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一

は
じ
め
に

両
書
は
、非
西
洋
の
国
際
関
係
論
の
展
開
を
俯
瞰
し
た
編
著
で
あ
る
。

何
故
、
非
西
洋
圏
の
国
際
関
係
論
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
理
論
史
の
視
角
か
ら
で
な
い
と
回
答

で
き
な
い
問
い
で
あ
る
。
制
度
上
、
国
際
関
係
論
（In

tern
a
tio
n
a
l

 
R
ela
tio
n
s

）
と
い
う
学
問
は
第
一
次
大
戦
直
後
の
イ
ギ
リ
ス
で
誕
生

し
、
戦
間
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
を
経
て
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ

で
発
展
し
、
冷
戦
期
に
は
社
会
科
学
と
し
て
、
す
な
わ
ち
行
動
科
学
的

な
方
法
論
を
駆
使
し
て
ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
し
た
英
語
圏
で
活
況
を
呈

す
る
。
冷
戦
と
い
う
特
殊
な
時
代
状
況
も
あ
り
、
政
治
科
学（p

o
litica

l
 

scien
ce

）と
し
て
の
国
際
政
治
学
な
い
し
国
際
関
係
論
は
、（
か
か
る
視

座
に
対
し
て
の
内
在
的
な
批
判
も
含
め
て
）
専
ら
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ

ス
の
両
国
で
発
展
し
て
き
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
無
い
。
し
た
が
っ

て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
国
際
関
係
論
と
い
う
学
問
領
域
は
、
英
米

両
国
の
問
題
意
識
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
従
来
国
際
関
係
理
論

と
言
え
ば
そ
れ
は
英
語
圏
の
研
究
者
の
専
売
特
許
で
あ
り
、
非
西
洋
圏

は
言
う
に
及
ば
ず
、
西
洋
圏
で
あ
っ
て
も
非
英
語
圏
の
研
究
は
軽
視
あ

る
い
は
無
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
（
無
論
、
こ
の
こ
と
に
は
国
際
政

治
に
お
け
る
「
大
国
」
が
事
実
上
欧
米
諸
国
家
、
二
十
世
紀
以
降
は
英

米
両
国
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
関
係
し
て
い
る
）。換
言
す
れ

ば
、
国
際
関
係
論
と
い
う
学
問
に
は
、
イ
ギ
リ
ス
又
は
ア
メ
リ
カ
の
構
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築
す
る
世
界
秩
序
を
弁
証
す
る
と
い
う
傾
向
が
内
在
し
て
お
り
、
少
な

く
と
も
冷
戦
下
に
お
い
て
は
ソ
連
や
中
国
と
い
っ
た
社
会
主
義
陣
営
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
こ
の
学
問
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た

し
、
同
じ
自
由
主
義
陣
営
で
あ
っ
て
も
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
の
与
え
る

影
響
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
敷
衍
す
れ
ば
自
明
な
よ
う
に
、
両
書
の
問
題
意
識

｜
す
な
わ
ち
、
欧
米
で
は
な
く
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
を
析
出
す
る
と

い
う
試
み
｜
は
、
英
米
を
中
心
と
す
る
現
状
の
国
際
関
係
論
へ
の
批
判

的
な
視
座
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
欧
米
以
外
の
地
域
の
国
際

関
係
論
を
検
証
す
る
と
い
う
素
朴
な
問
題
意
識
で
は
な
く
、
従
来
殆
ど

顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
を
検
討
し
、
そ

れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
非
常
に
偏
っ
た
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
て
き
た
国

際
関
係
論
研
究
の
在
り
方
自
体
を
問
い
直
す
と
い
う
批
判
的
な
意
識
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
編
著
者
の
問
題
意
識
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。『
非
西
洋

の
国
際
関
係
理
論
』、『
国
際
関
係
と
非
西
洋
の
思
惟
』
そ
れ
ぞ
れ
の
編

著
者
た
ち
の
研
究
歴
を
簡
単
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
ア
ミ
タ
ヴ
・
ア

チ
ャ
ー
リ
ヤ
（A

m
ita
v
 
A
ch
a
ry
a

）
は
東
ア
ジ
ア
の
地
域
主
義
研
究

が
著
名
で
あ
り
、
構
成
主
義
的
な
問
題
意
識
か
ら
地
域
主
義
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
研
究
を
行
な
っ
て
い
る１

）
。
ま
た
バ
リ
ー
・
ブ
ザ

ン
（B

a
rry B

u
za
n

）
は
、
一
九
九
〇
年
代
は
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
学
派
、

二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
英
国
学
派
を
拠
点
と
し
て
精
力
的
な
研
究
活
動

を
行
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
オ
レ
・
ウ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー（O

le
 

W
æ
v
er

）
と
共
に
安
全
保
障
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
研
究

を
行
な
い２

）
、二
〇
〇
〇
年
代
以
降
は
英
国
学
派
を
研
究
の
中
軸
に
据
え３

）
、

イ
ギ
リ
ス
国
際
政
治
学
会
（B

IS
A

）
で
は
英
国
学
派
部
会
を
立
ち
上
げ

る
な
ど
活
発
な
研
究
活
動
を
行
な
っ
て
い
る４

）
。
以
上
の
事
か
ら
も
明
ら

か
な
よ
う
に
、
ア
チ
ャ
ー
リ
ヤ
と
ブ
ザ
ン
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
ア

メ
リ
カ
型
の
ネ
オ
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
国
際
関
係
論
に
対
し
て
の
強
い
違

和
感
で
あ
る
。
他
方
で
ロ
ビ
ー
・
シ
リ
ア
ム
（R

o
b
b
ie S

h
illia

m

）
は

ロ
ン
ド
ン
大
学
ク
ィ
ー
ン
・
メ
ア
リ
ー
校
の
上
級
講
師
で
、
一
九
世
紀

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
対
象
と
し
た
歴
史
社
会
学
を
専
攻
領
域
と
し
つ
つ
、
帝

国
主
義
と
植
民
地
主
義
を
問
題
意
識
と
し
て
い
る
。
か
か
る
問
題
意
識

か
ら
す
れ
ば
必
然
の
帰
結
で
あ
る
が
、
シ
リ
ア
ム
は
国
際
関
係
論
を
帝

国
主
義
と
脱
植
民
地
化
と
い
う
対
抗
関
係
の
中
で
捉
え
て
い
る
。

蓋
し
、
両
者
共
に
現
行
の
国
際
関
係
論
に
批
判
的
な
問
題
意
識
を
有

し
て
お
り
、
従
来
の
学
知
へ
の
対
抗
言
説
と
し
て
「
非
西
洋
」
の
国
際

関
係
論
に
着
眼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
両
書
は
「
非
西
洋
型
国
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際
関
係
論
」
と
い
う
同
一
の
対
象
を
取
り
扱
っ
て
い
る
が
、
両
者
に
は

少
な
か
ら
ぬ
温
度
差
が
存
在
す
る
。
実
は
、
こ
の
問
題
意
識
の
温
度
差

に
つ
い
て
も
理
論
史
的
な
観
点
か
ら
で
な
い
と
検
証
し
得
な
い
。
両
書

の
問
題
意
識
の
違
い
は
何
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は「
穏
健
な
英
国
学
派
」

的
な
問
題
意
識
と
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
第
三
論
争
」
的
な
問
題
意
識
の
差

異
で
あ
る
。『
非
西
洋
の
国
際
関
係
理
論
』
は
前
者
の
傾
向
が
、『
国
際

関
係
と
非
西
洋
の
思
惟
』
に
は
後
者
の
問
題
意
識
が
強
く
窺
わ
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、『
非
西
洋
の
国
際
関
係
理
論
』に
お
い
て
ア
チ
ャ
ー

リ
ヤ
と
ブ
ザ
ン
に
通
底
し
て
い
る
も
の
は
、
か
つ
て
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ワ

イ
ト
（M

a
rtin W

ig
h
t

）
が
強
調
し
た
よ
う
な
英
国
学
派
の
問
題
意
識

｜
如
何
に
し
て
ア
メ
リ
カ
型
社
会
科
学
と
し
て
の
国
際
関
係
論
を
克
服

す
る
の
か
｜
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
非
西
洋
の
国
際
関
係
理
論
』
に

お
い
て
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
国
際
関
係
論
の
認
識
枠
組
み
を
如
何
に

し
て
克
服
す
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
が
先
鋭
化
し
て
い
る
。

対
し
て
『
国
際
関
係
と
非
西
洋
の
思
惟
』
は
、
国
際
関
係
論
と
い
う

学
問
領
域
そ
れ
自
体
に
対
し
て
の
強
い
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
含
み
、
そ
こ

に
潜
む
知
と
権
力
の
関
係
、
そ
の
恣
意
性
や
偶
有
性
を
糾
弾
す
る
構
成

に
な
っ
て
い
る
。
国
際
関
係
理
論
や
国
際
政
治
理
論
を
研
究
す
る
者
か

ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
こ
う
い
う
研
究
が
世
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
分
っ
て

い
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か５

）
。
と
い
う
の
も
、
ア
メ
リ
カ
型
の
国

際
関
係
論
｜
そ
の
中
核
に
は
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
が
い
る
｜
や
、
政
治

科
学
に
対
し
て
の
批
判
的
磁
場
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど６

）
、
国
際
関
係

論
と
い
う
領
域
自
体
が
相
対
化
さ
れ
る
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
国
際

関
係
論
と
は
「
西
洋
ｖ
ｓ
非
西
洋
」
と
い
う
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
非

対
称
な
権
力
関
係
の
反
映
で
あ
り
、
行
動
科
学
的
な
研
究
そ
れ
自
体
が

か
た
ち
を
変
え
た
植
民
地
主
義
で
あ
る
と
い
う
論
調
が
生
ま
れ
る
こ
と

は
、
論
理
的
に
は
一
貫
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
第
三
論
争
に

お
い
て
、
ポ
ス
ト
構
造
主
義
や
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
意

識
を
持
っ
た
研
究
者
か
ら
は
そ
う
し
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
た７

）
。

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、右
の
よ
う
な
編
著
者
た
ち
の
問
題
意
識
、

ま
た
そ
れ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
理
論
史
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
最
低
限

前
提
と
し
た
う
え
で
、
両
書
の
議
論
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

結
論
を
先
取
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、
本
稿
の
問
題
意
識
は
、「
非
西
洋
の

視
角
か
ら
国
際
関
係
を
再
検
討
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
脱
西
洋
的
な
国
際

関
係
の
視
角
を
確
立
す
る
」
と
い
う
問
題
意
識
が
そ﹅
も﹅
そ﹅
も﹅
西﹅
洋﹅
的﹅
な

も
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
型
国
際

関
係
論
の
限
界
を
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
に
よ
っ
て
克
服
す
る
と
い
う

視
座
は
、
西
洋
型
国
際
関
係
論
の
理
論
史
的
な
問
題
意
識
の
下
で
非
西
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洋
的
な
国
際
関
係
論
を
検
証
し
、
そ
れ
を
英
語
圏
に
お
い
て
「
新
し
い

枠
組
み
」
と
し
て
流
通
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
自

体
と
し
て
失
敗
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
し
、
且
つ
そ
れ
は
か﹅
た﹅
ち﹅
を﹅

変﹅
え﹅
た﹅
オ﹅
リ﹅
エ﹅
ン﹅
タ﹅
リ﹅
ズ﹅
ム﹅
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
西
洋
型
国
際
関
係
論
の
問
題
意
識
で
「
非
西
洋
型
国
際
関

係
論
」
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
の
潜
在
性
を
西

洋
的
な
問
題
意
識
の
下
で
解
体
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
両
書
を
検
討
し

て
い
く
。

二

『
非
西
洋
の
国
際
関
係
理
論
』

ア
ミ
タ
ヴ
・
ア
チ
ャ
ー
リ
ヤ
と
バ
リ
ー
・
ブ
ザ
ン
の
『
非
西
洋
の
国

際
関
係
理
論
』
か
ら
見
て
い
こ
う
。
同
書
は
全
十
章
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
る
。
第
一
章
に
お
い
て
ア
チ
ャ
ー
リ
ヤ
と
ブ
ザ
ン
は
、
か
つ
て
マ
ー

テ
ィ
ン
・
ワ
イ
ト
が“W

h
y is th

ere n
o In

tern
a
tio
n
a
l T
h
eo
ry
?,”

〔
な
ぜ
、
国
際
理
論
は
存
在
し
な
い
の
か８

）
〕
と
問
い
を
発
し
た
こ
と
に

準
え
て
、“w

h
y is th

ere n
o n

o
n
-w
estern in

tern
a
tio
n
a
l rela

-

tio
n
s th

eo
ry
?
”

〔
な
ぜ
、
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
は
存
在
し
な
い
の

か
〕
と
問
題
提
起
し
、
後
続
の
各
章
も
こ
の
問
題
意
識
を
受
け
継
い
で

い
る
。

同
書
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
又
は
地
域
の
国
際
関
係
論
研
究
の
動
向
を
俯

瞰
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
る
。
第
二
章
は
中
国
、
第
三

章
は
日
本
、
第
四
章
は
韓
国
、
第
五
章
は
イ
ン
ド
、
第
六
章
は
東
南
ア

ジ
ア
、
第
七
章
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
第
八
章
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
取
り

上
げ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
第
九
章
で
は
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
の
発
展

過
程
を
評
価
し
、
第
十
章
で
は
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
の
展
望
を
述
べ

て
い
る
。

各
章
の
内
容
は
、
総
論
的
な
内
容
を
取
り
上
げ
て
い
る
第
一
、
第
九
、

第
十
章
を
別
に
す
れ
ば
、
国
際
関
係
論
の
形
成
過
程
に
お
け
る
事
例
研

究
で
あ
る
。
各
章
の
論
点
と
し
て
は
、
第
二
章
が
中
国
に
お
け
る
儒
教

思
想
と
西
洋
思
想
と
の
角
逐
を
述
べ
、
第
三
章
は
日
本
の
国
際
関
係
論

の
展
開
｜
国
家
論
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
歴
史
主
義
、
実
証
主
義
等
の
伝

統
｜
を
踏
ま
え
た
上
で
、英
米
国
際
関
係
論
と
の
差
異
を
論
じ
て
い
る
。

ま
た
第
四
章
は
戦
後
韓
国
の
政
治
学
、
国
際
政
治
学
の
領
域
形
成
に
焦

点
を
置
き
、
ア
メ
リ
カ
圏
の
議
論
の
強
い
影
響
の
下
で
の
韓
国
の
国
際

関
係
論
研
究
の
動
向
を
述
べ
て
い
る
。
第
五
章
は
政
治
学
と
地
域
研
究

等
の
隣
接
諸
分
野
と
の
関
係
に
考
慮
し
な
が
ら
イ
ン
ド
に
お
け
る
国
際
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関
係
論
の
形
成
を
論
じ
、
と
り
わ
け
西
洋
╱
非
西
洋
と
い
う
二
分
法
で

は
な
く
両
者
の
調
和
・
共
存
を
図
っ
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し

て
い
る
。
第
六
章
、
七
章
は
そ
れ
ぞ
れ
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

を
取
り
上
げ
、
近
代
化
の
問
題
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
影
響
力
を
意
識
し
な

が
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
及
び
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
関
係
論
の
形

成
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
第
八
章
で
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
国
際
関
係
論

を
取
り
上
げ
、
世
俗
国
家
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
挟
撃
さ
れ
る
中
で
の

イ
ス
ラ
ム
の
国
際
関
係
論
が
展
開
を
論
じ
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ム
圏
の

世
界
観
と
欧
米
型
国
際
関
係
論
の
差
異
が
照
射
さ
れ
て
い
る
。

本
節
で
は
個
別
具
体
的
な
内
容
の
成
否
は
割
愛
す
る
が
、
マ
ー
テ
ィ

ン
・
ワ
イ
ト
の
論
じ
た
「
何
故
、
国
際
理
論
は
存
在
し
な
い
の
か
」
と

い
う
命
題
の
含
意
を
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
み
よ
う
。
こ
の
命
題
の
意

図
は
、
保
守
か
ら
リ
ベ
ラ
ル
ま
で
多
様
な
拡
が
り
を
持
つ
（
国
内
）
政

治
理
論
に
比
べ
て
、何
故
多
様
な
国
際
政
治
理
論
は
存
在
し
な
い
の
か
、

更
に
言
え
ば
、
多
様
な
国
際
政
治
理
論
｜
言
い
換
え
れ
ば
、
リ
ア
リ
ズ

ム
以
外
の
国
際
政
治
理
論
｜
は
果
た
し
て
存
在
す
る
余
地
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
本
書
の
意
義
に
照
ら

し
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
国
際
関
係
論
に
お
け
る
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の

知
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
」→

「
国
際
関
係
理
論
の
多
様
化
」→

「
未
だ
そ
こ

に
内
在
す
る
欧
米
中
心
主
義
」と
い
う
三
段
階
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ワ
イ
ト
が
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
知
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
に
対

し
て
の
対
抗
言
説
と
し
て
「
国
際
理
論
」
を
志
向
し
た
よ
う
に
、
ア

チ
ャ
ー
リ
ヤ
と
ブ
ザ
ン
は
国
際
関
係
論
の
多
様
性
を
認
め
た
上
で
、
そ

こ
に
内
在
す
る
欧
米
中
心
主
義
を
論
難
し
、
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
を

志
向
す
る
意
義
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
の

が
第
一
章
の
議
論
で
あ
る
が
、
一
方
で
ア
チ
ャ
ー
リ
ヤ
と
ブ
ザ
ン
は
、

「
古
典
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」、「
戦
略
研
究
」、「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ネ
オ
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
」、「
マ
ル
ク
ス
主
義
」、「
英
国
学
派
」、「
歴
史
社
会
学
」、

「
批
判
理
論
」、「
構
築
主
義
と
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
を
挙
げ
西
洋
型

国
際
関
係
論
の
「
多
様
性
」
を
示
唆
し
て
い
る
。
他
方
で
、
そ
れ
が
欧

州
中
心
主
義
と
い
う
限
界
を
伴
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
非
西
洋
型
国
際

関
係
論
の
可
能
性
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

具
体
的
に
は
、
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
と
い
う
議
論
を
読
み
込
み
、

そ
の
意
義
と
可
能
性
を
評
価
す
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
本
書

各
章
は
、
一
方
で
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の
受
容
｜
す

な
わ
ち
欧
米
の
本
家
本
元
に
お
け
る
国
際
関
係
論
の
受
容
｜
を
論
じ
な

が
ら
、
他
方
で
当
該
国
（
地
域
）
の
土
着
思
想
と
普
遍
的
国
際
政
治
概

念
の
齟
齬
（
例
え
ば
儒
教
思
想
と
主
権
概
念
）
を
論
じ
て
い
る
。
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三

『
国
際
関
係
と
非
西
洋
の
思
惟
』

次
に
ロ
ビ
ー
・
シ
リ
ア
ム
の
『
国
際
関
係
と
非
西
洋
の
思
惟
』
を
検

討
す
る
。
ア
チ
ャ
ー
リ
ヤ
／
ブ
ザ
ン
の
『
非
西
洋
の
国
際
関
係
理
論
』

が
各
国
別
の
章
編
成
を
取
っ
て
い
た
こ
と
に
比
べ
れ
ば
、
本
書
は
よ
り

重
層
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
本
書
は
よ
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
味
で

の
非
西
洋
的
思
惟
を
網
羅
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
お
り
、
文
化
的
な
意

味
も
含
め
、
欧
米
に
偏
ら
な
い
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
ま
ず
第
一
章
で
は
非
西
洋
の
国
際
関
係

論
に
照
射
す
る
意
義
が
述
べ
ら
れ
、
第
二
章
で
は
こ
れ
を
よ
り
掘
り
下

げ
て
、
西
洋
型
の
国
際
関
係
理
論
の
限
界
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の
上
で
非

西
洋
的
思
惟
の
意
義
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
西
洋
型

思
惟
の
単
一
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
非
西
洋
型
思
惟
は
多
様
な
思
考
体
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
非
西
洋
型
思
惟
は
西
洋
に
拠
る
非

西
洋
の
「
支
配
」
の
関
係
を
抜
き
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
章
に
お
い
て
は
西
洋
中
心
主
義
を
批

判
的
に
捉
え
た
上
で
、
知
的
植
民
地
主
義
と
し
て
の
国
際
関
係
論
に
批

判
的
修
正
を
加
え
る
と
い
う
問
題
意
識
が
明
示
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
お

り
、
こ
の
問
題
意
識
が
後
続
の
各
章
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
第
Ⅰ
部
（
第
三
、
第
四
、
第
五
章
）
は
、
植
民
地
主
義
の
問
題

か
ら
非
西
洋
的
な
思
惟
に
接
近
し
て
い
る
。
第
三
章
は
英
国
学
派
の
議

論
を
批
判
的
に
考
察
し
た
上
で
、
文
明
と
植
民
地
主
義
の
関
係
性
を
と

り
わ
け
キ
ュ
ー
バ
に
お
け
る
文
明
と
国
家
主
権
の
対
置
か
ら
考
察
し
て

い
る
。
第
四
章
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
国
際
主
義
と
の
関
係
か
ら

反
人
種
主
義
の
問
題
を
掘
り
下
げ
て
い
る
。
第
五
章
で
は
ユ
ダ
ヤ
人
入

植
地
を
と
り
あ
げ
、
主
権
、
権
力
、
世
俗
国
家
と
い
う
概
念
の
変
遷
を

検
討
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
か
ら
明
ら
か
な
こ
と
は
｜
こ
れ
が
ま

さ
に
編
著
者
の
意
図
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
｜
単
一
的
に
理
解
し
得
な
い

世
界
各
地
の
国
際
関
係
論
の
重
層
性
を
詳
ら
か
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

次
に
第
Ⅱ
部
（
第
六
、
第
七
、
第
八
、
第
九
章
）
は
イ
ス
ラ
ム
、
日

本
、
中
国
を
事
例
と
し
な
が
ら
国
際
関
係
論
の
文
化
的
側
面
に
照
射
し

て
い
る
。
第
六
章
で
は
イ
ス
ラ
ム
国
家
に
お
け
る
近
代
化
と
主
権
の
問

題
、
続
く
第
七
章
で
は
同
じ
く
イ
ス
ラ
ム
国
家
に
お
け
る
近
代
化
の
開

発
の
関
係
を
掘
り
下
げ
て
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
第
八
章
で
は
明
治
期

の
日
本
を
事
例
と
し
て
西
洋
か
ら
非
西
洋
に
対
す
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
の
眼
差
し
と
、
そ
れ
を
投
影
し
た
日
本
か
ら
ア
ジ
ア
へ
の
眼
差
し
を

「
転
倒
し
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
し
て
考
察
し
て
い
る
。
第
九
章

で
は
中
国
思
想
の
特
徴
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
中
国
の
視
角
に
お
い
て
国
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際
関
係
と
い
う
思
考
の
発
展
過
程
を
詳
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
（
第
十
、
第
十
一
、
第
十
二
章
）
は
国
家
を
超
え
る
視
座
を

検
証
し
て
い
る
。
第
十
章
で
は
カ
リ
ブ
海
諸
国
の
事
例
か
ら
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
と
普
遍
主
義
の
緊
張
関
係
の
中
で
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム

が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
次
に
第
十
一
章
で
は
イ
ン
ド
を
事
例
と
し
て
同

様
に
、
国
際
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

第
十
二
章
で
は
よ
り
急
進
的
な
反
植
民
地
主
義
や
反
植
民
地
主
義
的
な

国
際
主
義
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
終
章
に
あ
た
る
第
十
三
章

で
は
、
本
書
全
体
の
議
論
を
俯
瞰
し
、「
脱
植
民
地
主
義
」の
視
点
か
ら

非
西
洋
型
国
際
関
係
論
を
再
検
討
す
る
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
て
い

る
。
つ
ま
り
同
書
は
、
西
洋
中
心
主
義
の
牙
城
と
し
て
の
国
際
関
係
論

を
批
判
的
に
理
解
し
、
脱
植
民
地
主
義
な
い
し
は
反
植
民
地
主
義
の
コ

ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
「
非
西
洋
型
思
惟
」
に
着
眼
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

総
括
と
評
価

以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
両
書
と
も
に
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
の
特

徴
に
着
眼
し
て
い
る
が
、
非
西
洋
の
国
際
関
係
論
が
持
つ
で
あ
ろ
う
含

意
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
が
異
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
『
非
西
洋
の
国

際
関
係
理
論
』
に
お
い
て
は
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
知
的
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

に
対
す
る
対
抗
言
説
と
し
て
の
国
際
関
係
論
の
多
様
性
を
認
め
つ
つ

も
、
そ
こ
に
内
在
す
る
欧
米
中
心
主
義
へ
の
応
接
と
し
て
非
西
洋
の
国

際
関
係
論
を
読
み
込
み
、
西
洋
の
克
服
と
し
て
非
西
洋
の
思
想
・
思
惟

に
着
眼
す
る
と
い
う
構
え
を
取
っ
て
い
る
。
他
方
で
、『
国
際
関
係
と
非

西
洋
の
思
惟
』
は
国
際
関
係
論
と
い
う
学
問
領
域
に
お
け
る
西
洋
中
心

主
義
を
論
難
し
、
脱
植
民
地
主
義
の
言
説
と
し
て
の「
非
西
洋
型
思
惟
」

を
明
示
的
に
論
じ
て
い
る
。

確
か
に
、
従
来
の
国
際
関
係
論
は
欧
米
中
心
ど
こ
ろ
か
英
米
を
中
心

と
し
た
理
論
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、「
非
西
洋
」の
国
際

関
係
論
に
着
眼
す
る
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
洋

型
国
際
関
係
論
の
限
界
を
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
に
よ
っ
て
克
服
す
る

と
い
う
視
座
は
、
西
洋
型
国
際
関
係
論
の
問
題
意
識
に
お
い
て
非
西
洋

的
な
国
際
関
係
論
を
検
証
す
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、
そ
れ
は

西﹅
洋﹅
型﹅
国﹅
際﹅
関﹅
係﹅
論﹅
の﹅
問﹅
題﹅
意﹅
識﹅
と﹅
親﹅
和﹅
的﹅
な﹅
非﹅
西﹅
洋﹅
型﹅
国﹅
際﹅
関﹅
係﹅
論﹅

の
み
を
抽
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
は
、
非
西
洋
に
お
け
る
（
西
洋
に
は
な
い
）

異
文
明
・
異
文
化
の
習
俗
を
西
洋
に
持
ち
帰
る
（
紹
介
す
る
）
こ
と
を

意
味
し
て
お
り
、
そ
の
根
底
に
は
西
洋
の
非
西
洋
に
対
す
る
憧
れ
や
好
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奇
心
が
あ
る
。
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
に
も
同
様
の
危
険
性
が
な
い
だ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
な
ど
西
洋
に
は
な
い
問
題

枠
組
み
を
強
調
し
、
そ
の
中
で
人
権
や
民
主
主
義
、
国
民
国
家
、
近
代

化
、
主
権
な
ど
西
洋
の
国
際
関
係
論
と
親
和
的
な
部
分
の
み
が
強
調
さ

れ
、
ひ
い
て
は
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
と
い
う
道
具
立
て
に
お
い
て
西

洋
型
国
際
関
係
論
が
再
強
化
さ
れ
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
｜
そ
れ
は

「
か
た
ち
を
変
え
た
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
に
他
な
ら
な
い９

）
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
見
た
と
き
、
一
方
で
両
書
は
従
来
看
過

さ
れ
て
い
た
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
を
西
洋
型
国
際
関
係
論
の
文
脈
に

お
い
て
再
構
成
す
る
と
い
う
意
義
を
有
し
て
い
る
。
他
方
で
こ
の
こ
と

は
長
所
で
あ
る
と
同
時
に
短
所
で
あ
り
、
意
義
で
あ
る
と
同
時
に
限
界

で
あ
る
。
非
西
洋
型
国
際
関
係
論
を
西
洋
型
国
際
関
係
論
の
文
脈
に
お

い
て
再
構
成
す
る
と
い
う
試
み
は
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、
非
西
洋
型
国

際
関
係
論
を
本
来
の
文
脈
（
当
該
国
な
い
し
は
当
該
地
域
の
文
化
的
文

脈
）
か
ら
切
り
離
し
、
西
洋
型
国
際
関
係
論
の
中
で
そ
の
意
義
と
固
有

性
を
解
体
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
潜
在
的
に
は
認
め
ら
れ
得
る
か
ら
で

あ
る
。非
西
洋
型
国
際
関
係
論
を
模
索
す
る
こ
と
は
重
要
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
が
過
度
の
矮
小
化
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
、
そ
の

危
険
性
に
対
し
て
は
自
覚
的
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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（
６
）
こ
の
言
及
は
、
ア
メ
リ
カ
の
国
際
関
係
論
を
標
準
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
の
中
核
に
は
ネ
オ
・
リ
ア
リ
ズ
ム
や
政
治
科
学
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
や
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

に
お
け
る
国
際
関
係
論
を
加
味
す
れ
ば
相
対
化
さ
れ
得
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
欧
米
の
国
際
関
係
論
に
は
多
か

れ
少
な
か
れ
「
多
様
性
」
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
か
か
る
「
多
様

な
国
際
関
係
論
」
も
欧
米
中
心
主
義
と
い
う
限
界
を
抱
え
て
い
る

と
い
う
点
は
指
摘
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
な
う
余
地
は
な
い

が
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
国
際
関
係
論
そ
れ
自
体
を
再
検
討
し
た

研
究
が
前
述
のG

eo
rg
e,
o
p
.
cit.

で
あ
る
。
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（
９
）

西
洋
と
は
異
な
る
」
と
い
う
点
か
ら
「
ア
ジ
ア
」
を
意
味
づ
け

る
と
い
う
発
想
自
体
が
ま
さ
に
〞
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
〝
に
他
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
は
歴
史
研
究
の
分
野
か
ら
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
與
那
覇
潤「
再
近
世
化
す
る
世
界

｜
東
ア
ジ
ア
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か
ら
見
た

国
際
社
会
論
」
大
賀
哲
・
杉
田
米
行
編
『
国
際
社
会
の
意
義
と
限
界

｜
理
論
・
思
想
・
歴
史
』
国
際
書
院
、
二
〇
〇
八
年
、
二
五
二
頁
。
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