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「
《
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
》
研
究
と
政
治
学
」
第
三
節
改
訂
版

拙
稿
「
《
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
》
研
究
と
政
治
学
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』
第
一
二
六
巻
第
七
・
八
号
（
二
〇
一
三

年
八
月
）
は
、
元
来
、
二
〇
一
三
年
一
月
二
六
日
に
行
な
っ
た
研
究
会
報
告
（
一
種
の
最
終
講
義
の
よ
う
な
も

の
）
の
草
稿
に
若
干
の
改
訂
を
施
し
た
も
の
で
、
脱
稿
は
同
年
五
月
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
定
年
退
職
に
ま
つ
わ

る
大
量
の
雑
用
が
押
し
寄
せ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
健
康
上
の
問
題
も
あ
り
、
想
を
練
る
余
裕

が
あ
ま
り
な
く
、
い
さ
さ
か
舌
足
ら
ず
の
個
所
を
残
し
て
い
た
こ
と
に
遅
れ
ば
せ
に
気
づ
い
た
の
は
九
月
頃
の

こ
と
で
あ
る
。
活
字
に
な
っ
て
間
も
な
い
文
章
に
今
頃
改
訂
版
を
つ
く
る
と
い
う
の
も
間
の
抜
け
た
話
だ
が
、

と
に
か
く
多
少
の
改
訂
を
思
い
つ
い
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
ウ
ェ
ブ
上
に
公
開
す
る
こ
と
に
し
た
。
ひ
ょ
っ
と

し
た
ら
、
将
来
、
よ
り
本
格
的
な
改
訂
を
施
し
た
新
版
を
発
表
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
現
時
点
で
は
そ
こ
ま
で
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

当
初
の
執
筆
時
と
現
在
の
間
に
時
間
差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
以
上
、
当
然
な
が
ら
私
の
考
え
に
こ
れ
と
い
っ
た

変
化
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
時
間
的
・
精
神
的
余
裕
の
な
い
時
期
に
書
い
た
原
稿
で
は
論
じ
切
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
ら
を
多
少
補
っ
た
方
が
、
本
稿
の
背
後
に
あ
る
考
え
を
よ
り
よ
く
理
解
し
て
も
ら
え
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
が
、
こ
の
改
訂
版
執
筆
の
動
機
で
あ
る
。

修
正
個
所
は
と
り
あ
え
ず
第
三
節
の
導
入
部
お
よ
び
第
３
・
４
項
だ
け
に
関
わ
る
。
細
か
い
こ
と
を
い
え
ば
、

そ
れ
以
外
に
も
補
充
し
た
り
微
修
正
し
た
り
し
た
方
が
よ
い
個
所
が
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
手
を
広

げ
る
な
ら
事
実
上
の
全
面
改
稿
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
今
回
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
め
る
こ
と
に
し
た
。
い
ろ

い
ろ
な
意
味
で
中
途
半
端
な
代
物
で
は
あ
る
が
、
読
者
の
批
判
を
受
け
て
再
考
す
る
き
っ
か
け
が
得
ら
れ
る
な

ら
望
外
の
幸
い
で
あ
る
。

（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
）

三

比
較
政
治
・
比
較
体
制
論
・
体
制
移
行
論

私
が
一
九
八
二
年
に
職
を
得
た
の
は
、
「
比
較
政
治
論
」
と
い
う
講
義
を
担
当
す
る
ポ
ス
ト
だ
っ
た
。

そ
の
実
質
的
内
容
は
ソ
連
（
お
よ
び
あ
る
程
度
ま
で
東
欧
諸
国
）
の
政
治
と
い
う
趣
旨
だ
と
了
解
さ
れ
て

い
た
が
、
と
に
か
く
看
板
が
「
比
較
政
治
」
で
あ
る
こ
と
を
ど
う
受
け
と
め
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
以
来
の
課
題
で
あ
り
続
け
た
。
当
時
は
ま
だ
、com

parative
politics

と
い
う
学
問
分
野
も
あ
ま
り
確

立
し
て
お
ら
ず
―
―
英
語
で

com
parative

governm
ent

に
当
た
る
政
治
制
度
論
が
あ
る
時
期
ま
で
は
大
き

な
位
置
を
占
め
て
い
た
―
―
日
本
比
較
政
治
学
会
も
発
足
し
て
い
な
い
と
い
う
時
代
だ
っ
た
か
ら
、
「
比

較
政
治
学
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
」
と
い
う
共
通
了
解
が
確
固
と
し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
に

か
く
自
分
の
研
究
が
「
比
較
政
治
」
と
い
う
名
称
に
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う

秘
か
な
意
識
は
、
当
初
か
ら
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
流
のcom

parative
politics

が
日

本
で
も
盛
ん
に
な
る
に
つ
れ
て
、
「
非
主
流
」
意
識
は
一
層
強
ま
っ
た
。

天
の
邪
鬼
な
た
ち
の
私
は
、
自
分
が
「
非
主
流
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
急
い
で
「
主
流
」
に
迎
合
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
は
考
え
な
か
っ
た
が
、
と
に
か
く
自
己
流
の
「
比
較
政
治
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
熟
考
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（1

）
そ
の
最
初
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
「
伊
東
孝
之
氏
の
書
評
へ
の
リ
プ
ラ
イ
」
『
ロ
シ
ア
史
研
究
』
第
五

六
号
（
一
九
九
九
五
年
三
月
）
で
あ
る
。

（2

）
こ
の
発
想
は
我
流
の
も
の
だ
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｋ
・
マ
ー
ト
ン
『
社
会
理
論
と
社
会
構
造
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
一
年
の
序
論
に
示
唆
を
受
け
た
。

（3

）
文
献
〔

〕
の
二
一
〇
頁
。

44

（4

）
早
い
時
期
に
「
「
民
主
派
」
の
勝
利
が
民
主
主
義
の
勝
利
を
意
味
し
な
い
と
い
う
逆
説
」
を
指
摘
し
た
も
の
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

し
て
、
「
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
の
終
焉
と
社
会
主
義
の
運
命
」
（
岩
波
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
一
九
九
二
年
、
三
四
頁
）
、
ほ

ぼ
同
時
期
に
「
民
主
化
の
産
物
と
し
て
の
権
威
主
義
化
傾
向
」
を
も
う
少
し
詳
し
く
論
じ
た
例
と
し
て
、
「
ペ
レ
ス

ト
ロ
イ
カ
と
そ
の
後
―
―
「
民
主
化
」
の
パ
ラ
ド
ク
ス
」
和
田
春
樹
・
小
森
田
秋
夫
・
近
藤
邦
康
編
『
〈
社
会
主

義
〉
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
悩
と
模
索
』
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
が
あ
る
。
そ
の
後
、
九
〇
年
代
の
い
く
つ
か
の
仕
事

で
こ
の
問
題
に
何
度
か
立
ち
返
っ
た
が
、
九
〇
年
代
末
の
と
り
ま
と
め
と
し
て
、
文
献
〔

〕
第
Ⅴ
章
。

13
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す
る
こ
と
は
私
の
長
期
的
課
題
で
あ
り
続
け
た
（1

）

。
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
考
え
を
簡
単
に
ま
と
め
る
な

ら
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
二
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
歴
史
研
究
お
よ
び
地
域
研
究
は
一
般
性
や
理
論
性
の
探
究
よ
り
も

具
体
的
対
象
の
個
性
記
述
に
力
点
を
お
く
。
私
は
元
来
そ
う
し
た
ス
タ
イ
ル
の
研
究
に
ず
っ
と
従
事
し
て

き
た
が
、
そ
の
作
業
を
あ
る
程
度
積
み
重
ね
て
み
る
と
、
そ
う
や
っ
て
得
ら
れ
た
個
別
事
例
研
究
の
知
見

を
他
の
事
例
と
比
較
し
て
い
く
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
意
義
が
あ
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
際
、

「
主
流
」
の
比
較
政
治
学
が
体
系
性
や
理
論
性
の
探
求
を
主
要
目
標
と
し
、
議
論
の
出
発
点
で
も
そ
れ
を

明
示
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
の
に
対
し
、
む
し
ろ
個
別
事
例
の
方
を
出
発
点
と
し
つ
つ
、
そ
の
上
に
立
っ

て
少
し
ず
つ
「
中
範
囲
の
理
論
化
」
の
積
み
上
げ
を
試
み
る
と
い
う
行
き
方
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
な
発
想
だ
っ
た
（2

）

。
あ
る
と
こ
ろ
で
使
っ
た
表
現
を
繰
り
返
す
な
ら
、
「
抽

象
的
一
般
論
を
自
己
目
的
的
に
展
開
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
具
体
的
個
別
研
究
の
中
か
ら
育
ち
、
ま

た
個
別
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
を
刺
激
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
論
的
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で

は
な
い
か
」
と
感
じ
た
の
で
あ
る
（3

）

。

〔
原
論
文
第
三
節
導
入
部
末
尾
の
段
落
（
一
二
頁
五
‐
一
〇
行
目
）
は
、
多
少
手
を
入
れ
て
第
４
項
に
移
す
の
で
、

こ
の
個
所
か
ら
は
削
除
す
る
〕
。

１

以
前
か
ら
の
主
要
課
題
―
―
体
制
間
比
較
お
よ
び
社
会
主
義
諸
国
間
の
比
較

〔
こ
の
項
は
原
論
文
の
ま
ま
〕
。

２

比
較
対
象
の
質
的
変
容
―
―
比
較
体
制
論
か
ら
体
制
移
行
論
へ

〔
こ
の
項
も
ほ
ぼ
原
論
文
の
ま
ま
だ
が
、
「
私
は
も
と
も
と
「
民
主
化
」
が
そ
れ
程
順
調
に
進
む
わ
け
で
は
な
く
、

む
し
ろ
権
威
主
義
化
の
傾
向
も
見
過
ご
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
早
い
時
期
か
ら
主
張
し
て
き
た
」
と
い
う
個
所
（
一

七
頁
二
‐
三
行
目
）
に
、
新
た
に
注
を
つ
け
る
（4

）

〕
。
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（5

）
「
東
欧
」
「
中
欧
」
「
中
東
欧
」
「
東
中
欧
」
「
バ
ル
カ
ン
」
「
西
バ
ル
カ
ン
」
等
々
の
用
語
が
乱
立
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
二
の
２
で
も
触
れ
た
が
、
こ
の
問
題
に
こ
こ
で
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
便
宜

的
な
用
語
法
と
し
て
、
社
会
主
義
時
代
に
つ
い
て
は
「
東
欧
」
、
冷
戦
後
に
つ
い
て
は
「
中
東
欧
」
と
表
記
し
て
お

く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
際
、
冷
戦
期
に
は
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
あ
っ
た
た
め
「
東
欧
」
の
境
界
・
範
囲
は
明
確
だ

っ
た
が
、
そ
れ
が
崩
れ
た
後
は
、
一
応
「
中
東
欧
」
と
呼
ぶ
に
し
て
も
そ
の
境
界
・
範
囲
と
も
流
動
的
で
あ
る
。
見

方
に
よ
っ
て
は
、
元
来
の
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
の
代
わ
り
に
新
し
い
障
壁
が
拡
大
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
・
Ｅ
Ｕ
と
ロ
シ
ア
の
間

に
立
て
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
こ
れ
は
第
四
節
の
問
題
と
な
る
。

（6

）
そ
れ
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
「
未
承
認
国
家
」
を
含
め
る
と
も
っ
と
多
く
の
政
治
単
位
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
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３

変
化
の
具
体
相

か
つ
て
の
ソ
連
を
構
成
し
て
い
た
諸
共
和
国
間
の
比
較
は
、
一
九
九
一
年
ま
で
は
ソ
連
と
い
う
一
つ

の
国
の
中
で
の
地
域
間
・
民
族
間
比
較
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
そ
の
性
格
を
大
き
く
変
え
て
、
国
際
比

較
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
も
と
も
と
ソ
連
時
代
に
お
い
て
も
、
諸
共
和
国
間
に
個
性
的
な
差
異
が
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
画
一
的
と
思
わ
れ
が
ち
な
ソ
連
各
地
に
は
意
外
な
ほ
ど
の
多
様
性
が
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
多
様
性
を
出
発
点
と
し
て
、
ソ
連
解
体
後
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
バ
ル
ト
三
国
は
Ｅ
Ｕ
・
Ｎ

Ａ
Ｔ
Ｏ
に
加
盟
し
て
西
欧
諸
国
と
の
関
係
を
深
め
、
コ
ー
カ
サ
ス
や
中
央
ア
ジ
ア
は
南
で
は
ト
ル
コ
・

イ
ラ
ン
・
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
東
の
方
で
は
中
国
・
韓
国
な
ど
と
の
関
係
が
濃
密
に
な
る
―
―
も
っ
と

も
、
ど
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
関
係
が
深
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
国
際
関
係
の
展
開
自
体
が
各
国

ご
と
の
個
性
を
も
っ
て
い
る
―
―
と
い
う
状
況
の
中
で
、
各
国
の
個
性
的
差
異
は
ま
す
ま
す
鮮
明
な
も

の
と
な
っ
て
き
た
。

こ
う
し
て
、
か
つ
て
は
ソ
連
と
い
う
一
つ
の
国
を
対
象
と
す
る
研
究
に
従
事
し
て
き
た
人
間
は
、
い

ま
や
一
五
も
の
明
確
に
異
な
っ
た
個
性
を
も
つ
独
立
国
を
対
象
と
し
て
比
較
研
究
を
進
め
な
く
て
は
な

ら
な
く
な
っ
た
（
も
っ
と
広
げ
て
い
え
ば
、
か
つ
て
東
欧
に
存
在
し
た
八
つ
の
社
会
主
義
国
は
、
い
ま

で
は
一
三
、
あ
る
い
は
コ
ソ
ヴ
ォ
を
独
立
国
に
数
え
る
な
ら
一
四
の
国
に
な
っ
た
の
で
、
旧
ソ
連
・
中

東
欧
諸
国
（5

）

全
体
で
い
え
ば
二
八
な
い
し
二
九
カ
国
と
な
る
（6

）

）
。
こ
の
よ
う
に
多
数
の
国
の
研
究
を
一

人
の
人
間
が
担
う
の
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で
あ
り
、
多
数
の
専
門
家
た
ち
の
共
同
の
努
力
に
よ
っ
て
推

進
す
る
ほ
か
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
協
力
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
も
、
そ
れ
ら
諸
国
を
バ
ラ
バ
ラ
に

切
り
離
す
こ
と
な
く
、
相
互
関
係
を
意
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
な

し
に
個
別
の
国
の
研
究
の
み
に
専
念
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
が
、
私
は
乏
し
い
力
の
中
で
可
能
な

限
り
、
こ
れ
ら
諸
国
を
視
野
の
中
に
入
れ
続
け
る
よ
う
努
め
て
き
た
。

独
立
国
の
数
が
増
え
た
だ
け
で
は
な
い
。
ロ
シ
ア
連
邦
内
の
様
々
な
地
域
間
の
比
較
も
、
新
し
い
研

究
課
題
と
な
っ
た
。
ソ
連
時
代
に
お
い
て
も
ロ
シ
ア
共
和
国
内
各
地
の
個
性
や
そ
れ
ら
の
相
互
比
較
と

い
う
論
点
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
あ
ま
り
目
立
た
な
い
位
置
を

占
め
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
は
連
邦
構
成
共
和
国
に
お
け
る
自
立
化
の
動
き

が
高
ま
っ
た
の
に
刺
激
さ
れ
て
、
ロ
シ
ア
共
和
国
内
自
治
地
域
の
問
題
が
そ
れ
を
追
い
か
け
る
よ
う
に

し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
だ
し
た
が
、
そ
れ
が
ソ
連
解
体
後
の
ロ
シ
ア
連
邦
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
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（7

）
ソ
連
全
体
と
の
比
較
で
ロ
シ
ア
連
邦
の
構
造
を
考
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
中
の
個
別
具
体
例
に
つ
い
て
も

考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
作
業
を
全
面
的
に
展
開
す
る
の
は
一
個
人
の
手
に
余
る
大
事
業
だ
が
、
特
に
多
く
の
論

者
の
注
目
を
引
い
て
い
る
事
例
と
し
て
タ
タ
ル
ス
タ
ン
と
チ
ェ
チ
ェ
ン
が
あ
り
、
文
献
〔

〕
で
は
総
論
と
並
ん
で
、

32

こ
の
両
地
域
を
取
り
上
げ
て
み
た
。

（8

）A
.Przew

orski,"The
'East'B

ecom
es

the
'South'?

The
'A

utum
n

of
the

People'and
the

Future
of

Eastern
Europe,"

PS:

Political
Science

and
Politics,vol.24,no.1

(M
arch

1991);
id.,D

em
ocracy

and
the

M
arket,C

am
bridge

U
niversity

Press,

1991,
p.

191.

プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ル
ス
キ
自
身
は
こ
れ
を
中
欧
諸
国
に
つ
い
て
の
言
葉
と
し
て
提
起
し
た
が
、
そ
の
後
の
経

過
を
見
る
と
、
中
欧
諸
国
は
ま
だ
し
も
「
西
」
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
の
に
対
し
、
旧
ソ
連
諸
国
は
よ
り
一
層
「
南
」

的
な
傾
斜
を
濃
く
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
特
徴
づ
け
は
あ
く
ま
で
も
大
ま
か
な
も
の
に
と
ど

ま
り
、
絶
対
化
す
べ
き
で
は
な
い
が
。

- 4 -

な
っ
た
。
ソ
連
が
多
民
族
連
邦
国
家
だ
っ
た
の
と
同
様
、
今
日
の
ロ
シ
ア
も
多
民
族
連
邦
国
家
だ
が
、

両
者
の
間
に
は
連
邦
概
念
を
は
じ
め
と
す
る
制
度
面
で
も
、
多
民
族
性
の
度
合
い
な
ど
の
実
体
面
で
も
、

か
な
り
の
差
異
が
あ
る
。
私
は
こ
の
こ
と
を
「
ソ
連
と
の
ズ
レ
を
含
ん
だ
相
似
形
」
と
表
現
し
、
両
者

の
比
較
検
討
を
進
め
て
き
た
（7

）

。
な
お
、
ロ
シ
ア
連
邦
内
の
地
域
間
比
較
と
い
う
場
合
、
民
族
地
域
だ

け
が
問
題
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
人
地
域
の
リ
ー
ジ
ョ
ン
研
究
も
重
要
だ
が
、
私
自
身
は
取
り

組
ん
で
い
な
い
。

中
東
欧
諸
国
を
含
め
た
旧
社
会
主
義
国
を
総
体
と
し
て
比
較
の
視
座
で
見
る
際
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
と

な
る
の
は
、
「
東
は
南
に
な
っ
た
」
と
い
う
プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ル
ス
キ
の
指
摘
で
あ
る
（8

）

。
こ
の
観
点
か
ら
は
、

旧
社
会
主
義
諸
国
と
発
展
途
上
国
と
の
比
較
も
大
き
な
課
題
と
な
る
。
途
上
国
も
体
制
移
行
国
も
「
模

範
」
「
モ
デ
ル
」
を
欧
米
諸
国
に
求
め
て
、
そ
れ
を
完
成
品
の
形
で
輸
入
し
よ
う
と
試
み
る
が
、
外
か
ら

輸
入
さ
れ
る
新
し
い
制
度
と
そ
れ
ま
で
に
存
在
し
て
い
た
国
内
の
社
会
構
造
・
文
化
と
の
間
の
不
適
合
性

か
ら
、
種
々
の
摩
擦
が
生
じ
た
り
、
微
妙
な
融
合
や
変
形
が
進
行
し
た
り
す
る
。
こ
う
い
っ
た
点
に
関
す

る
限
り
、
両
者
の
間
に
は
大
き
な
文
脈
で
の
共
通
性
が
あ
る
。
旧
社
会
主
義
国
を
も
っ
ぱ
ら
先
進
資
本
主

義
諸
国
と
比
べ
て
、
そ
の
基
準
に
合
っ
て
い
な
い
か
ら
体
制
移
行
が
不
十
分
だ
、
あ
る
い
は
後
退
し
た
と

す
る
た
ぐ
い
の
評
論
が
ま
ま
見
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
比
較
の
基
準
と
し
て
発
展
途
上
国
を
と
っ
た
方
が
適

切
な
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
旧
社
会
主
義
国
に
は
後
発
国
一
般
の
問
題
に
尽
き
な
い
特
有
の
状
況
も
あ
る
。
多
く
の
旧

社
会
主
義
国
は
、
既
に
一
旦
あ
る
程
度
の
「
近
代
化
」
「
西
欧
化
」
を
進
め
た
後
で
再
度
の
外
来
文
化
と

、
、
、

の
遭
遇
・
摩
擦
を
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
出
発
点
に
お
け
る
国
内
社
会
構
造
は
も
は
や
古
い
伝
統

社
会
で
は
な
く
、
社
会
主
義
的
近
代
化
に
よ
る
変
容
を
伴
っ
た
そ
れ
だ
と
い
う
独
自
性
を
も
っ
て
い
る
。

大
都
市
、
大
規
模
工
業
、
教
育
度
の
高
い
住
民
な
ど
の
存
在
は
、
社
会
主
義
時
代
に
進
行
し
た
独
自
な
「
近

代
化
」
の
産
物
だ
が
、
そ
れ
は
今
日
の
目
で
見
た
と
き
、
積
極
的
「
遺
産
」
で
あ
る
と
同
時
に
克
服
す
べ

き
「
後
遺
症
」
で
も
あ
る
と
い
う
両
義
性
を
も
っ
て
い
る
。

や
や
個
別
的
な
例
に
な
る
が
、
比
較
対
象
の
う
ち
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
位
置
が
そ
れ
ま
で
よ

り
も
大
き
く
な
っ
た
。
も
と
も
と
東
欧
諸
国
全
体
を
ソ
連
と
の
比
較
対
象
と
し
て
意
識
し
て
お
り
、
ユ

ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
も
そ
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
特
に
旧
ユ
ー
ゴ

ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
の
位
置
が
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
一
つ
に
は
、
以
前
か
ら
の
関
心
と
し
て
、
社
会
主

義
の
諸
類
型
と
い
う
観
点
が
あ
り
、
こ
れ
が
体
制
転
換
過
程
の
比
較
に
つ
な
が
っ
た
。
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ

ア
は
他
の
東
欧
諸
国
と
違
っ
て
、
社
会
主
義
化
の
過
程
が
ソ
連
同
様
、
「
内
発
型
」
だ
っ
た
が
（
こ
の
分
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（9

）
反
響
と
応
答
を
文
献
〔

〕
に
ま
と
め
た
。

44
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類
論
に
つ
い
て
は
文
献
〔

〕
）
、
そ
の
こ
と
は
体
制
転
換
の
過
程
を
屈
曲
し
た
も
の
と
さ
せ
た
。
「
外
発

13

型
」
だ
っ
た
諸
国
に
お
い
て
は
比
較
的
短
期
に
転
換
が
進
展
し
、
Ｅ
Ｕ
・
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
包
摂
も
進
ん
だ

が
、
旧
ソ
連
お
よ
び
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
で
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
そ
の
こ
と
を
単
な
る
「
遅
れ
」

と
か
「
逸
脱
」
と
片
付
け
て
す
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
条
件
が
ど
の
よ
う
な
屈
曲
を
も
た
ら

し
て
い
る
か
を
―
―
そ
れ
ら
諸
国
の
間
で
の
比
較
を
も
含
ん
で
―
―
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
う
一
つ
、
こ
の
時
期
に
浮
か
び
上
が
っ
た
大
き
な
論
点
と
し
て
、
連
邦
制
お
よ
び
民
族
問
題
と
い
う

観
点
か
ら
の
比
較
が
あ
る
。
多
民
族
連
邦
国
家
お
よ
び
そ
の
解
体
と
い
う
点
で
、
ソ
連
と
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ

ィ
ア
は
大
ま
か
な
意
味
で
共
通
性
を
も
つ
（
も
う
一
つ
の
事
例
と
し
て
は
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
も
あ

る
）
。
だ
が
、
そ
の
具
体
的
な
実
態
は
大
き
く
隔
た
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
し
て
比
較
す
る

か
が
大
き
な
問
題
と
な
る
（
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
場
合
、
民
族
紛
争
お
よ
び
連
邦
国
家
解
体
と
関
連

し
て
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
凄
惨
な
内
戦
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
は
国
際
政
治
上
の
課
題
で
あ
る
の
で
、
四

で
後
述
す
る
）
。

４

よ
り
広
く
対
象
を
と
っ
た
比
較

元
来
、
私
の
主
た
る
研
究
対
象
は
旧
ソ
連
・
東
欧
圏
な
い
し
旧
社
会
主
義
圏
と
い
う
範
囲
に
限
ら
れ

て
い
た
が
、
次
第
に
、
そ
の
枠
を
超
え
た
比
較
に
も
、
あ
れ
こ
れ
の
形
で
関
心
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ

た
。そ

の
最
初
の
き
っ
か
け
は
、
言
語
政
策
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
ソ
連
民
族
政
策

研
究
の
一
環
と
し
て
、
言
語
政
策
史
に
つ
い
て
の
論
文
を
一
九
九
〇
年
代
に
い
く
つ
か
書
い
た
後
、
二

〇
〇
四
年
に
〔

〕
に
ま
と
め
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
社
会
主
義
圏
以
外
の
諸
国

21

―
―
カ
ナ
ダ
、
イ
ン
ド
、
ベ
ル
ギ
ー
、
か
つ
て
の
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
帝
国
、
あ
る
い
は
社
会
主
義
国
だ
が

ソ
連
型
と
は
異
な
る
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
等
々
―
―
に
お
け
る
多
様
な
言
語
問
題
・
言
語
政
策
に
つ
い

て
考
え
る
こ
と
の
有
意
味
性
を
感
じ
、
視
野
を
広
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
社
会
言
語
学
と
い
う
分
野
に

は
も
ち
ろ
ん
門
外
漢
だ
が
、
「
岡
目
八
目
」
効
果
を
狙
っ
た
問
題
提
起
を
行
な
っ
た
り
も
し
た
（
〔

〕
・

27

〔

〕
な
ど
）
。

61こ
れ
を
契
機
に
、
言
語
問
題
か
ら
更
に
視
野
を
広
げ
て
、
民
族
・
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
一
般
論
に
も
徐

々
に
手
を
伸
ば
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
と
り
ま
と
め
と
し
て
の
〔

〕
は
、
一
人
の
人
間
が
書
く
に

38

は
大
き
す
ぎ
る
問
題
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
相
当
な
冒
険
だ
っ
た
が
、
幸
い
に
し
て
諸
方
面
で
好

評
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
（9

）

。
ネ
イ
シ
ョ
ン
論
と
関
係
し
て
、
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
論
に
も
部
分
的
に

で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
手
を
出
し
て
み
た
（
〔

〕
）
。

33

多
民
族
・
多
言
語
国
家
は
多
様
な
形
を
と
り
う
る
が
、
歴
史
的
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き
た
存
在
と

し
て
「
帝
国
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
「
帝
国
」
と
い
う
概
念
は
極
度
に
多
義
的
で
あ
り
、
単
一
の
定
義
に
収

め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
と
に
か
く
一
時
期
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
た
こ
の
概
念
が
近
年
急
速
に
流
行

と
な
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
つ
い
て
こ
で
詳
し
く
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

と
に
か
く
私
は
民
族
問
題
の
探
求
か
ら
帝
国
論
へ
と
接
近
し
、
そ
の
歴
史
的
類
型
、
ソ
連
に
そ
の
概
念
を

当
て
は
め
る
と
き
の
注
意
点
、
そ
し
て
冷
戦
後
の
「
新
し
い
帝
国
」
論
な
ど
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
角



（10

）
歴
史
的
帝
国
に
つ
い
て
は
、
文
献
〔

〕
第
Ⅱ
章
の
２
と
４
、
ソ
連
に
つ
い
て
は
同
第
Ⅲ
章
の
３
、
現
代
の

38

状
況
に
つ
い
て
は
同
第
Ⅳ
章
の
１
な
ど
。

（11

）Terry
M

artin,
The

Affirm
ative

Action
Em

pire:
N

ations
and

N
ationalism

in
the

Soviet
U

nion,
1923-1939,

C
ornell

U
niversity

Press,
2001

（
邦
訳
『
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
帝
国
―
―
ソ
連
の
民
族
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、

1923-1939

年
』
明
石
書
店
、
二
〇
一
一
年
）
。

（12

）
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る
が
、
ソ
連
民
族
政
策
に
「
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
捉
え
う
る

面
が
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
は
、
両
者
を
単
純
に
同
一
視
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
一
般
に
比
較
と
は
、
何
か

と
何
か
を
同
一
視
す
る
か
異
質
と
見
る
か
と
い
う
二
者
択
一
の
問
題
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
抽
象
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
の
よ
う
な
側
面
に
注
目
す
る
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
類
似
性
／
異
質
性
が
指
摘
で
き
る
か
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
質
的
な
違
い
が
あ
る
」
か
ら
こ
の
概
念
を
使
う
の
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
な
ら
（
池
田
嘉
郎

「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
帝
国
論
の
新
し
い
地
平
」
『
歴
史
と
地
理
』
二
〇
一
三
年
二
月
号
、
四
頁
）
、
比
較
の
意
味
自
体
を
無

に
し
か
ね
な
い
。
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度
か
ら
論
じ
て
み
た
（10

）

。
ソ
連
を
「
帝
国
」
の
一
種
と
み
る
観
点
は
、
あ
る
時
期
ま
で
は
異
端
の
議
論

だ
っ
た
が
、
ソ
連
末
期
以
降
急
激
に
広
ま
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
一
般
化
し
た
。
そ
の
際
、
た
だ
単
に
「
帝

国
で
あ
る
か
／
な
い
か
」
を
問
う
の
で
は
な
く
、
「
ど
の
よ
う
な
帝
国
な
の
か
」
を
考
え
る
こ
と
が
重
要

、
、
、
、
、

で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
種
々
の
議
論
が
あ
り
、
百
家
争
鳴
状
況
だ
が
、
そ
う
し
た
多
様
な
議
論
を

ど
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
く
か
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。
一
つ
の
有
力
な
議
論
―
―
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
決

定
版
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
―
―
と
し
て
、
「
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
の
帝
国
」
と
い
う

議
論
（
テ
リ
ー
・
マ
ー
チ
ン
（11

）

）
が
あ
る
が
、
こ
の
挑
発
的
問
題
提
起
を
単
純
に
全
面
肯
定
す
る
と
か

否
定
す
る
と
か
い
う
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
れ
ば
有
意
味
な
も
の
に
な
る
か
を
考
え
て
み

よ
う
と
し
た
の
が
、
同
書
邦
訳
に
私
が
付
し
た
解
説
で
あ
る
（12

）

。

帝
国
と
は
性
格
を
異
に
す
る
が
、
あ
る
時
期
以
降
、
連
邦
国
家
と
い
う
形
を
と
る
多
民
族
国
家
が
い
く

つ
か
あ
ら
わ
れ
た
。
連
邦
と
い
う
原
理
そ
れ
自
体
は
民
族
問
題
と
直
接
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
非
エ

ス
ニ
ッ
ク
な
基
準
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
連
邦
国
家
も
多
い
が
、
民
族
や
言
語
が
主
要
な
基
準
と
な
る
連

邦
国
家
も
希
少
な
例
外
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
中
に
は
ソ
連
・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
・
チ
ェ
コ
ス

ロ
ヴ
ァ
キ
ア
と
い
う
三
つ
の
社
会
主
義
連
邦
国
家
が
含
ま
れ
、
い
ず
れ
も
体
制
転
換
と
相
前
後
し
て
解
体

し
た
が
、
民
族
・
言
語
を
主
要
基
準
と
す
る
連
邦
国
家
は
こ
れ
ら
の
例
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、

イ
ン
ド
や
ベ
ル
ギ
ー
を
は
じ
め
、
他
の
事
例
を
含
め
て
幅
広
く
比
較
考
察
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
こ

う
し
た
比
較
連
邦
国
家
論
と
も
い
う
べ
き
テ
ー
マ
は
、
本
格
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
な
ら
途
方
も
な
い

巨
大
な
課
題
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
と
り
あ
え
ず
の
試
論
的
な
問
題
提
起
を
〔

〕
そ
の
他
の
著
作
で
あ

31

る
程
度
提
示
し
て
み
た
。

以
上
で
は
民
族
が
ら
み
で
の
視
野
の
広
が
り
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
視
野
拡
大
の
も
う
一
つ
の
契
機
と

し
て
、
日
本
の
大
学
で
主
に
日
本
人
学
生
を
相
手
に
授
業
を
す
る
か
ら
に
は
、
日
本
と
の
比
較
が
重
要
な

意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
時
期
か
ら
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
を
本
格
的
に
論
じ
る
こ
と
は
手
に
余
る
の
で
、
あ
く
ま
で
も
断
片
的
な
思
い
つ
き
に
と
ど
ま
る
が
、

と
も
か
く
授
業
の
端
々
で
、
日
本
と
の
比
較
に
触
れ
る
こ
と
を
積
極
的
に
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
不
十

分
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
も
ず
っ
と
頭
の
片
隅
に
あ
っ
た
。

日
本
や
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
「
先
進
資
本
主
義
」
諸
国
と
の
比
較
と
い
う
問
題
意
識
は
、

社
会
主
義
時
代
に
「
体
制
間
比
較
」
が
重
要
課
題
だ
っ
た
時
期
か
ら
継
続
す
る
面
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、



（13

）
体
制
間
比
較
が
両
体
制
の
異
質
性
・
差
異
に
注
目
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
常
識
的

で
目
に
つ
き
や
す
い
異
質
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
す
る
、
意
外
な
共
通
性
」
の
要
素
に
注
目
す
る
視
点
も
あ
っ
た
。

文
献
〔

〕
五
四
‐
五
七
頁
。
こ
の
視
点
は
、
体
制
転
換
後
の
よ
り
き
め
細
か
い
比
較
に
つ
な
が
る
面
を
も
っ
て
い

13

た
。

（14

）
原
論
文
で
こ
れ
に
続
く
個
所
に
あ
っ
た
段
落
（
二
二
頁
の
末
尾
か
ら
二
三
頁
六
行
目
ま
で
）
は
、
む
し
ろ
第

二
節
第
２
項
に
ふ
さ
わ
し
い
の
で
、
こ
こ
で
は
削
除
す
る
。
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か
つ
て
は
両
体
制
の
大
づ
か
み
な
対
比
・
差
異
を
前
提
し
た
比
較
が
課
題
だ
っ
た
の
に
対
し
（13

）

、
体
制

転
換
後
は
、
旧
社
会
主
義
国
が
「
ど
の
よ
う
な
資
本
主
義
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を

、
、
、
、
、
、
、
、
、

考
え
る
上
で
、
資
本
主
義
諸
国
の
間
の
個
性
的
差
異
が
重
要
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
と
ア
メ

リ
カ
の
対
比
も
そ
の
一
例
だ
が
、
「
欧
米
」
と
括
ら
れ
が
ち
な
諸
国
に
お
け
る
「
欧
」
と
「
米
」
の
差
異

―
―
さ
ら
に
い
え
ば
、
西
欧
諸
国
の
な
か
に
も
種
々
の
歴
史
的
個
性
の
差
異
が
あ
る
―
―
と
い
う
問
題
に

目
を
向
け
る
必
要
性
が
増
大
し
た
。
こ
の
よ
う
な
関
心
が
強
ま
っ
た
の
に
は
い
く
つ
か
の
契
機
が
あ
る
が
、

「
社
会
主
義
圏
」
解
体
後
の
中
東
欧
諸
国
が
西
欧
へ
の
接
近
を
強
め
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
初

頭
に
か
け
て
相
次
い
で
Ｅ
Ｕ
・
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
へ
の
加
盟
を
果
た
し
た
と
い
う
経
緯
も
、
西
欧
諸
国
を
視
野

に
入
れ
る
必
要
性
を
一
層
高
め
た
。

研
究
者
の
世
界
で
も
、
中
東
欧
諸
国
専
門
家
の
多
く
は
、
ロ
シ
ア
・
旧
ソ
連
諸
国
研
究
の
世
界
か
ら

距
離
を
置
い
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
」
の
世
界
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
か
つ
て
「
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
研
究
」
が
も
っ
ぱ
ら
西
欧
研
究
と
等
置
さ
れ
、
中
東
欧
諸
国
が
視
野
か
ら
排
除
さ
れ
が
ち
だ

っ
た
状
況
に
比
べ
る
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
西
と
東
を
と
も
に
視
野
に
入
れ
る
の
は
一
種
の
前
進
と
言

え
る
。
も
っ
と
も
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
一
体
性
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
る
一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ロ
シ
ア

・
旧
ソ
連
諸
国
が
全
面
的
に
断
絶
し
て
い
る
か
に
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
一
種
の
行
き
過
ぎ

が
は
ら
ま
れ
る
。
確
か
に
、
「
ソ
連
・
東
欧
ブ
ロ
ッ
ク
」
解
体
後
の
中
東
欧
諸
国
と
ロ
シ
ア
・
旧
ソ
連
諸

国
の
間
に
は
い
く
つ
か
の
顕
著
な
差
異
が
あ
り
、
そ
れ
ら
諸
国
を
「
ブ
ロ
ッ
ク
」
と
し
て
み
る
こ
と
は

も
は
や
で
き
な
い
。
し
か
し
、
体
制
移
行
国
と
し
て
の
比
較
や
、
地
理
的
隣
接
性
を
基
礎
と
し
た
相
互

関
係
は
今
な
お
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
東
欧
諸
国
と
ロ
シ
ア
・
旧
ソ
連
諸
国
と
は
、

い
ま
で
は
共
通
性
が
乏
し
く
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
完
全
に
無
縁
な
世
界
と
し
て
分
断
す
る
の
で
は

な
く
、
よ
り
広
い
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
と
い
う
視
座
の
中
で
捉
え
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う

（14

）

。こ
う
し
た
「
先
進
諸
国
」
と
の
比
較
と
は
別
に
、
い
わ
ゆ
る
発
展
途
上
国
と
の
比
較
も
重
要
性
を
増
し

て
き
た
。「
東
は
南
に
な
っ
た
」
と
い
う
プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ル
ス
キ
の
指
摘
に
つ
い
て
は
第
３
項
で
触
れ
た
が
、

そ
の
観
点
を
生
か
す
た
め
に
は
、
多
数
に
の
ぼ
る
非
欧
米
諸
国
の
実
例
に
つ
い
て
知
見
を
広
め
る
こ
と
が

不
可
欠
と
な
る
。
こ
の
点
で
一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
七
‐
〇
九
年
度
に
「
非
欧
米
世

界
か
ら
の
比
較
政
治
学
」
と
い
う
共
同
研
究
（
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ａ
、
課
題
番
号
一
九
二
〇
三
〇
〇
七

）

を
組
織
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
研
究
を
試
み
た
背
景
に
は
、
「
主
流
の
比
較
政
治
学
」
へ

の
対
抗
意
識
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
既
存
の
「
比
較
政
治
」
が
や
や
も
す
れ
ば
欧
米
先
進
諸
国
を
基

準
と
し
、
そ
れ
へ
の
近
接
度
で
各
国
を
測
る
と
い
う
発
想
に
傾
斜
し
が
ち
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か

ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
多
様
な
非
欧
米
諸
国
に
関
す
る
具
体
的
な
事
例
研
究
を
拠
り
所
と
し

な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
比
較
し
て
い
く
作
業
に
も
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
私
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
一
般
論
と
し
て
意
識
し
つ
つ
も
、
実
際
に
そ
れ
ら
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の
地
域
に
関
す
る
研
究
成
果
を
幅
広
く
吸
収
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
共
同
研
究

に
は
、
ロ
シ
ア
・
旧
ソ
連
諸
国
の
ほ
か
、
東
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
、
南
ア
ジ
ア
、
中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
、

ア
フ
リ
カ
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
を
専
攻
す
る
研
究
者
た
ち
に
加
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
う

し
た
人
た
ち
と
の
交
流
は
、
私
の
視
野
を
広
げ
る
得
難
い
経
験
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
ま
と
ま
っ
た
具
体
的
成
果
を
生
み
出
す
に
は
至
ら
ず
、
「
非
主
流
の
比
較
政
治
学
」
確
立
は
遠
い

展
望
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
当
初
の
専
門
以
外
の
地
域
へ
の
関
心
は
、
あ
ち
こ
ち
の
多
民
族
・
多
言

語
国
家
に
始
ま
り
、
多
く
の
帝
国
お
よ
び
連
邦
国
家
、
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
西
欧
諸
国
、
そ
し
て
数
多
く

の
発
展
途
上
国
と
い
う
風
に
広
が
っ
て
き
た
。
こ
う
並
べ
る
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
国
を

包
含
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
っ
て
も
、
各
国
・
地
域
へ
の
私
の
関
心
・
知
識
に
は
濃
淡
が
あ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
の
地
域
に
関
心
を
い
だ
く
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
も
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら

を
体
系
的
に
包
括
す
る
図
式
な
い
し
そ
の
予
感
の
よ
う
な
も
の
が
簡
単
に
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
ア
ド
ホ
ッ
ク
な
比
較
の
積
み
上
げ
を
重
視
す
る
と
い
う
行
き
方
を
と
る
ほ
か
な
い
。
体
系
性
や
理
論

性
を
重
視
す
る
タ
イ
プ
の
人
か
ら
は
、
「
こ
ん
な
の
は
比
較
政
治
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。そ

の
よ
う
な
批
評
が
あ
り
う
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
も
、
敢
え
て
言
う
な
ら
、
も
と
も
と
政
治
現
象
と

い
う
も
の
自
体
、
明
快
な
法
則
性
で
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
格
を
帯
び
、
抽
象
的
論
理
モ
デ
ル
の

想
定
を
し
ば
し
ば
裏
切
る
ア
ー
ト
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
対
象
の
全
体
を
包
括
す
る
壮
大
な
体
系
で
は
な
く
、
「
中
範
囲
の
理
論
」
（
前
注
２
）
を
当
面
の

目
標
と
す
る
こ
と
も
有
意
味
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
「
具
体
的
個
別

研
究
の
中
か
ら
育
ち
、
ま
た
個
別
研
究
の
さ
ら
な
る
進
展
を
刺
激
す
る
よ
う
な
も
の
」
と
し
て
の
比
較
研

究
も
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
の
比
較
政
治
研
究
は
こ
う
い
う

形
で
進
ん
で
き
た
し
、
そ
の
作
業
は
ま
だ
継
続
中
で
あ
る
。


