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序 
「
国
際
社
会
人
」
を
め
ざ
す
き
み
に 

  

い
ま
か
ら
二
十
年
ほ
ど
前
、
ア
メ
リ
カ
で
出
版
さ
れ
た
一
冊
の
本
が
世
界
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
の
国
際
政
治
学
者
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
『
文
明
の
衝
突
』
で
あ
る
。
こ
の
本
の
中
で
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン

は
、
冷
戦
体
制
が
終
焉
し
た
後
、
世
界
は
民
族
や
宗
教
な
ど
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
違
い
が
惹
き
起
こ
す
「
文
明

の
衝
突
」
の
時
代
を
迎
え
る
と
予
言
し
た
の
で
あ
る
。 

 

不
幸
な
こ
と
に
、
彼
の
予
言
は
当
た
っ
て
し
ま
っ
た
。
冷
戦
時
代
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
枠
組
み
を
失
っ
た
世

界
は
、
民
族
や
宗
教
の
違
い
に
よ
っ
て
、
昨
日
ま
で
平
和
に
暮
ら
し
て
い
た
隣
人
同
士
が
、
互
い
に
反
目
し
あ
い
、
と
き

に
激
し
く
対
立
し
あ
う
時
代
を
迎
え
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
極
東
の
島
国
に
暮
ら
す
私
た
ち
に
も
無
縁
な
こ
と
で
は
な
い
。
歴
史
問
題
や
領
土
問
題
が
再
燃
す
る
た
び
に
吹

き
荒
れ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
嵐
は
、
外
交
関
係
だ
け
で
な
く
、
経
済
活
動
や
文
化
交
流
に
も
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
る
。 

こ
う
し
た
混
迷
を
深
め
る
国
際
社
会
の
中
に
あ
っ
て
、
文
化
を
異
に
す
る
人
々
と
相
互
理
解
に
基
づ
く
平
和
で
豊
か
な

互
恵
関
係
を
築
く
こ
と
の
で
き
る
人
材
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
。
法
政
大

学
は
こ
う
し
た
社
会
と
時
代
の
新
た
な
要
請
に
応
え
る
た
め
、
一
九
九
九
年
、
国
際
文
化
学
部
を
開
設
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
人
材
育
成
の
目
標
と
し
て
掲
げ
た
の
が
、
本
叢
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
「
国
際
社
会
人
」
で
あ
る
。 

で
は
、「
国
際
社
会
人
」
と
は
ど
の
よ
う
な
人
材
を
指
す
の
か
。
ど
の
よ
う
な
能
力
や
人
格
が
求
め
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
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育
成
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
。
本
書
を
ご
一
読
い
た
だ
く
前
に
、
ま
ず
は
こ
の
三
つ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
て

お
き
た
い
。 

 

「
国
際
社
会
人
」
と
は 

 

人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の

赤
ん
坊
は
、
機
械
に
例
え
れ
ば
ち
ょ
う
ど
空
っ
ぽ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
よ
う
な
も
の
。
そ
れ
が
民
族
や
宗
教
と
い
っ
た
社

会
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
文
化
情
報
を
受
信
・
選
択
・
蓄
積
し
、
自
ら
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
作
り
上
げ

て
い
く
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
て
形
成
さ
れ
た
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
、
と
き
に
文
化
を
異
に
す
る
者
に
対
し
て
独
善

的
で
不
寛
容
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
こ
と
が
あ
る
。
「
自
民
族
中
心
主
義
（e

th
n

o
c
e

n
tr

is
m

）
」
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
不

寛
容
さ
に
付
和
雷
同
し
、
歴
史
の
趨
勢
を
読
み
誤
る
こ
と
が
、
い
か
に
多
く
の
不
幸
を
生
み
出
す
か
は
、
過
去
の
歴
史
が

多
く
の
教
訓
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
時
代
の
中
に
あ
っ
て
も
、
「
人
道
、
博
愛
、
平
等
の
精
神
に
基
づ
く
行
動
に
よ
り
、
国
家
、
民
族
、

宗
教
や
時
代
の
壁
を
超
え
て
敬
愛
さ
れ
る
人
物
」（
１
）

が
い
る
。
私
た
ち
は
こ
う
し
た
人
材
を
「
国
際
社
会
人
」
と
呼
ん
で

い
る
。 
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「
国
際
社
会
人
」
に
求
め
ら
れ
る
も
の 

 

で
は
、
「
国
際
社
会
人
」
に
な
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
能
力
や
人
格
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

国
際
文
化
学
部
の
英
語
名
称
で
あ
る

F
a

c
u

lty
 o

f In
te

r
c
u

ltu
r
a

l C
o

m
m

u
n

ic
a

tio
n

が
示
す
と
お
り
、
「
国
際
社
会

人
」
の
役
割
が
異
文
化
間
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
学
部
が
正
規
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
必
修
留
学
制
度
を
設
け
、
外
国
人
留
学
生
を
除
く
学
部
生
全
員
が
二
年
生
の
後
期
（
短
期
の
場
合
は
夏

休
み
）
に
世
界
の
七
言
語
圏
十
カ
国
の
い
ず
れ
か
の
大
学
に
留
学
す
る
の
も
、
等
身
大
の
異
文
化
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た

実
践
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
身
に
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
技

術
）
教
育
に
力
を
入
れ
て
い
る
の
も
、
現
代
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
主
要
な
媒
体
と
な
り
、
国
際
世
論
に
も
大
き
な

影
響
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
の
技
術
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
、
創
造
的
な
活
用
を
促
す
た
め
で
あ
る
。 

一
方
、
人
格
形
成
の
面
で
重
視
し
て
い
る
の
が
、
「
共
感
力
（e

m
p

a
th

y

）
」
で
あ
る
。 

「
共
感
力
」
と
は
「
他
者
の
思
考
や
感
情
を
理
解
し
、
そ
れ
に
適
切
な
感
情
を
も
っ
て
反
応
す
る
能
力
」（
２
）

を
指
す
。

文
化
を
異
に
す
る
人
々
の
思
考
や
感
情
を
理
解
し
、
そ
れ
に
適
切
な
感
情
を
も
っ
て
反
応
す
る
こ
と
は
、
異
文
化
間
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
円
滑
に
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
と
き
に
は
国
家
や
民
族
、
宗
教
、
さ
ら
に
は
時
代
の
壁
を
超
え
て

高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
判
断
と
行
動
を
可
能
に
す
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
例
が
、
本
書
に
紹
介
す
る
杉
原
千
畝

で
あ
る
。 

第
二
次
世
界
大
戦
中
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
支
配
下
で
は
、
女
性
や
子
供
を
含
む
六
百
万
人
も
の
ユ
ダ
ヤ
系
住
民
が
命
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を
奪
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
ド
イ
ツ
と
の
同
盟
締
結
を
目
前
に
控
え
た
一
九
四
〇
年
七
月
、
リ
ト
ア
ニ
ア
の
カ
ウ
ナ
ス
領
事

館
に
赴
任
し
て
い
た
杉
原
は
、
ナ
チ
ス
の
迫
害
を
逃
れ
て
き
た
ユ
ダ
ヤ
系
避
難
民
の
惨
状
に
共
感
し
、
本
国
か
ら
の
命
令

に
背
い
て
ビ
ザ
を
発
給
し
た
の
で
あ
る
。 

杉
原
は
晩
年
、
当
時
の
心
境
を
こ
う
記
し
て
い
る
。 

「
最
初
の
回
訓
［
渡
航
条
件
を
備
え
な
い
ユ
ダ
ヤ
系
避
難
民
へ
の
ビ
ザ
発
給
を
不
許
可
と
す
る
本
国
か
ら
の
命
令
］
を

受
理
し
た
日
は
、
一
晩
ぢ
ゅ
う
私
は
考
え
た
。
考
え
つ
く
し
た
。
回
訓
を
文
字
ど
お
り
民
衆
に
伝
え
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の

通
り
実
行
す
れ
ば
、
私
は
本
省
に
対
し
従
順
で
あ
る
と
し
て
ほ
め
ら
れ
こ
そ
す
れ
と
私
は
考
え
た
。
」 

杉
原
に
も
迷
い
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
外
交
官
で
あ
る
彼
が
、
本
国
か
ら
の
命
令
に
背
け
ば
、
昇
進
停
止
は
お

ろ
か
免
職
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
国
か
ら
の
命
令
に
従
っ
て
ビ
ザ
発
給
を
拒
否
す
れ
ば
、
目
の
前
に
い
る

避
難
民
た
ち
は
ど
う
な
る
の
か
。 

「
苦
慮
・
煩
悶
の
揚
句
、
私
は
つ
い
に
人
道
博
愛
精
神
第
一
と
い
う
結
論
を
得
た
。
そ
し
て
私
は
、
何
も
恐
る
る
こ
と

な
く
職
を
賭
し
て
忠
実
に
こ
れ
を
実
行
し
て
見
た
。
」 

戦
後
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
責
任
者
の
一
人
と
し
て
捕
ら
え
ら
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
で
処
刑
さ
れ
た
ア
ド
ル
フ
・
ア
イ
ヒ
マ
ン

は
、
裁
判
の
中
で
自
ら
を
こ
う
弁
護
し
て
い
る
。 

「
私
は
た
だ
命
令
に
従
っ
た
だ
け
だ
。
」 

彼
の
言
う
通
り
、
権
威
の
命
令
が
い
か
に
人
間
の
理
性
や
感
情
を
曇
ら
せ
る
か
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
行
動
心

理
学
者
ス
タ
ン
レ
ー
・
ミ
ル
グ
ラ
ム
の
実
験
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
３
）
。
し
か
し
杉
原
は
ユ
ダ
ヤ
系
避
難
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民
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
権
威
に
盲
従
す
る
こ
と
な
く
、
時
代
の
評
価
に
耐
え
う
る
行
動
を
取
る
こ
と

が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

近
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
動
物
行
動
学
者
フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
（
４
）

や
イ
ギ
リ
ス
の
発
達
心
理
学
者
サ
イ
モ
ン
・

バ
ロ
ン
＝
コ
ー
エ
ン
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、
そ
の
重
要
性
が
あ
ら
た
め
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
共
感
力
」
で
あ

る
が
、
法
政
大
学
国
際
文
化
学
部
で
は
早
く
か
ら
こ
れ
を
人
材
育
成
の
重
要
な
理
念
と
位
置
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。 

 「
国
際
社
会
人
」
の
意
義 

 

で
は
、「
国
際
社
会
人
」
を
育
成
す
る
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
恰
好
の
事
例
が
本
書

に
紹
介
す
る
藤
野
厳
九
郎
で
あ
ろ
う
。 

歴
史
問
題
や
領
土
問
題
が
再
燃
す
る
た
び
に
デ
モ
や
暴
動
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
る
中
国
。
と
こ
ろ
が
中
国
の
人
々
の
心
の

中
に
は
二
つ
の
異
な
る
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
残
虐
非
道
な
軍
国
主
義
者
。
も
う
一
つ
は
親
切
で

生
真
面
目
な
一
般
国
民
。
戦
後
、
中
国
政
府
は
日
本
の
軍
国
主
義
者
と
一
般
国
民
を
区
別
す
る
こ
と
で
両
国
民
間
の
和
解

を
図
る
こ
と
を
対
日
外
交
の
基
本
政
策
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
政
策
に
従
っ
て
学
校
教
育
の
場
で
も
、
戦
時
下
の

日
本
軍
の
残
虐
行
為
を
伝
え
る
一
方
、
一
般
国
民
の
親
切
で
生
真
面
目
な
姿
を
学
ば
せ
る
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

後
者
の
教
材
と
し
て
使
わ
れ
た
の
が
、
魯
迅
の
短
編
「
藤
野
先
生
」
で
あ
る
。 

明
治
時
代
の
末
、
日
本
に
留
学
し
た
魯
迅
は
仙
台
医
学
専
門
学
校
［
現
在
の
東
北
大
学
医
学
部
］
で
藤
野
厳
九
郎
と
い
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う
教
師
に
出
会
う
。
日
清
戦
争
後
、
中
国
蔑
視
の
風
潮
が
高
ま
る
中
、
時
代
に
流
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
誠
意
と
熱
意
を
も

っ
て
指
導
に
当
た
る
藤
野
の
姿
に
感
動
し
た
魯
迅
は
、
二
十
年
後
、
そ
の
思
い
出
を
「
藤
野
先
生
」
と
い
う
作
品
と
し
て

発
表
し
た
。 

中
国
で
は
、
建
国
後
間
も
な
い
一
九
五
二
年
、
こ
の
作
品
が
初
級
中
学
［
日
本
の
中
学
校
に
当
た
る
］
の
語
文
教
科
書

に
収
録
さ
れ
、
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
六
十
年
に
わ
た
っ
て
中
学
生
の
必
読
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
一
年
現
在
、

中
国
全
土
で
初
級
中
学
に
在
籍
す
る
生
徒
の
数
は
五
〇
六
七
万
人
と
い
う
か
ら
、
い
ま
も
毎
年
一
七
〇
〇
万
人
近
い
若
者

た
ち
が
こ
の
作
品
を
通
じ
て
、
魯
迅
が
「
わ
が
師
と
仰
ぐ
人
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
私
を
感
激
さ
せ
、
も
っ
と
も
私
を
励

ま
し
て
く
れ
た
ひ
と
り
」
と
称
え
た
日
本
人
の
姿
を
学
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。 

「
国
際
社
会
人
」
は
必
ず
し
も
偉
人
伝
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
偉
大
な
業
績
を
残
し
た
人
物
ば
か
り
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
事
績
は
私
た
ち
の
気
づ
か
ぬ
と
こ
ろ
で
多
く
の
恩
恵
を
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

本
書
で
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
二
人
の
人
物
を
は
じ
め
、
私
た
ち
が
手
本
と
す
べ
き
計
九
名
の
「
国
際
社
会
人
」
を

紹
介
し
て
い
る
。 

著
作
を
通
じ
て
植
民
地
支
配
の
横
暴
と
不
正
義
を
告
発
し
、
朝
鮮
民
族
へ
の
理
解
と
連
帯
を
訴
え
た
中
西
伊
之
助
。
明

治
時
代
に
日
本
に
帰
化
し
、
知
ら
れ
ざ
る
日
本
の
面
影
を
世
界
に
伝
え
た
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
。
南
北
戦
争
前
後
の

ア
メ
リ
カ
で
奴
隷
た
ち
の
自
由
と
解
放
の
た
め
に
生
涯
を
捧
げ
、「
黒
人
た
ち
の
モ
ー
セ
」
と
呼
ば
れ
た
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
タ

ブ
マ
ン
。
グ
ア
テ
マ
ラ
内
戦
下
の
軍
部
の
弾
圧
を
生
き
抜
き
、
差
別
と
貧
困
に
苦
し
む
先
住
民
族
の
権
利
回
復
の
た
め
に
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闘
い
続
け
る
リ
ゴ
ベ
ル
タ
・
メ
ン
チ
ュ
ウ
。
戦
争
の
悲
惨
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
敵
味
方
の
区
別
な
く
救
護
に
当
た
る

赤
十
字
社
を
創
設
し
た
ア
ン
リ
・
デ
ュ
ナ
ン
。
言
語
の
違
い
が
惹
き
起
こ
す
民
族
間
の
差
別
や
対
立
を
な
く
す
た
め
、
中

立
的
な
人
工
言
語
で
あ
る
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
を
創
案
し
た
ル
ド
ヴ
ィ
コ
・
ザ
メ
ン
ホ
フ
。
ソ
連
時
代
に
反
体
制
派
を
擁
護
し

て
国
外
追
放
と
な
り
な
が
ら
も
、
自
ら
の
良
心
に
従
い
行
動
し
続
け
た
音
楽
家
ム
ス
テ
ィ
ス
ラ
フ
・
ロ
ス
ト
ロ
ポ
ー
ヴ
ィ

チ
。 

 

こ
れ
ら
の
人
物
の
事
績
か
ら
は
、
国
際
社
会
が
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
、
当
事
者
の
視
点
か
ら
追
体
験
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
が
同
様
の
問
題
に
直
面
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
に
判
断
し
、
行
動
す
べ
き
か
を
考
え
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。 

 

本
書
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
「
国
際
社
会
人
」
が
育
っ
て
く
れ
る
と
す
れ
ば
、
執
筆
者
一
同
に
と
っ

て
望
外
の
喜
び
で
あ
る
。 

 

注 （
１
） 

こ
の
叢
書
を
刊
行
す
る
に
当
た
り
、
本
学
部
で
は
人
材
育
成
の
目
標
に
掲
げ
る
「
国
際
社
会
人
」
を
こ
う
定
義

す
る
こ
と
に
し
た
。 

（
２
） 

S
im

o
n

 B
a

r
o
n

-C
o

h
e
n

. T
h

e
 
S

c
ie

n
c
e
 o

f 
E

v
il: 

O
n

 E
m

p
a

th
y

 a
n

d
 
th

e
 O

r
ig

in
s
 o

f 
C

r
u

e
lty. 

B
a

s
ic

 

B
o
o

k
s
, 2

0
1
1

, p
.1

6

（
未
邦
訳
） 

（
３
） 

ス
タ
ン
レ
ー
・
ミ
ル
グ
ラ
ム
『
服
従
の
心
理
』
山
形
浩
生
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
八
年 
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（
４
） 

フ
ラ
ン
ス
・
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
『
共
感
の
時
代
へ
～
動
物
行
動
学
が
教
え
て
く
れ
る
こ
と
』
柴
田
裕
之
訳
、
紀

伊
国
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年 


