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世
界
的
に
活
躍
す
る
中
国
の
政
治
思
想
研
究
者
、
許
紀
霖
の
日
本
独

自
編
集
に
よ
る
論
文
集
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
二
〇
一
〇

年
以
降
に
発
表
さ
れ
た
論
文
、
対
話
の
記
録
で
あ
り
、
本
書
の
た
め
の

書
き
下
ろ
し
も
含
ん
で
い
る
。

　

時
代
を
少
し
振
り
返
れ
ば
、
文
革
後
の
中
国
の
新
し
い
思
想
動
向
を

伝
え
る
も
の
と
し
て
、
金
観
濤
・
劉
青
峰
『
中
国
社
会
の
超
安
定
シ

ス
テ
ム
―
―
「
大
一
統
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
』
の
訳
書
が
一
九
八
七
年

に
、「
啓
蒙
と
救
亡
の
二
重
変
奏
」
を
含
む
李
沢
厚
の
論
文
集
『
中
国

の
文
化
心
理
構
造
―
現
代
中
国
を
解
く
鍵
―
』
が
一
九
八
九
年
に
公
刊

さ
れ
、
ど
ち
ら
も
日
本
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
な
お
、
著
書
の
許

紀
霖
は
、
金
観
濤
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
と
い
う
（
三
〇
五
。
以
下
、

『
普
遍
的
価
値
を
求
め
る
』
か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
記
す
）。
た
だ
、
九
〇

年
代
に
は
、
文
学
関
連
は
別
と
し
て
、
中
国
に
お
け
る
現
代
思
想
関
連

弱
い
普
遍
性
の
探
求

志
野　

好
伸

Book Review

の
書
籍
の
翻
訳
出
版
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
状
況
を

変
え
る
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
二
〇
〇
六
年
に
出
版
さ
れ

た
汪
暉
の
論
文
集
『
思
想
空
間
と
し
て
の
現
代
中
国
』
で
は
な
か
ろ
う

か
。
汪
暉
の
著
書
、
論
文
集
が
そ
の
後
何
冊
も
日
本
で
翻
訳
・
刊
行
さ

れ
、
二
〇
一
〇
年
代
に
な
る
と
、
陳
光
興
『
脱
帝
国
―
―
方
法
と
し
て

の
ア
ジ
ア
』（
二
〇
一
一
年
）、
賀
照
田
『
中
国
が
世
界
に
深
く
入
り
は

じ
め
た
と
き
―
―
思
想
か
ら
み
た
現
代
中
国
』（
二
〇
一
四
年
）、
葛
兆

光
『
中
国
再
考
―
―
そ
の
領
域
・
民
族
・
文
化
』（
二
〇
一
四
年
）、
張

博
樹
『
新
全
体
主
義
の
思
想
史
―
―
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
現
代
哲
学
講

義
』（
二
〇
一
九
年
）
な
ど
の
出
版
が
続
く
。
黄
俊
傑
『
台
湾
意
識
と

台
湾
文
化
―
―
台
湾
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
歴
史
的
変

遷
』（
二
〇
〇
八
年
）、
羅
永
生
『
誰
も
知
ら
な
い
香
港
現
代
思
想
史
』

（
二
〇
一
五
年
）
を
こ
こ
に
加
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
本
書
『
普
遍
的
価

四六判　360頁
法政大学出版局

［本体 3,800円 + 税］
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潮
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値
を
求
め
る
―
―
中
国
現
代
思
想
の
新
潮
流
』
も
こ
う
し
た
出
版
傾
向

の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
欧
米
の
哲
学
・
思
想
書
の
翻
訳
を
多
数
手
が
け
て
き
た
法
政
大

学
出
版
局
の
叢
書
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
に
お
い
て
、
本
書
は
初
め
て
中
国

語
か
ら
訳
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
仏
英
の
碩
学
で
あ
る
ジ
ャ
ッ
ク
・

ジ
ェ
ル
ネ
の
『
中
国
と
キ
リ
ス
ト
教
―
―
最
初
の
対
決
』、
ジ
ョ
ゼ
フ
・

ニ
ー
ダ
ム
の
『
文
明
の
滴
定
―
―
科
学
技
術
と
中
国
の
社
会
』
は
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
に
あ
る
も
の
の
、
中
国
語
圏
か
ら
の
翻
訳
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ

に
そ
の
よ
う
な
覇
権
的
志
向
が
存
在
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
む

し
ろ
そ
れ
を
批
判
す
る
た
め
に
「
新
天
下
主
義
」
を
提
唱
し
て
い
る
の

だ
。
中
国
の
一
部
の
論
者
が
「
西
洋
は
普
遍
性
を
騙
る
特
殊
文
明
に
す

ぎ
な
い
と
批
判
し
な
が
ら
、
同
時
に
自
ら
の
文
明
に
対
し
て
は
、
も

と
も
と
普
遍
の
資
格
が
備
わ
っ
て
い
る
と
み
な
」
す
の
は
（
二
一
五
）、

ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
新
天
下
主
義
」
に
よ
っ

て
許
紀
霖
が
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
古
代
の
朝
貢
体
系

を
中
心
と
す
る
中
華
帝
国
の
秩
序
」
で
あ
り
、「
日
本
に
よ
る
大
東
亜

共
栄
圏
秩
序
」
で
あ
り
、
米
ソ
対
立
を
反
映
し
た
「
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦

秩
序
」、
そ
し
て
現
在
の
「
日
中
間
の
対
立
を
中
心
と
す
る
ポ
ス
ト
冷

戦
秩
序
」（
四
）
で
あ
る
。
以
下
、
具
体
的
に
、
必
ず
し
も
収
録
さ
れ

た
論
文
の
順
序
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
許
紀
霖
の
議
論
を
紹
介
し
よ
う
。

　

ま
ず
は
現
代
の
中
国
の
状
況
に
対
す
る
批
判
を
と
り
あ
げ
る
。『
中

国
が
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
と
き
』
で
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
イ
ク
ス
が
、

近
代
以
来
の
中
国
を
「
国
民
国
家
の
ふ
り
を
し
て
い
る
文
明
」
と
評
価

す
る
の
を
引
用
し
つ
つ
、
許
紀
霖
は
そ
れ
に
対
し
、「
現
代
の
中
国
は
、

表
面
的
に
は
五
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
文
明
国
家
だ
が
、
実
質
的
に
は

国
家
主
権
を
核
心
と
す
る
国
民
国
家
で
あ
る
」（
一
〇
六
）
と
断
じ
る
。

中
国
の
勃
興
は
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
値
な
ど
で
示
さ
れ
る
国
力
の
増
強
を
追
求

す
る
「
富
強
の
勃
興
」（
九
〇
）
に
す
ぎ
ず
、
新
し
い
普
遍
的
な
文
明

を
提
示
し
え
て
い
な
い
と
い
う
の
だ
。
現
在
の
中
国
の
姿
は
、「
自
分

た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
刊
行
は
、
許
紀
霖
の
言
い
方
を
模
す
れ

ば
、
欧
米
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
き
た
普
遍
の
中
に
、
中
国
と
い
う
特

殊
事
例
を
組
み
込
ん
で
普
遍
を
考
え
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て

い
る
知
的
状
況
、
賀
照
田
の
訳
書
題
名
を
使
え
ば
「
中
国
が
世
界
に
深

く
入
り
は
じ
め
た
」
状
況
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
言
え
よ
う
。

　

さ
て
、
本
書
の
中
心
を
な
す
問
題
は
、
監
訳
者
の
中
島
隆
博
が
的
確

に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、「
特
殊
の
た
め
に
、
普
遍
と
い
う
概
念
を

鍛
え
直
す
こ
と
」（
三
三
五
）
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
許
紀
霖
は
そ

れ
を
「
新
天
下
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば
で
語
る
。「
新
天
下
主
義
」
と

い
う
こ
と
ば
だ
け
を
聞
け
ば
、
許
紀
霖
の
考
え
は
、
中
国
の
伝
統
的
な

天
下
思
想
を
現
代
に
焼
き
直
し
、
中
国
を
中
心
と
す
る
新
た
な
世
界
的

秩
序
を
再
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
ろ
う
、
と
推
測
す
る
人
も
い
よ

う
。
端
的
に
言
っ
て
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。
許
紀
霖
は
、
中
国
国
内
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自
身
が
西
洋
と
異
な
る
中
国
的
特
色
を
有
す
る
政
治
ル
ー
ト
と
政
治
モ

デ
ル
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
」
お
り
、「
人
民
の
利
益
と

中
華
文
明
の
神
格
化
を
通
じ
て
、
あ
る
種
の
国
家
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を

形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
よ
う
に
映
る
（
二
二
五
―
二
二
六
）。
彼
は
、

王
紹
光
が
西
洋
的
民
主
主
義
に
対
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
提

唱
し
た
、「
民
衆
が
願
望
を
伝
え
、
政
府
が
そ
れ
に
応
答
す
る
」
と
い

う
「
応
答
的
民
主
主
義
」（
二
三
八
）
に
対
し
て
も
手
厳
し
く
批
判
す

る
。
そ
れ
は
、「
こ
っ
そ
り
と
政
治
の
主
体
を
市
民
か
ら
統
治
者
へ
と

置
き
換
え
た
も
の
」
に
す
ぎ
ず
、
実
質
は
一
種
の
「
応
答
的
権
威
主
義
」

で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
公
的
利
益
の
名
を
借
り
た
土
地
収
用
と
立
ち
退

き
」
の
強
制
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
政
府
の
権
力
が
自
ら
人
民
の
根

本
的
な
利
益
を
代
表
し
て
い
る
と
宣
言
し
さ
え
す
れ
ば
、
何
の
拘
束
も

索
さ
れ
る
。
た
だ
そ
の
Ｅ
Ｕ
に
つ
い
て
も
、
ト
ル
コ
の
加
盟
や
ム
ス
リ

ム
移
民
の
流
入
に
よ
っ
て
、「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
キ
リ

ス
ト
教
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
文
化
多
元
主
義
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
あ
る
の
か
」（
一
九
）
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加

え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。
文
明
一
元
論
を
批
判
す
る
許
は
、
複
数
の
共

同
体
の
存
在
を
前
提
と
し
て
お
り
、「
共
同
体
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

に
は
ま
ず
「
他
者
」
が
必
要
で
あ
る
」（
二
一
）
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

た
だ
し
そ
の
際
留
意
す
べ
き
は
、
そ
の
他
者
を
「
敵
」
す
な
わ
ち
「
対

立
の
他
者
」
で
は
な
く
、「
相
互
作
用
の
他
者
」、「
参
照
の
他
者
」、「
薄

く
て
弱
い
相
対
的
な
他
者
」（
二
二
）
と
し
て
接
遇
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

許
紀
霖
は
、
こ
う
し
た
他
者
の
遇
し
方
と
し
て
、
批
判
を
も
含
む

「
理
性
的
な
対
話
と
交
流
」
に
よ
る
「
積
極
的
な
寛
容
」
と
区
別
し
て
、

「
傾
聴
と
理
解
」
に
よ
る
「
消
極
的
な
寛
容
」
を
も
認
め
て
い
る
。「
傾

聴
と
理
解
」
と
は
、「
平
等
な
姿
勢
で
他
者
の
声
に
耳
を
傾
け
、
同
情

的
に
他
者
の
行
為
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
」
で
あ
る
が
、「
受
け

入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
大
き
な
度
量
を

有
し
た
包
容
力
に
よ
っ
て
、
制
度
と
態
度
の
両
面
か
ら
、
異
な
る
宗
教

と
文
化
を
許
容
す
る
こ
と
」（
四
九
）
で
あ
る
。「
積
極
的
な
寛
容
」
と

「
消
極
的
な
寛
容
」
の
区
別
は
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
言
う
正
し
さ

（right

）
と
善
（good

）
の
区
別
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、「
善
と
は
何
な
の

か
と
い
う
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
異
な
る
宗
教
、
文
化
と
生
活
様
式
の

受
け
る
こ
と
な
く
、
恣
に
具
体
的
な
市
民
の
利
益
を
侵
害
」（
二
三
八

―
二
四
〇
）
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
論
理
な
の
だ
。

　

中
国
特
殊
論
に
依
拠
す
る
国
家
主
義
を
批
判
し
た
許
紀
霖
は
、「
普

遍
的
文
明
か
、
そ
れ
と
も
中
国
的
価
値
か
」
と
い
う
問
い
を
「
偽
の
問

い
」
と
し
て
糾
弾
し
、「
普
遍
的
文
明
と
い
う
大
志
を
持
っ
て
、
中
国

的
価
値
を
再
建
す
る
こ
と
」（
二
二
四
）
が
重
要
だ
と
す
る
。
許
が
目

指
す
の
は
、「
文
明
一
元
論
」
で
も
「
文
化
相
対
主
義
」
で
も
な
く
、

「
文
化
多
元
主
義
」（
二
二
一
）
で
あ
る
。
許
が
モ
デ
ル
の
一
つ
に
す
る

の
は
Ｅ
Ｕ
で
あ
っ
て
、「
Ｅ
Ｕ
式
の
東
ア
ジ
ア
共
同
体
」（
一
七
）
が
模
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多
元
的
存
在
を
認
容
し
、
制
度
設
計
を
行
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
展
を

保
証
」（
五
〇
）
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
は
、「
極

端
な
世
俗
主
義
と
極
端
な
宗
教
原
理
主
義
」（
五
二
）
を
と
も
に
斥
け

る
も
の
で
あ
り
、「
ど
の
よ
う
な
宗
教
や
哲
学
の
学
説
で
あ
れ
、
公
共

的
理
性
と
世
俗
化
と
い
う
文
明
社
会
の
核
心
的
価
値
に
従
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」（
五
〇
）
と
い
う
正
し
さ
に
も
一
定
の
留
保
を
附
す
も
の

だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
襲
撃
が

非
難
さ
れ
る
の
と
同
様
、
シ
ャ
ル
リ
ー
・
エ
ブ
ド
の
風
刺
も
「
下
品
で

く
だ
ら
な
い
」（
四
九
）
も
の
と
し
て
却
下
さ
れ
る
。
第
六
章
で
も
正

し
さ
と
善
の
区
別
に
依
拠
し
て
、
理
性
と
信
仰
の
共
存
の
方
法
が
探
ら

れ
る
。

　

中
国
の
伝
統
に
「
新
天
下
主
義
」
の
参
考
と
な
る
例
を
求
め
れ
ば
、

「
一
人
の
「
小
我
」
や
一
家
一
姓
の
王
朝
の
利
益
を
超
え
て
、
家
に
も

と
づ
く
国
の
上
に
、
天
下
と
い
う
普
遍
的
な
価
値
を
見
出
し
た
」
儒

家
の
学
問
や
、「
近
代
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
精
神
に
よ
っ
て
、

個
人
と
人
類
を
通
貫
す
る
天
下
主
義
の
精
神
を
継
承
」
し
た
五
四
運

動
時
期
の
中
国
の
知
識
人
が
挙
げ
ら
れ
る
（
七
六
―
七
七
）。
華
夷
の

区
別
は
人
種
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
文
化
に
基
づ
く
相
対
的
な

も
の
で
あ
っ
て
、「
天
下
」
の
も
と
で
通
じ
合
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と

（
五
六
、一
一
六
）、
儒
仏
道
の
三
教
の
合
流
（
一
六
〇
）
な
ど
も
、
そ
の

例
に
含
ま
れ
る
。
第
五
章
で
は
、
積
極
的
に
西
洋
的
な
価
値
基
準
を
受

容
し
よ
う
と
し
た
五
四
時
期
の
知
識
人
に
つ
い
て
、
ま
と
ま
っ
た
記
述

が
な
さ
れ
、
厳
復
、
梁
啓
超
、
杜
亜
泉
、
胡
適
、
陳
独
秀
、
李
大
釗
か

ら
梁
漱
溟
ま
で
、
主
義
主
張
を
異
に
す
る
彼
ら
が
と
も
に
、「
世
界
文

明
と
い
う
大
き
な
視
野
と
普
遍
的
な
人
類
と
い
う
立
場
か
ら
」「
世
界

文
明
の
全
体
的
な
大
趨
勢
の
中
で
の
中
国
文
化
の
道
を
探
っ
て
い
た
」

（
一
三
〇
）
こ
と
が
評
価
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
特
殊
の
た
め
に
、
普
遍
と
い
う
概
念
を
鍛
え
直
す
」

と
い
う
課
題
へ
の
回
答
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
許
紀
霖
が
追
求
す
る
文

化
多
元
主
義
に
基
づ
く
「
新
天
下
主
義
」
は
、「
核
心
と
な
る
民
族
か

ら
全
世
界
へ
、
中
心
か
ら
周
縁
へ
、
単
一
の
特
殊
性
か
ら
同
質
の
普
遍

性
へ
と
上
昇
す
る
文
明
の
構
成
そ
れ
自
体
」（
六
二
）
を
批
判
す
る
も

の
で
あ
り
、
ロ
ー
ル
ズ
の
表
現
を
用
い
れ
ば
、「
様
々
な
文
明
と
文
化

の
「
重
な
り
合
う
合
意
」
を
特
徴
と
」（
六
三
）
す
る
。
そ
れ
は
、
台

湾
の
銭
永
祥
の
言
葉
を
借
り
て
、「
他
者
を
否
定
す
る
普
遍
性
」
で
も

「
他
者
を
超
越
す
る
普
遍
性
」
で
も
な
く
、「
わ
た
し
と
他
者
の
相
互
承

認
、
差
異
に
対
す
る
尊
重
、
そ
し
て
対
話
と
合
意
を
積
極
的
に
探
究
す

る
「
他
者
を
承
認
す
る
普
遍
性
」」（
六
四
）
と
も
表
現
さ
れ
る
。
こ
の

立
場
か
ら
は
、「
西
洋
文
明
の
人
権
基
準
を
万
民
法
の
核
心
的
価
値
と

す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
強
す
ぎ
る
実
質
を
持
た
せ
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
」（
六
五
―
六
六
）
と
の
判
断
が
帰
結
す
る
。

　

以
上
の
と
お
り
、
許
紀
霖
の
志
向
す
る
普
遍
性
は
「
弱
い
」
普
遍
性
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で
あ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
観
を
許
容
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が

指
摘
で
き
る
。
た
だ
「
弱
い
」
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
批
判
性
に
乏

し
く
「
何
で
も
あ
り
」
を
招
く
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
過
度

な
一
体
性
を
要
求
す
る
「
強
い
」
普
遍
主
義
や
普
遍
性
を
拒
否
す
る
特

殊
論
に
対
す
る
鋭
い
批
判
が
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
す
で

に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
対
話
に
乗
っ
て
来
ず
に
攻
撃
し
て
く
る

よ
う
な
他
者
に
対
し
て
、
結
局
「
新
天
下
主
義
」
は
な
す
す
べ
を
も
た

な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
強
い
」
普
遍
性
を
標
榜

す
る
か
ぎ
り
相
手
か
ら
の
妥
協
は
見
込
め
な
い
が
、「
弱
い
」
普
遍
性

な
ら
、
相
手
が
立
場
を
変
え
て
、
対
話
に
乗
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
、

対
話
ま
で
行
か
ず
と
も
、
ひ
と
ま
ず
相
互
承
認
し
合
う
こ
と
は
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
こ
と
を
期
待
さ
せ
る
だ
け
の
魅
力
が
「
新

天
下
主
義
」
に
は
あ
る
。
ま
た
、「
人
権
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
ど
の

よ
う
な
線
引
き
が
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
許
紀
霖
は
具
体
的
に
答
え

を
出
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
批
判
も
あ
り
え
よ
う
。
た
だ
し
、
許
紀
霖

が
な
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、「
人
権
」
を
金
科
玉
条
の
よ
う
に
持
ち

出
す
こ
と
を
や
め
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
普
遍
的
な
あ
り
方
を
議
論
す
る

場
を
設
け
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
。「
新
天
下
主
義
」
は
対
話
へ
の
促
し

に
溢
れ
た
構
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
本
語
で
読
者
に
届
け
ら
れ
た
こ
と

を
慶
賀
し
た
い
。

（
し
の
・
よ
し
の
ぶ　

明
治
大
学
）
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