ら
ず
、
広
く
国
際

関
係
論
や
国
際
関
係
思
想
へ
と
接
続
し
得
る
問
題
系
を

構
成
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
、「
国
際
関
係

思
想
研
究
の
観
点
」
か
ら
見
た
場
合
の
本
書
の
意
義
を

検
討
す
る
が
、
本
書
の
内
容
を
考
察
す
る
前
に
先
ず
、

国
際
関
係
思
想
研
究
に
お
け
る
本
書
の
位
置
付
け
に
つ

い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
　

本
書
の
課
題

本
書
が
対
象
と
し
て
い
る
言
説
は
、
主
に
外
交
史
な

い
し
外
交
史
に
比
較
的
近
い
国
際
法
に
か
か
わ
る
言
説

で
あ
る
。
本
書
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
政
治
言
説
を
題

材
と
し
て
、
帝
国
秩
序
と
国
際
秩
序
（
言
い
換
え
れ
ば

ア
ジ
ア
主
義
と
脱
亜
）
の
共
振
構
造
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
あ
る
。
帝
国
秩
序
／
国
際
秩
序
、
ア
ジ
ア
主
義

／
脱
亜
は
一
見
相
対
す
る
思
想
構
造
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
が
ち
で
あ
る
が
、本
書
に
お
け
る
著
者
の
目
論
見
は
、

実
は
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
コ
イ
ン
の
裏
表
で
あ
り
互
い
に

互
い
を
補
い
合
う
共
振
し
た
言
説
空
間
が
構
成
さ
れ
て

い
た
、
で
は
そ
の
共
振
し
た
言
説
空
間
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
秩
序
構
想
を
単
に
制
度
や
動

態
と
し
て
の
み
考
え
る
の
で
は
な
く
、
政
治
言
説
の
拡

が
り
や
重
層
性
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
、
そ
こ
に
は
ど

の
よ
う
な
思
想
性
が
内
在
し
て
い
る
の
か
と
い
う
課
題

で
あ
る
。

昨
今
、
国
際
関
係
論
の
分
野
の
中
で
は
、
国
際
政
治

を
現
象
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
思
想
的
含

意
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
掘
り
下
げ
る
こ
と
を
試
み
る
国

際
関
係
思
想
研
究
が
萌
芽
的
で
は
あ
る
が
形
成
さ
れ
て

い
る

）
2
（

。
こ
う
し
た
国
際
関
係
思
想
研
究
の
系
論
と
し
て

本
書
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
、本
書
は
、

国
際
秩
序
論
の
枠
内
で
外
交
史
・
外
交
思
想
史
を
再
吟

味
し
、そ
の
思
想
的
含
意
を
析
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
（
帝
国
秩
序
／
国
際
秩
序
、

ア
ジ
ア
主
義
／
脱
亜
）
が
持
っ
て
い
た
思
想
的
潜
在
性

を
捕
捉
す
る
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本

書
各
章
は
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、「
外
交
思
想
史⇒

国
際
秩
序
論⇒

国
際
関
係
思
想
史
へ
の
課
題
」
と
い
う

展
開
経
路
を
取
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
国
際
関
係
思
想

研
究
の
観
点
か
ら
眺
め
る
な
ら
ば
、「
日
本
外
交
思
想

史
か
ら
国
際
関
係
思
想
研
究
へ
」
と
い
う
問
題
意
識
が

内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
本
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書
の
議
論
す
べ
て
を
こ
こ
で
網
羅
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
以
下
本
書
の
議
論
を
追
い
な
が
ら
、
国
際
関
係

思
想
研
究
に
お
け
る
本
書
の
意
義
を
検
討
し
て
い
き
た

い
。

三
　

近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
の
系

コ
ロ
ラ
リ
ー論

上
述
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
執
筆
さ
れ
て
い
る
本

書
は
、
六
つ
の
章
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
近

代
日
本
の
国
際
秩
序
論
の
「
系
論
」
と
し
て
個
々
の
知

識
人
言
説
を
読
み
解
い
て
い
く
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
る
。
本
書
に
目
を
通
せ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者

は
「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
対
し
て
総
じ
て
高
い
評
価
を
与

え
て
い
る
。
と
り
わ
け
著
者
が
着
目
し
て
い
る
の
が
、

リ
ア
リ
ズ
ム
の
権
力
政
治
論
や
動
態
分
析
を
「
思
想
」

的
に
捉
え
な
お
し
た
場
合
に
、
そ
れ
が
リ
ベ
ラ
ル
な
国

際
秩
序
論
に
対
す
る
対
抗
言
説
を
構
成
す
る
と
い
う
潜

在
性
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
著
者
の

導
く
近
代
日
本
の
国
際
秩
序
論
の
変
遷
は
、
一
方
で
リ

ア
リ
ズ
ム
／
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
対
置
か
ら
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
限
界
を
導
き
、
他
方
で
リ
ア
リ
ズ
ム
と
地
域

主
義
の
親
和
性
を
導
出
し
、
そ
の
上
で
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

か
ら
地
域
主
義
へ
（
換
言
す
れ
ば
リ
ベ
ラ
ル
な
普
遍
的

国
際
秩
序
観
か
ら
ア
ジ
ア
主
義
的
な
地
域
主
義
的
国
際

秩
序
観
へ
の
変
遷
）、
と
い
う
展
開
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。
以
下
、
各
章
の
議
論
を
追
い
な
が
ら
著
者
の
問
題

意
識
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
て
い
く
。

リ
ア
リ
ズ
ム
と
地
域
主
義

上
述
の
よ
う
な
著
者
の
目
論
見
の
中
で
最
も
多
く
の

紙
面
が
割
か
れ
、
最
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
の
が
第
一
章
「
戦
後
外
交
論
の
形
成―

『
理
想
主
義
』
と
『
現
実
主
義
』
の
系
譜
学
的
考
察
」

で
あ
る
。
同
章
は
外
交
論
の
形
成
過
程
を
戦
前
・
戦

中
・
戦
後
の
文
脈
に
分
け
た
上
で
、
そ
れ
を
国
際
政
治

論
と
の
連
関
の
中
で
つ
ま
び
ら
か
に
す
る
と
い
う
構
成

を
と
っ
て
い
る
。こ
こ
で
ひ
と
き
わ
注
目
を
惹
く
の
が
、

著
者
が
戦
前
期
外
交
論
の
系
譜
を
紐
解
く
上
で
、
リ
ア

リ
ズ
ム
外
交
論
、
す
な
わ
ち
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
（H

ans 

M
orgenthau

）
と
カ
ー
（E

. H
. C

arr

）
の
リ
ア
リ
ズ

ム
が
、
ど
の
よ
う
な
磁
場
を
日
本
の
知
的
文
脈
に
与
え

得
た
の
か
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

国
際
政
治
学
の
理
論
形
成
史
を
反
芻
す
れ
ば
明
ら
か

な
よ
う
に
、
リ
ア
リ
ズ
ム
外
交
論
は
、
ノ
ー
マ
ン
・
エ

ン
ジ
ェ
ル
（N

orm
an A

ngel

）
に
代
表
さ
れ
る
「
法

律
主
義
的
な
平
和
論
」
に
対
す
る
ポ
レ
ー
ミ
ク
と
し
て

権
力
の
動
態
把
握
に
重
き
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の

リ
ア
リ
ズ
ム
に
保
守
主
義
の
側
か
ら
接
近
し
た
の
が

モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
で
あ
り
、
逆
に
社
会
主
義
の
側
か
ら
接

近
し
た
の
が
カ
ー
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
リ
ア
リ

ズ
ム
は
、
自
由
主
義
的
な
「
規
範
」
に
対
し
て
「
力
の

政
治
」
の
所
産
と
し
て
の
権
力
の
動
態
分
析
を
重
視
す

る
こ
と
で
具
体
的
な
秩
序
構
想
を
企
図
し
た
も
の
で
あ

る
。同

時
代
の
日
本
の
国
際
法
学
者
で
こ
う
し
た
リ
ア

リ
ズ
ム
の
問
題
意
識
を
精
力
的
に
吸
収
し
た
の
が
田
畑

茂
二
郎
と
安
井
郁
で
あ
っ
た
。
両
者
と
も
、
そ
の
模
範

と
し
た
と
こ
ろ
は
規
範
主
義
的
国
際
法
学
の
限
界
を
具

体
的
秩
序
と
の
関
連
に
お
い
て
把
握
す
る
と
い
う
モ
ー

ゲ
ン
ソ
ー
の
知
的
態
度
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
著
者
が
い

み
じ
く
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
リ
ア
リ

ズ
ム
の
具
体
的
秩
序
構
想
が
日
本
の
文
脈
で
は
地
域
主

義
の
磁
場
の
中
で
読
み
込
ま
れ
る
。
自
由
主
義
や
規
範

主
義
の
抽
象
性
を
論
難
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
意
識

が
、
普
遍
主
義
的
国
際
秩
序
か
ら
地
域
主
義
的
国
際
秩

序
を
模
索
す
る
日
本
の
知
的
文
脈
の
中
で
吸
収
さ
れ
た

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
う
し
た
態
度
が
最

も
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
の
が
安
井
郁
『
欧
州
広
域
国
際

法
の
基
礎
理
念
』
で
あ
り
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
広
域
秩
序

論
を
雛
形
と
し
な
が
ら
、
普
遍
主
義
か
ら
地
域
主
義
へ

移
行
す
る
こ
と
の
正
統
性
を
基
礎
付
け
て
い
る
。

そ
れ
が
戦
中
に
移
り
、
論
点
は
地
域
主
義
の
政
治
的

意
義
付
け
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
の
か
と
い
う
問
題

へ
と
移
行
す
る
。そ
の
際
に
問
題
と
な
る
の
が
、ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
位
置
付
け
で
あ
る
。
大
東
亜
共
栄
圏
は
、

法
的
構
成
の
上
で
は
、
諸
国
家
の
原
子
論
的
構
成
を
止

揚
し
た
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
＝
共
同
体
と
し
て
捉
え
ら

れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
地
域
主
義
は
そ
の

帰
結
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抑
制
す
る
論
理
を
内

在
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
否

定
的
解
釈
は
、
戦
中
期
国
際
政
治
論
に
お
け
る
ひ
と
つ

の
明
確
な
特
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
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日
本
の
地
域
主
義
に
お
い
て
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を

克
服
す
る
こ
と
は
適
わ
ず
、
そ
の
内
在
的
矛
盾
は
大
東

亜
共
栄
圏
・
構
想
の
中
で
繰
り
返
し
露
呈
す
る
。
ド
イ

ツ
の
広
域
圏
理
論
に
お
け
る
ラ
イ
ヒ
（R

eich

）
と
同

様
に
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
法
的
構
成
に
お
い
て
は
指
導

国
の
概
念
が
そ
の
中
心
を
占
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

広
域
圏
が
存
在
し
、
そ
の
後
に
指
導
国
が
現
れ
る
の
で

は
な
く
、
指
導
国
概
念
を
与
件
と
し
た
上
で
、
そ
れ
に

従
属
す
る
形
で
広
域
圏
概
念
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
う
し
た
日
本
主
導
の
広
域
圏
概
念
に
対
す
る
ポ

レ
ー
ミ
ク
と
し
て
著
者
が
着
目
し
た
の
が
、
重
光
葵
と

田
畑
茂
二
郎
で
あ
る
。
重
光
外
交
は
日
本
を
指
導
国
と

し
た
共
栄
圏
概
念
に
批
判
的
で
あ
り
、
大
東
亜
各
国
が

平
等
な
形
で
大
東
亜
国
際
機
構
を
構
成
す
る
こ
と
を
想

定
し
て
い
た

）
3
（

。
他
方
、
こ
う
し
た
文
脈
か
ら
重
光
外
交

の
「
援
護
射
撃
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
が
田
畑
の

論
巧
「
近
代
国
際
法
に
於
け
る
国
家
平
等
の
原
則
に
つ

い
て
」
で
あ
っ
た
。
同
論
文
は
、
大
東
亜
国
際
法
論
に

お
い
て
否
定
さ
れ
た
国
家
平
等
原
則
の
再
評
価
を
促

し
、
そ
れ
を
通
じ
て
指
導
国
の
指
導
は
広
域
内
各
国
の

結
合
と
、
そ
の
結
合
の
理
念
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
強

調
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
戦
後
の
文
脈
で
著
者
が
着
眼
す
る
の
が
、
横

田
喜
三
郎
に
対
す
る
田
畑
の
言
説
で
あ
る
。
横
田
は
憲

法
九
条
の
戦
争
放
棄
規
定
を
、
戦
間
期
理
想
主
義
に
お

け
る
戦
争
違
法
化
の
継
承
と
捉
え
、
集
団
的
安
全
保
障

論
の
枠
組
み
で
こ
れ
を
正
統
化
し
た
。
対
し
て
田
畑
は

『
国
家
平
等
観
念
の
転
換
』
に
お
い
て
、
プ
ー
フ
ェ
ン

ド
ル
フ
の
国
家
平
等
観
念
、
す
な
わ
ち
自
然
状
態
に
お

け
る
人
間
の
平
等
を
国
際
社
会
に
投
影
し
た
国
家
平
等

観
、
を
批
判
的
に
再
検
討
し
、
抽
象
的
国
際
社
会
論
の

中
で
培
わ
れ
た
国
家
一
般
と
い
っ
た
抽
象
概
念
か
ら
の

形
式
的
国
家
平
等
観
念
を
論
難
し
た
。
そ
の
上
で
『
国

家
主
権
と
国
際
法
』
に
お
い
て
ヴ
ァ
ッ
テ
ル
の
再
評
価

を
促
し
、
彼
の
主
権
論
が
国
家
の
上
位
規
範
を
一
切
認

め
な
い
絶
対
主
権
論
で
は
な
く
、
国
民
国
家
形
成
に

お
け
る
他
国
の
干
渉
に
対
し
て
の
主
権
の
自
立
性
を

狙
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
た
。
す
な
わ
ち
、

ヴ
ァ
ッ
テ
ル
に
お
け
る
主
権
の
自
己
目
的
化
で
は
な

く
、
対
外
的
独
立
の
位
相
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
著
者
が
着

眼
し
て
い
る
の
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
権
力
政
治
の
側
面
で

は
な
い
。
む
し
ろ
リ
ア
リ
ズ
ム
が
、
権
力
の
動
態
分
析

を
強
調
す
る
帰
結
と
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
内
在
す
る

規
範
性
の
齟
齬
を
問
題
化
し
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
が

主
権
論
や
地
域
主
義
へ
の
回
帰
と
し
て
現
れ
て
く
る
潜

在
的
契
機
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
か

ら
戦
間
期
・
戦
中
期
の
秩
序
論
を
眺
め
た
場
合
に
は
、

地
域
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
自
ず
と
異

な
っ
た
見
取
り
図
が
描
か
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
第

一
章
が
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
規

範
主
義
批
判
を
経
て
地
域
主
義
へ
と
至
る
俯
瞰
図
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
降
の
各
章
は
、
そ
う
し
た
問
題

意
識
か
ら
日
本
の
秩
序
論
を
眺
め
た
場
合
に
ど
の
よ
う

な
磁
場
が
生
ま
れ
る
の
か
と
言
う
秩
序
論
各
論
に
あ
た

る
と
言
え
よ
う
。

国
際
政
治
論
の
中
の
地
域
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

第
二
章
「
古
典
外
交
論
者
と
戦
間
期
国
際
秩
序―

信

夫
淳
平
の
場
合
」
で
は
、
信
夫
の
『
国
際
政
治
論
叢
』

を
取
り
上
げ
て
い
る
。
信
夫
は
、
戦
間
期
理
想
主
義
に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
勢
力
均
衡
批
判
に
強
い
違
和
感
を

示
し
、
ウ
ィ
ル
ソ
ン
主
義
的
な
新
外
交
に
対
し
て
国
民

外
交
を
提
唱
し
た
。
国
民
外
交
と
は
、
国
民
が
世
界
に

お
け
る
立
ち
居
地
を
自
覚
し
た
上
で
、
政
府
が
そ
の
国

民
の
合
理
的
抱
負
を
実
現
す
る
外
交
で
あ
る
。
同
章
で

は
と
り
わ
け
、
リ
ア
リ
ズ
ム
外
交
論
の
立
場
か
ら
見
た

場
合
に
戦
間
期
の
国
際
秩
序
が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
く

る
の
か
と
い
う
古
典
外
交
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
む

ろ
ん
信
夫
は
、ア
ジ
ア
主
義
に
は
与
し
て
は
い
な
い
が
、

リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
普
遍
主
義

批
判
へ
と
至
る
道
程
が
同
章
か
ら
は
推
察
さ
れ
る
。
そ

し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
な
普
遍
主
義
批
判
へ

と
向
か
っ
た
の
が
信
夫
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
や
リ
ベ

ラ
ル
な
国
際
主
義
の
立
場
か
ら
地
域
主
義
へ
と
傾
斜
し

た
の
が
次
章
の

山
政
道
で
あ
っ
た
。

第
三
章
「『
東
亜
共
同
体
論
』
か
ら
『
近
代
化
論
』

へ―

山
政
道
に
お
け
る
地
域
・
開
発
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
論
の
位
相
」
で
は
、

山
の
国
際
政
治
論
を
論
じ

て
い
る
が
、
そ
の
主
眼
は
、
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
と
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英
米
系
の
実
証
政
治
学
を
架
橋
し
よ
う
と
し
た

山
の

問
題
意
識
で
あ
る
。

山
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
多
元
的
国

家
論
に
影
響
を
受
け
、
政
治
に
お
け
る
機
能
概
念
に
着

目
し
、
国
際
政
治
に
お
け
る
組
織
制
度
を
重
視
し
て
い

る
。

山
は
、
国
内
政
治
と
国
際
政
治
の
関
係
を
、
職

能
・
機
能
原
理
が
貫
徹
す
る
領
域
と
し
て
不
可
分
に
捉

え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
統
治
領
域
の
機
能
的
拡
大
と
い

う
意
味
で
の
国
際
主
義
へ
と
向
か
う
。

山
は
国
際
連

盟
を
中
軸
に
置
い
た
上
で
ア
ジ
ア
太
平
洋
の
地
域
平
和

機
構
の
設
立
を
提
唱
す
る
が
、
人
道
主
義
的
な
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
な
い
し
世
界
政
府
論
的
な
主
権
批
判
か

ら
は
距
離
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
国
際
行
政
の
機
能

的
拡
大
と
い
う
現
実
的
要
請
で
あ
り
、
こ
の
統
治
領
域

の
拡
大
こ
そ
が

山
に
お
け
る
国
際
政
治
の
成
立
根
拠

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

山
の
国
際
政
治
論
は
、
満
州

事
変
を
境
に
し
て
地
域
主
義
へ
と
や
や
傾
斜
す
る
。
満

州
事
変
期
に
お
い
て

山
は
、
一
方
で
満
州
事
変
の

解
決
を
国
連
と
日
本
外
交
と
の
紐
帯
を
守
り
な
が
ら
進

め
て
い
く
こ
と
を
主
張
し
、
他
方
で
は
日
満
関
係
の
特

殊
性
を
擁
護
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
際
社
会
に
対

し
て
ア
ジ
ア
の
特
殊
性
を
擁
護
す
る
た
め
の
地
域
主
義

が
、
徐
々
に
普
遍
的
国
際
秩
序
を
非
難
す
る
論
理
へ
と

変
質
し
て
い
く―

こ
の
変
容
の
最
た
る
も
の
が
東
亜
協

同
体
論
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を

山
の
学
問
的
な
系
譜

か
ら
見
る
な
ら
ば
、
多
元
的
国
家
論
に
お
け
る
社
会
集

団
の
政
治
的
機
能
の
着
目
が
、
そ
う
し
た
問
題
意
識
を

温
存
し
つ
つ
も
、
社
会
集
団
の
有
機
的
統
一
を
重
視
す

る
協
同
的
有
機
的
原
理
へ
と
移
行
し
た
の
で
あ
る
。
著

者
は
こ
こ
で

山
の
地
域
概
念
が
フ
ェ
ビ
ア
ニ
ズ
ム
的

な
機
能
的
統
合
論
か
ら
「
地
域
的
運
命
」
を
共
に
す
る

地
域
統
合
の
論
理
へ
と
移
行
し
た
と
論
じ
て
い
る
。
ま

た
戦
後
の

山
の
ア
ジ
ア
論
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と

機
能
的
統
合
論
の
調
和
と
い
う
一
九
二
〇
年
代
か
ら
の

問
題
意
識
が
先
鋭
化
す
る
。
こ
れ
は
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
国
際
協
調
体
制
の
中
に
組
み
込
む
と
い
う

問
題
意
識
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
イ

ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
＝
民
主
主
義
＝
産
業
主
義
」
の
均
衡
の
中
で

展
開
さ
れ
た
日
本
近
代
化
を
ア
ジ
ア
に
お
け
る
発
展
モ

デ
ル
と
し
て
再
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
第
四
章
「
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
想
像
力
と
国
際
秩
序

―
橘
樸
の
場
合
」
で
は
、
橘
の
言
説
を
媒
介
と
し
な
が

ら
戦
前
の
「
国
家
主
義
」
と
戦
後
の
「
平
和
主
義
」
を

安
易
に
対
置
す
る
日
本
の
国
際
秩
序
論
イ
メ
ー
ジ
に
警

鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。橘
は
満
州
国
建
国
に
お
い
て「
分

権
的
自
治
国
家
」
論
に
依
拠
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
満

州
国
の
国
家
理
念
を
「
農
民
自
治
」
に
求
め
、
そ
の
基

底
を
ギ
ル
ド
社
会
主
義
や
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
と
親
和
性

を
持
つ
「
職
業
自
治
」
へ
と
接
合
を
試
み
た
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
、
ア
ナ
キ
ズ
ム
的
大
正
社
会
主
義
の
理

念
が
通
底
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
は
満
州
事
変
後
の「
転

向
」
運
動
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
特
質
を
捉
え

る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
転
向
は
マ
ル
ク

ス
主
義
の
普
遍
法
則
か
ら
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

特
殊
性
へ
と
移
行
し
た
よ
う
な
単
純
な
伝
統
回
帰
で
は

な
く
、「
郷
土
」
や
「
共
同
体
」
の
表
象
が
む
し
ろ
大

正
社
会
主
義
と
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
判
を
通
過
し

た
重
層
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
、
橘
の

ア
ジ
ア
主
義
は
「
自
治
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
性

格
を
強
く
持
ち
、
そ
れ
は
社
会
の
各
種
団
体
の
連
帯
を

基
調
と
す
る
ア
ル
ト
ゥ
ジ
ウ
ス
主
権
論
の
系
譜
に
連
な

る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

帝
国
秩
序
と
植
民
政
策
学

さ
ら
に
第
五
章
「『
帝
国
秩
序
』
と
『
国
際
秩
序
』

―

植
民
政
策
学
に
お
け
る
媒
介
の
論
理
」
で
は
、
植
民

政
策
学
に
お
い
て
現
れ
た
広
範
な
言
説
構
造
を
分
析
対

象
と
し
て
い
る
。
戦
前
期
の
学
知
構
造
は
、
国
家
間
関

係
を
扱
う
国
際
法
学
・
外
交
史
学
（
前
者
が
規
範
的
側

面
を
後
者
が
現
実
的
側
面
を
担
い
、
更
に
そ
こ
か
ら
国

際
政
治
学
が
派
生
的
に
生
ま
れ
る
）
と
帝
国
内
関
係
を

扱
う
植
民
政
策
学
と
い
う
二
本
立
て
の
構
成
で
あ
っ

た
。
著
者
の
視
座
は
、
国
際
法
学
・
外
交
史
学
が
対
象

と
す
る
「
国
際
秩
序
」
と
、
植
民
政
策
学
が
対
象
と
す

る
「
帝
国
秩
序
」
の
う
ち
、
両
者
の
論
理
的
連
関
に
着

目
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
国
際
秩
序
と
帝
国
秩

序
、
言
い
換
え
れ
ば
国
際
主
義
と
帝
国
主
義
を
両
立
不

可
能
な
も
の
と
は
捉
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
文
明
の
論

理
が
一
方
で
文
明
国
標
準
主
義
を
採
用
し
、
一
定
の
基

準
を
満
た
さ
な
い
国
に
は
法
主
体
性
を
認
め
ず
植
民
地
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化
の
対
象
と
し
た
よ
う
に
、
国
際
秩
序
が
む
し
ろ
帝
国

秩
序
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
で
あ
っ
た
点
を
強

調
す
る
。
こ
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
植
民
政
策
学
は

国
家
主
義
的
な
権
力
装
置
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
明
国

標
準
と
い
う
国
際
秩
序
に
よ
っ
て
そ
の
正
統
性
を
調
達

し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
し
て
日
本
の
文
脈
に
立
ち
返
れ
ば
、
一
方
で
は
東

洋
文
明
の
特
殊
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
文
化
的
相
対
主

義
を
担
保
し
、
他
方
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
し
て
は
文
明
の

論
理
に
よ
る
帝
国
主
義
を
正
統
化
し
た
。新
渡
戸
の「
東

西
文
明
調
和
論
」
は
こ
の
よ
う
な
国
際
主
義
と
帝
国
主

義
を
「
媒
介
す
る
論
理
」
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
て
い

た
。
ま
た
新
渡
戸
の
後
継
者
で
あ
る
矢
内
原
に
目
を
向

け
れ
ば
、
彼
は
植
民
地
政
策
を
統
治
領
域
に
限
定
せ
ず

に
社
会
集
団
の
移
動
に
伴
う
政
治
・
経
済
・
社
会
間
の

相
互
関
係
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
植
民
概
念
を
提
唱
し

た
。
さ
ら
に
そ
れ
は
相
互
扶
助
的
な
国
際
協
力
モ
デ
ル

を
、
帝
国
再
編
論
の
文
脈
で
広
域
秩
序
論
の
中
で
読
み

込
ん
で
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
「
ア
ジ
ア
の
解
放
」
を
戦
争
目
的
に
掲
げ
る
日

本
に
と
っ
て
は
、指
導
国
原
理
に
ど
こ
ま
で
拘
る
の
か
、

ア
ジ
ア
の
独
立
国
に
対
し
て
国
家
的
平
等
を
ど
こ
ま
で

賦
与
す
る
の
か
と
い
う
広
域
秩
序
の
矛
盾
が
避
け
難
い

論
点
と
し
て
浮
上
す
る
。こ
の
こ
と
は
著
者
に
拠
れ
ば
、

戦
後
日
本
の
国
際
関
係
論
研
究
の
主
要
テ
ー
マ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
「
帝
国
主
義
と
民
族
」
と
い
う
問
題
系
へ
と

接
続
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
国
際
法
学
・

外
交
史
学
が
対
象
と
す
る
「
国
際
秩
序
」
と
植
民
政
策

学
が
対
象
と
す
る
「
帝
国
秩
序
」
と
い
う
学
知
の
二
本

立
て
の
構
造
が
、
戦
中
期
の
広
域
秩
序
論
の
内
部
矛
盾

を
通
過
し
て
、「
国
際
関
係
論
」
へ
と
一
本
化
さ
れ
る

過
程
で
あ
っ
た
。

「
自
意
識
の
学
」
と
し
て
の
外
交
史

最
終
章
の
第
六
章
「
日
本
外
交
史
の
『
旧
さ
』
と
『
新

し
さ
』―

岡
義
武
『
国
民
的
独
立
と
国
家
理
性
』
再
訪
」

で
は
戦
後
日
本
に
お
け
る
政
治
史
・
外
交
史
研
究
の
草

分
け
で
あ
る
岡
義
武
に
着
目
し
て
い
る
。
岡
の
「
国
民

的
独
立
と
国
家
理
性
」
は
、
西
力
東
漸
の
危
機
感
か
ら

富
国
強
兵
を
経
て
帝
国
主
義
陣
営
へ
の
参
画
を
果
た
し

た
日
本
が
、
一
九
三
〇
年
代
に
至
り
ア
ジ
ア
主
義
へ
と

転
回
し
て
い
く
経
緯
が
対
外
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い

る
。
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
岡
の
問
題
意
識

に
一
貫
し
て
通
底
し
て
い
る
も
の
は
、
ア
ジ
ア
主
義
と

脱
亜
論
の
対
置
構
造
で
あ
る
。
先
ず
岡
は
、
明
治
維
新

の
性
質
を
西
欧
列
強
に
対
す
る
「
民
族
革
命
」
と
規
定

し
た
上
で
、
中
国
に
対
す
る
連
帯
感
情
の
発
露
と
し
て

の
日
清
提
携
論
が
や
が
て
、
大
陸
進
出
論
へ
と
変
遷
す

る
経
緯
を
捉
え
、
民
族
の
独
立
意
識
が
帝
国
主
義
的
拡

大
政
策
へ
と
変
容
す
る
様
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。
こ

こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
著
者
が
所
謂
言
説
分
析
の
立
場

に
半
ば
軸
足
を
置
き
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
主
義
と
脱
亜
論

の
両
義
的
な
関
係
性
に
着
眼
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
一

方
で
、
著
者
は
坂
野
潤
治

）
4
（

を
引
き
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
主

義
の
言
説
論
的
な
射
程
を
意
識
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア

ジ
ア
主
義
と
は
思
想
で
は
な
く
権
力
政
治
的
な
状
況
判

断
の
産
物
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
に
な
ぜ
有
名

無
実
な
ア
ジ
ア
主
義
と
い
う
表
象
が
繰
り
返
し
語
ら
れ

た
の
か
と
い
う
坂
野
の
問
題
意
識
に
着
眼
す
る
。
そ
の

上
で
、「
ア
ジ
ア
」
と
い
う
言
葉
が
繰
り
返
し
語
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
〈
言
説
空
間
〉
に
焦
点
を

定
め
て
い
る
。
他
方
、
ア
ジ
ア
主
義
／
脱
亜
の
言
説
が

持
つ
共
時
的
親
和
性
（
著
者
の
言
葉
で
言
え
ば
「
共
振

す
る
心
性
」）
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
ス
テ
フ
ァ
ン
・

タ
ナ
カ

）
5
（

（Stefan Tanaka

）
を
引
き
な
が
ら
、
西
欧
＝

日
本
＝
ア
ジ
ア
と
い
う
三
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

動
揺
の
中
で
〈
東
洋
〉
と
い
う
言
説
が
構
築
さ
れ
て
い

く
認
識
論
的
機
制
に
注
視
す
る
。

さ
ら
に
国
際
秩
序
論
の
文
脈
で
著
者
は
オ
ヌ
フ

（N
icholas O

nuf

）
の
『
国
際
関
係
思
想
に
お
け
る
共

和
主
義
の
遺
産

）
6
（

』
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
と
共
和
主
義
の
違
い
は
、
前
者
が
個
人
の
自
己

決
定
を
前
提
と
し
た
上
で
、
社
会
を
そ
の
道
具
と
し
て

位
置
付
け
る
の
に
対
し
、
後
者
は
社
会
的
な
結
合
関
係

を
個
人
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
を

踏
ま
え
、
著
者
は
東
亜
協
同
体
論
の
秩
序
論
へ
と
議
論

を
移
行
す
る
。
つ
ま
り
、
な
ぜ
戦
前
の
日
本
の
国
際
秩

序
論
的
関
心
が
、
リ
ベ
ラ
ル
な
国
際
主
義
で
は
な
く
共

和
主
義
的
な
ア
ジ
ア
主
義
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
（
そ
れ
は
同
時
に
、
な
ぜ
岡

が
東
亜
協
同
体
論
に
フ
ェ
デ
ラ
リ
ズ
ム
的
契
機
を
見
出
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そ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
）。
著
者
は
、

岡
が
対
外
論
を
題
材
に
し
て
「
主
権
」
と
「
ネ
イ
シ
ョ

ン
」
に
関
す
る
精
神
史
を
紐
解
こ
う
と
し
て
い
た
と
論

じ
て
い
る
が
、同
様
に
著
者
は
、岡
を
題
材
と
し
て
「
ネ

イ
シ
ョ
ン
の
自
意
識
の
学
」
と
し
て
の
外
交
史
を
系
統

立
て
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
主
権
」

や
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
と
い
っ
た
問
題
設
定
は
、
本
来
国

際
関
係
論
の
主
要
領
域
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
正
面
だ
っ

て
論
じ
ら
れ
る
こ
と―

し
か
も
、
戦
間
期
の
主
権
論
に

ま
で
踏
み
込
ん
だ
分
析―

は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
著
者
が
岡
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目

指
す
ベ
ク
ト
ル
は
、「
忘
却
の
歴
史
」
と
し
て
の
戦
間

期
の
主
権
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
関

係
論
に
お
け
る
秩
序
論
の
位
相
を
つ
ま
び
ら
か
に
し
よ

う
と
す
る
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四
　

国
際
関
係
思
想
研
究
に
お
け
る
本
書
の
示
唆

以
上
、
本
書
の
内
容
を
吟
味
し
て
き
た
が
、
そ
こ
に

通
底
す
る
も
の
は
、
ア
ジ
ア
主
義
が
そ
の
秩
序
構
想
に

お
い
て
孕
ん
で
い
る
「
国
際
秩
序
」
と
「
帝
国
秩
序
」

に
ま
た
が
る
重
層
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
際
関
係
思
想

研
究
と
し
て
捉
え
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ

の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
ア
ジ
ア
主
義
の
秩
序
構
想
に

お
け
る
重
層
性
を
や
や
図
式
的
に
捉
え
れ
ば
次
の
よ
う

に
言
え
よ
う
。
ま
ず
リ
ア
リ
ズ
ム
／
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

対
置
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
帝
国
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
析
出

し
た
上
で
、（
リ
ベ
ラ
ル
な
）
国
際
秩
序
と
帝
国
秩
序

の
相
互
依
存
関
係
に
着
眼
点
を
移
し
、
且
つ
リ
ア
リ
ズ

ム
と
共
和
主
義
の
親
和
性
に
着
目
し
つ
つ
、
な
ぜ
戦
前

の
日
本
は
、
リ
ベ
ラ
ル
な
国
際
秩
序
で
は
な
く
地
域
主

義
的
な
帝
国
秩
序
（
し
か
も
そ
れ
は
共
和
主
義
的
な
投

企
を
多
分
に
含
む
）
へ
と
傾
斜
し
た
の
か
、
と
い
う
問

い
か
け
が
為
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ア
ジ
ア

主
義
は
〈
帝
国
秩
序
＝
地
域
主
義
＝
共
和
主
義
〉
の
重

層
構
造
か
ら
形
成
さ
れ
て
お
り
、
同
時
に
ア
ジ
ア
主
義

と
い
う
輪
郭
全
体
は
国
際
秩
序
／
帝
国
秩
序
あ
る
い
は

ア
ジ
ア
主
義
／
脱
亜
の
「
共
振
す
る
心
性
」
に
支
え
ら

れ
て
い
た
。

更
に
、
こ
れ
を
国
際
関
係
論
の
来
歴
と
い
う
学
知
構

造
で
見
た
場
合
、
国
際
秩
序
（
国
際
法
学
・
外
交
史
）

と
帝
国
秩
序
（
植
民
政
策
学
）
の
二
本
立
て
の
構
図
が
、

前
述
の
〈
帝
国
秩
序
＝
地
域
主
義
＝
共
和
主
義
〉
の
構

図
（
及
び
そ
の
内
部
矛
盾
）
を
通
過
し
て
、
戦
後
の
国

際
関
係
論
へ
と
一
本
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る

）
7
（

。

国
際
政
治
学
の
黎
明
期
（
一
九
三
〇
年
代
か
ら
五
〇

年
代
）
の
多
く
の
著
作
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
国
際

政
治
学
・
国
際
関
係
論
は
同
時
代
的
に
形
成
さ
れ
て
い

た
隣
接
諸
分
野
（
政
治
学
史
・
政
治
思
想
史
・
国
際
法

学
・
政
治
史
・
外
交
史
）
の
強
い
磁
場
を
受
け
て
生
成

さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
生
成
過
程
は
国
と
地
域

に
よ
っ
て
大
き
な
偏
差
を
持
っ
て
い
る
。
本
書
が
与
え

て
い
る
知
見
は
、
日
本
の
国
際
関
係
論
の
形
成
過
程
を

捉
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、国
際
法
学
・

外
交
史
・
植
民
政
策
学
と
い
う
重
層
構
造
の
中
か
ら
如

何
に
し
て
学
知
と
し
て
の
国
際
関
係
論
が
生
ま
れ
た
の

か
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
有
益
で
あ
る
。

五
　

お
わ
り
に

国
際
関
係
思
想
な
い
し
国
際
政
治
思
想
研
究
と
い
う

領
域
は
、
そ
の
母
体
で
あ
る
〈
国
際
関
係
論
〉
が
か
な

り
曖
昧
模
糊
と
し
た
学
際
分
野
で
あ
る
が
故
に
、
と
も

す
れ
ば
現
実
面
の
動
態
把
握
を
蔑
ろ
に
し
た「
空
中
戦
」

に
陥
り
や
す
い
（
ま
た
特
定
の
思
想
家
の
「
枠
組
み
」

だ
け
を
国
際
領
域
へ
と
移
植
す
る
「
政
治
思
想
史
研
究

の
国
際
関
係
論
的
焼
き
直
し
」
の
よ
う
な
研
究
が
多
い

の
も
事
実
で
あ
る
）。
し
か
し
、
思
想
と
呼
ば
れ
る
研

究
対
象
が
常
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
国
際
関
係
思
想

も
ま
た
強
い
社
会
文
脈
性
を
帯
び
て
い
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
国
際
関
係
思
想
研
究
も
ま
た
、
そ
れ
を
生
み
出

し
て
い
る
時
代
の
文
脈
や
地
域
の
文
脈
に
拘
束
さ
れ
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
国
際
関
係
思
想
研
究
と

は
究
極
的
に
は
、
そ
れ
を
生
み
出
し
た
時
代
と
空
間
に

つ
い
て
の
、
歴
史
研
究
で
あ
り
地
域
研
究
で
あ
る
と
言

え
よ
う
。
こ
の
観
点
で
本
書
を
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、

本
書
は
日
本
外
交
史
、
と
り
わ
け
国
際
秩
序
と
帝
国
秩

序
の
交
錯
を
題
材
と
し
、
近
代
日
本
の
秩
序
構
想
と
い

う
舞
台
設
定
の
中
で
、
如
何
に
し
て
国
際
関
係
論
が
生

ま
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
「
筋
書
き
」
を
再
検
討
す
る

試
み
で
あ
り
、
本
書
が
国
際
関
係
思
想
研
究
に
資
す
る

示
唆
は
計
り
知
れ
な
い
。
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