
国
際
政
治
理
論
に
お
け
る
認
識
と
方
法

1
1
1

ケ
ネ
ス
・

N
・
ウ
ォ
ル
ツ
を
事
例
と
し
て

l
i
l

は
じ
め
に

現
在
国
際
政
治
学
の
大
き
な
潮
流
の
び
と
つ
は
「
ポ
ス
ト
実
証
主
義
」

と
い
わ
れ
る
理
論
状
況
に
あ
る
。
そ
れ
は
理
想
主
義
・
現
実
、
主
義
・
科

学
主
義
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ま
で
の
国
際
政
治
迎
論
が
依
拠
し
て
き
た
認

識
論
的

Z
H
V
E
R
B
♀
率
三
・
方
法
論
的
(
口

E
z
a
a
o間
三
枠
組
み
を

間
い
夜
す
作
業
で
あ
る

G

か
つ
て
「
大
論
争
(
の
円
向
洋

F
E芯
)
」
を

展
開
し
て
き
た
理
想
主
義
対
現
実
主
義
、
伝
統
主
義
対
科
学
主
義
と
い

う
対
立
軸
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

新
現
実
主
義
や
新
自
由
制
度
主
義
と
い
う
合
理
主
義
理
論

C
2
さ

c
E
一

5
2弓
)
で
あ
れ
、
批
判
理
論
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
国
際
理
論
、
ポ
ス
ト

構
造
主
義
等
の
内
省
的
理
論
(
「
色
町
内
包

5
5
2
3川
〉
で
あ
れ
、
対
立

軸
を
形
成
す
る
の
は
細
分
化
さ
れ
た
存
在
論
と
認
識
論
お
よ
び
、
そ
の

南

[11 

J字

コ
ロ
ラ
リ
!
と
し
て
の
方
法
論
の
問
題
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
行
動
科
学

的
国
際
政
治
理
論
に
典
則
的
に
見
ら
れ
た
素
朴
な
主
客
二
元
論
は
影
を

潜
め
、
理
論
と
現
実
の
関
係
に
対
し
て
何
ら
か
の
解
答
を
前
提
と
し
た

よ
で
理
論
構
築
を
間
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
い
れ
で
共
通
の
認
識

が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ポ
ス
ト
実
証
主
義
の
国
際
政
治
閣
支
師
(
ポ
ス
ト
冷
戦

の
間
際
政
治
理
論
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
)
研
究
の
た
め
に
、
ま
ず
必

要
な
予
備
作
業
は
個
々
の
国
際
政
治
理
縮
が
い
か
な
る
認
識
論
的
・
方

法
論
的
前
提
に
恭
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討

を
加
え
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
ま
ず
間
際
政
治

学
に
お
け
る
最
も
強
力
な
理
論
家
の
一
人
で
あ
る
ケ
ネ
ス
・
ウ
オ
ル
ツ

(F=男
s
x
f
r一
定
)
の
新
現
実
主
義
理
論
を
取
り
上
げ
、
再
検
討

す
る
こ
と
が
本
稿
の
日
的
で
あ
る
。

d

・
'
し
↓

L

一

fノ
寸
立



1
.
伝
統
的
現
実
主
義
批
判

新
現
実
主
義
を
伝
統
的
現
実
主
義
と
比
較
し
た
場
合
、
何
を
も
っ
て

「
新
し
い
」
と
い
え
る
の
か
。
国
際
政
治
の
基
本
的
な
特
徴
は
ア
ナ
ー

キ
ー
で
あ
る
と
す
る
点
、
最
も
主
要
な
ア
ク
タ
ー
は
閲
民
国
家
で
あ
る

と
す
る
点
、
あ
る
い
は
国
家
は
常
に
自
己
の
カ
の
最
大
化
を
図
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
行
動
す
る
と
し
て
い
る
点
で
、
二
つ
の
理
論
が
仮
定
す

る
世
界
に
大
き
な
違
い
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
双
方
と
も
紛
れ
も
な
い

現
実
主
義
の
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
方
法
論
の
点
で
新
旧
二

つ
の
理
論
の
問
に
は
明
ら
か
な
断
絶
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
新
現

実
主
義
の
伝
統
的
現
実
主
義
批
判
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
に

な
る
。ウ

ォ
ル
ツ
が
厳
し
く
批
判
し
た
の
が
、
伝
統
的
現
実
主
義
(
お
よ
び
、

ほ
と
ん
ど
の
国
際
政
治
理
論
)
に
共
通
す
る
方
法
論
で
あ
る
還
元
主
義

(
『
邑
己
主
ロ
三
洋
昌
司

B
出
口
町
)
の
問
題
で
あ
る
。
還
元
主
義
と
は
、

言
で
い
え
ば
、
全
体
の
な
か
に
占
め
る
特
定
部
分
(
富
江
田
)
の
属
性

お
よ
び
相
互
作
用
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
与
の
シ
ス
テ
ム
全

体
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
研
究
方
法
の
総
称
で
あ
航
。
国
際
政
治
学
の

場
合
、
関
際
関
係
の
全
体
像
を
、
国
家
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
レ
ヴ
ェ

ル
に
お
け
る
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
・
心
理
的
要
閣
に
よ
っ
て
、

説
明
し
よ
う
と
す
る
立
場
が
、
こ
れ
に
あ
た
る
。
伝
統
的
現
実
主
義
に

二
九
六

お
い
て
は
、
(
モ

l
ゲ
ン
ソ

1
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
)
国
際

政
治
の
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
説
明
は
、
最
終
的
に
は
「
万
人
の
万
人
に
対

す
る
闘
争
」
と
い
う
ホ
ッ
プ
ズ
的
人
間
観
・
自
然
状
態
観
に
還
元
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
「
国
際
政
治
の
本
質
は
ア
ナ
ー
キ
ー
な
世
界
に
お
い
て

展
開
さ
れ
る
権
力
闘
争
に
あ
り
、
そ
の
根
源
的
な
原
因
は
人
間
が
普
通

的
に
持
つ
権
力
欲

(
z
a
p吋
宮
垣
内
『
)
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
観
点
か
ら
、
国
際
シ
ス
テ
ム
全
体
の
帰
納
的
説
明
を
試
み
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
方
法
論
的
個
人
主
義

(
B
Z
Z号-白色町即日

g
b
E
E白
山
富
国
)
の
理
論
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

じ
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
理
論
構
造
を
前
提
と
す
る
限
り
、
個

人
の
行
為
、
国
家
の
対
外
行
動
、
国
際
シ
ス
テ
ム
と
い
う
「
悶
際
関
係

の
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
」
の
位
層
は
、
個
人
あ
る
い
は
(
そ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

と
し
て
の
)
国
家
間
の
関
係
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
い
、
一
一
一
者
聞
の
相
関

関
係
は
暖
昧
な
ま
ま
棚
上
げ
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
、
国

際
シ
ス
テ
ム
全
体
の
把
握
は
不
可
能
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
帰
納
法
の

目
的
は
事
象
間
の
相
関
関
係
を
記
述
す
る
こ
と
に
あ
り
、
因
果
関
係
の

生
起
そ
の
も
の
は
説
明
の
対
象
外
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
換
一
読
す
れ
ば
、

い
か
に
膨
大
な
デ
1
タ
を
集
積
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
帰
納

命
題
の
集
積
に
過
ぎ
ず
、
シ
ス
テ
ム
の
全
体
性
を
悶
果
的
に
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
針
。
し
た
が
っ
て
、
「
科
学
的
な
」
国
際
政

治
の
一
般
理
論
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
演
縛
的
な
論
理
に
基
づ
い
て

経
験
的
事
実
の
因
果
性
を
説
明
す
る
理
論
の
構
築
が
不
可
欠
と
い
う
こ



と
に
な
る
。
ほ
と
ん
ど
の
悶
際
政
治
理
論
が
還
元
主
義
と
帰
納
主
義
と

い
う
こ
の
方
法
論
上
の
誤
謬
を
免
れ
て
い
な
い
と
い
、
つ
の
が
、
ウ
ォ
ル

ツ
の
現
状
認
識
で
あ
っ
た
。

2
.
新
現
実
主
義
の
理
論
構
造

ま
ず
、
ウ
オ
ル
ツ
の
新
現
実
主
義
理
論
に
お
け
る
認
議
論
を
整
期
し

て
お
こ
、

1
凶
際
政
治
は
傭
人
、
国
家
、
間
際
シ
ス
テ
ム
と
い
う
一
二
つ

の
位
憶
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
政
策
決
定
者
お
よ
び
国
家
の
対

外
行
動
は
歴
史
の
具
体
的
局
間
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
変
化
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
一
義
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
方
、
国

際
シ
ス
テ
ム
の
属
性
は
相
対
的
に
安
定
し
た
持
続
性
を
有
し
て
い
る
c

還
元
、
五
義
の
立
場
に
立
つ
国
際
政
治
理
論
は
、
主
に
国
家
と
い
う
構
成

単
位
の
視
点
か
ら
、
間
際
シ
ス
テ
ム
の
把
握
を
試
み
る
が
、
政
策
決
p

定

者
や
国
家
の
対
外
行
動
は
、
凶
有
の
不
安
定
性
を
有
し
て
い
る
が
ゆ
え

に
、
シ
ス
テ
ム
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
現
象
を
正
確
か
つ
安
定
的
に
説
明
す
る

に
は
不
適
切
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ス
テ
ム
・
レ
ヴ
ェ
ル
の
分
析

を
通
じ
て
、
間
際
シ
ス
テ
ム
の
構
造
が
そ
の
構
成
単
位
で
あ
る
悶
家
に

い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
い
る
か
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
必
要
と
な

る。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
ウ
オ
ル
ツ
は
「
科
学
的
な
」
国
際
政
治
理
論

を
構
築
す
る
た
め
に
、
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
ジ
ヲ
な
三
円

名
古
aoh戸内
U2)
と
構
造
主
義
(
印
可
己
2
5
a
D一
一
山
口
同
)
と
い
う
一
一
つ
の
方
法

を
導
入
す
る
一
カ

0

フ
ラ
ン
(
出

2
8ロ
kr
宍
与
一
言
)
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
こ
れ
ま
で
も
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
国
際
政
治
理
論
は

少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
た
が
、
い
わ
ゆ
る
間
際
シ
ス
テ
ム
論
は
シ
ス

テ
ム
を
構
成
単
位
の
属
性
と
構
成
単
位
向
の
相
互
作
用
過
程
に
還
元
し

て
し
ま
う
た
め
、
単
な
る
国
際
シ
ス
テ
ム
の
記
述
に
終
始
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
で
は
シ
ス
テ
ム
の
構
成
単
位
と
締
法
一

の
峻
別
が
で
き
ず
、
例
え
ば
、
近
代
以
降
の
間
際
シ
ス
テ
ム
の
変
符
と

問
中
ぷ
の
対
外
行
動
の
変
化
の
悶
果
関
係
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
く

な
る
n

し
た
が
っ
て
、
構
成
単
欣
レ
ヴ
ェ
ル
と
構
造
レ
ヴ
ェ
ル
の
峻
別

す
る
こ
と
が
理
論
ヒ
の
至
上
命
題
と
な
る
。

新
現
実
主
義
は
演
線
論
理
に
基
づ
い
た
高
度
に
抽
象
的
な
一
般
理
論

を
志
向
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
駆
使
さ
れ
る
諸
概
念
は
決
し
て
普
遍
訪
日

明
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
特
定
の
研
究
者
の
提
示
す
る
仮
説
・
命
感

群
に
過
ぎ
な
い
じ
こ
の
斗
刀
法
が
現
代
思
想
に
お
け
る
構
造
主
義
に
起
源

を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
構
造
」
と
は
、
客

観
主
義
的
認
識
論
に
落
、
づ
い
て
、
ア
・
ブ
リ
オ
リ
な
形
式
(
演
'
探
体
系
)

と
し
て
認
識
さ
れ
る
「
相
対
的
に
不
変
の
諸
要
素
」
お
よ
び
斐
素
間
の

諸
関
係
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
認
識
の
枠
組
み
で
あ
る
n

こ
の
構
造
を

認
識
論
的
な
蒸
盤
と
し
て
「
置
換
可
能
性
(
℃
0
3
5
Z
奪
三
E
5
0
2
)
」

を
有
す
る
要
素
の
把
握
を
試
み
る
、
と
い
う
の
が
構
造
主
義
の
基
本
的

な
考
え
方
で
あ
る

Q

こ
の
構
造
主
義
の
方
法
論
が
既
述
し
た
構
成
単
位

二
九
七



レ
ヴ
ェ
ル
と
構
造
レ
ヴ
ェ
ル
の
峻
別
に
つ
な
が
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
だ
ろ
引
c

理
論
の
静
態
性
に
対
す
る
批
判
が
両
者
に
共
通
し
て
い

る
点
も
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

で
は
、
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
構
造
主
義
と
い
う
方
法
を
導
入

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
現
実
主
義
は
い
か
な
る
論
理
構
成
を
と
る
こ

と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
新
現
実
主
義
に

お
け
る
、
シ
ス
テ
ム
、
構
造
(
出
汁
E
n
g
Z
)
、
構
成
感
位

(EE片
山
)
と

い
う
主
要
概
念
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ォ
ル
ツ
に
よ
れ
ば
、

構
造
お
よ
び
相
立
に
作
用
し
て
い
る
構
成
単
位
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
が

シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
シ
ス
テ
ム
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を

F

可
能

に
す
る
シ
ス
テ
ム
大
の
構
成
要
素
が
構
造
で
あ
る
。
そ
し
て
構
成
単
位

と
は
諸
部
分
の
配
置
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
抽
象
形
態
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
概
念
を
通
じ
て
国
際
関
係
は
い
か
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

国
際
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
基
本
単
位
は
、
国
ー
一
永
お
よ
び
国
家
間
の

相
互
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
最
終
的
に
構
成
単
位
の

属
性
と
そ
の
相
互
作
用
過
程
に
説
明
が
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
(
従
来

の
国
際
シ
ス
テ
ム
論
問
機
)
完
全
に
は
「
還
元
主
義
の
誤
謬
」
を
脱
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
政
策
決
定
者
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
、
国
家
体
制
、

外
交
、
通
商
関
係
、
戦
争
等
が
、
構
成
単
伎
の
日
間
悦
お
よ
び
相
互
作
用

過
程
の
具
体
的
な
内
容
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
構
成
単
位
レ
ヴ
ェ
ル
の
問

題
で
あ
る
。

d

方
、
こ
れ
ら
の
変
動
要
凶
が
間
際
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
、

ど
の
様
に
配
霞
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
シ
ス
テ
ム
・
レ
ヴ
ェ
ル

九
)¥ 

の
問
題
で
あ
り
、
関
家
取
位
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
説
明
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
構
造
」
と
い
う
概
念
が
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に

な
る
、
つ
ま
り
、
出
際
シ
ス
テ
ム
内
に
お
け
る
構
成
単
位
の
配
列
の
変

化
を
確
定
す
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
開
定
的
な
認
識
の
枠
組
み
が
構
造

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
構
成
単
位
の
配
列
の
変
化
と
岨
偽
造
の
変
化
の

間
に
は
完
全
な
相
関
関
係
が
成
虫
す
る
こ
と
に
な
る
。

国
際
シ
ス
テ
ム
構
造
の
最
も
家
安
な
い
ツ
件
は
、
優
越
す
る
権
力
が
存

在
し
な
い
と
い
う
窓
味
で
の
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
り
、
構
成
単
位
で
あ
る

国
家
の
活
動
は
、
そ
の
構
造
の
特
性
上
、
自
助
(
山
内
一

2
五
百
)
と
い
う

秩
序
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
構
成
単
位

(
国
家
)
の
行
動
は
悶
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
ア
ナ
ー
キ
ー
構
造
に

よ
っ
て
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
側
々
の
国
家
の

属
性
吾
首
相
)
と
は
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
じ
ゆ
え
に
、
還
元
、
王
義
は

国
際
政
治
理
論
の
方
法
と
し
て
は
不
適
切
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
倒
人
あ
る
い
は
国
家
レ
ヴ
コ
ル
の
分
析
が
不
可
欠
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
国
際
シ
ス
テ
ム
と
は
呉
な
っ
た
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題

F
2
7十

三
告
と
百
戸
山
吉
川
喜
一
巾
主
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、

ウ
ォ
ル
ツ
の
主
様
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
新
現
実
主
義
に
お
け
る
力
の
概
念
が
、
古
典
的

現
実
主
義
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

る
。
ウ
オ
ル
ツ
は
古
典
的
現
実
主
義
に
お
け
る
「
パ
ワ

l
至
上
主
義
」



を
方
法
論
的
個
人
主
義
に
基
づ
く
還
元
主
義
で
あ
る
と
批
判
し
、
力
を

他
の
構
成
単
位
(
国
家
)
の
「
能
力

(
S
B
F
5
5ご
と
の
比
較
を

尚
一
じ
評
価
さ
れ
る
関
係
概
念
と
し
て
規
定
す
る

r

能
力
と
は
、
関
係
概

念
と
し
て
の
力
を
補
助
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
(
相
対
的
な
意
味
で

の
)
下
位
的
実
体
概
念
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
軍
事
力
、
経
済
力
、

領
土
、
人
口
、
政
治
的
安
定
度
等
を
指
す
。
つ
ま
り
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な

間
際
構
造
に
お
い
て
々
を
関
係
概
念
と
し
て
定
義
す
る
場
合
、
そ
れ
は

国
際
シ
ス
テ
ム
の
ア
ナ
ー
キ
ー
構
造
が
構
成
単
位
間
の
配
刊
を
決
定
す

る
際
の
指
標
に
過
ぎ
ず
、
問
中
永
の
属
性
と
し
て
の
能
力
を
、
力
と
は
別

に
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
れ
針
。
ま
た
、
龍
力
配
置

の
変
化
は
、
そ
れ
が
間
際
構
造
の
変
化
に
資
す
る
限
り
に
お
い
て
意
味

を
持
つ
と
い
う
観
点
か
ら
、
現
実
の
国
際
シ
ス
テ
ム
の
構
成
単
位
は
大

国
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
ア
ナ
ー
キ
ー
な
国
際
構
造
が
ア
・
ブ
リ
オ
リ
な
潔
論
的
前
提

を
構
成
し
て
い
る
以
上
、
実
際
に
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
能
力

配
分
が
間
際
関
係
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ミ
ク
ロ
経
済
学
に
お
い

て
は
、
市
場
の
構
造
を
決
定
す
る
の
は
、
独
占
・
寡
占
・
白
由
競
争
と

い
っ
た
企
業
形
態
で
あ
り
、
同
様
に
、
国
際
構
造
を
決
定
す
る
の
は
閣

家
の
配
鐙
形
態
で
あ
る
。
新
現
実
主
義
モ
デ
ル
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
が

基
本
的
に
大
同
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
具
体
的
に
は
、

二
極
構
造
か
多
概
構
造
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
る
。
多
様
構
造
の
場

合
、
(
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
政
治
史
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
)
国
ハ
ネ
間

関
係
が
線
維
化
す
る
た
め
、
政
策
決
定
者
の
意
図
や
附
家
の
対
外
行
動

の
結
果
に
常
に
不
徳
実
性
が
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
り
、
誤
算
か
ら
戦

争
を
誘
発
す
る
危
険
性
が
増
大
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、

e

一

板
橋
遣
の
場
合
、
対
立
図
式
は
単
純
か
つ
安
定
的
で
あ
る
c

そ
こ
で
は
、

安
全
保
障
上
の
利
益
は
相
対
的
に
明
絡
で
あ
り
、
相
子
の
行
動
に
付
随

す
る
不
路
実
性
も
縮
減
さ
れ
、
誤
算
に
よ
る
戦
争
の
可
能
性
は
最
小
限

の
も
の
と
な
る
。
一
級
構
造
に
よ
っ
て
間
(
永
間
の
利
害
関
係
が
明
確
化

し
た
た
め
に
、
冷
戦
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
か
ら
明
確
な
相
対
利
益
を

め
ぐ
る
権
力
政
治
へ
と
そ
の
比
重
を
移
行
さ
せ
た
ο

激
し
い
冷
戦
の
レ

ト
リ
ッ
ク
と
は
裏
腹
に
、
決
定
的
な
局
凶
に
お
い
て
は
米
ソ
は
窓
外
に

慎
重
に
行
動
し
た
と
、
ウ
オ
ル
ツ
は
い
う
。

3
.
新
現
実
主
義
理
論
の
問
題
点

新
税
実
主
義
の
問
題
点
は
、
そ
の
方
法
論
に
付
随
す
る
現
状
維
持
忘

向
、
即
ち
理
論
的
静
態
性
に
集
約
さ
れ
る
。
新
現
実
主
義
の
方
法
論
土

の
支
柱
で
あ
る
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
と
構
造
主
義
は
共
に
そ
の
静

態
的
な
方
法
論
を
批
判
さ
れ
て
き
た
が
、
前
者
が
要
素
間
関
係
の
明
示

を
、
後
背
が
客
観
的
(
悶
定
的
)
な
理
論
認
識
を
目
的
と
し
て
い
る
以

上
、
そ
の
批
判
は
必
然
的
な
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
現

実
主
義
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
理
論
的
特
質
は
別
の
極
め
て
深
刻
な
問
題

を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
ο

国
際
シ
ス
テ
ム
の
構
成
単
位
と
し
て
の
国

九
九



家
と
ア
ナ
ー
キ
ー
な
国
際
構
造
は
、
新
現
実
主
義
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

与
件
で
あ
り
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
要
素
は
全
て
過
程
レ
ヴ
ェ
ル
に
還

元
さ
れ
て
し
ま
い
、
例
え
ば
核
兵
器
の
出
現
や
悶
際
的
相
互
依
存
の
深

化
と
い
っ
た
現
象
と
国
際
シ
ス
テ
ム
の
関
係
は
説
明
か
ら
捨
象
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
の
属
性
は
基
本
的
に
同
一
で
あ

る
と
仮
定
す
る
た
め
、
第
三
世
界
に
お
け
る
民
族
紛
争
等
の
内
政
要
因

が
国
家
体
制
に
与
え
る
影
響
は
、
そ
れ
が
国
際
構
造
に
多
大
な
影
響
を

与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
の
違
い
を
理
由
と

し
て
、
理
論
の
枠
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ア
ナ
ー
キ
ー

な
国
際
構
造
と
合
理
的
ア
ク
タ
ー
と
し
て
の
関
家
と
い
う
ホ
ッ
プ
ズ
の

政
治
思
想
と
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
際
政
治
史
か
ら
抽
出
さ
れ
た
理
念

型
が
理
論
の
「
中
核
帯
L

を
構
成
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
に
反
す
る
全

て
の
事
象
は
理
論
の
中
枢
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
問
、
そ
の
結
果
、

例
え
ば
ソ
連
邦
の
崩
壊
が
国
際
シ
ス
テ
ム
に
与
え
る
影
響
を
環
論
的
に

、
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
の
コ
ロ
ラ
リ
!
と
し
て
、
新
現
実
主
義
理
論
は
間
際
シ

ス
テ
ム
の
変
動
局
面
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
明

(
盟
)

ら
か
に
な
る
。
コ
ッ
ク
ス
(
問
。
ぴ
巾
ユ
当
・
〈
V
D
H
)

に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
国
際
政
治
学
に
共
通
す
る
一
つ
の
特
徴
は
、
所
与
の
認
識
枠
組
み

の
な
か
で
問
題
を
論
理
的
に
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
理
し
よ
う
と

す
る
「
問
題
解
決
理
論
(
匂
『
G
u
r
g
e
g
豆
諸
5
2ミ
)
」
の
そ
れ
で
あ
る
。

ア
ナ
ー
キ
ー
な
国
際
構
造
と
い
う
所
与
の
枠
組
み
の
な
か
で
国
家
と
い

。。

う
構
成
単
位
の
論
理
的
操
作
に
よ
っ
て
、
国
際
シ
ス
テ
ム
の
説
明
を
試

み
る
と
い
う
点
で
、
新
現
実
主
義
が
典
型
的
な
問
題
解
決
理
論
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
コ
ッ
ク
ス
の
指
摘
を
待
つ
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
問

題
解
決
理
論
は
国
定
的
な
枠
組
み
内
で
の
概
念
操
作
に
よ
っ
て
問
題
を

処
理
す
る
と
い
う
点
で
優
れ
て
い
る
が
、
他
方
構
造
そ
の
も
の
の
変
動

(
却
}

に
対
す
る
説
明
能
力
は
極
め
て
貧
弱
で
あ
る
。
新
現
実
主
義
を
含
む
ほ

と
ん
ど
の
国
際
政
治
理
論
が
冷
戦
構
造
の
崩
壊
を
予
測
で
き
な
か
っ
た

一
つ
の
要
因
は
こ
こ
に
あ
る
。
冷
戦
終
駕
後
、
新
現
実
主
義
の
立
場
を

と
る
ミ
ア
シ
ヤ
イ
マ

i
c
c
Z
』
涼

gar-呂
町
『
)
が
冷
戦
期
を
「
長

い
平
和
」
(
ギ
ヤ
デ
ィ
ス
)
の
時
代
と
し
て
郷
愁
を
も
っ
て
諮
っ
た
背

景
に
は
、
悶
定
的
な
認
識
枠
組
み
を
喪
失
し
た
問
題
解
決
理
論
と
し
て

{
剖
)

の
新
現
実
主
義
の
苦
悩
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
コ
ッ
ク
ス
は
、
所
与
の

支
配
的
秩
序
か
ら
距
離
を
置
き
、
そ
の
授
史
過
程
の
起
源
を
問
う
「
批

判
理
論
(
円
『
庄
内
田

-
s
gミ
)
」
を
重
視
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ

る
が
、
ウ
ォ
ル
ツ
は
科
学
的
国
際
政
治
理
論
擁
護
の
立
場
か
ら
、
そ
れ

を
拒
絶
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

「
人
間
の
原
罪
」
に
理
誌
編
的
根
拠
を
求
め
る
伝
統
的
現
実
主
義
と
比

較
し
て
、
新
現
実
主
義
は
方
法
論
的
集
団
主
義
、
演
鐸
論
理
、
シ
ス
テ

ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
、
構
造
主
義
等
、
極
め
て
高
度
な
方
法
論
を
駆
使
し



た
科
学
的
な

A

般
理
論
を
志
向
し
た
と
い
う
点
で
、
国
際
政
治
理
論
の

発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
科
学

的
な
外
観
と
は
裏
腹
に
、
理
論
の
中
核
帯
に
は
、
ア
ナ
ー
キ
ー
の
論
理

と
国
家
中
心
主
義
と
い
う
極
め
て
古
典
的
な
価
値
が
定
位
さ
れ
て
い

る
υ

こ
れ
は
普
遍
性
を
も
っ
た
演
線
的
な
国
際
政
治
湿
地
酬
を
構
築
す
る

た
め
に
は
、
客
観
的
で
国
定
的
な
認
識
論
に
基
づ
い
た
「
研
究
プ
ロ
グ

ラ
ム
(
吋
222各
℃

3
当
・
白
百
円
口
町
田
)
」
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認

午
市
)

識
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

確
か
に
、
科
学
的
な
理
論
構
築
の
た
め
の
方
法
論
と
い
う
観
点
か
ら

見
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
妥
当
な
選
択
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ

で
理
論
と
は
、
本
来
現
実
に
生
起
し
た
(
あ
る
い
は
生
起
し
つ
つ
あ
る
)

現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
改
め
て
認
識
す

る
必
要
が
あ
る
。
戦
後
国
際
政
治
が
、
一
方
で
ア
ナ
ー
キ
ー
の
論
理
と

出
家
中
心
主
義
の
動
揺
の
歴
史
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

特
に
冷
戦
後
の
現
在
、
国
内
要
因
を
無
視
し
て
国
際
関
係
が
成
り
立
ち

得
な
い
こ
と
は
な
か
ば
常
識
と
化
し
て
い
る
c
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

閣
内
要
因
を
分
析
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
と
し
て
切
り
捨
て
、
あ
く
ま
で
も

科
学
的
な
「
国
際
政
治
の
理
論
」
に
閏
執
す
る
新
現
実
主
義
モ
デ
ル
は

容
易
に
抑
圧
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
転
化
す
る
危
険
性
を
内
在
さ
せ
て
い

丸出
Jる

。
な
ぜ
な
ら
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
内
戦
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
第

三
世
界
に
お
い
て
は
閉
山
本
体
制
そ
の
も
の
が
支
配
の
道
具
と
し
て
機
能

す
る
部
分
が
少
な
く
な
い
日
、
そ
の
よ
う
な
現
実
を
無
視
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
同
家
を
国
際
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
と
し
て
一
括
し
て
処
埋
す
れ

ば
、
国
際
的
な
観
点
か
ら
閣
内
問
題
を
理
論
化
す
る
道
を
封
殺
し
て
し

ま
い
、
国
内
要
田
川
の
国
際
シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響
を
放
霞
し
て
お
く
こ
と

が
合
理
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
必
要
な
こ
と
は
、

た
と
え
科
学
性
や
普
遍
牲
を
あ
る
程
度
犠
牲
に
し
た
と
し
て
も
、
間
出
家

間
の
属
性
と
そ
の
差
異
を
国
際
・
国
内
の
両
側
面
か
ら
実
態
に
即
し
て

説
明
し
、
そ
れ
を
歴
史
的
な
文
脈
の
な
か
で
相
関
的
に
理
論
化
し
て
い

く
こ
と
で
あ
る
。

(
l
)

悶
際
政
治
半
に
お
け
る
「
ポ
ス
ト
実
訟
主
義
論
争
し
に
つ
い
て
は
、

以
ド
を
参
照

F

」
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