
紹
　
　
　
介

ジ
ョ
セ
ブ
。
ス
ト
レ
イ
ヤ
ー
著

『
近
代
国
家
の
起
源
』

鷲
見
誠
一
訳

　
「
近
代
国
家
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
に
誕
生
し
、

官
僚
制
度
と
司
法
制
度
を
二
つ
の
柱
と
し
て
発
展

し
た
こ
と
を
、
平
易
に
実
証
的
に
説
く
漏
。
　
こ
れ

は
本
書
に
つ
い
て
の
出
版
社
の
文
で
あ
る
が
、
原

藩
で
は
索
引
を
含
め
て
も
一
一
四
頁
と
い
う
こ
の

小
冊
子
の
論
旨
は
、
こ
の
文
の
中
に
凝
集
さ
れ
て

い
る
と
言
え
る
。
著
者
ス
ト
レ
イ
ヤ
ー
の
視
角
の

薄
書
さ
に
就
い
て
は
既
に
佐
藤
伊
久
男
氏
が
評
価

し
て
お
ら
れ
る
が
、
著
者
の
研
究
は
戦
後
ア
メ
リ

カ
の
社
会
科
学
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
、
い
わ
ゆ

る
「
シ
ス
テ
ム
史
観
」
の
歴
史
学
的
形
態
で
あ
る

と
雷
え
よ
う
。

　
本
霧
は
三
章
に
分
か
れ
、
第
一
章
で
は
＝
丁

一
三
世
紀
西
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
、
特
に
英
仏
両
國
に
於

て
、
司
法
・
財
政
両
官
僚
制
度
を
柱
に
近
代
国
家

の
基
礎
の
成
立
を
説
き
、
第
二
章
で
は
一
四
・
一

五
撚
紀
に
は
官
僚
制
度
の
硬
化
現
象
の
た
め
、
国

家
と
し
て
は
発
展
し
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
。

さ
ら
に
第
三
章
で
は
ニ
ハ
世
紀
に
は
膚
産
階
級
の

行
動
の
変
化
に
よ
っ
て
新
し
い
官
僚
制
が
う
ま
く

機
能
し
て
、
近
代
国
家
は
完
成
に
近
づ
く
と
主
張

す
る
。

　
近
代
國
家
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
こ
の
問
に

対
し
て
著
者
は
国
家
の
究
穫
的
形
式
は
存
在
せ
ぬ

と
し
、
た
だ
国
家
出
現
の
徴
候
を
三
つ
挙
げ
る
。

一
つ
は
時
間
、
窒
問
に
於
け
る
連
続
性
、
二
つ
目

は
常
設
的
政
治
制
度
の
形
成
、
三
つ
図
は
國
家
に

対
す
る
忠
誠
で
あ
り
、
～
一
〇
〇
年
か
ら
＝
ハ
○

○
年
に
わ
た
る
西
ヨ
…
ロ
ッ
パ
史
に
こ
れ
ら
の
発

展
を
見
よ
う
と
す
る
。
第
一
、
第
三
の
徴
候
は
そ

れ
ぞ
れ
偶
然
性
や
観
念
に
基
づ
い
た
も
の
と
み
な

さ
れ
て
い
る
分
に
対
し
、
第
二
の
そ
れ
は
具
体
的

か
つ
発
展
論
風
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
　
「
中
世
国
家

の
二
大
支
柱
は
大
蔵
省
と
高
等
裁
判
所
で
あ
っ

た
」
　
（
照
六
頁
）
と
す
る
著
考
は
、
一
二
・
一
三

世
紀
に
こ
の
二
つ
の
役
所
を
中
心
と
す
る
行
政
、

司
法
機
関
が
い
か
に
整
備
さ
れ
、
そ
の
役
人
た
ち

が
い
か
に
よ
く
働
い
た
か
を
述
べ
、
逆
に
一
四
・

一
五
世
紀
に
は
ど
れ
ほ
ど
そ
れ
ら
が
簿
解
し
、
無

能
に
な
っ
た
か
、
ま
た
一
六
世
紀
に
は
ど
の
よ
う

に
革
新
さ
れ
た
か
を
語
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
著
者
が
、
国
家
を

制
度
や
機
関
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
国
家
の
発
展
は
制
度
の
発
展
と
み
な
さ

れ
、
制
度
の
発
展
の
撫
標
は
「
あ
る
国
塚
が
な
ぜ

他
の
国
家
よ
り
も
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
能
率
の

よ
い
組
織
を
持
っ
た
か
扁
　
（
五
頁
）
で
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
そ
の
効
率
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の

徴
候
で
あ
る
困
家
へ
の
忠
誠
は
君
主
と
臣
下
と
の

同
意
の
原
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の

原
興
を
保
証
す
る
も
の
と
し
て
は
や
は
り
議
会
と

い
う
機
関
の
効
率
の
問
題
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り

臣
民
の
議
会
で
の
同
意
は
陰
謀
や
反
乱
よ
り
も
有

・
効
に
君
主
と
臣
下
の
主
張
を
統
一
す
る
こ
と
が
で

き
、
国
家
へ
の
忠
誠
は
高
ま
る
と
み
な
し
て
い
る
。

し
か
し
議
会
を
同
意
の
場
と
み
な
す
ス
タ
ッ
ブ
ズ

以
来
の
見
解
は
最
近
の
諸
研
究
に
よ
っ
て
批
判
さ

れ
て
お
り
、
著
者
の
讃
え
る
代
表
制
は
ま
だ
未
発

達
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
著
者
自
身
「
議

会
は
厳
し
く
追
及
す
る
力
を
ほ
と
ん
ど
持
っ
て
い

な
か
っ
た
」
　
（
一
一
〇
頁
）
と
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。

　
こ
う
し
た
欠
陥
は
制
度
の
分
析
に
よ
っ
て
国
家

を
分
析
す
る
と
い
う
著
者
の
方
法
に
起
暮
す
る
と

思
わ
れ
る
。
制
度
の
発
展
は
悪
罵
成
立
の
基
礎
と

な
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ど
ん
な
効
率
の
よ
い
制

度
で
も
そ
こ
か
ら
統
治
権
力
が
生
ま
れ
る
こ
と
は

あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
国
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介高

家
権
力
が
制
度
や
機
関
を
生
み
出
す
．
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
著
者
自
身
「
代
衷
議
会
は
裁
判
所
と

同
様
に
統
治
の
道
具
で
あ
っ
た
」
　
（
」
〇
九
頁
）

と
し
、
さ
ら
に
「
統
治
と
い
う
も
の
は
共
同
体
の

習
俗
と
は
相
違
し
た
何
物
か
で
あ
り
、
そ
し
て
こ

の
相
違
性
の
実
体
化
が
国
家
形
成
に
お
け
る
本
質

的
な
要
素
で
あ
っ
た
」
　
（
二
六
頁
）
と
言
っ
て
お

り
、
統
治
権
力
と
そ
の
道
具
と
の
次
元
の
椙
違
を

認
識
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
認
識
を
持
ち
な
が
ら
「
統
治
の
道

具
」
ぽ
か
り
を
分
析
し
た
著
者
の
方
法
は
、
本
書

の
主
眼
で
あ
る
国
家
の
発
展
の
分
析
に
も
成
功
し

た
と
は
言
え
な
い
。
す
な
わ
ち
著
老
は
①
二
世

紀
以
前
②
＝
丁
一
三
世
紀
③
一
四
・
一
五
世
紀

④
ニ
ハ
世
紀
以
後
の
四
段
階
に
わ
け
て
分
析
し
て

い
る
が
、
各
段
階
の
間
の
発
展
の
説
明
は
説
得
力

を
欠
く
。
た
と
え
ば
①
か
ら
②
へ
の
発
展
の
本
質

的
条
件
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
徐
々
な
る
政
治
的

安
定
化
で
あ
る
と
し
、
②
か
ら
③
へ
の
国
家
の
発

展
が
停
滞
し
た
理
由
は
コ
四
世
紀
に
は
一
連
の

災
厄
が
あ
っ
た
」
　
（
一
〇
一
頁
）
こ
と
で
あ
る
と

す
る
。
ま
た
③
か
ら
④
へ
の
移
行
は
組
織
の
近
代

化
と
有
産
階
級
の
精
神
的
姿
勢
の
変
化
が
理
由
で

あ
る
と
す
る
。
我
々
は
か
の
政
治
的
安
定
や
災
厄

を
も
た
ら
し
た
も
の
や
、
精
神
的
姿
勢
を
変
え
さ

せ
た
も
の
を
探
究
す
べ
き
で
あ
る
が
、
著
者
は
そ

れ
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
避
け
て
い
る
。
別
の
箇

所
で
制
度
を
単
に
支
配
の
道
具
と
み
な
す
研
究
方

法
を
批
判
し
て
い
る
（
一
〇
・
一
一
頁
）
以
上
、

そ
の
方
法
を
超
え
る
分
析
を
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
に
は
封
建
国
家
の
権
力
を
考
察
す
る
上
で

貴
重
な
指
摘
も
あ
る
が
、
著
者
の
方
法
に
対
す
る

疑
問
は
最
後
ま
で
残
っ
た
。
ほ
か
に
も
事
実
の
解

釈
な
ど
論
ず
べ
き
点
は
あ
る
が
割
愛
す
る
。
な
お

本
訳
書
は
原
著
の
誤
植
（
原
著
一
〇
百
ハ
、
訳
書
二

三
頁
）
を
も
訂
正
す
る
ほ
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い

る
が
、
か
な
り
の
誤
訳
（
特
に
六
六
、
六
八
、
一

〇
五
、
一
〇
九
、
一
一
一
、
一
三
九
頁
な
ど
）
が

目
に
つ
く
。

　
　
　
　
（
新
書
版
　
　
九
八
頁
　
一
九
七
五
年
一
月
刊

　
　
　
岩
波
書
店
　
一
　
三
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
朝
治
啓
三
・
京
都
大
学
大
学
院
生
）

編
　
集
　
後
　
記

　
中
腿
の
松
の
棺
を
わ
た
る
風
も
さ
わ
や
か
な
季

節
と
な
り
ま
し
た
。
少
し
遅
れ
ぎ
み
で
す
が
、
五

八
巻
三
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
さ
て
、
長
く
編
集
委
員
と
し
て
奮
闘
し
続
け
て

戴
い
た
国
史
の
栄
原
永
遠
男
、
現
代
史
の
尼
川
創

二
の
両
氏
は
、
四
月
｝
三
三
で
追
手
門
大
学
講
師
、

山
口
大
学
講
師
に
そ
れ
ぞ
れ
栄
転
さ
れ
ま
し
た
。

　
両
氏
の
後
任
と
し
て
今
谷
明
氏
と
島
田
真
杉
氏

と
が
、
編
集
委
員
に
加
わ
り
活
躍
し
て
い
ま
す
。

お
　
わ
　
び

本
誌
五
七
巻
六
号
掲
載
「
鳥
毛
立
女
騨
風
下
貼
文

書
の
研
究
」
に
つ
い
て
　
　
　
東
野
治
之

　
拙
稿
の
論
旨
の
う
ち
、
買
新
羅
物
解
と
屏
風
下

貼
文
書
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
以
前
に
、

関
根
真
隆
氏
が
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
四
二

七
頁
の
注
で
略
述
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

拙
稿
の
執
筆
に
際
し
、
こ
の
注
記
を
見
落
し
た
の

は
筆
者
の
不
明
の
致
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
関
根
氏

に
対
し
非
礼
を
お
わ
び
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
五
十
年
四
月
十
日
）

藏
蓋
箒
嬰
諮
鶏
定
価
六
〇
〇
円

　
史
林
（
第
五
八
巻
第
三
号
）

　
　
　
京
都
市
左
京
区
吉
田
本
町

　
　
　
京
都
大
学
文
学
部

発
行
人
　
　
　
史
　
　
学
　
　
研
　
　
究
　
　
ム
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
振
替
京
都
五
一
五
五
番

目
　
　
　
　
理
事
長
　
　
今
　
　
津
　
　
　
晃

　
　
　
　
　
京
都
市
下
窟
三
七
条
御
所
ノ
内
中
町
五
〇

印
刷
所
　
中
村
印
刷
株
式
会
社
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