
高
校
の
こ
ろ
か
ら
政
治
に 

関
心
を
持
つ
。
大
学
の
ゼ
ミ
で 

さ
ら
に
関
心
を
深
め
、
研
究
者 

に
な
ろ
う
と
心
に
決
め
る

「
小
学
生
・
中
学
生
の
こ
ろ
は
、
ク
ラ
ブ
に

入
っ
て
野
球
や
サ
ッ
カ
ー
に
熱
中
し
て
い

る
、
ご
く
普
通
の
少
年
で
し
た
よ
。
漠
然

と
政
治
や
法
律
に
興
味
は
あ
り
ま
し
た
が
、

将
来
の
進
路
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
大
学
受
験
を
意
識
す
る
よ
う
に

な
っ
た
高
校
２
年
く
ら
い
か
ら
で
す
ね
」

　

高
校
生
の
こ
ろ
は
社
会
問
題
に
も
目
が

向
く
よ
う
に
な
っ
て
、
新
聞
を
読
ん
だ
り

し
て
政
治
に
も
少
し
ず
つ
関
心
が
深
ま
っ

て
い
っ
た
時
期
と
い
う
服
部
先
生
。
法
学

部
に
入
っ
て
政
治
を
学
ぼ
う
と
い
う
気
持

ち
は
持
っ
て
い
た
が
、
ま
だ
政
治
学
の
中

の
何
を
勉
強
し
た
い
か
、
具
体
的
に
考
え

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
京
都

大
学
の
法
学
部
に
進
ん
だ
。

「
京
都
大
学
の
法
学
部
に
は
、
政
治
系
と

法
律
系
の
両
方
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
法

律
よ
り
政
治
を
学
び
た
か
っ
た
の
で
、
政

治
系
の
科
目
を
多
く
取
り
、
ゼ
ミ
も
政
治

系
に
し
ま
し
た
」

　

大
学
で
学
び
始
め
た
服
部
先
生
は
、
や

が
て
研
究
者
へ
の
道
を
意
識
し
始
め
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
学
生
生
活
は
、
大
学
の

寮
か
ら
始
ま
っ
た
。

「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
だ
っ
た
け
れ
ど
、
と
に
か
く

安
か
っ
た
で
す
ね
。
私
は
途
中
で
出
ま
し

た
が
、
寮
の
生
活
と
い
う
の
は
独
特
の
も

の
が
あ
っ
て
、
今
も
付
き
合
い
が
続
い
て

い
る
友
人
も
で
き
ま
し
た
」

　

服
部
先
生
は
、
２
年
、
３
年
の
と
き
中

国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
旅
行
し
、
見
聞
を
広

め
た
。
そ
の
資
金
を
稼
ぐ
た
め
に
、
数
カ

月
集
中
し
て
新
聞
配
達
の
ア
ル
バ
イ
ト
も

し
た
と
い
う
。

「
特
に
こ
れ
を
勉
強
し
よ
う
、
と
目
的
を

持
っ
て
海
外
に
旅
行
し
た
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
、
２
年
の
と
き
に
は
ち
ょ

う
ど
中
国
の
天
安
門
事
件
が
起
き
て
、
中

国
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
。ま
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
東
西
ド
イ
ツ
が
統
一
す

る
と
か
、
ソ
連
が
崩
壊
す
る
な
ど
い
ろ
い

ろ
大
き
な
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

そ
れ
で
中
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
関
心
を

持
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
思
え
ば
、
本
当

に
激
動
の
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
ね
」

　

中
国
に
関
し
て
は
、
旅
行
の
後
に
も
夏

休
み
の
語
学
留
学
で
約
１
カ
月
間
、
中
国

語
の
先
生
の
家
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
し
た

そ
う
だ
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
っ
た
と
き
、
１
９
９

０
年
の
８
月
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
湾

岸
危
機
が
起
こ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
問

題
視
さ
れ
国
際
関
係
が
活
発
に
動
い
て
い

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
に
帰
っ
て
み
る

現
在
を
理
解
す
る
た
め
に
過
去
を
学
び
、過
去
を
知
る
こ
と
で
現
在
が

見
え
て
く
る

─
政
治
史
や
外
交
史
を
学
ぶ
意
義
も
こ
こ
に
あ
る
、と

い
う
服
部
先
生
。

歴
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
て
、国
際
政
治
や
外
交
の
問
題
を
研
究

し
て
い
る
の
だ
。最
近
、日
本
と
中
国
・
韓
国
の
間
で
起
き
て
い
る
歴
史

認
識
問
題
な
ど
も
格
好
の
研
究
対
象
。評
伝
も
数
多
く
執
筆
し
て
い
る
。

さ
っ
そ
く
研
究
室
を
訪
ね
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。椅
子
に
ゆ
っ
た
り
と
腰
掛
け
、

静
か
な
雰
囲
気
で
明
快
に
話
さ
れ
る
服
部
先
生
か
ら
は
、学
問
へ
の
情

熱
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

歴
史
的
な
経
緯
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

現
代
を
見
る
！

服 部 龍 二 教 授

総 合 政 策 学 部



と
、
当
時
〝
平
和
ボ
ケ
〟
と
い
う
言
葉
が

使
わ
れ
ま
し
た
が
、
日
本
の
外
交
は
何
を

し
よ
う
と
し
て
い
る
か
よ
く
見
え
な
い
。

ち
ょ
っ
と
歯
が
ゆ
さ
を
感
じ
た
こ
と
を
覚

え
て
い
ま
す
」

　

こ
う
し
て
海
外
の
出
来
事
に
関
心
を
強

め
る
一
方
、
大
学
の
ゼ
ミ
を
通
し
て
政
治

の
研
究
に
も
強
く
心
を
惹
か
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
服
部
先
生
。研
究
者
に
な
り
た
い
、

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

「
大
学
２
年
の
こ
ろ
に
は
、大
学
院
に
行
っ

て
研
究
者
に
な
り
た
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
大
学
の
ゼ
ミ
は
、
1
年
の
と

き
に
政
治
理
論
、２
年
の
と
き
に
外
交
史
、

３
〜
４
年
の
と
き
に
行
政
学
で
し
た
が
、

こ
れ
ら
の
ゼ
ミ
で
興
味
を
深
め
た
こ
と
が

大
き
か
っ
た
で
す
ね
」

専
門
分
野
は
政
治
学
の
中
の
政
治 

外
交
史
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に 

ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、 

激
動
期
の
日
本
外
交
を
研
究

「
私
の
専
門
分
野
は
政
治
学
で
、
そ
の
中
で

も
日
本
を
軸
と
す
る
政
治
外
交
史
で
す
」

　

と
い
う
服
部
先
生
。
実
は
、
外
交
史
に

興
味
を
持
つ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、

大
学
に
入
っ
て
す
ぐ
の
こ
ろ
に
読
ん
だ

『
外
交
50
年
』
と
い
う
幣
原
喜
重
郎
の
自

伝
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

大
学
院
に
進
み
研
究
者
へ
の
道
を
歩
き

始
め
た
服
部
先
生
が
、
大
学
院
の
博
士
論

文
で
取
り
上
げ
た
研
究
テ
ー
マ
は
「
１
９

２
０
年
代
の
国
際
政
治
」。
第
一
次
世
界

大
戦
後
か
ら
満
州
事
変
に
か
け
て
、
パ
リ

講
和
会
議
や
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
か
ら
始
ま

る
激
変
期
に
日
本
は
い
か
に
対
応
し
、
最

後
は
満
州
事
変
で
な
ぜ
国
際
秩
序
は
破
綻

し
た
か
。
国
際
秩
序
の
形
成
と
日
本
側
対

応
と
い
う
両
面
か
ら
見
よ
う
と
し
た
。

　

服
部
先
生
は
そ
の
後
も
ず
っ
と
、
第
一

次
世
界
大
戦
以
降
の
政
治
・
外
交
の
動
き

に
関
心
を
持
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
研

究
を
進
め
て
い
る
。

　

な
ぜ
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
時
期
な

の
か
。

「
第
一
次
世
界
大
戦
の
こ
ろ
と
い
う
と
す

ご
く
古
く
感
じ
る
け
れ
ど
、
実
は
現
代
的

な
意
味
を
非
常
に
持
っ
て
い
る
時
期
だ
と

思
う
ん
で
す
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
と
い

う
の
は
、
初
め
て
ア
メ
リ
カ
が
国
際
政
治

に
台
頭
し
て
い
っ
た
中
で
、
日
本
と
し
て

も
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
を
重
視
し
始
め
た

最
初
の
時
期
な
ん
で
す
ね
。
現
在
の
日
米

関
係
を
考
え
る
上
で
も
、
起
点
に
な
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
」

　

現
在
も
中
国
の
台
頭
に
日
本
が
い
か
に

対
応
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
問
題
が
あ
る

け
れ
ど
、
１
９
２
０
年
代
の
後
半
に
も
同

様
な
議
論
は
あ
っ
た
、
と
服
部
先
生
は
い

う
。
現
代
的
な
関
心
か
ら
そ
の
起
点
を
た

東京生まれ。京都大学法学部卒業。神戸大
学大学院法学研究科博士後期課程満期退

学。博士（政治学）。千葉大学大学院助手、著書に拓殖大学助教授などを経て、2010
年４月中央大学総合政策学部教授。専門は政治外交史。著書に『東アジア国際環境の変
動と日本外交 1918-1931』、『広田弘毅』、『日中歴史認識』、『日中国交正常化』『増補版 幣
原喜重郎』、『佐藤栄作』、『高坂正堯』、『増補版 大平正芳』など。

服部 龍二（はっとり りゅうじ）

服部先生は、たくさんの論文を発表し、
また著書も多い。これはその一部。



ど
っ
て
い
く
と
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
あ

た
り
か
ら
見
る
こ
と
で
、
本
当
の
意
味
で

の
国
際
政
治
を
歴
史
的
・
構
造
的
に
把
握

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

　

服
部
先
生
は
、『
増
補
版 

幣
原
喜
重
郎
』

も
刊
行
し
て
い
る
。
幣
原
喜
重
郎
は
日
本

を
代
表
す
る
外
交
官
で
、
戦
前
に
外
務
大

臣
と
な
り
、
戦
後
ア
メ
リ
カ
軍
の
占
領
下

で
首
相
を
務
め
た
人
物
。
学
生
時
代
に
読

み
、
外
交
史
に
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
を

与
え
て
く
れ
た
『
外
交
50
年
』
の
著
者
で

も
あ
る
。
そ
の
幣
原
喜
重
郎
の
伝
記
的
な

研
究
に
よ
っ
て
、
20
世
紀
の
日

本
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

「
政
治
の
現
状
を
追
う
よ
り
も
、

そ
の
背
景
に
あ
る
構
造
や
歴
史

か
ら
解
き
起
こ
し
て
い
く
。
そ

れ
が
自
分
の
ス
タ
イ
ル
で
す
」

　

と
い
う
服
部
先
生
は
、
博
士

論
文
を
書
い
た
こ
ろ
に
マ
ク
ロ
の

視
点
で
と
ら
え
た
第
一
次
世
界
大

戦
後
の
日
本
外
交
を
、
今
度
は
一

人
の
外
交
官
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
視

点
で
見
直
そ
う
と
し
た
。『
広
田

弘
毅
』『
日
中
歴
史
認
識
』『
日

中
国
交
正
常
化
』『
外
交
ド
キ
ュ
メ
ン
ト 

歴
史
認
識
』『
中
曽
根
康
弘
』『
田
中
角
栄
』

『
佐
藤
栄
作
』『
高
坂
正
堯
』『
増
補
版 

大

平
正
芳
』
な
ど
も
執
筆
し
た
。

大
切
な
の
は 

読
書
や
授
業
を
通
し
て
自
分
の 

歴
史
観
を
組
み
立
て
る
こ
と

「
私
た
ち
の
学
生
の
こ
ろ
は
、
勉
強
し
よ

う
と
す
る
と
本
を
読
む
く
ら
い
し
か
な

か
っ
た
で
す
ね
。し
か
し
今
は
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
や
衛
星
放
送
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
媒

体
が
多
様
化
し
て
い
ま
す
。
そ
の
分
、
活

字
に
触
れ
る
、
本
を
読
む
と
い
う
割
合
が

減
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
に
危
機
感
を
抱

い
て
い
ま
す
」

　

と
い
う
服
部
先
生
。
授
業
で
は
、
で
き

る
だ
け
一
つ
の
科
目
で
１
冊
の
本
を
読
み

レ
ポ
ー
ト
を
書
く
よ
う
に
指
導
し
て
い
る

そ
う
だ
。
特
に
、
大
学
に
入
っ
て
間
も
な

い
１
年
生
の
う
ち
に
、
本
を
読
む
習
慣
を

つ
け
さ
せ
た
い
と
い
う
。

「
私
は
学
生
た
ち
に
、
よ
く
こ
う
言
う
ん
で

す
よ
。
１
日
の
う
ち
、
朝
起
き
た
と
き
に

30
分
あ
る
い
は
寝
る
前
に
20
分
で
も
い
い

か
ら
時
間
を
決
め
て
、
こ
の
時
間
帯
だ
け

は
読
書
に
当
て
る
よ
う
に
し
よ
う
。
全
然

本
を
読
ま
な
い
日
が
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」

　

思
考
力
や
表
現
力
は
読
書
と
密
接
に
関

連
し
て
い
る
。
早
い
時
期
に
読
書
の
習
慣

を
つ
け
て
お
け
ば
、
大
学
の
勉
強
だ
け
で

な
く
、
社
会
に
出
て
か
ら
も
大
変
役
立
ち

ま
す
、
と
付
け
加
え
ら
れ
た
。

　

現
在
、
学
部
と
大
学
院
の
ゼ
ミ
で
数
名

が
研
究
し
て
い
る
。

「
ゼ
ミ
の
研
究
で
は
、
例
え
ば
、
P
K
O
、

Ｏ
Ｄ
Ａ
、
日
米
関
係
、
日
中
関
係
、
日
本

外
務
省
の
機
構
な
ど
に
つ
い
て
研
究
を
し

て
い
る
学
生
が
い
ま
す
。
学
生
さ
ん
た
ち

は
外
務
省
当
局
に
行
っ
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

し
た
り
、
情
報
公
開
さ
れ
た
外
務
省
の
資

料
を
集
め
た
り
し
て
、
非
常
に
冷
静
か
つ

実
証
的
に
と
ら
え
て
論
文
を
仕
上
げ
て
い

ま
す
」

　

こ
れ
は
大
学
院
の
ゼ
ミ
生
の
ケ
ー
ス

で
、
３
〜
４
年
生
の
ゼ
ミ
で
は
、
初
め
に

テ
キ
ス
ト
と
し
て
通
史
的
な
も
の
を
学

び
、
そ
の
あ
と
に
外
交
官
の
自
伝
な
ど
を

読
む
こ
と
が
多
い
と
い
う
。
今
は
、
太
平

理路整然と丁寧に講義をする服部先生。

先生の講義に参加する学生達



洋
戦
争
期
と
戦
後
に
外
務
大
臣
を
務
め
た

重
光
葵
の
『
外
交
回
想
録
』
を
も
と
に
、

日
本
外
交
を
勉
強
中
だ
と
い
う
。
こ
う
い

う
本
を
読
む
と
、
当
時
の
外
交
現
場
の
雰

囲
気
が
学
生
に
も
伝
わ
り
、
そ
の
臨
場
感

が
と
て
も
効
果
的
な
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

「
学
部
の
ゼ
ミ
生
で
は
、
中
国
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ

加
盟
に
日
本
は
ど
う
関
わ
る
か
、
と
い
う

よ
う
な
研
究
を
し
て
素
晴
ら
し
い
卒
論
を

書
い
た
学
生
が
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

彼
女
は
数
年
前
に
外
交
官
に
な
り
、
カ
ナ

ダ
に
留
学
し
ま
し
た
」

　

活
字
に
し
て
み
て
初
め
て
自
分
の
言
い

た
い
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
面
も
あ
る
の

で
、
学
生
が
ゼ
ミ
で
論
文
を
書
く
と
い
う

の
は
と
て
も
い
い
こ
と
で
す
、
と
服
部
先

生
。
ゼ
ミ
の
授
業
を
通
し
て
、
表
現
す
る

力
と
と
も
に
、自
分
の
歴
史
観
・
世
界
観
を

作
っ
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
強
調
す
る
。

「
こ
の
ゼ
ミ
で
は
政
治
外
交
史
と
い
う
、

学
生
か
ら
い
え
ば
古
い
時
代
を
扱
っ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
歴
史
に
対
す
る
見
方
は
非

常
に
多
様
で
す
。
そ
の
多
様
な
歴
史
観
の

中
で
、
自
分
に
と
っ
て
の
歴
史
や
世
界
観

を
ど
の
よ
う
に
自
力
で
組
み
立
て
て
い

く
か
、
そ
の
面
白
さ
と
難
し
さ
が
あ
り
ま

す
。
史
料
に
基
づ
き
な
が
ら
、
実
証
的
に

歴
史
像
を
組
み
立
て
て
い
く
。
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
代
国
際
政
治
に
対
す
る
洞

察
力
が
つ
い
て
く
る
ん
で
す
ね
。
過
去
の

事
件
や
教
訓
か
ら
学
ぶ
、
歴
史
的
な
経
緯

を
踏
ま
え
な
が
ら
現
代
を
見
る
と
い
う

習
慣
を
身
に
つ
け
て
欲
し
い
と
思
っ
て

い
ま
す
」

　

さ
ら
に
、
自
分
で
修
得
し
た
も
の
を
ど

う
伝
え
て
い
く
か
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
能
力
も
必
要
だ
と
い
う
服
部
先
生
。
ゼ

ミ
や
授
業
を
通
し
て
、
政
治
外
交
史
の
知

識
だ
け
で
な
く
、
伝
え
る
力
を
養
成
し
磨

き
を
か
け
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る

の
だ
。高

校
生
の
皆
さ
ん
へ

　

服
部
先
生
は
、
高
校
生
の
う
ち
に
二
つ

の
こ
と
を
勉
強
し
て
ほ
し
い
、
と
ア
ド
バ

イ
ス
す
る
。

「
一
つ
は
語
学
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
人
は

英
語
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
単
に
受
験

勉
強
と
し
て
で
は
な
く
、
で
き
れ
ば
短
期

間
で
も
海
外
留
学
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を
体

験
す
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。
語
学
が
で

き
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
可
能
性
が
広

が
り
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
歴
史
で
す
。

歴
史
を
勉
強
し
て
お
く
と
、
大
学
に
入
っ

て
か
ら
と
て
も
役
立
ち
ま
す
。
私
は
政
治

外
交
史
を
教
え
て
い
ま
す
が
、
例
え
ば
、

吉
田
茂
な
ど
歴
史
上
著
名
な
個
人
名
が
出

た
り
し
て
も
、
学
生
は
意
外
に
知
ら
な
い

こ
と
が
多
い
。
基
本
的
な
歴
史
は
押
さ
え

て
お
か
な
い
と
応
用
が
き
か
ず
、
ほ
か
の

勉
強
を
や
っ
て
い
て
も
理
解
が
十
分
に
深

ま
り
ま
せ
ん
」

　

そ
し
て
、
今
の
う
ち
か
ら
社
会
問
題
へ

の
関
心
を
高
め
て
欲
し
い
と
い
う
服
部
先

生
。
そ
の
た
め
に
新
聞
を
読
も
う
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
海
外
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
る

の
も
い
い
。「
外
交
問
題
の
こ
と
な
ら
、
相

手
国
の
立
場
で
も
考
え
て
み
る
よ
う
な
複

眼
的
な
思
考
方
法
を
養
う
こ
と
も
大
切
で

す
」
と
付
け
加
え
ら
れ
た
。

授業では学生との対話を通じて、理解を深めていく。

授業では、レポートを書いてもらうという服部先生。読書の習慣をつけることの
大切さを強調された。


