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氏
の
著
作
『
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
に
お
け
る
主
権
と
地
位
』
は
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
に
お
い

て
階
層
性
（
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
）
が
い
か
に
受
容
さ
れ
、
再
生
産
さ
れ
る
か
を
理
論
的
・
実
証
的
に
分
析
し
た
著
作
で
あ
る
。
著
者
が
コ
ー

ネ
ル
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論
文
を
基
に
出
版
さ
れ
た
こ
の
意
欲
的
な
著
作
は
、
階
層
性
が
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
に
お
け
る
持
続
的

か
つ
強
力
な
構
造
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
基
づ
き
、
国
家
が
主
権
の
自
律
性
を
主
張
し
な
が
ら
階
層
秩
序
に
お
け
る
自
国
の
地
位
を
模

索
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
階
層
性
が
繰
り
返
さ
れ
、
東
ア
ジ
ア
の
永
続
的
な
特
徴
で
あ
り
続
け
て
い
る
こ
と
を
、
日
本
と
朝
鮮
（
韓
国
）

の
ケ
ー
ス
を
用
い
て
実
証
し
て
い
る
。

こ
の
本
は
ま
ず
、階
層
秩
序
を
パ
ワ
ー
の
非
対
称
性
と
国
家
間
の
地
位
の
差
異
に
つ
い
て
の
認
識
に
基
づ
い
た
相
互
作
用
と
と
ら
え
、

序
章
と
第
一
章
で
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
階
層
性
の
社
会
的
文
脈
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
続
く
第
二
章
か
ら
第
六
章
に
お
い
て
は
、

ク
ロ
ス
セ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
分
析
と
時
系
列
分
析
を
組
み
合
わ
せ
、
前
近
代
（
第
二
章
）
か
ら
近
代
へ
の
移
行
期
（
第
三
章
）、
冷
戦
期
（
第
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四
、五
章
）、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
（
第
六
章
）
と
い
う
、
一
九
世
紀
以
降
の
異
な
る
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
、
日
本
と
朝
鮮
（
一
九
五
三
年

以
降
は
韓
国
）
が
階
層
秩
序
に
お
け
る
支
配
的
国
家
に
対
し
て
主
権
の
自
律
性
を
主
張
し
た
六
つ
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
を
行
っ
て
い

る
。第

一
章
に
お
い
て
、
朴
は
、
階
層
性
が
存
続
す
る
理
由
に
つ
い
て
の
理
論
的
枠
組
み
を
提
示
す
る
。
階
層
秩
序
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
事
実
で
あ
る
た
め
、
政
治
指
導
者
た
ち
の
行
動
や
使
用
言
語
に
意
味
を
与
え
る
。
そ
の
た
め
、
支
配
を
受

け
る
側
の
国
内
政
治
上
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
政
治
指
導
者
た
ち
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
、
階
層
性
が
さ
ら
に
制
度
化
さ
れ
る
と
い
う

の
が
朴
の
見
解
で
あ
る
。

第
二
章
に
お
い
て
は
、
伝
統
的
な
華
夷
秩
序
の
下
、
徳
川
幕
府
下
の
日
本
が
「
鎖
国
」
と
い
う
形
で
、
ま
た
李
氏
朝
鮮
が
華
夷
秩
序

へ
の
「
統
合
」
と
い
う
形
で
、
中
国
の
権
威
に
対
す
る
国
内
政
治
上
の
正
統
性
を
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
。
日
本
と
李
氏

朝
鮮
の
対
中
姿
勢
の
相
違
を
、
朴
は
、
地
理
的
要
因
と
文
化
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
因
、
お
よ
び
国
内
政
治
要
因
に
見
て
い
る
。
東
ア

ジ
ア
諸
国
が
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
の
主
権
原
則
を
ど
う
受
け
入
れ
た
か
を
テ
ー
マ
と
す
る
第
三
章
で
は
、
正
統
性
を
め
ぐ
る
国
内
政
治

に
重
き
を
置
い
た
説
明
と
な
っ
て
い
る
。
第
四
章
以
降
は
、
戦
後
、
中
国
に
代
わ
っ
て
東
ア
ジ
ア
の
支
配
的
国
家
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ

に
対
し
て
日
本
と
韓
国
が
主
権
の
自
律
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
階
層
秩
序
が
い
か
に
再
生
産
さ
れ
て
き
た
か
を

実
証
し
て
い
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
岸
政
権
下
の
安
保
闘
争
（
一
九
五
九
―
一
九
六
〇
）、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
の
韓

国
駐
留
米
軍
削
減
に
対
す
る
朴
正
熙
の
自
主
防
衛
政
策
（
一
九
七
一
―
七
五
）、
鳩
山
政
権
下
に
お
け
る
普
天
間
基
地
を
め
ぐ
る
問

題
（
二
〇
〇
九
―
二
〇
一
〇
）、
二
〇
〇
〇
年
代
初
頭
の
盧
泰
愚
政
権
下
に
お
い
て
イ
ラ
ク
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
同
盟
関
係
が
緊
張
し
た

ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
自
律
性
と
い
う
言
葉
を
政
治
指
導
者
が
用
い
る
の
は
、
日
本
で
も
韓
国
で
も
ア
メ
リ
カ
と
の
関

係
性
こ
そ
が
国
内
政
治
に
お
け
る
正
統
性
の
源
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
国
内
政
治
に
お
け
る
正
統
性
を
獲
得
す
る
と
同
時
に
、
同
盟
関
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係
に
お
け
る
自
国
の
地
位
を
再
確
立
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
東
ア
ジ
ア
地
域
の
階
層
秩
序
が
再
生
産
さ
れ
る
と
、
著
者
は
繰
り
返
し

論
じ
て
い
る
。

関
連
文
献
を
く
ま
な
く
渉
猟
し
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
理
解
の
た
め
の
新
し
い
視
点
を
提
供
し
て
い
る
本
書
が
、
優
秀
な
博
士
論

文
を
基
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
実
証
研
究
と
し
て
、
六
つ
も
の
ケ
ー
ス
を
緻
密
に
扱
っ
て
い
る
点
、
史
実

を
正
確
か
つ
客
観
的
に
と
ら
え
て
い
る
点
は
特
に
評
価
さ
れ
よ
う
。
問
題
は
オ
ン
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
り
、
史
実
の
解
釈
で
あ
る
。

著
者
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
階
層
秩
序
を
所
与
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
階
層
性
が
東
ア
ジ
ア
で
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
永

続
的
な
特
徴
で
あ
る
と
繰
り
返
し
述
べ
る
。
し
か
し
、
階
層
性
が
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
共
有
さ
れ
た
認
識
で
あ
り
、
国
際
政
治
の
永
続

的
か
つ
強
力
な
構
造
で
あ
る
と
い
う
見
方
や
、
国
家
の
行
動
原
理
が
自
己
保
存
や
安
全
保
障
で
は
な
く
国
際
社
会
に
お
け
る
地
位
の
向

上
（status-seeking

）
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
れ
ら
根
本
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
答

え
が
な
い
ま
ま
、
階
層
性
が
い
か
に
繰
り
返
さ
れ
る
か
に
議
論
は
集
中
し
て
い
る
。

第
一
章
に
お
い
て
著
者
は
既
存
の
理
論
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
の
対
象
は
い
ず
れ
も
国

際
政
治
を
階
層
的
に
と
ら
え
る
他
の
理
論
（
レ
イ
ク
、
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
、
ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
、
ゴ
ー
）
に
向
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
国
際
関
係
の
通
念
は
、
水
平
的
見
方
、
つ
ま
り
勢
力
均
衡
で
あ
り
、
一
国
が
突
出
し
た
状
況
は
、
伝
統
的
国
際
政
治
の
観
点
か

ら
す
れ
ば
矛
盾
で
あ
り
逸
脱
で
あ
る
。
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ア
ー
ギ
ュ
メ
ン
ト
は
、
む
し
ろ
国
際
関
係
を
階
層
秩
序
と
し
て
み
な
さ
な
い
理

論
、
例
え
ば
東
ア
ジ
ア
を
勢
力
均
衡
シ
ス
テ
ム
の
観
点
か
ら
と
ら
え
る
視
点
に
対
し
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
？
実
際
、

今
日
の
多
く
の
研
究
者
は
、
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
継
続
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
表
明
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
と
、
急
速
に
国
力
を
伸
ば
し
て

い
る
中
国
と
の
二
極
シ
ス
テ
ム
と
し
て
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を
捉
え
て
い
る
。

朴
が
提
示
す
る
階
層
秩
序
の
理
論
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
他
に
も
様
々
な
疑
問
が
わ
い
て
く
る
。
ま
ず
第
一
に
、
一
九
五
〇
年
代
の

93

朴徐玄（Seo-Hyun Park）著『東アジアの国際関係における主権と地位』（岡垣）

― ―



オ
ー
ガ
ン
ス
キ
ー
の
パ
ワ
ー
ト
ラ
ン
ジ
シ
ョ
ン
理
論
や
一
九
七
六
年
の
ク
ラ
ズ
ナ
ー
の
論
文
に
始
ま
っ
て
一
九
八
〇
年
代
に
大
き
な
議

論
を
呼
び
起
こ
し
た
覇
権
理
論
（
コ
ヘ
イ
ン
の
覇
権
安
定
論
や
ギ
ル
ピ
ン
の
覇
権
循
環
論
）
等
、
こ
れ
ま
で
に
存
在
し
て
き
た
階
層
理

論
と
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
？
こ
れ
ら
の
理
論
に
お
い
て
は
、
階
層
的
国
際
秩
序
が
生
成
さ
れ
、
維
持
さ
れ
る
ロ
ジ
ッ
ク
が

明
確
に
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
朴
の
議
論
で
は
、
階
層
秩
序
の
生
成
理
由
や
、
階
層
秩
序
に
お
け
る
支
配
的
国
家
が
交
代
す
る
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
の
説
明
が
欠
け
て
い
る
。

第
二
に
、
階
層
秩
序
は
な
ぜ
東
ア
ジ
ア
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
か
？
階
層
秩
序
が
パ
ワ
ー
の
非
対
称
性
と
地
位
の
違
い
に
つ
い
て
の

認
識
に
基
づ
い
た
国
家
同
士
の
相
互
作
用
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
っ
た
非
対
称
の
関
係
は
世
界
の
他
の
地
域
に
も
存
在
し
て
き
た
は

ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
関
係
も
階
層
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
席
巻
し
た
時
代
や
大
英
帝
国
の
覇
権
下
の
国
際
関
係
は
ど
う
か
？
い
か
な
る
国
家
間
関
係
に
お
い
て
も
パ
ワ
ー
の
格
差
が
存

在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
階
層
秩
序
を
東
ア
ジ
ア
独
特
の
も
の
と
し
て
著
者
が
主
張
す
る
の
か
疑
問
で
あ
る
。

第
三
に
、
東
ア
ジ
ア
に
繰
り
返
さ
れ
る
と
著
者
が
主
張
す
る
階
層
秩
序
の
事
例
は
歴
史
上
二
つ
し
か
な
い
。
一
九
世
紀
ま
で
の
中
国

中
心
の
階
層
秩
序
と
、
二
〇
世
紀
以
降
の
ア
メ
リ
カ
中
心
の
階
層
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
例
の
み
で
階
層
性
が
東
ア
ジ
ア
に
独

特
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
？
ま
た
、
中
国
を
中
心
と
す
る
華
夷
秩
序
と
戦
後
の
日
米
、
韓
米
の
同
盟
関
係
と
を
同
等
の
階
層
秩
序
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
華
夷
シ
ス
テ
ム
と
現
代
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
シ
ス
テ
ム
は
、
階
層
性
の
繰
り
返
し
と
い
う
よ
り
は
、

前
近
代
の
国
家
間
関
係
が
近
代
国
家
関
係
に
変
遷
し
た
と
解
釈
す
る
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
？
さ
ら
に
、
著
者
の
「
東
ア
ジ
ア
」

と
い
う
概
念
自
体
も
不
明
確
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
現
在
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
支
配
国
と
し
て
著
者
が
考
え
て
い
る
ア
メ
リ
カ
は
、

東
ア
ジ
ア
に
属
す
国
な
の
か
？ 
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議
論
の
強
引
さ
が
み
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
点
は
、
階
層
秩
序
を
受
け
入
れ
る
東
ア
ジ
ア
の
国
の
例
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
国
で
あ

る
日
本
と
朝
鮮
（
韓
国
）
の
み
を
扱
っ
て
い
る
点
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
の
国
々
の
対
外
姿
勢
の
多
様
性
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
点
で

あ
る
。
例
え
ば
北
朝
鮮
は
、
支
配
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
が
君
臨
す
る
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
を
受
け
入
れ
て
は
い
な
い
。
中
国
は
、
ア

メ
リ
カ
中
心
の
階
層
秩
序
を
受
け
入
れ
る
ど
こ
ろ
か
、ア
メ
リ
カ
を
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
か
ら
排
除
し
た
い
意
向
が
明
ら
か
で
あ
る
。

階
層
性
を
受
容
し
な
い
国
が
東
ア
ジ
ア
に
実
際
多
く
存
在
す
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
依
然
と

し
て
勢
力
均
衡
が
支
配
的
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
？

ま
た
日
本
と
朝
鮮
（
韓
国
）
の
対
外
行
動
や
東
ア
ジ
ア
の
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
地
位
を
同
等
に
扱
う
の
も
い
さ
さ
か
乱
暴
で
あ

る
。
著
者
自
身
が
第
二
章
、
第
三
章
で
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
世
紀
に
お
け
る
「
西
洋
の
衝
撃
」
へ
の
日
本
の
対
応
と
朝
鮮
の
そ

れ
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
日
本
が
西
洋
の
国
際
社
会
に
参
入
す
べ
く
急
速
な
近
代
化
と
欧
化
を
行
っ
た
の
に
対
し
、
中
国
と

陸
続
き
で
歴
史
的
関
係
も
深
く
、
文
明
の
中
心
と
し
て
中
国
を
敬
っ
て
い
た
朝
鮮
は
、
そ
う
い
っ
た
日
本
の
対
外
姿
勢
を
侮
蔑
し
て
い

た
。
ア
ジ
ア
の
停
滞
を
憂
い
、
脱
亜
入
欧
を
目
指
し
た
日
本
と
正
反
対
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
の
が
朝
鮮
で
あ
っ
た
。
実
際
、
朝
鮮
が

中
国
の
朝
貢
国
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
中
国
か
ら
「
化
外
の
地
」
と
さ
れ
て
い
た
日
本
が
歴
史
上
中
華
シ
ス
テ
ム
の
一
部
で
あ
っ
た
の

は
ほ
ん
の
一
時
期
で
し
か
な
い
。
ま
た
、
儒
教
の
影
響
も
日
本
と
朝
鮮
で
は
大
き
く
異
な
り
、
支
配
者
と
被
支
配
者
を
律
す
る
儒
教
の

統
治
ド
グ
マ
は
、
日
本
で
は
朝
鮮
半
島
の
よ
う
に
深
く
は
浸
透
し
な
か
っ
た
。
日
本
と
朝
鮮
を
取
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
両
者
を
む
し
ろ

対
照
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
扱
う
方
が
妥
当
で
は
な
か
っ
た
か
？

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
想
像
の
共
同
体
」
を
意
識
し
て
、
朴
は
「
想
像
の
階
層
性
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
著
書
の
中

で
用
い
て
い
る
。
制
度
化
さ
れ
た
慣
行
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
再
生
産
さ
れ
る
と
い
う
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
テ
ー
ゼ
に
著
者
が
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啓
発
さ
れ
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
伺
え
る
。
し
か
し
、「
階
層
性
」
は
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
に
つ
い
て
の
共
有
さ
れ
た
認
識
で
も
制
度

化
さ
れ
た
慣
行
で
も
な
い
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
ネ
イ
シ
ョ
ン
」
が
、
現
実
と
融
合
し
、
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
実
体
と
な
っ
た

の
に
対
し
、「
想
像
の
階
層
性
」
は
、
朴
の
想
像
の
域
を
超
え
る
理
論
に
も
実
体
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
国
際
関
係
に
お
け
る
国
家
間

の
表
面
的
な
パ
ワ
ー
の
非
対
称
性
の
背
後
に
は
、
依
然
と
し
て
勢
力
均
衡
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
を

理
解
す
る
う
え
で
必
要
な
の
は
、ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
以
降
の
国
際
秩
序
の
普
遍
的
な
ロ
ジ
ッ
ク
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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