
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史

学
派

と
理
論
を
め
ぐ
る
問
題

宮

下

雄

一

郎

は
じ
め
に

一

国
際
関
係
史
の
誕
生

二

フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム

三

国
際
関
係
史
入
門

へ
の
反
応
と
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
の
危
機

四

国
際
関
係
史
と
欧
州
統
合

お
わ
り
に

は
じ
め
に

国
際
関
係
論
は
学
際
的
な
学
問
分
野
で
あ
り
、
な
か
で
も
歴
史
学
は
大
き
な
比
重
を
占
め
て
き
た
。
世
界
初
の
国
際
政
治
学
講
座

は
イ
ギ
リ
ス
で
設
け
ら
れ
、
歴
史
家
が
そ
れ
を
担
当
し
た
。
日
本
で
も
国
際
関
係
論
は
外
交
史
か
ら
発
展
し
た
。
こ
の
よ
う
に
国
際

関
係
論
の
第
一
の
特
徴
は
そ
の
歴
史
的
性
格
に
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
の
優
位
に
対
す
る
反
発
も
生
じ
、
そ
れ
が
国
際
関
係
論
の
発

展
に
つ
な
が
っ
た
。
た
と
え
ば
一
九
四
〇
年
代
の
後
半
に
ア
メ
リ
カ
の
シ
ュ
ー
マ
ン
（Fre

d
eric

k
L.

S
c
h
u
m
a
n

）
は

政
治
学
の
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発
展

に
よ
っ
て
自
国
の
国
際
関
係
論
が
よ
う
や
く
歴
史
家
、
法
律
家
、
そ
し
て
経
済
学
者
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
論
じ
た
。

歴
史

か
ら
の
解
放

を
果
た
し
た
国
際
関
係
論
は
政
治
学
の
一
分
野
と
し
て
発
展
を
続
け
、
国
際
政
治
論
と
い
う
領
域
を
確
立
し
た
の
で

あ
る
。

第
二
の
特
徴
は
国
際
関
係
論
が
ア
メ
リ
カ
の
圧
倒
的
な
影
響
下
で
発
展
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
国
際
関
係
論
は
英

国
学
派
と
い
う
独
自
の
研
究
環
境
の
な
か
で
育
ま
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
や
日
本
に
お
い
て
受
容
さ
れ
る
に
は
相
当
の
時

間
を
必
要
と
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
二
〇
世
紀
後
半
の
半
世
紀
間
、

学
問
的
独
立
独
行
（aca

d
e
m
ic

self‐
relia

n
ce

）

を
貫
き
、
ア

メ
リ
カ
と
距
離
を
置
い
て
き
た
と
指
摘
す
る
研
究
も
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
一
概
に
そ
う
と
は
言
え
ず
、
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
も

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
戦
直
後
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
研
究
に
注
目
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
論
に
つ
い
て
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
研
究
史
は
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
フ

ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
も
歴
史
学
、
法
律
学
な
ど
既
存
の
学
問
か
ら
生
成
す
る
形
で
発
展
し
た
。
し
か
し
、
問
題
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
際

関
係
論
と
政
治
学
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
今
日
で
こ
そ
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
政
治
学
は
正
統
な
学
問
と
し
て
の
立
場
を
確
立
し
た
が
、

か
つ
て
は
脆
弱
な
基
盤
し
か
な
く
、
国
際
関
係
論
は
歴
史
学
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
の

内
実
は
国
際
関
係
史
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

こ
の
国
際
関
係
史
発
展
の
基
礎
を
つ
く
り
、

学
派

を
形
成
し
た
の
が
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
現
代
史
講
座
を
担
当
し
た
ル
ヌ
ー

ヴ
ァ
ン
（Pierre
R
e
n
o
u
vin

）
と
そ
の
後
任
の
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
（Je

a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle

）
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ギ
リ
ス
の
ワ
イ

ト
（M

artin
W
ig

ht

）
や
ブ
ル
（H

e
dle

y
B
ull

）
が
後
継
世
代
と
と
も
に
英
国
学
派
を
形
成
し
た
の
と
は
裏
腹
に
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
ら

が

仏
国
学
派

の
国
際
関
係
論
を
形
成
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

当
然
、
フ
ラ
ン
ス
も
ア
ロ
ン
（R

a
y
m
o
n
d
A
ro

n

）、
ホ
フ
マ
ン
（Sta

nle
y
H
off

m
a
n
n

）、
ア
ス
ネ
ー
ル
（Pierre

H
ass

n
er

）、

あ
る
い
は
バ
デ
ィ
ー
（Bertra

n
d
B
a
die

）
と
い
っ
た
世
界
的
に
有
名
な
国
際
関
係
論
の
研
究
者
を
輩
出
し
た
。
な
か
で
も
ア
ロ
ン
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は
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
の
国
際
関
係
理
論
の
体
系
的
な
大
著

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

を
記
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
国
際
関
係
論

の

本
部

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
相
当
批
判
さ
れ
た
。
ホ
フ
マ
ン
と
ア
ス
ネ
ー
ル
は
ア
ロ
ン
の
教
え
を
受
け
、
次
世
代
を
担
っ
た
が
、

ホ
フ
マ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
に
相
応
の
ポ
ス
ト
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
渡
米
し
、
ア
ロ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
徐
々
に
離
れ
て
い
っ
た
。

ホ
フ
マ
ン
は
一
九
九
六
年
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
ス
ミ
ス
（M

ic
h
ael

J.
S
m
ith

）
と
の
対
談
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ア

ロ
ン
以
降
の
国
際
関
係
理
論
で
目
立
っ
て
い
る
研
究
者
は
ア
ス
ネ
ー
ル
ぐ
ら
い
し
か
い
な
い
と
嘆
い
た
。
そ
の
ア
ス
ネ
ー
ル
も
徐
々

に
カ
ン
ト
（Im

m
a
n
u
el

K
a
nt

）
的
な
国
際
政
治
観
に
傾
斜
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
が
体
系
的
な
国
際
関
係
論
を
発
信
す
る
環
境
は
整
わ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
研
究
者
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
（Jo

¨
r
g
F
rie

dric
h
s

）
は
戦
後
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
論
を
時
系
列
的
に
三
期
に
区
分
し
、

第
一
期
を
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
や
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
時
代
、
一
九
六
〇
年
代
の
第
二
期
を
ア
ロ
ン
の
時
代
、
第
三
期
は
一
九
九
〇
年
代
初
頭

の
バ
デ
ィ
ー
な
ど
パ
リ
政
治
学
院
の
研
究
者
が
活
躍
し
た
時
代
で
あ
る
と
論
じ
た

）
。
し
か
し
、
こ
れ
は
現
実
を
反
映
し
た
区
分
と
は

い
え
な
い
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
、
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
、
ア
ロ
ン
は
同
時
期
に
活
躍
し
、
と
り
わ
け
後
者
の
二
名
は
パ
リ
政
治
学
院
で
共
同
セ

ミ
ナ
ー
を
開
催
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
う
と
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ス
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
ら
の

非
理
論
的

研
究

の
世
代
か
ら
ア
ロ
ン
の

社
会
学
的

理
論
な
ど
の
世
代
、
そ
し
て

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン

理
論
の
世
代
へ
と
時
系
列
的
に
描
い
た

）
。

し
か
し
実
際
に
は
こ
う
し
た
単
線
的
な
進
展
を
遂
げ
た
わ
け
で
も
な
い
。
い
わ
ゆ
る

第
一
世
代

の
伝
統
は
一
九
六
〇
年
代
に
終

焉
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
次
の
世
代
へ
と
引
き
継
が
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
論
の
特
徴
は
む
し
ろ
方
法
論
的
な
世
代
交
代
が

起
き
ず
に
歴
史
学
が
強
い
影
響
力
を
保
ち
、
政
治
学
者
が
そ
れ
と
は
異
な
る
国
際
関
係
論
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
こ
と
だ
。
そ

も
そ
も
バ
デ
ィ
ー
も
い
わ
ゆ
る

第
二
世
代

の
ア
ロ
ン
か
ら
直
線
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
政
治
社
会
学
や
国
家

論
に
関
す
る
研
究
を
出
発
点
と
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る

第
三
世
代

で
よ
う
や
く
国
際
関
係
史
と
は
異
な
る
国
際
関
係
論
が
強
固

な
基
盤
を
築
い
た
と
い
え
よ
う
。
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本
論
文
で
は
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史

学
派

の
変
遷
を
、
ア
メ
リ
カ
の
研
究
動
向
、
理
論
研
究
の
要
請
、
あ
る
い
は
欧
州
統
合

の
叙
述
論
な
ど
を
め
ぐ
る
論
争
を
軸
に
見
て
い
く
。
既
存
研
究
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史

学
派

の
理
論
研
究
に
対
す
る
取
り
組
み
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

歴
史
と
し
て
の
国
際
関
係
論

が
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
と
の

意
味
を
考
え
た
い

）
。

一

国
際
関
係
史
の
誕
生

普
仏
戦
争
に
敗
れ
た
直
後
の
一
八
七
二
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
国
家
を
支
え
る
政
治
エ
リ
ー
ト
の
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
、

政
治
学

自
由
学
校

が
創
設
さ
れ
た
。
そ
の
草
創
期
に
設
置
さ
れ
た
六
つ
の
講
座
の
う
ち
五
つ
は
歴
史
系
で
あ
っ
た

）
。
そ
し
て
外
交
官
の
ソ

レ
ル
（A

lb
ert

S
orel

）
が
外
交
史
講
座
を
担
当
し
た
。
ソ
レ
ル
は

外
交
官
の
み
が
外
交
史
を
講
義
で
き
る

と
喝
破
し
、
外
交

の
実
務
に
携
わ
っ
た
者
の
み
が
外
交
の
何
た
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

）
。
こ
う
し
た
外
交
史
が

硬
直
化
し
、
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

第
一
次
世
界
大
戦
の
終
焉
後
、
理
想
主
義
的
な
国
際
関
係
論
が
流
行
り
、
歴
史
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
ア

イ
デ
ア
リ
ズ
ム
は
フ
ラ
ン
ス
外
交
史
に
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。
そ
の
時
代
を
生
き
た
政
治
学
者
で
国
際
問
題
を
論
じ
た
代
表
的
な

研
究
者
で
あ
る
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
（A

n
dre
´

Sie
gfrie

d

）
は
戦
間
期
の

西
洋
の
没
落

論
に
触
発
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
危
機
を

論
じ
た

）
。
た
だ
そ
の
手
法
は
国
際
関
係
論
と
い
う
よ
り
は
文
明
論
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た

）
。

外
交
史
の
刷
新
を
目
指
し
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
が
求
め
て
い
た
の
は
歴
史
学
に
基
づ
く
国
際
関
係
論
で
あ
り
、
文
明
論
で
は
な
か
っ

た
）。

ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
一
九
四
〇
年
代
の
後
半
、

国
際
関
係
論
に
関
す
る
研
究
は
歴
史
を
基
盤
と
し
て
い
る

と
論
じ
、
歴
史
の

優
位
を
主
張
し
、
そ
の
継
続
的
発
展
を
期
待
し
た
。
同
時
に
そ
の
問
題
点
も
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
国
際
関
係
史
の
研
究
者
が
外
交
交
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渉
を
論
じ
る
こ
と
に
終
始
し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
交
渉
担
当
者
の
心
理
的
要
因
や
国
家
の
経
済
的
要
因
を
無
視
す
る
傾
向
が
あ
っ
た

こ
と
だ
。
主
に
社
会
史
を
活
躍
舞
台
と
し
た
ア
ナ
ー
ル
学
派
は
そ
う
し
た
歴
史
学
の
革
新
を
目
指
し
て
い
た
。
し
か
し
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ

ン
は

ア
ナ
ー
ル

誌
に
集
う
若
手
の
歴
史
家
の
集
団
が
外
交
史
の
殻
を
破
る
よ
う
な
研
究
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
評
価
し
つ
つ
も
、

史
料
に
基
づ
い
た
分
析
で
な
い
こ
と
を
批
判
し
た

）
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
の
国
際
関
係
史
は
こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
歴
史
学
界
特
有
の
論
争

を
背
景
に
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る

）
。

し
か
し
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
の
国
際
関
係
史
の
方
法
論
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
で
あ
り
、
終
戦
直
後
の
ア
メ
リ
カ
の
先
行
研
究
を

参
考
に
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
ほ
う
が
ア
メ
リ
カ
を
意
識
し
て
い
た
。
終
戦
直
後
の
新
進
気
鋭
の
歴
史

家
で
あ
っ
た
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
政
治
史
・
宗
教
史
を
専
攻
し
つ
つ
も
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
が
取
り
組
ん
で
い
た
国
際
関
係
史
に
深
く
共
鳴
し

て
い
た
。

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
誕
生
し
て
間
も
な
い

フ
ラ
ン
ス
政
治
学
雑
誌

の
な
か
で
国
際
関
係
論
の
方
法
論
を
展
望
し
た
。
そ
れ
は
モ
ー

ゲ
ン
ソ
ー
（H

a
n
s
J.

M
or
g
e
nth

a
u

）
な
ど
ア
メ
リ
カ
の
最
新
の
研
究
に
言
及
し
つ
つ
も
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
の
思
想
に
基
づ
い
て
い

た
。
つ
ま
り
国
際
関
係
論
が
社
会
科
学
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
そ
れ
を
政
治
学
に
分
類
す
る
か
、
あ
る
い
は
固
有

の
分
野
と
し
て
分
類
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
議
論
は
不
毛
で
あ
る
と
論
じ
、
暗
に
歴
史
学
を
基
盤
と
し
た
国
際
関
係
論
の
構
築
を
目

指
し
た
の
で
あ
る
。

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
国
際
関
係
論
の
研
究
分
野
を
二
つ
に
分
類
し
た
。
第
一
に
各
国
の
政
府
が
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
と
な
る
国
家
間
関

係
を
対
象
と
し
た

外
交
政
策
（politiq

u
e
e
´
tra

n
g
e
｀
re

）

の
研
究
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
は
異
な
り
、
非
政
府
ア
ク
タ
ー
、
つ
ま
り

難
民
、
宗
教
活
動
な
ど
国
境
を
越
え
た
動
き
を

国
際
活
動
（vie

inter
n
atio

n
ale

）

と
定
義
し
た
。
こ
の
区
分
は
デ
ュ
ロ
ゼ
ル

の
利
益
の
概
念
に
深
く
関
係
し
て
い
た
。
外
交
の
目
的
は

国
益

の
追
求
だ
が
、
同
時
に

国
際
利
益
（inte

´
re
＾
ts

inter
n
a‑

tio
n
a
u
x

）

を
追
求
す
る
動
き
も
存
在
し
、
そ
れ
が
主
に

国
際
活
動

で
あ
っ
た

）
。
こ
の
二
つ
の
な
か
で
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は

外
交
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政
策

を
重
ん
じ
、
政
府
と
そ
れ
に
関
係
す
る

人
間

の
歴
史
を
論
じ
た
の
で
あ
る
。

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
終
生
一
貫
し
て
ア
メ
リ
カ
で
隆
盛
を
極
め
た
計
量
・
数
理
分
析
を
用
い
る
行
動
科
学
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
デ
ュ

ロ
ゼ
ル
に
と
っ
て
国
際
関
係
論
と
は

人
間

が
主
役
で
あ
り
、
そ
の
不
確
実
性
が
大
き
な
特
徴
で
あ
っ
た

）
。
当
然
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ

ン
と
同
じ
く

国
際
関
係
論
の
研
究
は
歴
史
に
依
拠
し
て
の
み
結
果
を
出
す
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
し
た
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
国
際

関
係
論
は

歴
史
の
優
位

と

外
交
の
優
位

を
基
盤
と
し
た
。
そ
こ
で
の
中
心
的
な
ア
ク
タ
ー
は
外
務
省
で
あ
り
、
外
交
官
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は

経
済
・
文
化
関
係
の
場
合
に
は
他
省
庁
の
公
務
員
も
分
析
の
対
象
と
な
り
得
る

と
い
う
記
述
か
ら
も
う
か
が

え
る
。
政
策
決
定
を
行
う
の
は
政
治
指
導
者
だ
が
、
そ
の
た
め
の
参
考
材
料
は
在
外
公
館
の
報
告
書
で
あ
り
、
外
交
文
書
を
何
よ
り

も
重
ん
じ
た
の
で
あ
る

）
。

こ
う
し
た
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
議
論
か
ら
理
論
化
へ
の
道
筋
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
帰
納
法
的
な
理
論
の
構

築
を
提
唱
し
た

）
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
理
論
を
打
ち
立
て
る
に
は
ま
ず
事
例
研
究
を
重
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
た
。
次
に
地
理

学
、
社
会
学
、
歴
史
学
を
駆
使
し
た
総
論
的
な
地
域
研
究
を
実
施
し
、
最
後
に
複
数
の
総
論
的
な
地
域
研
究
か
ら
高
次
の
総
論
を
抽

出
し
、
そ
こ
か
ら
理
論
を
構
築
す
る
と
い
う
順
序
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
理
論
か
ら
の
規
範
的
論
理
の
排
除
を
主
張
し

た
。
研
究
者
が
自
ら
理
想
と
す
る
国
際
社
会
を
描
く
こ
と
は
自
由
だ
が
、
そ
れ
が
理
論
構
築
に
影
響
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
っ
た

）
。
こ
れ
は
理
論
と
い
う
よ
り
も
国
際
関
係
論
の
方
法
論
で
あ
っ
た
。

二

フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム

フ
ラ
ン
ス
は
ア
メ
リ
カ
の
国
際
関
係
理
論
の
な
か
で
も
特
に
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
流
リ
ア
リ
ズ
ム
の
構
築
を
模
索
し
た
。
ア
ロ
ン
が
そ
れ
に
取
り
組
み
、
ホ
ッ
ブ
ス
（T

h
o
m
as

H
o
b
b
es

）
の
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思
想
の
要
で
あ
る
国
内
環
境
と
国
際
環
境
と
の
本
質
的
な
違
い
を
軽
視
し
た
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
を
批
判
し
た

）
。
ア
ロ
ン
は
一
九
五
三
年

の
論
文
の
な
か
で
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
批
判
を
繰
り
広
げ
、
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
一
九
六
二
年
に
出
版
さ
れ
た

諸
国
間
の
平
和
と
戦

争

に
も
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の

同
質
的
シ
ス
テ
ム

の
理
論
に
対
す
る
ア
ロ
ン
の

異
質
的
シ
ス
テ
ム

の

理
論
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
外
交
が
権
力
闘
争
を
緩
和
し
た
と

し
て
、
そ
れ
を
永
久
に
有
効
な
モ
デ
ル
と
み
な
し
て
い
た
が
、
ア
ロ
ン
は
そ
う
は
考
え
な
か
っ
た

）
。
と
い
う
の
も
ア
ロ
ン
は
モ
ー
ゲ

ン
ソ
ー
以
上
に
冷
戦
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
を
深
刻
な
も
の
と
考
え
、
さ
ら
に
国
際
関
係
に
お
け
る
各
文
明
の

異
質
性

に
注
目

し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ア
ロ
ン
は
ス
タ
ー
リ
ン
（Jose

p
h
Stalin

）
が
一
九
世
紀
の
ロ
シ
ア
の
皇
帝
や
西
側
の
外
交
官

と
思
想
を
共
有
し
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
論
じ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
社
会
主
義
国
家
と
資
本
主
義
国
家
と
の
対
立
を
根
源

的
な
も
の
と
考
え
、
極
端
に
シ
ニ
カ
ル
な
哲
学
の
持
ち
主
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る

）
。
さ
ら
に
ア
ロ
ン
は
文
明
論
的
な
解
釈
か
ら

日
米
同
盟
は
決
し
て
米
英
同
盟
の
よ
う
な
連
帯
意
識
を
伴
う
も
の
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
そ
れ
は
日
本
な
ど
ア
ジ
ア
の
国
家
が

あ
ま
り
に
も
ア
メ
リ
カ
文
明
と
異
な
る
文
明
で
あ
っ
た
か
ら
だ

）
。

こ
う
し
た
文
明
論
的
な
視
点
や
指
導
者
の
個
性
を
考
慮
に
入
れ
る
思
想
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の

合
理
的
略
図

的
な
見
方
や
国
益

の
定
義
に
対
す
る
批
判
に
も
つ
な
が
っ
た
。
ア
ロ
ン
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
が
国
益
を
論
じ
る
際
に

国
家
生
存

以
外
の
要
因
を
軽
視

す
る
点
を
厳
し
く
批
判
し
た
の
で
あ
る

）
。
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
も
ア
ロ
ン
の
視
点
を
共
有
し
た
。
ド
イ
ツ
史
の
専
門
家
で
外
交
論
に

も
精
通
し
た
グ
ロ
セ
ー
ル
（A

lfre
d
G
rosser

）
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
単
純
な
国
益
論
を
批
判
し
、
そ
の
悲
観
的
な
人
間
観
を
批
判

し
た
。
グ
ロ
セ
ー
ル
に
よ
る
と
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
描
く
人
間
の
支
配
へ
の
意
志
、
権
力
闘
争
へ
の
意
志
は

ま
る
で
す
べ
て
の
人
間

が
ニ
ー
チ
ェ
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う

で
あ
っ
た
。
グ
ロ
セ
ー
ル
は
ア
ロ
ン
の
議
論
に
沿
い
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に

見
ら
れ
る

過
剰
な
る
合
理
主
義
と
論
理
的
精
神

を
批
判
し
た
。
と
は
い
え
グ
ロ
セ
ー
ル
は
ラ
イ
ト
（Q

uin
c
y

W
rig

ht

）
の
研

究
を

不
満
足
ど
こ
ろ
か
煮
え
切
ら
な
い
節
す
ら
あ
る

と
酷
評
し
た
の
に
対
し
、
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
理
論
を
極
め
て
刺
激
的
で
あ
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る
と
評
価
し
た

）。
つ
ま
り
、
グ
ロ
セ
ー
ル
は
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
批
判
し
つ
つ
も
、
科
学
的
な
平
和
研
究
や
他
の
理
論
に
比

べ
れ
ば
ま
だ
歴
史
と
の
親
和
性
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
も
こ
う
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
共
有
し
て
い
た
。
そ
の

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

に
対
す
る
書
評
か
ら
ア
ロ
ン
の
リ

ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
親
近
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
根
底
に
は
ア
メ
リ
カ
で
跋
扈
し
て
い
た
行
動
科
学
に
対
す
る
強
い
抵
抗
感
と

リ
ア
リ
ズ
ム
の
合
理
主
義
的
側
面
に
対
す
る
懐
疑
心
が
あ
っ
た
。

数
学
か
ら
理
論
を
構
築
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
、
シ

ェ
リ
ン
グ
（T

h
o
m
as

S
c
h
ellin

g

）
の
ゲ
ー
ム
理
論
か
ら
は
国
際
関
係
の
場
に
お
け
る
行
動
の
規
則
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
論
じ
た
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
数
値
不
可
能
な
心
理
的
要
因
の
重
要
性
と
と
も
に
国
益
概
念
の
多
元
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
ア
ロ
ン

に
よ
る
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の

合
理
的
略
図

批
判
に
無
条
件
で
賛
同
し
た
。
そ
し
て
国
際
関
係
論
に
お
け
る

仏
国
学
派

が
形
成

途
上
に
あ
る
場
合
に
は
ア
ロ
ン
を
そ
の
起
源
と
し
て
担
ぎ
上
げ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
と
絶
賛
し
た

）
。
し
か
し
、
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
や
グ
ロ

セ
ー
ル
は
ア
ロ
ン
の
思
想
に
共
鳴
し
つ
つ
も
、
そ
の
理
論
を
自
ら
発
展
さ
せ
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
（A

r
n
old

W
olfers

）
が
一
九
六
二
年
に
出
版
し
た

不
和
と
協
調

も
高
く
評
価
し
た
が
、

そ
れ
も
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
が
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
盤
を
置
き
な
が
ら
も
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の

合
理
的
略
図

と
は
一
線
を
引
き
、
よ
り

ア
ロ
ン
の
理
論
に
近
か
っ
た
か
ら
だ

）
。

ア
ナ
ー
ル
学
派
も
ア
ロ
ン
の
著
書
に
反
応
し
た
。

ア
ナ
ー
ル

誌
上
で
二
号
に
わ
た
っ
て
書
評
会
が
行
わ
れ
、
普
段
は
そ
の

敵

と
さ
れ
て
い
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
も
参
加
し
た
。
ブ
ロ
ー
デ
ル
（F

er
n
a
n
d
B
ra

u
d
el

）
は
巻
頭
で
ア
ロ
ン
の
思
惑
は

外
交

史
・
政
治
史
を
科
学
的
研
究
の
枠
組
み
に
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い

と
論
じ
、

科
学
と
し
て
の

政
治
学
は
存
在
す
る
の
か

と
挑
発
的
な
問
題
を
提
起
し
た
。
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
も
し
肯
定
的
な
答
え
が
出
た
場
合
、
ア
ナ
ー
ル
学
派

は

必
ず
し
も
歓
迎
的
と
は
い
え
な
か
っ
た
外
交
史
に
対
す
る
態
度
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
皮
肉
を
込
め
て
論
じ
た
。

た
だ
そ
の
直
後
に

当
然
、
そ
う
し
た
段
階
に
は
な
い

と
述
べ
、
ア
ロ
ン
に
対
す
る
批
判
的
な
姿
勢
を
明
確
に
し
た

）
。
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ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

を
大
著
で
あ
る
と
評
価
し
つ
つ
も
、
後
述
す
る
自
ら
の

深
層
の
諸
力

の
論
理

に
基
づ
き
な
が
ら
厳
し
く
批
判
し
た
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
ア
ロ
ン
の
国
際
関
係
論
が

外
交
戦
略
的
行
動

の
分
析
に
傾
斜
し
す
ぎ

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
国
際
関
係
に
お
い
て
は
経
済
・
財
政
的
な
条
件
、
人
口
学
的
要
因
、
集
団
心
理
の
動
き
な
ど
が
同
時
に
影

響
力
を
発
揮
し
、
そ
う
し
た

深
層
の
諸
力

の
制
約
下
で
政
治
指
導
者
は
活
動
す
る
の
で
あ
っ
た
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
こ
の
諸
力

の
う
ち
の
ど
れ
が
よ
り
高
い
影
響
を
及
ぼ
す
か
は
時
代
と
国
家
に
よ
っ
て
異
な
る
と
論
じ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
の
要
因
だ
け

を
過
剰
に
取
り
上
げ
、
諸
力
に
順
位
を
設
け
る
こ
と
は
恣
意
的
な
単
純
化
で
あ
り
、

常
に
複
雑
な
現
実
の
一
部
の
み
を
浮
か
ば
せ

る
だ
け

で
あ
る
と
論
じ
た

）
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
が
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
と
異
な
り
、
理
論
に
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

そ
し
て
一
九
六
四
年
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
と
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
共
著
で
あ
る

国
際
関
係
史
入
門

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
研
究
は

外
交
史
の
超
克

を
唱
え
つ
つ
も
、
政
治
指
導
者
を
主
役
に
据
え
、
伝
統
主
義
的
な
方
法
論
に
依
拠
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
歴
史

を
叙
述
す
る
際
に
、
歴
史
家
は
い
か
な
る
要
因
を
念
頭
に
置
け
ば
よ
い
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
そ
の
目
的
で
あ
っ

た
。ル

ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
第
一
部
で
政
治
指
導
者
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
す

深
層
の
諸
力

を
扱
い
、
地
理
的
要
因
、
人
口
学
的
要
因
、

経
済
の
紛
争
的
・
協
調
的
側
面
な
ど
を
そ
の

力

に
含
め
た
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は

深
層
の
諸
力

論
の
不
完
全
性
を
理
解
し
て

い
た
。
理
論
の
よ
う
に
一
般
化
す
る
こ
と
を
警
戒
し
て
い
た
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
自
身
の

深
層
の
諸
力

論
に
新
た
な
要
因
を
加
え
、

修
正
す
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

）
。

ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
と
比
べ
て
理
論
に
よ
り
寛
容
な
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
第
二
部
の

政
治
指
導
者

を
担
当
し
、
外
交
論
を
中
心
と
し
な

が
ら
も
理
論
に
言
及
し
た
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は

政
治
指
導
者
と
国
益

に
関
す
る
章
で
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
国
益
概
念
が
狭
小
す
ぎ
る

こ
と
を
批
判
し
た
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
国
家
が
パ
ワ
ー
の
追
求
を
最
大
の
目
的
と
す
る
と
い
う
議
論
は
歴
史
的
事
実
に
合
致
し
な
い
と

論
じ
た
。
た
と
え
ば

国
民
の
意
識
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
領
土
併
合

な
ど
パ
ワ
ー
の
追
求
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
事
象
が
あ
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る
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
国
家
の
追
求
す
る
目
的
の
多
元
性
を
示
し
た
論
者
と
し
て
ア
ロ
ン
と
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
を
挙
げ
た

）
。
道
義

性
の
問
題
と
国
益
の
問
題
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
論
じ
よ
う
と
し
た
と
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
を
評
価
し
た
の
で
あ
る

）
。

諸
国
間
の
平
和
と

戦
争

と

国
際
関
係
史
入
門

は
版
を
重
ね
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
の
古
典
と
な
っ
た
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
と
も
か
く
、
ア
ロ

ン
と
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
を
批
判
し
つ
つ
も
そ
の
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
に
代
表
さ
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る

）
。

三

国
際
関
係
史
入
門

へ
の
反
応
と
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
の
危
機

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

と

国
際
関
係
史
入
門

は
フ
ラ
ン
ス
の
国
内
外
で
評
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
ド
イ
ツ
史
の
泰
斗

ド
ロ
ズ
（Jac

q
u
es

D
roz

）
が

国
際
関
係
史
入
門

は
政
治
エ
リ
ー
ト
の
分
析
に
重
点
を
置
い
た
歴
史
で
あ
り
、

パ
ワ
ー
追
求

の
視
点
を
重
視
し
た
研
究
で
あ
る
と
評
し
た
。
ド
ロ
ズ
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
と
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
提
示
し
た
諸
概
念
に
ラ
ン
ケ

（Le
o
p
old

V
o
n
R
a
n
k
e

）
的
な
要
素
を
見
た

）
。
た
し
か
に
ド
イ
ツ
で
は
ラ
ン
ケ
の
流
れ
に
連
な
る
歴
史
家
の
リ
ッ
タ
ー
（G

er
h
ard

R
itter

）
が
ア
ナ
ー
ル
学
派
を
批
判
す
る
一
方
で
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
を
擁
護
し
て
い
た

）
。
こ
う
し
た
見
解
に
も
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史

と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
の
親
和
性
を
指
摘
で
き
る
。

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

が
一
九
六
六
年
、

国
際
関
係
史
入
門

が
一
九
六
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
英
訳
さ
れ
、
英
米
で
反
響
を
得

た
。
ア
ロ
ン
は
英
国
学
派
の
ワ
イ
ト
や
ブ
ル
に
絶
賛
さ
れ

）
、
好
意
的
な
評
価
を
受
け
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
で
の
評
価
は

賞
賛
と

批
判
を
適
当
に
混
ぜ
た
ご
く
お
座
な
り
な
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
ア
ロ
ン
の
議
論
が
多
分
野
に
ま
た
が
っ
て
い
る
こ
と
や

社
会
学
的
な
色
合
い
が
強
く
、
理
論
と
し
て
成
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ア
ロ
ン
は
自
著
を
ア
メ
リ
カ
で

は

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
不
成
功

で
あ
っ
た
と
回
顧
し
た

）
。

た
と
え
ば
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
同
書
の
内
容
を
素
晴
ら
し
い
と
評
価
し
つ
つ
も
、
理
論
で
は
な
い
と
批
判
し
た
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
は
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ア
ロ
ン
が
決
定
的
に
重
要
な
問
題
提
起
を
行
い
つ
つ
も
、
そ
れ
に
答
え
な
い
習
性
が
あ
る
と
ま
で
述
べ
た

）
。
こ
の
ア
ロ
ン
の

習

性

に
つ
い
て
高
坂
正
堯
は
ア
ロ
ン
が
答
え
を
持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
論
じ
、
そ
れ
が

ア
ロ
ン
の
ス
タ
イ
ル

で
あ
る

と
説
明
し
た
。
つ
ま
り
ア
ロ
ン
は
読
者
に
考
え
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
国
際
関
係
を
理
解
す
る
に
は
読
者
も
思
考
し
、
答
え

を
出
し
、
ア
ロ
ン
の
答
え
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
坂
は
ア
ロ
ン
の
意
図
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た

）
。
し
か
し
、

合
理
的
略
図

を
描
い
た
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
か
ら
す
れ
ば
ア
ロ
ン
の
核
戦
略
論
を
は
じ
め
と
し
た
議
論
は
曖
昧
す
ぎ
た
。
そ
れ
ゆ
え

ア
ロ
ン
を
理
論
の
専
門
家
と
し
て
は
認
め
ず
、
歴
史
家
で
あ
り
、
政
治
評
論
家
で
あ
る
と
一
蹴
し
た
の
で
あ
る

）
。

国
際
関
係
史
入
門

も
フ
ラ
ン
ス
国
外
で
冷
め
た
評
価
を
受
け
た
。
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
大
学
の
ト
ウ
ィ
チ
ェ
ッ
ト
（K

e
n
n
eth

J.

T
w
itc

h
ett

）
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
の
主
題
で
あ
る

深
層
の
諸
力

に
は
言
及
せ
ず
、
国
家
が
国
際
関
係
の
中
心
的
ア
ク
タ
ー
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
ア
ロ
ン
の

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

に
類
似
し
て
い
る
と
評
し
た
。
そ
し
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
と
デ
ュ

ロ
ゼ
ル
の
分
析
枠
組
み
は
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
の
前
半
に
か
け
て
の
国
際
関
係
に
は
妥
当
す
る
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
暗
黙
裡

に
戦
後
国
際
関
係
の
研
究
に
は
役
立
た
な
い
と
批
判
し
た
に
も
等
し
い

）
。
ト
ウ
ィ
チ
ェ
ッ
ト
は
さ
ら
に
同
書
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主

義
的
な
記
述
を
批
判
し
た
。
既
に
世
界
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
支
配
か
ら
脱
し
て
い
る
な
か
で
の
こ
う
し
た
特
徴
は
国
際
関
係
を
論
じ
る

文
献
と
し
て
は
大
き
な
欠
陥
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
多
く
の
事
例
が
一
九
四
五
年
以
前
の
経
験
か
ら
採
用
さ
れ
、
結
果
的
に
昔
の
国

際
シ
ス
テ
ム
と
現
在
の
そ
れ
と
の
間
に
起
き
た
急
激
な
変
化
を
十
分
に
強
調
し
て
い
な
い
と
い
う
点
を
失
敗
と
し
て
挙
げ
た
。
そ
し

て
同
書
の
方
法
論
も
問
題
視
し
、
行
動
科
学
的
な
方
法
を
全
く
用
い
て
い
な
い
点
を
批
判
し
た

）
。
し
か
し
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
が
行
動
科
学

批
判
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
無
理
な
話
で
あ
っ
た
。

国
際
関
係
史
入
門

は
フ
ラ
ン
ス
で
は

学
派

の
必
読
文
献
と
し
て
君
臨
し
続
け
、

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

と
と
も
に
同

国
を
代
表
す
る
国
際
関
係
論
の
文
献
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
英
語
圏
で
は
後
者
が
一
定
の
評
価
を
受
け
た
一
方
で
、
前
者
は
国
際
関

係
論
に
分
類
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
忘
れ
去
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史
の
研
究
者
は
一
大
勢
力
を
築
い
た
が
、
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理
論
研
究
と
は
距
離
を
置
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

の
出
版
以
降
、
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
へ
の
注
目
が
高
ま
り
、

ア
ロ
ン
し
か
知
ら

な
い

こ
と
に
対
す
る
危
惧
が
高
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る

）
。
し
か
し
そ
う
し
た
危
惧
は
国
際
関
係
史

学
派

へ
の
注
目
に
は
つ
な
が

ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
ラ
イ
オ
ン
ズ
（G

e
n
e
M.

L
y
o
n
s

）
は

ア
ロ
ン
以
外

の
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
を
何
名
か
紹

介
し
た
が
、
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
名
前
す
ら
出
て
こ
な
か
っ
た
。
ラ
イ
オ
ン
ズ
は
ア
メ
リ
カ
と
比
べ
て
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
論
は
小
国

の
役
割
に
注
目
し
、
国
際
シ
ス
テ
ム
の
流
動
性
、
あ
る
い
は
そ
の
変
容
に
注
目
す
る
傾
向
が
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
し
て
外
交
政
策
に

関
し
て
は
他
国
の
影
響
な
ど
の
対
外
要
因
に
注
目
す
る
よ
り
も
政
治
指
導
者
間
の
個
人
的
関
係
な
ど
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
と
論

じ
た

）
。

こ
う
し
た
ト
ウ
ィ
チ
ェ
ッ
ト
や
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
指
摘
は
国
際
関
係
論
が
国
際
政
治
論
と
し
て
発
展
を
遂
げ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
米
英
の
潮
流
に
逆
ら
う
か
の
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
歴
史
学
が
圧
倒
的
な
勢
力
を
誇
っ
て
い
た
。
た
と

え
ば
パ
リ
政
治
学
院
で
長
ら
く
国
際
関
係
論
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
担
当
し
た
グ
ロ
セ
ー
ル
は
政
策
決
定
過
程
論
や
ア
メ
リ
カ
の
学
界
の

理
論
的
潮
流
に
対
し
て
深
い
関
心
を
示
さ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

）
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
研
究
者
を
除
く
フ
ラ
ン
ス
の
多
く
の
研
究

者
が
古
典
的
リ
ア
リ
ズ
ム
以
外
に
魅
力
を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
状
況
に
直
面
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
多
く
の
研
究
者
が
危
機
感
を
表
明
し
た
。
一
九
八
二
年
、
ソ
連
研
究
の
政
治
学
者
コ

ラ
ス
（D

o
m
iniq

u
e
C
olas

）
は
フ
ラ
ン
ス
人
文
科
学
の
現
状
を
分
析
し
た
政
府
へ
の
報
告
書
の
な
か
で
国
際
関
係
論
と
戦
略
研
究

の
分
野
に
お
け
る
分
析
枠
組
み
や
理
論
に
関
す
る
研
究
不
足
の
深
刻
さ
を
指
摘
し
た
。
政
治
史
の
レ
モ
ン
（R

e
n
e
´

R
e
´

m
o
n
d

）
は
国

際
関
係
論
の
研
究
の
場
に
お
け
る

問
題
意
識
の
不
在

を
嘆
い
た
。
こ
う
し
た
警
鐘
を
受
け
て
、
パ
リ
第
一
大
学
で
政
治
学
を
教

え
て
い
た
メ
ル
ル
（M

arcel
M
erle

）
は
翌
年
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
論
文
を
執
筆
し
た
。
そ
の
趣
旨
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
理
論
的

研
究
の
不
在
の
原
因
を
探
り
、
既
存
研
究
の
方
法
論
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
批
判
の
矛
先
は
マ
ル
ク
ス
主
義
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な
ど
に
も
及
ん
だ
が
、
最
大
の
標
的
は

経
験
主
義
的
叙
述
論
（l' a

p
proc

h
e
e
m
pirico‐

d
escriptiv

e

）

で
あ
り
、
そ
れ
を
担
う

国
際
法
や
国
際
関
係
史
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
代
表
的
な
存
在
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

）
。

メ
ル
ル
が
警
鐘
を
鳴
ら
す
前
の
一
九
八
一
年
、
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は

す
べ
て
の
帝
国
は
崩
壊
す
る
│
│
国
際
関
係
理
論
│
│

と
い

う
本
を
出
版
し
た
。
副
題
に
理
論
と
い
う
用
語
が
あ
る
が
、
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は

国
際
関
係
理
論
は
経
験
主
義
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い

と
冒
頭
で
記
し
、
理
論
の
限
界
を
強
調
し
た
う
え
で
理
論
を
研
究
し
た
の
で
あ
る
。
歴
史
を
基
盤
と
し
た
理
論
構
築
を
目
指

し
、

事
件
な
し
の
歴
史
は
あ
り
え
ず
、
歴
史
は
事
件
し
か
扱
わ
な
い

と
論
じ
た
。
そ
こ
に
は
ア
ナ
ー
ル
学
派
に
対
す
る
痛
烈
な

批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た

）
。
ア
ナ
ー
ル
学
派
だ
け
で
は
な
く
、
ウ
ォ
ル
ツ
（K

e
n
n
eth

N.
W
altz

）
や
ロ
ー
ズ
ノ
ウ
（Ja

m
es

N.

R
ose

n
a
u

）
な
ど
に
対
し
て
も
史
料
を
利
用
し
た
二
次
文
献
を
あ
ま
り
引
用
し
て
い
な
い
と
批
判
を
加
え
、
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（Jo‑

h
a
n
G
altu

n
g

）
に
関
し
て
は
そ
の
歴
史
軽
視
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
行
動
科
学
に
対
す
る
批
判
も
緩
め
ず
、
そ
の

代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
カ
プ
ラ
ン
（M

orto
n
A.

K
a
pla

n

）
の
学
問
的
非
寛
容
性
を
指
摘
し
た

）
。
そ
し
て
人
文
科
学
に
お
い
て
絶

対
に
排
除
す
べ
き
障
壁
と
し
て
、
二
〇
世
紀
後
半
か
ら
猛
威
を
ふ
る
っ
た
数
学
的
な
方
法
論
を
挙
げ
、
こ
れ
を

数
学
主
義

（m
ath

e
´

m
aticis

m
e

）

と
い
う
表
現
で
批
判
し
た
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
が
目
指
し
た
の
は
人
文
科
学
に
配
慮
し
た

歴
史
に
基
づ
き
、

実
際
の
事
件
を
根
拠
に
組
み
立
て
（
経
験
主
義
）、
事
件
の
連
続
性
の
面
に
注
目
し
（
変
容
）、
そ
う
し
た
複
数
の
事
件
の
類
似
性
、

規
則
性
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
体
系
的
な
研
究

で
あ
っ
た

）
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
国
際
関
係
の
理
論
と
い
う
よ
り
は
歴
史
の
方
法
論
に

関
す
る
研
究
に
近
か
っ
た
。

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の

理
論

は
ア
メ
リ
カ
で
一
般
的
に
理
論
と
い
わ
れ
る
も
の
と
は
相
当
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
帝
国

は
崩
壊
す
る

が
出
版
さ
れ
る
二
年
前
、
ア
メ
リ
カ
で
は
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
古
典
と
な
る
ウ
ォ
ル
ツ
の

国
際
政
治
の
理
論

が
出
版
さ
れ
た
。
ウ
ォ
ル
ツ
は

理
論
は
法
則
を
説
明
す
る

と
定
義
し
、
哲
学
的
解
釈
に
基
づ
く
一
般
的
な
理
論
と
は
一
線
を
画

す
一
方
で
、
自
然
科
学
や
経
済
学
に
お
け
る
理
論
の
定
義
と
の
整
合
性
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
ウ
ォ
ル
ツ
は

観
察
さ
れ
た
事
実
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を
超
越
し
た

説
明

を
追
求
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

）
。
そ
れ
に
対
し
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は

法
則
（loi

）

は
人
間
の
精
神
に
か
か
わ

る

事
件

に
適
用
す
る
に
は
相
応
し
く
な
く
、
よ
り
柔
軟
性
に
富
ん
だ

規
則
性
（re

´
g
ularite

´
s

）

の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と

し
た
う
え
で
、
複
数
の
事
件
を
見
て
も
、
そ
こ
に
法
則
は
な
く
、
類
似
点
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
論
じ
た

）
。
ウ
ォ
ル
ツ
と

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
権
力
政
治
的
な
視
点
、
国
家
中
心
主
義
な
ど
の
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、

両
者
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

現
実

は
異
な
っ
て
い
た
。
ウ
ォ
ル
ツ
は
帰
納
主
義
的
な
研
究
を

現
実

と
し
て
発
表
す
る

こ
と
に
違
和
感
を
持
ち
、

現
実

と
は
長
年
を
か
け
て

再
構
築
さ
れ
た
概
念

で
あ
る
と
考
え
て
い
た

）
。
一
方
で
デ
ュ
ロ
ゼ
ル

は

歴
史
的
帰
納
法

に
よ
っ
て

理
論

を
探
求
し
た
の
で
あ
る

）
。
そ
し
て
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の

現
実

と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
っ

た
。メ

ル
ル
は
こ
う
し
た
国
際
関
係
史

学
派

が

事
件
史
に
基
づ
く
概
念
を
隠
れ
蓑
に
し
て
、
い
か
な
る
問
題
意
識
に
対
し
て
も

ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
を
起
こ
し
て
い
る
よ
う
だ

と
容
赦
な
く
批
判
し
、
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
主
張
す
る
実
際
の
人
間
が
常
に
理
性
的
に
反

応
す
る
に
は
程
遠
く
、
そ
の
行
動
が
予
測
不
可
能
な
場
合
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
場
合
、
理
論
構
築
な
ど
無
理
だ
と
論
じ
た

）
。

ま
た
国
際
関
係
史
が
史
料
に
基
づ
い
た
研
究
で
あ
る
た
め
、
自
ず
と
分
析
の
対
象
が
史
料
の
残
り
や
す
い
政
治
指
導
者
に
偏
り
、
外

交
政
策
に
注
目
が
集
ま
る
一
方
で

国
際
活
動

が
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
メ
ル
ル
は
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
ら
が

外
交
論
と
国
際
関
係
論
と
を
混
同
し
て
い
る
と
批
判
し
た

）
。

メ
ル
ル
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
史
、
政
治
学
を
問
わ
ず
リ
ア
リ
ズ
ム
を
掲
げ
て
い
る
研
究
者
は

現
実

の
裏
に
あ

る
経
験
主
義
に
寄
り
か
か
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
理
論
家
が

概
念
創
作
者

、
あ
る
い
は

シ
ス
テ
ム
創
作
者

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
憤
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を

魔
法
の
解
毒
剤

の
よ
う
に
使
っ
て
他
の
理
論
を

愚
論

と
し
て
退
け

る
の
に
利
用
し
て
い
る
と
批
判
し
た
。
そ
う
し
た
批
判
は
政
治
学
の
立
場
か
ら
歴
史
を
論
じ
る
研
究
者
や
国
際
法
の
研
究
者
に
も
向

け
ら
れ
た

）
。
メ
ル
ル
の
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
は
ア
ロ
ン
に
も
及
び
、
外
交
戦
略
重
視
の
国
際
関
係
論
は
経
済
的
要
因
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
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的
要
因
を
政
治
に
従
属
さ
せ
、
パ
ワ
ー
と
国
家
重
視
の
議
論
の
隆
盛
に
つ
な
が
っ
た
と
主
張
し
た
。
メ
ル
ル
に
よ
る
と
、
多
く
の
経

験
主
義
的
叙
述
論
者
が

ア
ロ
ン
的
パ
ラ
ダ
イ
ム

を

研
究
の
正
統
化

に
利
用
し
て
い
た

）
。

メ
ル
ル
は

フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
に
固
有
の
問
題
意
識
は
存
在
し
な
い

と
論
じ
、

フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
論
学
派
も
存
在
し

な
い

と
嘆
い
た
。
そ
の
国
際
関
係
論
の
特
徴
は
第
一
に

経
験
主
義
的
叙
述
論

を
隠
れ
蓑
に
し
て
多
く
の
研
究
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
存
在
し
て
い
る
多
様
な
問
題
意
識
が
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
フ
ラ
ン
ス
に

お
け
る
国
際
関
係
論
と
は
伝
統
的
な
歴
史
研
究
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
与
え
て
い
た
。
第
二
の
特
徴
は
多
く
の
研
究
者
が
自
ら
の
問

題
意
識
を
理
論
で
以
っ
て
正
当
化
す
る
努
力
を
怠
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
歴
史
、
法
律
、
経
済
な
ど
各
々
が
研
究
の

作
法

を
持
ち
、
相
互
交
流
が
行
わ
れ
な
い
状
況
下
、
単
な
る
寄
せ
集
め
で
は
な
い
国
際
関
係
論
と
し
て
の
問
題
意
識
を
醸
成
す
る
こ
と
で

は
じ
め
て

仏
国
学
派

と
し
て
の
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
メ
ル
ル
は
国
際
関
係
論
研
究
の
対
象
と
範
囲
に
関
す
る
最

低
限
の
合
意
が
な
い
限
り
、
客
観
的
に
み
て
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
論
研
究
は
迷
走
し
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
と
警
告
し
た

）
。
英
国
学
派

は

国
際
社
会

を
分
析
枠
組
み
と
し
て
理
論
化
に
取
り
組
ん
だ

）
。
端
的
に
い
え
ば

フ
ラ
ン
ス
は
い
か
な
る
分
析
枠
組
み
を
用
い

て
理
論
化
に
取
り
組
む
の
か

と
い
う
問
い
に
答
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

四

国
際
関
係
史
と
欧
州
統
合

第
二
次
大
戦
後
の
欧
州
統
合
の
現
実
化
は
国
際
関
係
論
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
っ
た
。
国
際
関
係
の
根
幹
に
あ
る
国
家
主
権
の
概
念

が
論
争
の
対
象
と
な
っ
た
か
ら
だ
。
一
九
四
九
年
、
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
の
講
演
を
基
に

一
九
世
紀
政

治
思
想
の
中
で
の
欧
州
連
邦
思
想

と
い
う
小
冊
子
を
出
版
し
た
。
そ
の
な
か
で
戦
争
の
よ
う
な

大
事
件

の
後
、
戦
争
回
避
の

手
段
や
平
和
維
持
の
手
段
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
一
八
一
五
年
、
一
八
四
〇
年
、
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一
八
四
八
年
、
一
八
六
八
年
、
そ
し
て
一
八
七
一
年
の
周
辺
で
最
も
鮮
明
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
組
織

化
の
構
想
が
出
た
の
で
あ
る

）
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
時
期
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

を
構
想
し
た
思
想
家
、
文
学
者
、
あ
る
い
は
経
済
学
者
の
思
想
を
紹
介
し
た
。
同
時
に

一
部
の
平
和
運
動
の
研
究
者
が
こ
う
し
た
構
想
を
過
剰
評
価
し
て
い
る
と
批
判
し
、
統
合
論
は
政
治
指
導
者
の
蚊
帳
の
外
で
構
想
さ

れ
、
そ
の
現
実
外
交
へ
の
影
響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
そ
も
そ
も
構
想
し
た
当
事
者
た
ち
も
世
論
教
育
を
考
え
、
実
現
可

能
性
に
つ
い
て
は
悲
観
的
で
あ
っ
た
と
付
け
加
え
た
。

ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
一
九
世
紀
の

欧
州
連
邦

構
想
を
め
ぐ
る
動
き
か
ら
三
つ
の
事
実
を
確
認
で
き
た
と
論
じ
た
。
第
一
に
統
合

実
現
の
条
件
と
し
て
政
治
体
制
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に

政
治
的
連
帯

の
実
現
に
は

経
済
的
連
帯

が
事
前
に
必
要

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
通
貨
統
合
と
関
税
同
盟
を
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
た
。
第
三
に
一
九
世
紀
初
頭
は
理
想
主
義
的
な
連
邦
国
家

構
想
が
多
か
っ
た
が
、
徐
々
に

控
え
め
な

国
家
連
合
構
想
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
現
実
的
に
な
っ

た
と
い
う
わ
け
だ
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は

面
白
い
時
代
を
研
究
し
た
だ
け

と
論
じ
た
が
、
統
合
を
論
じ
た
背
景
に
は
明
ら
か
に
同

時
代
史
的
な
関
心
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う

）
。

一
九
五
〇
年
の
シ
ュ
ー
マ
ン
宣
言
、
そ
し
て
一
九
五
二
年
の
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
の
創
設
と
い
っ
た

事
件

は
国
際
関
係
の

分
野
で
理
論
を
め
ぐ
る
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た

）
。
機
能
主
義
、
新
機
能
主
義
、
そ
し
て
政
府
間
主
義
な
ど
が
競
合
し
、
一
九
六
〇
年

代
に
は
新
機
能
主
義
が
フ
ラ
ン
ス
の
ド
・
ゴ
ー
ル
（C

h
arles

d
e
G
a
ulle

）
の
一
連
の
外
交
政
策
を
説
明
で
き
な
く
な
り
、
ホ
フ
マ

ン
が
新
機
能
主
義
批
判
を
展
開
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
政
府
間
主
義
が
有
力
な
理
論
と
な
っ
た

）
。

フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お
い
て
欧
州
統
合
が
急
速
に
問
題
化
し
た
の
は
一
九
九
二
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
問
題
が
国
民
投

票
に
付
さ
れ
て
か
ら
で
あ
っ
た

）
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
以
上
に
欧
州
統
合
の
問
題
に
関
心
を
払
っ
た
が
、
本
格
的
に
欧
州

統
合
史
に
関
す
る
共
同
研
究
を
進
展
さ
せ
た
の
は
パ
リ
第
一
大
学
で
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
講
座
を
引
き
継
い
だ
ジ
ロ
ー
（R

e
n
e
´

G
i‑

ra
ult

）
や
そ
の
後
任
の
フ
ラ
ン
ク
（R

o
b
ert

F
ra

n
k

）
な
ど
で
あ
っ
た
。
経
済
史
的
な
国
際
関
係
史
を
専
門
と
し
て
い
た
ジ
ロ
ー
は
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外
交
と
安
全
保
障
の
み
な
ら
ず
、
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
に
も
取
り
組
ん
だ
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
は

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
欧
州
統
合
史
は
目
的
論
的
、
単
線
的
に
叙
述
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
さ

ら
に
一
部
の
統
合
推
進
者
は
神
話
化
さ
れ
た

）
。
ジ
ロ
ー
の
目
標
は
統
合
史
を

現
実
の
世
界

に
戻
し
、

脱
神
話
化

さ
せ
る
こ

と
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
で
は
経
済
史
の
ミ
ル
ワ
ー
ド
（A

la
n
S.

M
il
w
ard

）
が
同
じ
よ
う
に

脱
神
話
化

を
目
指
し
、
欧
州
統
合
を
国
益

実
現
の
手
段
と
し
て
論
じ
て
い
た
が
、
ジ
ロ
ー
ら
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
各
側
面
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
論
じ
る
方
法
は
そ
う
し
た
ミ

ル
ワ
ー
ド
の
議
論
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た

）
。
ジ
ロ
ー
は
伝
統
主
義
的
な
方
法
論
を
尊
重
し
な
が
ら
も
超
国
家
性
の
現
実
を
見
据

え
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
伝
統
的
な
政
治
史
の
研
究
者
は
欧
州
統
合
史
に
方
法
論
的
な
強
引
さ
を
見
出
し
、
パ
リ
政
治
学
院
の
ル
ー
ス
リ
エ

（Nicolas
R
o
u
sselier

）
は
原
理
的
な
論
争
を
挑
ん
だ
。
ル
ー
ス
リ
エ
は
ロ
ー
マ
条
約
や
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
本
質
的
に
は
国

家
間
条
約
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
や
ウ
ィ
ー
ン
な
ど
過
去
の
条
約
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
と
ま
で
論
じ
た

）
。
つ

ま
り
欧
州
統
合
の
ア
ク
タ
ー
は
あ
く
ま
で
も
国
家
で
あ
る
と
の
立
場
を
と
り
、
欧
州
統
合
史
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

ル
ー
ス
リ
エ
に
と
っ
て
比
較
史
的
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

史
は
類
型
学
で
し
か
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
欧
州
統
合
史
が
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ

ト
条
約
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る

補
完
性
の
原
理

）

に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
皮
肉
を
込
め
て
批
判
し
た
。
た

と
え
ば
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
移
動
、
メ
デ
ィ
ア
の
発
展
や
交
通
網
の
整
備
な
ど

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル

で
起
こ
っ
て
い
る
事

象
と
、
政
党
の
伝
統
、
選
挙
態
度
な
ど

国
家
レ
ベ
ル

で
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
の
間
に
は
分
断
が
あ
る
と
指
摘
し
た
の

で
あ
る
。
こ
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
と
化
し
て
し
ま
う
よ
う
な

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

史
を
批
判
し
、
歴
史
に
果
た
し
て

補
完
性
の
原
理

を
適
用
で
き
る
の
か
ど
う
か
疑
問
を
投
げ
か
け
た

）
。
ル
ー
ス
リ
エ
は

欧
州
合
衆
国

の
首
都
で
民
衆
が
そ
の
政
府
を
転
覆
し
よ

う
と
す
る
よ
う
な
状
況

が
生
じ
た
時
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

史
の

事
件

に
つ
い
て
叙
述
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
結
局
の
と
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こ
ろ
方
法
論
と
し
て
の
欧
州
統
合
史
を
用
い
る
こ
と
は
早
計
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
だ

）
。

ル
ー
ス
リ
エ
の

補
完
性
の
原
理

に
関
す
る
解
釈
と
引
用
方
法
は
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
通
説
的
理
解
と
は
言
え
な
い
側
面
が

あ
る
。
そ
れ
で
も
フ
ラ
ン
ク
は
こ
う
し
た
ル
ー
ス
リ
エ
の
批
判
に
反
論
し
た
。
た
し
か
に
欧
州
統
合
史
は
時
と
し
て
未
来
へ
の
展
望

を
強
く
意
識
し
て
叙
述
さ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ク
も
ま
た
目
的
論
的
な
統
合
史
を
批
判
し
、

ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド

と
し
て
描
か
れ
る
危

険
性
を
指
摘
し
た
。
し
か
し

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
現
実
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ク
は
そ
れ
が
地
理
的
な
空
間
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
り
、

文
明
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
り
、
統
合
体
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
る
と
論
じ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

概
念
の
多
義
性
を
論
じ
た
。
こ
の

三
つ
の
要
素
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
成
り
立
っ
て
い
た

）
。
い
わ
ば
目
的
論
を
避
け
な
が
ら
複
雑
な

ヨ
ー
ロ
ッ

パ

を
論
じ
る
の
が
欧
州
統
合
史
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
か
ら
し
て
み
れ
ば
ル
ー
ス
リ
エ
は
四
〇
年
に
わ
た
る
国
際
関
係
史
の
成
果

を
無
視
し
、
条
約
の
法
的
な
側
面
に
ば
か
り
注
目
し
て
い
た
。
フ
ラ
ン
ク
に
と
っ
て
ロ
ー
マ
条
約
や
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
明
ら

か
に
そ
れ
ま
で
の
条
約
と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
あ
り
、
超
国
家
性
へ
の
意
志

が
あ
っ
た
の
だ

）
。

フ
ラ
ン
ク
は
ジ
ロ
ー
の
問
題
提
起
を
引
き
継
ぎ
、
外
交
史
や
制
度
史
で
は
な
い
欧
州
統
合
史
の
叙
述
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
哲

学
者
の
ベ
ン
ダ
（Julie

n
B
e
n
d
a

）
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の

構
築
性

に
注
目
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は

事
実
と
し
て
は
存
在
せ
ず
、

同
質
で
あ
る

と
認
識
し
、
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
い
う
考
え
だ
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ

た
フ
ラ
ン
ク
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
生
じ
る
に
は
そ
の
た
め
の
一
体
化
の
過
程
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
た
。
具
体
的
に
は
ベ
ン
ダ

が
論
じ
た
よ
う
に
一
九
世
紀
の
ド
イ
ツ
の
政
治
エ
リ
ー
ト
が
関
税
同
盟
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
フ
ィ
ヒ
テ
（Jo

h
a
n
n
Fic

hte

）
の

ド
イ
ツ
国
民
に
告
ぐ

に
よ
り

ド
イ
ツ
思
想

を
定
着
さ
せ
た
例
を
挙
げ
た
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
文
化

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
醸
成
が
直
ち
に
統
一
体
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
と
論
じ
、
ベ
ン
ダ
の
議
論
を
補
う
必
要
性
を
指
摘
し

た
）。
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そ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
が
持
ち
出
し
た
の
が

深
層
の
諸
力

論
で
あ
っ
た
。
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
国
家
に
対
す
る
集
団
的
な
帰
属
感
を

国
民
感
覚
（se

nti
m
e
nt

n
atio

n
al

）

と
表
現
し
た

）
。
フ
ラ
ン
ク
は
そ
れ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
レ
ベ
ル
に
援
用
し

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
感
覚

（se
nti

m
e
nt

e
u
ro

p
e
´
e
n

）

と
表
現
し
た
。
し
か
し
、

感
覚

は
理
性
に
基
づ
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
帰
属
で
は
な
く
、
情
念
や

衝
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
目
標
を
伴
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識
（co

n‑

scie
n
ce

e
u
ro

p
e
´
e
n
n
e

）

と
い
う

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
必
要
性

を
含
ん
だ
用
語
を
挙
げ

た
。
そ
こ
に
は
欧
州
統
合
の
成
功
と
い
う
明
確
な
目
標
が
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
に
と
っ
て
欧
州
統
合
史
は
現
状
に
対
す
る
強
い
問
題

意
識
を
含
む
同
時
代
史
で
も
あ
っ
た
。
哲
学
者
の
リ
ク
ー
ル
（Pa

ul
R
icœ

u
r

）
は
同
時
代
史
に
は
二
種
類
あ
る
と
説
明
し
た
。
第

一
に

結
末
の
あ
る
近
い
過
去

の
歴
史
で
あ
り
、
第
二
に

ま
だ
結
末
が
な
い
う
え
に
、
そ
れ
が
ど
う
展
開
す
る
か
分
か
ら
な

い

歴
史
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
は
欧
州
統
合
史
が
第
二
の
定
義
に
あ
て
は
ま
る
と
論
じ
、
［
筆
者
註
│
今
後
の
統
合
の
展
開
が
分

か
ら
な
い
と
い
う
］
リ
ス
ク
を
覚
悟
で
叙
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
論
じ
た

）
。

フ
ラ
ン
ク
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識

を
現
実
の

事
件

と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
欧
州
統
合
史
を
論
じ
た
。
歴
史
的
に

見
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識

は
ド
イ
ツ
や
ソ
連
の
脅
威
に
対
抗
す
る
目
的
で
醸
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
欧
州
統
合
史

は

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識

の
織
り
成
す

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
サ
イ
ク
ル
（cy

cles

e
u
ro

p
e
´
e
n
s

）

の
歴
史
で
も
あ
っ
た
。
シ
ュ
ー
マ
ン
宣
言
は

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
復
興
さ
せ
、
欧
州
防
衛
共

同
体
の
失
敗
に
導
い
た
。
次
は
逆
に
そ
の
失
敗
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識

を
覚
醒
さ
せ
メ
ッ
シ
ー
ナ
決
議
の
採
択
に
結
実
し
た
。
そ

の
後
も

サ
イ
ク
ル

は
続
き
、
一
九
八
九
年
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識

を
急
激
に
高
め
た
一
方
で
、
一

九
九
二
年
の
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
は
欧
州
統
合
懐
疑
論
が
台
頭
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
フ
ラ
ン
ク
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識

の
変

遷
を
追
う
こ
と
で
同
時
代
史
と
し
て
の
欧
州
統
合
史
を
叙
述
し
な
が
ら
も
目
的
論
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る

）
。

フ
ラ
ン
ク
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
意
識

を
通
じ
て
欧
州
統
合
史
を
描
く
こ
と
で

深
層
の
諸
力

だ
け
で
は
な
く
国
際
関
係
理
論
と
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の
接
点
も
あ
る
と
主
張
し
た
。

意
識

に
よ
っ
て

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
構
築
さ
れ
る
と
い
う
視
点
は
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ

ム
と
合
致
し
た
の
で
あ
る

）
。
実
際
に
は
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
い
っ
て
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
研
究
者
に
よ
っ
て
振

幅
が
あ
る
の
だ
が
、
ア
ク
タ
ー
の

信
念

や

認
識

を
重
視
す
る
点
で
主
観
主
義
的
で
あ
り
、
歴
史
学
と
接
点
が
あ
っ
た

）
。
こ

う
し
て
欧
州
統
合
へ
の
関
心
は
理
論
へ
の
関
心
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
国
際
関
係
史
の
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
的
な
側
面
を
強
調
し
た
フ
ラ
ン
ク
も
、
そ
れ
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
歴
史
家
が

現
実
に
起
こ
っ
た
過
去
の
複
雑
な
す
べ
て
の
面

を
説
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
理
論
的

研
究
と
の
相
性
の
悪
さ
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ラ
ン
ク
は
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
が

す
べ
て
の
帝
国
は
崩
壊
す
る

を
執
筆
し
た
こ

と
は
理
論
を
扱
う
と
い
う
危
険
に
挑
ん
だ
の
で
あ
り
、
［
筆
者
註
│
帝
国
は
必
ず
崩
壊
す
る
と
い
う
］
歴
史
に
お
け
る
数
少
な
い
法

則
を
見
出
し
た
も
の
の
、
彼
の
最
良
の
研
究
に
は
程
遠
い

と
厳
し
く
批
判
し
た
。
歴
史
家
は

控
え
め

で
あ
る
必
要
が
あ
っ
た
。

フ
ラ
ン
ク
は

既
に
歴
史
家
は
過
去
を
予
測
す
る
こ
と
に
苦
労
し
て
い
る
の
に
、
未
来
を
分
析
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
は
た
ま
ら

な
い

と
あ
え
て
矛
盾
し
た
表
現
で
国
際
関
係
史
と
国
際
関
係
理
論
と
の
関
係
の
難
し
さ
を
吐
露
し
た
の
で
あ
る

）
。
理
論
は

説

明

、
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は

理
解

を
す
る
た
め
の
も
の
だ
が
、
フ
ラ
ン
ク
は

予
測

的
な
役
割
を
示
唆
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
限
界
を
主
張
し
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

最
晩
年
の
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
共
著
論
文
の
な
か
で
国
際
関
係
史
の
研
究
史
を
回
顧
し
た
。
そ
こ
に
短
い
な
が
ら
も
フ
ラ
ン
ス
国
際
関

係
史
の
特
徴
が
凝
縮
さ
れ
て
い
た
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
ア
ナ
ー
ル
学
派
が
提
起
し
た

外
交
史
と
国
際
関
係
史
と
の
間
に
は
矛
盾
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か

と
い
う
問
題
を

フ
ラ
ン
ス
特
有
の
も
の

で
あ
り
、
そ
も
そ
も
誤
っ
た
設
問
で
あ
る
と
痛
烈
に
批
判
し
た

）
。
フ
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ラ
ン
ス
国
際
関
係
史
の
特
殊
性
は
そ
の
ア
ナ
ー
ル
学
派
に
対
す
る
対
抗
意
識
の
な
か
で
発
展
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
デ
ュ
ロ

ゼ
ル
は
同
学
派
の
台
頭
に
よ
っ
て
勢
い
を
失
っ
た
歴
史
分
野
の
活
性
化
に
尽
力
し
た
。
た
と
え
ば
パ
リ
第
一
大
学
の
軍
事
史
講
座
の

創
設
な
ど
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る

）
。

国
際
関
係
史
も
時
代
状
況
と
無
縁
で
は
な
く
ス
ポ
ー
ツ
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど
も
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は

外
交
史
的
な
国
際
関
係
史

の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
国
家
、
帝
国
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
政
治
ア
ク
タ

ー
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
ろ
う
と
、
ア
ク
タ
ー
間
の
関
係
を
研
究
す
る
に
は
外
交
官
の
行
動
を
知
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る

と
論
じ
た

）
。

こ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

外
交
史
へ
の
回
帰

と
い
っ
た
現
象
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た

）
。
晩
年
の
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
国
際
関

係
理
論
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

歴
史
と
は
事
件
史
、
あ
る
い
は
事
件
史
の
集
合
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
は
あ

り
え
な
い

と
い
う
趣
旨
の
記
述
か
ら
も
そ
う
し
た
姿
勢
が
う
か
が
え
る

）
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
国
家
の
重
要
性
を

強
調
し
、
革
新
的
な
立
場
と
距
離
を
置
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
宗
教
に
基
づ
く
連
帯
感
も
マ
ル
ク
ス
主
義
な
ど
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基

づ
く
連
帯
感
も
国
家
へ
の
帰
属
意
識
を
基
盤
と
し
た
連
帯
感
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
フ
ラ
ン
ス
の
国
際
関
係
史
は

学
派

で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら

人
間
が
築
い
た
共
同
体
の
関
係
性

を
研
究
す
る
集
団
で
あ
り
、
メ
ン
バ
ー
は
自
由
に
活
動
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

運
動

で
あ
る
と
論
じ
た
。

学
派

と
い
う
も

の
は
い
ず
れ
教
条
主
義
、
形
式
主
義
に
陥
り
、
枯
渇
す
る
と
考
え
て
い
た
の
だ

）
。

フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史

学
派

は
理
論
的
研
究
を
実
施
す
る

学
派

に
な
る
に
は
あ
ま
り
に
も
歴
史
学
に
忠
実
す
ぎ
た
。
英

国
学
派
も
多
種
多
様
な
研
究
者
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

学
派

だ
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
い
う
よ
う
な
教
条
主

義
に
陥
る
わ
け
で
は
な
い
。
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
や
ア
ロ
ン
の
理
論
に
関
心
を
寄
せ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
十
分
に
国
際
関
係

史
に
応
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
続
く
研
究
者
も
こ
う
し
た
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
立
場
を
引
き
継
い
だ
。
フ
ラ
ン
ク
は
国
際
関
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係
史
と
他
分
野
と
の
交
流
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
研
究
者
が
依
然
と
し
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
と
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の

遺

産

を
引
き
継
い
で
研
究
し
て
い
る
と
論
じ
た

）
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
交
流
は
以
前
か
ら
既
に
行
わ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ

カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ク
の
い
う

遺
産

に
古
典
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
含
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
か
の
よ
う
に
晩
年
の
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
自
身
に
影
響
を
与
え
た
三
人
の
研
究
者
と
し
て
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
、

ア
ロ
ン
、
そ
し
て
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
の
名
を
挙
げ
た

）
。
さ
ら
に
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
の
門
下
の
ヴ
ァ
イ
ス
（M

a
u
rice

V
aı̈
sse

）
は
国
際
関

係
史
の
刷
新
に
寄
与
し
た
文
献
と
し
て
、

諸
国
間
の
平
和
と
戦
争

、

国
際
関
係
史
入
門

、
そ
し
て

す
べ
て
の
帝
国
は
崩
壊
す

る

を
挙
げ
た

）
。
こ
こ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史
の
理
論
全
般
を
警
戒
し
な
が
ら
も
リ
ア
リ
ズ
ム
に
惹
か
れ
た
姿
が
見
え
て
く
る
。

国
際
関
係
論
の
研
究
に
は
歴
史
と
理
論
と
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
が
求
め
ら
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史

学
派

の
古
典
的
リ

ア
リ
ズ
ム
の
受
容
は
そ
の
端
緒
と
な
り
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
受
容
は
根
を
張
ら
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

理
論
と
距
離
を
置
く
に
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
（Pa

ul
W.

S
c
h
ro
e
d
er

）
の
よ
う
に
歴
史
に
基
盤
を
置
き
つ
つ
、

ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
歴
史
へ
の
妥
当
性
を
検
証
し
、
そ
れ
を
否
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
研
究
は
歴
史
と
理
論
と
の

間
の
対
話
を
深
め
る
た
め
に
も
有
効
な
は
ず
で
あ
っ
た

）
。

メ
ル
ル
が
論
じ
た
よ
う
に
理
論
構
築
に
は
共
有
の
問
題
意
識
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
歴
史
の
殻
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
も
必
要

で
あ
る
。

深
層
の
諸
力

は
有
力
な
方
法
論
と
は
な
り
つ
つ
も
理
論
に
は
発
展
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
英
国
学
派
に
お
け
る

国
際
社
会

の
よ
う
な
世
界
観
は
な
か
っ
た
。
世
界
観
を
提
示
し
な
い
限
り

仏
国
学
派

が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

［
付
記
］
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
の
遠
藤
乾
先
生
と
成
蹊
大
学
法
学
部
助
教
の
板
橋
拓
己
先
生
に

大
変
貴
重
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
頂
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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（
1
）

李
鍾
元

歴
史
か
ら
見
た
国
際
政
治
学

、
李
鍾
元
・
田
中
孝
彦
・
細
谷
雄
一
編

日
本
の
国
際
政
治
学
・
第
四
巻
・
歴
史
の
な
か

の
国
際
政
治

（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
九
年
）、
三
頁
。
日
本
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
を
参
照
。
細
谷
雄
一

国
際
政
治
史
の
系
譜
学
│
│
戦

後
日
本
の
歩
み
を
中
心
に
│
│

、
同
上
、
一
九
│
三
五
頁
。

（
2
）F

re
d
eric

k
L.

S
c
h
u
m
a
n,

L'
e
´
tu

d
e
d
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales

a
u
x
E
tats‐

U
nis,"

in
‑

(
P
aris:

U
N
E
S
C
O,
1
9
5
0),

p.
5
93.

（
3
）

細
谷
雄
一

英
国
学
派
の
国
際
政
治
理
論
│
│
国
際
社
会
・
国
際
法
・
外
交
│
│

法
学
政
治
学
論
究

第
三
七
号
（
一
九
九
八

年
夏
季
号
）、
二
三
八
│
二
四
四
頁
。

（
4
）Jo

¨
r
g
F
rie

dric
h
s
a
n
d

O
le

Wæ
v
er,

W
ester

n
E
u
ro

p
e:

str
u
ctu

re
a
n
d
strate

g
y
at

th
e
n
atio

n
al

a
n
d
re

gio
n
al

le
v
els,"

A
rle

n
e
B.

T
ic
k
n
er

a
n
d
O
le

Wæ
v
er(

e
ds.),

(
L
o
n‑

d
o
n:

R
o
utle

d
g
e,
2
0
0
9),

p
p.
2
6
3
‐
26
4.

（
5
）

邦
語
に
お
い
て
は
以
下
の
三
本
の
論
文
が
あ
る
。
武
者
小
路
公
秀

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
政
治
学

国
際
政
治

第
九
号

（
一
九
五
九
年
六
月
）、
一
四
七
│
一
五
三
頁
。
中
原
喜
一
郎

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
政
治
学
の
現
状

国
際
政
治

第
四
九
号

（
一
九
七
三
年
一
〇
月
）、
一
四
八
│
一
五
九
頁
。
大
井
孝

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
関
係
研
究
の
発
展
（
一
九
五
二
│
一
九
七
四
）

東
京
学
芸
大
学
紀
要
・
第
三
部
門
・
社
会
科
学

第
二
九
集
（
一
九
七
七
年
一
一
月
）、
一
〇
七
│
一
二
九
頁
。

（
6
）

ア
ロ
ン
に
関
し
て
は
邦
語
で
の
研
究
が
数
多
く
あ
る
。
な
か
で
も
次
の
研
究
は
ア
ロ
ン
と
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
と
の
対
比
を
明
快
に
論
じ

て
い
る
。
中
本
義
彦

レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の

リ
ア
リ
ズ
ム

批
判

法
政
研
究

九
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
年
二
月
）、
六
一
│
一
二

〇
頁
。

（
7
）

M
arie‐

Cla
u
d
e
S
m
o
uts(

e
ntretie

n),
L
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales

e
n
F
ra

n
ce:

re
g
ard

s
u
r
u
n
e
disciplin

e,"

,
nº4

7
(
a
uto

m
n
e2
00
2),

p.
8
4.

ま
た
ホ
フ
マ
ン
の
変
遷
に
つ
い
て
は
次
の
研
究
が
詳
し

い
。
渡
邊
啓
貴

ス
タ
ン
レ
イ
・
ホ
フ
マ
ン
の
国
際
政
治
観

法
学
研
究

第
五
六
巻
第
三
号
（
一
九
八
三
年
三
月
）。
ア
ロ
ン
の
理
論

を
意
識
し
て
い
た

初
期
ホ
フ
マ
ン

に
関
し
て
は
次
の
研
究
を
参
照
。
黒
田
俊
郎

レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
の
跡
を
追
っ
て
│
│
初
期
ホ

フ
マ
ン
に
お
け
る

戦
争
と
平
和

│
│

思
想

第
一
〇
二
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
四
月
）、
一
九
六
│
二
一
七
頁
。

（
8
）

ス
タ
ン
レ
イ
・
ホ
フ
マ
ン
（
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
‥
マ
イ
ケ
ル
・
ス
ミ
ス
、
翻
訳
‥
中
本
義
彦
）

伝
統
的
国
家
観
の
崩
壊
を
前
に
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外
交
フ
ォ
ー
ラ
ム

九
六
号
（
一
九
九
六
年
八
月
）、
一
九
頁
。

（
9
）

ア
ス
ネ
ー
ル
は
ア
ロ
ン
の
中
心
的
な
命
題
で
あ
る

戦
争
と
平
和

を
超
え
る
こ
と
を
提
唱
し
、
ア
ロ
ン
の

外
交
官
と
軍
人

を

中
心
と
し
た
国
際
政
治
観
か
ら

ブ
ル
ジ
ョ
ア
と
野
蛮
人

を
中
心
と
し
た
国
際
政
治
観
へ
の
移
行
を
説
い
た
。
ア
ス
ネ
ー
ル
の
考
え
を

短
く
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
以
下
の
論
文
が
あ
る
。Pierre

H
ass

n
er,

C
o
n
clu

sio
n:

Inter
n
atio

n
al

R
elatio

n
s
T
h
e
or
y
a
n
d

N
e
w

W
orld

O
rd

er,"
in

M
arie‐

Cla
u
d
e
S
m
o
uts(

e
d.),

(
L
o
n‑

d
o
n:

H
u
rst&

C
o
m
p
a
n
y,
2
00
1),

p
p.
21
6
‐
2
1
9.

（
10
）Jo

¨
r
g
F
rie

dric
h
s,

(
L
o
n‑

d
o
n
a
n
d
N
e
w

Y
or

k:
R
o
utle

d
g
e,
20
0
4),

p
p.
3
2
‐3
3.

（
11
）

.,
p
p.
3
3
‐4
3.

（
12
）

英
米
の
外
交
史
な
ど
と
理
論
と
の
関
係
か
ら
学
際
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
を
検
討
し
た
研
究
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
篠
原
初

枝

外
交
史
・
国
際
関
係
史
と
国
際
政
治
学
理
論
│
│
国
際
関
係
論
に
お
け
る
学
際
ア
プ
ロ
ー
チ
の
可
能
性
へ
む
け
て
│
│

ア
ジ
ア

太
平
洋
討
究

第
一
一
号
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
）、
一
八
五
│
一
九
八
頁
。
フ
ラ
ン
ス
国
際
関
係
史
と
理
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
触
れ

た
研
究
は
少
な
い
が
、
次
の
論
文
を
挙
げ
て
お
く
。A

nth
o
n
y
A
d
a
m
th

w
aite,

L
a
R
ec

h
erc

h
e
fra

nç
aise

et
la

re
´
in
v
e
ntio

n

d
e
l'
H
istoire

diplo
m
atiq

u
e:

les
co

ntrib
utio

n
s
d
e
Pierre

R
e
n
o
u
vin,

d
e
Je
a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle

et
d
e
R
e
n
e
´

G
i‑

ra
ult,"

(
ci‐

a
pre
｀
s

),
nº4

(
d
e
´
ce

m
bre2

00
5),

p.
3
5
9.

ま
た
次
の
研
究
は
国
際
関
係
史

学
派

に
属
し
て
い
る
歴
史
家
自
身
が
理
論
と
の
関
係
に
若
干
言
及
し
て
お
り
、
本
論
文
に
お
い
て
批
判
的
に
検
証
し
た
。R

o
b
ert

F
ra

n
k,

P
e
n
ser

historiq
u
e
m
e
nt

les
relatio

n
s
inter

n
atio

n
ales,"

,
v
ol.4

(2
0
03).

（
13
）Pierre
F
a
vre,

(
P
aris:

F
a
y
ard,

19
89),

p.
10
5.

（
14
）Sta
nislas

Je
a
n
n
esso

n,
L
a
for

m
atio

n
d
es

diplo
m
ates

fra
nç

ais
et

le
u
r
a
p
proc

h
e

d
es

relatio
n
s
inter

n
a‑

tio
n
ales

a
｀

la
fin

d
u
X
I
X
e
sie
｀
cle,"

,
nº4

(
d
e
´
ce

m
bre2

0
0
8),

p.
3
7
4.

（
15
）A

n
dre‐́

L
o
uis

S
a
n
g
uin,

(
P
aris:

L'
H
ar‑

m
atta

n,
2
01
0),

p.
1
23.
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（
16
）

ア
ン
ド
レ
・
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
（
津
世
文
訳
）

欧
州
の
危
機

（
香
川
書
店
、
一
九
三
六
年
）。

（
17
）

も
っ
と
も
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
国
際
関
係
史
と
文
明
史
を
密
接
不
可
分
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関

し
て
は
次
の
論
文
を
参
照
し
た
。R

e
n
e
´

G
ira

ult,
P
re
´
se

ntatio
n:

D
e
R
e
n
o
u
vin

a
｀

R
e
n
o
u
vin,"

in
Pierre

R
e
n
o
u
vin(

e
d.),

(
P
aris:

H
ac

h
ette,

1
9
94),

p.
X
X
V
III.

（
18
）Pierre

R
e
n
o
u
vin,

L
a
co

ntrib
utio

n
d
e
la

F
ra

n
ce

a
｀

l'
e
´
tu

d
e
d
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales,"

in
‑

,
p
p.
5
85
‐
5
8
6.

た
だ
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
も
国
際
法
や
経
済
学
と
の
交
流
の
必
要
性
に
言
及
し
て
い
た
。

（
19
）

ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
は
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
研
究
を
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
度
々
自
ら
の
研
究
で
言
及
し
て
い
た
。

（
20
）Je

a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle,

L'
e
´
tu

d
e

d
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales:

o
bjet,

m
e
´
th

o
d
e,

p
ersp

ectiv
es,"

(
ci‐

a
pre
｀
s

),
v
ol.

II,
nº4

(
octo

bre‐
d
e
´
ce

m
bre1

9
52),

p.
67
8,

p
p.
69
0
‐
691.

（
21
）

.,
p.
6
79.

（
22
）

.,
p
p.
6
8
3‐
6
8
7.

（
23
）

大
井

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
関
係
研
究

、
一
一
八
頁
。

（
24
）D

u
roselle,

L'
e
´
tu

d
e,",

p
p.
6
96
‐
6
9
7.

（
25
）D

ario
B
attistella,

,
3

ee
´

ditio
n

m
ise

a
｀

jo
u
r
et

a
u
g
m
e
nte
´
e(

P
aris:

P
resses

d
e
la

F
N
S
P,
20
0
9),

p
p.
1
3
3‐
1
34.

（
26
）

中
本

ア
ロ
ン
の

リ
ア
リ
ズ
ム

批
判

、
七
〇
│
七
一
頁
。

（
27
）R

a
y
m
o
n
d
A
ro

n,
E
n
q
u
e
＾
te

d'
u
n
e
p
hiloso

p
hie

d
e
la

p
olitiq

u
e
e
´
tra

n
g
e
｀
re,"

,
v
ol.

III,
nº1

(
ja
n
vier‐

m
ars

19
53),

p.
8
3.

（
28
）

.,
p
p.
7
6
‐7
7.

（
29
）

両
者
の
国
際
関
係
分
析
の

出
発
点

か
ら
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
中
本

ア
ロ
ン
の

リ
ア
リ
ズ
ム

批
判

、
六
六
│
六
七
頁

参
照
。

（
30
）A

lfre
d
G
rosser,

L'
e
´
tu

d
e
d
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales,

sp
e
´
cialite

´
a
m
e
´
ricain

e?,
”

,
v
ol.

V
I,

nº3
(
juil‑

let‐
se
pte

m
bre1

95
6),

p
p.
63
9
‐
6
4
2.
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（
31
）

た
だ
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
自
身
が
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
数
値
化
不
能
の
要
因
の
存
在
は
シ
ェ
リ
ン
グ
も
認
め
て
い
た
。Je

a
n‐

B
a
p‑

tiste
D
u
roselle,

P
aix

et
G
u
erre

e
ntre

les
N
atio

n
s:

L
a
th

e
´

orie
d
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales

selo
n

R
a
y
m
o
n
d

A
ro

n,"
in

(
－

)
(
P
aris:

P
u
blicatio

n
s
d
e
la

S
or‑

b
o
n
n
e,
19
9
1),

p
p.
6
7
‐8
3.

（
32
）Je

a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle,

T
h
e
´

orie
d
es

R
elatio

n
s
Inter

n
atio

n
ales:

U
n
livre

d'
A
r
n
old

W
olfers",

in
.,

p
p.

59
‐6
6.

（
33
）F

er
n
a
n
d

B
ra

u
d
el,

P
o
u
r
o
u
co

ntre
u
n
e
p
oliticolo

gie
scie

ntifiq
u
e,"

‑

,
1
8

ea
n
n
e
´
e,

nº1
(
ja
n
vier‐

fe
´

vrier1
96
3),

p.
1
1
9.

（
34
）Pierre

R
e
n
o
u
vin,

I.
L
es

ca
u
ses

d
es

g
u
erres:

U
n
e
a
n
aly

se
m
e
´
th

o
diq

u
e,"

.,
nº3

(
m
ai‐

juin196
3),

p.
478.

（
35
）Je

a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle,

Pierre
R
e
n
o
u
vin

et
la

scie
n
ce

p
olitiq

u
e,"

in
,

p
p.
9
3
‐9
4.

（
36
）Pierre

R
e
n
o
u
vin,

Je
a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle,

(
P
aris:

A
r‑

m
a
n
d
C
olin,

1
9
91),

p
p.
3
2
3
‐
32
4.

（
37
）

.,
p.
31
8.

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
道
義
性
に
過
剰
な
価
値
を
見
出
す
ア
イ
デ
ア
リ
ス
ト
を
批
判
す
る
一
方
で
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
の
よ
う

に
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
な
い
リ
ア
リ
ス
ト
を
も
批
判
し
、
よ
り
折
衷
的
な
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
を
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
デ
ュ
ロ

ゼ
ル
の
視
点
は
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
が

現
実
主
義

と

理
想
主
義

と
の
総
合
を
試
み
た
と
論
じ
た
次
の
研
究
と
も
一
致
す
る
。
奥
迫

元

A・
ウ
ォ
ル
フ
ァ
ー
ズ
の
国
際
政
治
理
論
│
│
現
実
主
義
の
再
検
討
を
求
め
て
（
一
）
│
│

早
稲
田
政
治
公
法
研
究

第
五
〇

号
（
一
九
九
五
年
一
二
月
）、
六
三
│
九
三
頁
。
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
も
実
際
に
は
パ
ワ
ー
の
追
求
だ
け
で
は
な
く
、
国
家
の
品
格
の
重
要
性

を
強
く
認
識
し
て
い
た
。
篠
原
初
枝

ア
メ
リ
カ
国
際
政
治
学
者
の
戦
争
批
判
│
│
古
典
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
構
造
的
リ
ア
リ
ズ
ム
│
│

思
想

第
一
〇
二
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
四
月
）、
二
三
六
│
二
四
〇
頁
。

（
38
）

ア
ロ
ン
の
リ
ア
リ
ズ
ム
批
判
で
あ
る

慎
慮
の
道
徳

論
に
そ
う
し
た
姿
勢
が
見
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
本

ア
ロ
ン
の

リ
ア
リ
ズ
ム

批
判

、
八
一
│
一
〇
三
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
39
）Jac

q
u
es

D
roz,

[
N
otes

Biblio
g
ra
p
hiq

u
es],

”
,

v
ol.

X
V
I,

nº2
(

A
vril1

96
6),

p
p.
3
6
2
‐3
64.

（
40
）

岸
田
達
也

解
説

、
ゲ
ル
ハ
ル
ト
・
リ
ッ
タ
ー
（
岸
田
訳
）

現
代
歴
史
叙
述
の
問
題
性
に
つ
い
て

（
創
文
社
、
一
九
六
八
年
）、
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六
八
│
六
九
頁
。

（
41
）H

e
dle

y
B
ull,

[
B
o
o
k

R
e
vie

w:
P
e
ace

a
n
d

W
ar:

A
T
h
e
or
y
of

Inter
n
atio

n
al

R
elatio

n
s],"

,
v
ol.

I
X,

nº1
1
(

N
o
v
e
m
b
er1

96
7),

p
p.
3
7
1
‐
3
7
3.

（
42
）

レ
ー
モ
ン
・
ア
ロ
ン
（
三
保
元
訳
）

レ
ー
モ
ン
・
ア
ロ
ン
回
想
録

二
│
│
知
識
人
と
し
て
の
歳
月
│
│

（
み
す
ず
書
房
、
一
九

九
九
年
）、
四
九
一
│
四
九
二
頁
。

（
43
）[

B
o
o
k
re
vie

w,
H
a
n
s

M
or
g
e
nth

a
u],

,
v
ol.61,

nº4
(

D
ece

m
b
er19

67),
p.

11
11.

中
本

ア
ロ
ン
の

リ
ア
リ
ズ
ム

批
判

、
七
九
│
八
〇
頁
。

（
44
）

高
坂
正
堯

日
本
語
版
へ
の
序

、
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
（
柏
岡
富
英
、
田
所
昌
幸
、
嘉
納
も
も
訳
）

世
紀
末
の
国
際
関
係
│
│
ア

ロ
ン
の
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
│
│

（
昭
和
堂
、
一
九
八
六
年
）、

i頁
。

（
45
）[

re
vie

w,
M
or
g
e
nth

a
u],

p.
1
1
11.

（
46
）K.

J.
T
w
itc

h
ett,

S
o
m
e
pro

ble
m
s
co

nfro
ntin

g
stu

d
e
nts

of
inter

n
atio

n
al

relatio
n
s,"

,
v
ol.27.

nº3
(
S
e
pte

m
b
er1

9
69),

p.
35
9.

（
47
）

.,
p.
3
61.

（
48
）G

e
n
e

M.
L
y
o
n
s,

E
x
p
a
n
din

g
th

e
Stu

d
y
of

Inter
n
atio

n
al

R
elatio

n
s:

T
h
e
F
re

n
c
h
C
o
n
n
ectio

n,"
‑

,
v
ol.3

8,
nº1

(
O
cto

b
er19

8
2),

p.
1
35.

（
49
）

.,
p.
1
48.

（
50
）S

m
o
uts,

L
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales,"

p.
8
4.

（
51
）

M
arcel

M
erle,

(
P
aris:

E
co

n
o
m
ica,

1
9
86),

p
p.
6
9
‐79.

メ
ル
ル
に
対

す
る
国
際
関
係
史

学
派

の
反
論
に
関
し
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。Gira

ult,
D
e

R
e
n
o
u
vin

a
｀

R
e
n
o
u
vin,"

p
p.
X
X
V‐

X
X
V
I.

（
52
）Je

a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle,

(
P
aris:

A
r
m
a
n
d

C
olin,

19
92),

p
p.
1
8
‐
1
9.

（
53
）

.,
p
p.
2
0
‐2
2.

V
oir

e
´

g
ale

m
e
nt

la
n
ote

d
e
b
as

d
e
p
a
g
e
nº3

d
e
la

p
a
g
e2
0.
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（
54
）

.,
p.
3
0,

p.
3
3.

（
55
）

ケ
ネ
ス
・
ウ
ォ
ル
ツ
（
河
野
勝
・
岡
垣
知
子
訳
）

国
際
政
治
の
理
論

（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）、
八
頁
。

（
56
）D

u
roselle,

,
p
p.
2
6
1
‐2
62.

（
57
）

ウ
ォ
ル
ツ

国
際
政
治
の
理
論

、
五
│
六
頁
。

（
58
）

大
井

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
際
関
係
研
究

、
一
一
六
頁
。

（
59
）

M
erle,

,
p.
7
6.

（
60
）

.,
p.
7
7.

な
お
デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
国
際
関
係
を

外
交
政
策

と

国
際
活
動

に
分
類
し
て
い
た
が
前
者
を

国
際
政
治

に

修
正
し
た
。D

u
roselle,

,
p.
3
8.

（
61
）

M
erle,

,
p
p.
7
3
‐
7
4.

（
62
）

.,
p.
8
5.

（
63
）

.,
p
p.
9
0
‐9
1.

（
64
）

細
谷

英
国
学
派

、
二
五
一
│
二
五
二
頁
。

（
65
）Pierre

R
e
n
o
u
vin,

‑

(
O
xford:

Clare
n
d
o
n
P
ress,

1
9
49),

p.
4.

（
66
）

.,
p
p.
2
2
‐2
3.

（
67
）

田
中
俊
郎

欧
州
統
合
の
理
念
と
そ
の
歴
史
的
展
開
│
│
欧
州
共
同
体
の
歩
み
│
│

、
細
谷
千
博
、
南
義
清
共
編

欧
州
共
同
体

（

E
C）
の
研
究
│
│
政
治
力
学
の
研
究
│
│

（
新
有
堂
、
一
九
八
〇
年
）、
一
│
二
九
頁
。

（
68
）

次
の
文
献
が
政
府
間
主
義
の
最
新
の
研
究
に
つ
い
て
詳
し
い
。Sa

bin
e
S
a
u
r
u
g
g
er,

(
P
aris:

P
resses

d
e
la

F
N
S
P,
2
0
09),

p
p.
9
3
‐
1
29.

（
69
）

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
の
批
准
を
め
ぐ
る
各
国
の
混
乱
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
田
中
俊
郎

E
Uの
政
治

（
岩
波
書
店
、

一
九
九
八
年
）、
二
九
│
三
〇
頁
。

（
70
）R

o
b
ert

F
ra

n
k,

E
ditorial－

Intro
d
u
ctio

n,"
,

nº65
‐6
6
(
ja
n
vier‐

juin

20
02),

p.
7.
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（
71
）

次
の
論
文
は
ミ
ル
ワ
ー
ド
の
問
題
提
起
を
軸
に
欧
州
統
合
史
の
研
究
史
を
論
じ
て
い
る
。
遠
藤
乾

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
史
の
フ
ロ
ン

テ
ィ
ア

、
遠
藤
・
板
橋
拓
己
編

複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
近
刊
）。

（
72
）N

icolas
R
o
u
sselier,

P
o
u
r
u
n
e
e
´
critu

re
e
u
ro

p
e
´
e
n
n
e
d
e
l'
histoire

d
e
l'
E
u
ro

p
e,"

‑

,
nº3

8
(
a
vril‐

juin1
99
3),

p.
7
6.

（
73
）

補
完
性
の
原
理

に
つ
い
て
は
、
田
中

E
Uの
政
治

、
一
三
一
│
一
三
三
頁
を
参
照
。

（
74
）R

o
u
sselier,"

P
o
u
r
u
n
e
e
´
critu

re,"
p.
83.

（
75
）

.,
p.
7
6.

（
76
）R

o
b
ert

F
ra

n
k,

U
n
e
histoire

pro
ble
´

m
atiq

u
e,

u
n
e
histoire

d
u
te

m
ps

pre
´
se

nt,"
‑

,
nº7

1
(
juillet‐

se
pte

m
bre2

00
1),

p
p.
7
9
‐
81.

（
77
）

.,
p
p.
8
3
‐8
4.

（
78
）

.,
p
p.
8
4
‐8
5.

（
79
）R

e
n
o
u
vin,

D
u
roselle,

,
p
p.
1
7
0
‐2
09.

（
80
）F

ra
n
k,

U
n
e
histoire,"

p
p.
8
5
‐8
6.

（
81
）

.,
p.
8
7.

（
82
）F

ra
n
k,

P
e
n
ser,"

p.
54.

（
83
）

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
定
義
や
そ
の
歴
史
と
の
接
点
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
が
詳
し
い
。
篠
原
初
枝

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ

ィ
ヴ
ィ
ズ
ム
と
歴
史
研
究
│
│
接
点
あ
る
い
は
親
和
性
│
│

ア
ジ
ア
太
平
洋
討
究

第
八
号
（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）、
一
│
一
六
頁
。

（
84
）F

ra
n
k,

P
e
n
ser,"

p.
60,

p.
6
5.

（
85
）Je
a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle

et
M
a
u
rice

V
aı̈
sse,

“
L'
histoire

d
es

relatio
n
s
inter

n
atio

n
ales,"

F
ra

nç
ois

B
e
´

d
arid

a

(
e
d.),

(
P
aris:

E
ditio

n
s
d
e
la

M
aiso

n
d
es

scie
n
ces

d
e

l'
h
o
m
m
e
d
e
P
aris,

19
9
5),

p.
3
51.

（
86
）

M
a
u
rice

V
aı̈
sse,

D
e
Plutarq

u
e
a
｀

la
B
o
m
b
e:

Je
a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle

et
l'
e
´
tu

d
e
d
e
la

strate
´

gie,"

,
nº8

3
(
a
uto

m
n
e1
99
5),

p.
3
3
0.
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（
87
）D

u
roselle

et
V
aı̈
sse,

L'
histoire,"

p
p.
3
5
2‐
3
53.

（
88
）F

ra
n
k,

P
e
n
ser,"

p.
48.

（
89
）D

u
roselle

et
V
aı̈
sse,

L'
histoire,"

p.
3
52.

（
90
）

.,
p.
35
4.

デ
ュ
ロ
ゼ
ル
は
一
九
六
二
年
の
段
階
で
は
ル
ヌ
ー
ヴ
ァ
ン
を
中
心
と
し
た
国
際
関
係
史
の

学
派

が
あ
る
と
記

し
て
い
た
。D

u
roselle,

P
aix

et
G
u
erre,"

p.
71.

（
91
）F

ra
n
k,

P
e
n
ser,"

p.
49.

（
92
）Je

a
n‐

B
a
ptiste

D
u
roselle,

P
re
´
face,",

in
,

p.
8.

（
93
）D

u
roselle

et
V
aı̈
sse,

L'
histoire,"

p
p.
3
5
4‐
3
55.

（
94
）P

a
ul

S
c
h
ro
e
d
er,

H
istorical

R
e
ality

vs.
N
e
o‐
re
alist

T
h
e
or
y,"

,
v
ol.1

9,
nº1

(
s
u
m
m
er

19
94),

p
p.
1
0
8
‐
14
7.
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