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国
際
関
係
論
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
欧
米
に
生
ま
れ
た
学
問
で
あ
る
。
ま
た
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
飛
躍
的
に
発
展
し
た
比
較

的
若
い
学
問
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
日
本
の
大
学
で
強
い
関
心
を
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
恐
ら
く
こ
こ
十
数
年
の
こ

と
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
戦
前
に
お
い
て
は
外
交
史
、
地
域
研
究
、
国
際
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
戦
前
期
の

日
本
に
お
い
て
国
際
関
係
論
、
あ
る
い
は
国
際
政
治
学
の
講
義
を
持
つ
大
学
は
皆
無
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
。
だ
が
も
と
よ
り
、
今

日
い
う
と
こ
ろ
の
国
際
関
係
論
的
な
関
心
を
持
つ
研
究
者
が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
本
学

に
お
い
て
昭
和
一
六
年
か
ら
昭
和
二
〇
年
の
終
戦
時
ま
で
外
交
史
を
担
当
さ
れ
た
東
京
帝
国
大
学
の
神
川
彦
松
氏
の
名
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
（
「
外
交
史
」
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
し
か
し
総
じ
て
、
戦
前
期
日
本
に
お
い
て
は
、
国
際
政
治
の
動
態
を
厳
密
な

理
論
的
枠
組
で
分
析
し
よ
う
と
す
る
関
心
は
非
常
に
弱
か
っ
た
。

　
さ
て
、
本
学
に
お
い
て
国
際
関
係
論
の
講
座
が
正
式
に
開
設
さ
れ
た
の
は
昭
和
四
〇
年
で
あ
っ
た
。
近
年
、
国
際
関
係
論
へ
の
教

育
的
、
研
究
的
関
心
の
増
大
に
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
が
、
昭
和
四
〇
年
の
時
点
で
正
式
の
講
座
が
設
け
ら
れ
た
本
学
の
場
合
は
、

国
立
大
学
の
中
で
も
か
な
り
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
加
え
て
、
本
学
に
お
い
て
国
際
関
係
論
の
講
義
が
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始
め
ら
れ
た
の
は
、
大
学
院
に
お
い
て
は
講
座
開
設
の
五
年
前
、
つ
ま
り
昭
和
三
五
年
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
学
部
専
門
科
目
と
し

て
始
め
ら
れ
た
の
は
講
座
開
設
の
前
年
、
つ
ま
り
昭
和
三
九
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
本
学
に
お
け
る
国
際
関
係
論
の
教
育
．
研
究
へ

の
積
極
的
な
姿
勢
を
強
く
う
か
が
わ
せ
る
。
大
学
院
の
授
業
を
担
当
し
た
の
は
大
平
善
梧
教
授
、
学
部
専
門
科
目
を
担
当
し
た
の
は

細
谷
千
博
教
授
で
あ
り
、
本
学
の
国
際
関
係
論
の
学
問
史
を
語
る
場
合
、
大
平
、
細
谷
両
教
授
の
存
在
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
本
学
に
お
け
る
国
際
関
係
論
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
る
た
め
に
、
開
講
当
時
の
講
義
要
綱
を
ひ
も
と
い
て
み
た
い
。
昭
和

三
五
年
、
大
平
教
授
に
よ
る
大
学
院
で
の
第
一
回
目
の
講
義
（
半
年
）
に
つ
い
て
は
「
国
際
経
済
法
の
概
略
的
説
明
を
行
な
い
、
そ

の
後
に
有
斐
閣
発
行
、
国
際
経
済
法
協
議
会
編
の
国
際
不
正
競
争
の
研
究
の
輪
読
を
行
な
う
予
定
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
講

義
要
綱
が
示
す
よ
う
に
、
国
際
法
学
者
と
し
て
の
大
平
教
授
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
法
的
な
色
彩
が
強
い
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
、
昭
和
三
九
年
、
細
谷
教
授
に
よ
る
第
一
回
目
の
学
部
専
門
科
目
（
通
年
）
の
講
義
要
綱
を
ひ
も
と
く
と
、
以
下
の
項
目

が
し
る
さ
れ
て
い
る
。

　
1
　
学
問
と
し
て
の
国
際
関
係
論

　
　
　
a
、
学
問
の
歴
史

　
　
　
b
、
対
象
と
方
法

　
　
　
c
、
統
一
概
念
と
分
析
レ
ベ
ル

　
　
　
d
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム

加
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国
際
シ
ス
テ
ム

a
、
歴
史
的
類
型

b
、
抽
象
的
モ
デ
ル

c
、
国
際
シ
ス
テ
ム
と
国
内
シ
ス
テ
ム

行
動
主
体
と
し
て
の
国
家

a
、
行
動
目
標
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
イ
ン
タ
レ
ス
ト

b
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

c
、
帝
国
主
義

d
、
政
策
の
手
段
－
外
交
、
宣
伝
、
戦
争

対
外
政
策
の
決
定
過
程

a
、
政
策
決
定
者

b
、
価
値
、
態
度
、
イ
メ
ー
ジ

C
、
政
策
決
定
の
組
織

d
、
世
論
と
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
・
グ
ル
ー
プ

外
交
政
策
の
比
較
研
究

a
、
比
較
の
基
準

b
、
日
本

m
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c
、
ア
メ
リ
カ

　
　
　
d
、
ソ
ビ
エ
ト

　
　
　
e
、
そ
の
他

　
6
　
戦
争
の
防
止

　
　
　
a
、
紛
争
、
危
機
、
戦
争

　
　
　
b
、
統
御
の
技
術
と
装
置

　
　
　
c
、
軍
備
管
理

　
　
　
d
、
協
力
と
統
合

　
こ
の
講
義
要
綱
が
示
す
よ
う
に
、
細
谷
教
授
の
国
際
関
係
論
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
国
際
関
係
論
の
い
わ
ば
哲
学
的
論
争
の
原
点

と
も
い
う
べ
き
「
リ
ア
リ
ズ
ム
対
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ズ
ム
」
論
争
か
ら
出
発
し
て
、
国
際
政
治
構
造
の
シ
ス
テ
ム
分
析
、
行
動
主
体
と

し
て
の
国
家
の
諸
属
性
、
行
動
主
体
の
意
思
決
定
を
精
緻
に
分
析
す
る
た
め
の
対
外
政
策
決
定
過
程
論
、
日
米
ソ
な
ど
の
外
交
政
策

の
比
較
、
さ
ら
に
進
ん
で
国
際
紛
争
と
そ
の
制
御
、
軍
備
管
理
、
そ
し
て
最
後
に
国
際
社
会
に
お
け
る
協
力
と
統
合
の
可
能
性
を
考

察
す
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
講
義
要
綱
を
み
て
ま
ず
印
象
的
な
こ
と
は
、
す
で
に
昭
和
三
九
年
の
時
点
に
お
い
て
、
国
際
関
係
論
の
最
先
端
を
ゆ
く
ア

メ
リ
カ
の
研
究
動
向
、
と
り
わ
け
そ
の
行
動
科
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
広
範
に
取
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
全

体
が
、
す
で
に
二
〇
年
近
く
経
過
し
た
現
在
に
お
い
て
も
全
く
時
代
遅
れ
の
感
を
い
だ
か
せ
な
い
点
に
お
い
て
一
層
印
象
的
で
あ

る
。
当
時
、
日
本
の
大
学
で
講
義
さ
れ
て
い
た
国
際
関
係
論
の
多
く
が
、
法
的
・
制
度
論
的
な
も
の
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
歴
史
な

酬
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ど
と
い
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
国
際
政
治
・
外
交
史
の
概
説
の
類
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ぽ
、
細
谷
教
授
の
そ
れ
は
日
本

の
国
際
関
係
論
教
育
の
歴
史
に
お
い
て
も
特
に
記
憶
さ
れ
て
よ
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
講
義
要
綱
に
あ
る
分
析

レ
ベ
ル
、
抽
象
的
モ
デ
ル
、
国
際
シ
ス
テ
ム
、
政
策
決
定
者
の
価
値
、
態
度
、
イ
メ
ー
ジ
な
ど
と
い
っ
た
用
語
な
り
概
念
は
受
講
す

る
学
生
の
多
く
に
と
っ
て
は
始
め
て
耳
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
た
恐
ら
く
、
国
際
関
係
論
を
講
義
す
る
教
師
に
と

っ
て
も
、
ア
メ
リ
カ
留
学
を
終
え
た
一
部
の
人
達
以
外
に
は
、
な
じ
み
の
う
す
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
細
谷
教
授
に
よ
る

開
講
を
も
っ
て
、
そ
の
隣
接
領
域
た
る
国
際
法
、
外
交
史
か
ら
、
ア
プ
ロ
ー
チ
、
対
象
に
お
い
て
独
自
の
国
際
関
係
論
が
本
学
に
定

着
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
学
に
お
け
る
国
際
関
係
論
の
揺
藍
期
の
］
端
に
光
を
あ
て
た
わ
け
で
あ
る
が
、
細
谷
教
授
は
と
い
え
ば
外
交
史
の
講
義

（
西
洋
外
交
史
と
日
本
外
交
史
）
を
も
担
当
、
国
際
関
係
論
は
そ
の
後
ほ
ぼ
隔
年
の
ペ
ー
ス
で
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
こ

の
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
細
谷
教
授
は
独
自
の
教
育
．
研
究
領
域
と
し
て
の
国
際
関
係
論
の
樹
立
に
努
力
さ
れ
る
一
方
で
、
そ

の
学
風
は
と
い
え
ば
、
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
行
動
科
学
的
国
際
関
係
論
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
相
互
補
完
性
を
目
指
し
た
と
こ
ろ
に
第
一

の
特
色
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
教
授
の
処
女
出
版
は
『
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
史
的
研
究
』
（
昭
和
三
〇
年
）
で
あ
る
が
、
同
書
は
昭
和

五
一
年
、
新
泉
社
の
「
叢
書
名
著
の
復
興
」
第
一
七
巻
と
し
て
復
刊
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
折
、
解
説
を
担
当
し
た
和
田
春
樹
（
東
京

大
学
）
は
、
「
著
者
の
力
を
こ
め
た
こ
の
処
女
作
は
、
外
交
文
書
を
駆
使
し
た
外
交
史
研
究
の
一
つ
の
典
型
と
し
て
、
二
〇
年
前
の

発
表
当
時
、
読
者
の
知
的
興
奮
を
か
き
立
て
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
爾
来
、
細
谷
教
授
は
日
ソ
関
係
史
、
日
米
関
係
史
、
さ
ら
に
は

戦
前
お
よ
び
戦
後
に
お
け
る
日
本
の
対
外
政
策
決
定
に
つ
い
て
の
モ
デ
ル
論
な
ど
の
研
究
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
発
表
さ
れ
て
ゆ
く
が
、
そ

こ
に
は
、
第
一
次
資
料
を
重
視
し
た
実
証
研
究
へ
の
あ
く
な
き
追
求
姿
勢
と
と
も
に
、
国
際
政
治
・
外
交
の
動
態
を
政
策
決
定
過
程

佃
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の
観
点
か
ら
切
り
込
む
と
い
う
視
座
が
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
史
的
分
析
と
理
論
的
枠
組
と
が
、
対
立
す
る
も

の
、
あ
る
い
は
全
く
別
個
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
政
策
決
定
過
程
論
と
い
う
臨
界
領
域
に
お
い
て
相
互
補
完
的
に
機
能
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
臨
界
領
域
的
視
角
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
ま
た
欧
米
の
学
界
に
お
い
て
も
例
外
的
な
こ
と
で
あ
り
、

こ
こ
に
細
谷
史
学
の
第
一
の
特
色
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
細
谷
史
学
1
あ
る
い
は
教
授
の
幅
広
い
学
問
的
関
心
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ぽ
細
谷
国
際
学
と
表
現
し
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
が
ー
は
、
国
の
内
外
に
お
け
る
活
発
な
学
界
活
動
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
国
際
的
に
は
、
ア
メ
リ
カ
国
際
政
治
学
会
（
I

S
A
）
副
会
長
（
一
九
七
五
～
七
六
年
）
を
務
め
ら
れ
た
。
国
際
関
係
論
は
そ
の
学
問
的
性
格
か
ら
し
て
も
、
国
際
的
な
研
究
水

準
、
国
際
的
な
交
流
が
い
わ
ば
常
態
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
日
本
の
場
合
、
細
谷
教
授
な
ど
若
干
の
例
を
除

い
て
は
、
い
ま
だ
そ
れ
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
本
学
の
国
際
関
係
論
が
そ
の
拠
点
と
な
る
べ
く
努
力
す
る
こ
と

こ
そ
が
、
第
二
世
代
の
研
究
者
の
責
務
で
あ
ろ
う
。

細

法


