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トルーマンのポイント・フォア計画

1

 

李

　

錫

敏

ト
ル
ー
マ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画

―
冷
戦
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
の
始
ま
り

―

一
　
は
じ
め
に

二
　
米
ソ
関
係
の
始
ま
り

―
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
一
致

　
㈠
　
ド
イ
ツ
と
い
う
共
通
の
脅
威
の
登
場

　
㈡
　「
四
人
の
警
察
官
」
構
想
へ
の
合
意

三
　
米
ソ
関
係
の
変
化

―
協
力
関
係
か
ら
対
立
関
係
へ

　
㈠
　
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
相
違
の
表
面
化

　
㈡
　
軍
事
的
解
決
の
回
避
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
正
当
性
の
確
保

　
㈢
　
米
ソ
対
立
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
の
重
要
性
の
浮
上

四
　
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画

　
㈠ 

　
一
九
四
九
年
の
大
統
領
就
任
演
説

―
共
産
主
義
と
の
競
争
と
四
大
行
動
方
針
の
宣
言

　
㈡ 

　
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画

―
低
開
発
地
域
に
対
す
る
技
術
援
助

五
　
お
わ
り
に
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一
　
は
じ
め
に

　
一
九
四
九
年
一
月
二
〇
日
、
ト
ル
ー
マ
ン
（H

arry S. Trum
an

）
は
第
三
四
代
米
国
大
統
領
に
就
任
し
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
就
任
演
説

で
新
時
代
の
始
ま
り
を
宣
言
し
、「
我
々
に
最
も
必
要
な
の
は
、
平
和
と
調
和
の
う
ち
に
世
界
の
民
衆
と
い
か
に
一
緒
に
生
活
し
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
唱
え（
₁
）た。
そ
し
て
、
彼
は
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
四
大
行
動
方
針
（Four M

ajor Courses of Action

）

を
発
表
し
た
。
そ
れ
は
、
一
、
国
際
連
合
及
び
関
係
機
関
を
引
き
続
き
支
援
す
る
こ
と
、
二
、
世
界
の
経
済
復
興
計
画
を
引
き
続
き
推
進

す
る
こ
と
、
三
、
侵
略
の
危
険
に
お
か
さ
れ
て
い
る
平
和
愛
好
諸
国
を
強
化
す
る
こ
と
、
四
、
低
開
発
地（
₂
）域に
対
す
る
技
術
援
助
を
行
う

こ
と
で
あ
っ（
₃
）た。

　
そ
の
中
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
最
も
強
調
し
た
方
針
は
、
低
開
発
地
域
に
対
す
る
技
術
援
助
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
方
針
は
、
四
大

行
動
方
針
の
四
番
目
と
し
て
発
表
さ
れ
た
こ
と
か
ら
「
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
（Point Four

）
計
画
」
と
名
づ
け
ら
れ（
₄
）た。
ト
ル
ー
マ
ン
に

よ
る
と
、
同
計
画
は
、
世
界
に
い
か
に
し
て
平
和
を
樹
立
す
る
か
と
い
う
、
長
い
間
彼
を
悩
ま
せ
た
問
題
に
対
す
る
解
答
と
し
て
、
ギ
リ

シ
ャ
・
ト
ル
コ
援
助
計
画
と
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
（M

arshall Plan

）
が
作
ら
れ
て
以
来
考
え
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼

は
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
、
こ
の
二
つ
の
計
画
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
と
は
は
っ
き
り
異
な
っ
て
い
る
、
世
界
の
歴
史

上
い
ま
だ
か
つ
て
提
案
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
大
胆
な
考
え
方
で
あ
る
と
強
調
し（
₅
）た。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
ト
ル
ー
マ
ン
が
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
意
義
を
強
調
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
従
来
の
冷
戦
史
研
究
を
検

討
す
る
と
、
同
計
画
に
関
す
る
研
究
が
意
外
と
少
な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
米
国
外
交
史
学
会
が
編
纂
し
て
い
る
『
一
六

〇
〇
年
以
後
の
米
国
外
交
関
係

―
文
献
案
内
』
を
参
照
し
て
み
る
と
、
冷
戦
初
期
に
お
け
る
援
助
政
策
に
関
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ

ラ
ン
の
研
究
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
対
す
る
研
究
は
一
つ
も
挙
げ
ら
れ
て
い
な（
₆
）い。『

ト
ル
ー
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マ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
と
米
国
の
近
代
外
交
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
創
造
』
を
書
い
た
マ
ク
ヴ
ェ
テ
ィ
ー
（Am

anda Kay M
cVety

）

に
よ
る
と
、
二
〇
〇
〇
年
ま
で
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
研
究
の
視
野
か
ら
外
れ
て
い
た
の
で
あ（
₇
）る。

　
そ
し
て
、『
米
国
と
第
三
世
界

―
戦
後
関
係
の
起
源
と
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
』
を
書
い
た
シ
ェ
ニ
ン
（Sergei Y. Shenin

）
も
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
例
外
的
に
な
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
同
計
画
に
低
い
評
価
し
か

与
え
て
こ
な
か
っ
た
。
シ
ェ
ニ
ン
は
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
対
す
る
従
来
の
研
究
を
分
析
し
、
彼
ら
が
同
計
画
を
戦
後
米
国
外
交

政
策
の
中
で
も
そ
の
効
果
が
最
も
低
い
も
の
と
し
て
評
価
し
て
お
り
、
冷
戦
に
お
い
て
あ
ま
り
重
要
で
は
な
い
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
す

ぎ
な
い
も
の
と
見
な
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
）
8
（

る
。

　
し
か
し
、
近
年
の
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
お
り
、
同
計

画
の
意
義
を
再
発
見
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
右
記
の
シ
ェ
ニ
ン
の
研
究
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、
米
国
の
外
交
政
策
の

目
的
は
新
た
な
世
界
経
済
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
断
定
し
て
お
り
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
第
三
世
界
と
の
経
済

関
係
を
構
築
す
る
上
で
果
た
し
た
役
割
に
焦
点
を
絞
っ
て
同
計
画
の
意
味
を
探
っ
て
い（
₉
）る。

ま
た
シ
ェ
ニ
ン
と
同
様
の
立
場
を
取
っ
た
も

の
と
し
て
は
、
マ
ク
ヴ
ェ
テ
ィ
ー
の
研
究
が
あ
る
。
彼
女
は
、
米
国
外
交
政
策
が
追
求
し
て
き
た
目
的
の
変
化
を
政
治
思
想
的
な
側
面
か

ら
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
米
国
の
外
交
政
策
が
政
治
問
題
よ
り
経
済
問
題
を
重
要
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
結
論
付
け
た
後
、
そ
の

変
化
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
果
た
し
た
役
割
を
評
価
し
て
い
）
₁₀
（
る
。
し
か
し
、
シ
ェ
ニ
ン
と
マ
ク
ヴ
ェ
テ
ィ
ー
の
研
究
は
、
従

来
の
研
究
と
は
違
っ
て
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
意
味
を
高
く
評
価
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
評
価
は
同
計
画
の
経
済
的
側
面
に
限
ら

れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
意
義
を
世
界
の
歴
史
上
い
ま
だ
か
つ
て
提
案
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
大
胆
な
考
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

方0

（
傍
点
引
用
者
）
と
表
現
し
な
が
ら
強
調
し
た
の
は
、
そ
の
目
的
が
経
済
的
な
側
面
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ト
ル
ー
マ
ン
は
、
同
計
画
に
よ
る
低
開
発
地
域
の
経
済
発
展
が
政
治
的
安
定
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
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よ
う
に
世
界
平
和
に
つ
な
が
る
か
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
義
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
ト
ル
ー
マ
ン
の
信
念

は
在
任
中
一
度
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
彼
は
退
任
し
た
後
に
お
い
て
も
、
自
分
が
行
っ
た
多
く
の
政
策
の
中
で
も
ポ
イ
ン
ト
・
フ

ォ
ア
計
画
を
実
施
し
た
大
統
領
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
）
₁₁
（
た
。

　
そ
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
回
顧
録
で
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は｢

世
界
の
多
く
の
場
所
で
多
く
の
飢
饉
を
救
い
、
貧
困
の
も
と
と

な
っ
た
病
気
を
少
な
く
し
、
多
く
の
国
が
自
力
で
そ
の
生
活
水
準
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た｣

だ
け
で
は
な
く
、「
敵
対
的

な
宣
伝
主
義
者
（Propagandist

）
か
ら
敵
意
を
取
り
除
く
と
同
時
に
、
極
端
な
民
族
主
義
と
共
産
主
義
の
進
出
を
防
ぐ
効
果
も
も
た
ら
し

た｣

と
評
価
し
て
い
）
₁₂
（

る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
対
す
る
ト
ル
ー
マ
ン
の
期
待
と
評
価
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
下
し

て
き
た
評
価
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
本
論
で
は
、
以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
目
的
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
計
画
が
冷

戦
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
を
再
考
察
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
戦
後
に
お
け
る
米
ソ
対
立
は
、
米
国
と
ソ
連
と

い
う
超
大
国
間
の
権
力
闘
争
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
と
い
う
側
面
を
持
つ
こ
と
に
注

目
す
）
₁₃
（
る
。
そ
れ
は
、
菅
英
輝
が
述
べ
た
冷
戦
の
「
体
制
選
択
を
め
ぐ
る
対
立
」
と
し
て
の
側
面
を
再
確
認
す
る
と
同
時
）
₁₄
（
に
、
赤
木
完
爾
が

指
摘
し
て
い
る
冷
戦
史
研
究
に
お
け
る
「
失
わ
れ
た
視
角
」
か
ら
の
考
察
を
試
み
る
こ
と
で
あ
）
₁₅
（

る
。

二
　
米
ソ
関
係
の
始
ま
り

―
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
一
致

㈠
　
ド
イ
ツ
と
い
う
共
通
の
脅
威
の
登
場

　
米
ソ
関
係
を
考
え
る
場
合
、
そ
の
起
源
は
一
九
一
七
年
七
月
の
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
（Bolshevik

）
革
命
の
成
功
に
よ
る
共
産
主
義
国
家
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ソ
連
の
樹
立
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
脅
威
と
し
て
受
け
止
め
た
米
国
に
よ
る
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
ま
で
㴑
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
主
義
と
共

産
主
義
と
い
う
対
立
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
掲
げ
て
い
た
米
国
と
ソ
連
は
、
相
手
の
存
在
を
脅
威
と
し
て
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
米
ソ
関
係
は
対
立
と
し
て
始
ま
り
、
ま
た
、
戦
後
の
米
ソ
対
立
も
、
両
国
が
掲
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
に
原
因
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
や
す
い
。

　
し
か
し
、
米
ソ
両
国
は
、
米
国
が
ソ
連
を
国
家
と
し
て
承
認
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
中
で
も
、
経
済
分
野
に
お
い
て
は
友
好
関
係
を
維

持
し
よ
う
と
し
）
₁₆
（
た
。
そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
は
、
枢
軸
国
に
対
抗
す
る
た
め
に
協
力
し
同
盟
も
結
ん
だ
。
さ
ら
に
、
米
ソ

両
国
は
戦
後
構
想
に
合
意
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
戦
時
の
協
力
関
係
を
戦
後
に
お
い
て
も
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
相
違
を
米
ソ
対
立
を
も
た
ら
し
た
原
因
の
一
つ
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
は
第
二
次
世
界
大

戦
に
お
い
て
米
ソ
両
国
が
協
力
し
始
め
た
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
米
ソ
協
力
関
係
が
始
ま
る
背
景
に
は
何
が
あ
っ
た
の
か
。
戦
時
に
お
け
る
米
ソ
協
力
の
代
表

的
な
成
果
は
、
チ
ャ
ー
チ
ル
（W

inston Churchill
）
が
「
大
同
盟
」
と
呼
ん
だ
米
英
ソ
三
国
連
合
の
成
立
で
あ
る
。
そ
し
て
、
米
ソ
両
国

が
大
同
盟
の
結
成
に
同
意
し
た
理
由
は
、
安
全
保
障
上
の
脅
威
へ
の
対
応
と
い
う
利
害
関
係
が
一
致
し
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ

は
、
ド
イ
ツ
が
米
ソ
両
国
に
と
っ
て
共
通
の
脅
威
と
し
て
登
場
し
た
か
ら
で
あ
）
₁₇
（

る
。
ド
イ
ツ
は
一
九
四
一
年
六
月
、
ソ
連
を
侵
攻
し
、
同

年
一
二
月
に
は
米
国
に
対
し
て
も
宣
戦
布
告
を
行
い
、
米
ソ
両
国
に
と
っ
て
共
通
の
脅
威
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ド
イ
ツ
と
い
う
共
通
の
脅
威
が
登
場
し
た
結
果
、
こ
れ
ま
で
米
ソ
両
国
の
間
に
存
在
し
て
い
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
は
棚
上
げ
に
さ

れ
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
（Iosif Stalin

）
は
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
相
違
を
否
定
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
ド
イ
ツ
打
倒
と
い
う
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
米
国
と
協
力
す
る
こ
と
を
選
択
し
）
₁₈
（
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
（Franklin D. Roosevelt

）
は
、
米
ソ
両
国
間
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
相
違
が
、
米
ソ
協
力
を
ド
イ
ツ
と
の
闘
争
と
矛
盾
す
る
も
の
に
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
面
倒
な
も
の
と
し

て
認
識
し
）
₁₉
（
た
。
つ
ま
り
、
米
ソ
両
国
は
、
ド
イ
ツ
と
い
う
共
通
の
脅
威
に
対
抗
す
る
と
い
う
権
力
政
治
的
利
害
関
係
を
、
自
由
主
義
と
共
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産
主
義
の
相
違
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
よ
り
重
要
視
し
た
の
で
あ
る
。

㈡
　「
四
人
の
警
察
官
」
構
想
へ
の
合
意

　
米
ソ
両
国
の
協
力
関
係
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
に
ス
タ
ー
リ
ン
が
同
意
す
る
こ
と
で
、
戦
後
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
と
は
い
わ
ゆ
る
「
四
人
の
警
察
官
」
構
想
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

は
一
九
四
二
年
五
月
ワ
シ
ン
ト
ン
を
訪
問
し
た
モ
ロ
ト
フ
（Vyacheslav M

olotov

）
ソ
連
外
相
に
「
四
人
の
警
察
官
」
構
想
を
伝
え
た
。

ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
モ
ロ
ト
フ
と
の
晩
餐
会
の
中
で
、
チ
ャ
ー
チ
ル
が
提
案
し
た
国
際
連
盟
の
復
活
を
非
現
実
的
な
も
の
と
し
て
評
価
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
戦
後
に
お
い
て
米
英
中
ソ
の
四
カ
国
が
世
界
の
警
察
官
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
提
案
し
た
の

で
あ
）
₂₀
（

る
。
モ
ロ
ト
フ
が
帰
国
し
ス
タ
ー
リ
ン
に
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
を
伝
え
る
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
そ
れ
に
対
す
る
「
積
極
的

な
支
持
」
を
表
明
し
）
₂₁
（
た
。

　
ス
タ
ー
リ
ン
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
を
支
持
し
た
理
由
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
が
権
力
政
治
的
利
害
関
係
に
基

づ
い
て
い
た
た
め
で
あ
る
。「
四
人
の
警
察
官
」
構
想
の
核
心
は
、
戦
後
世
界
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
大
国
同
士
が
協
力
し
合
い
、
世

界
を
地
域
別
に
分
け
て
管
理
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
世
界
平
和
を
維
持
す
る
こ
と
よ
り
は
、
大
国
の
利
益
を
守
る
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
キ
ン
ボ
ー
ル
（W

arren F. Kim
ball

）
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
大
国
に
求
め
た
警
察
官
と
し
て
の
役
割
の

特
徴
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
一
、
大
国
は
自
ら
決
め
た
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
自
分
が
管
理
す
る
地
域
や
国
家
を
守
る
も
の
の
、

そ
れ
は
大
国
が
そ
の
地
域
や
国
家
の
た
め
に
働
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
二
、
大
国
は
説
得
と
い
う
手
段
を
好
む
が
、

強
制
が
必
要
な
場
合
に
は
武
力
を
用
い
る
。
三
、
大
国
の
権
力
は
世
界
政
府
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
大
国
が
持
っ
て
い
る

力
・
特
性
・
原
則
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
）
₂₂
（

る
。
こ
の
よ
う
な
キ
ン
ボ
ー
ル
の
指
摘
に
基
づ
く
と
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後

構
想
の
目
的
が
、
世
界
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
大
国
同
士
が
協
力
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
大
国
が
自
分
の
利
益
を
守
る
た
め
に
世
界
平
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和
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
、
大
国
以
外
の
中
小
国
に
対
し
て
武
装
解
除
を
強
い
よ
う
と
し
た
事
実
は
、
彼
の
戦
後
構
想
が
「
警
察

官
」
の
権
力
政
治
的
利
害
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
示
し
て
い
）
₂₃
（
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
世
界
を
管
理

す
る
上
で
大
国
が
用
い
る
主
な
手
段
は
、
政
治
・
軍
事
・
経
済
的
な
力
で
は
な
く
信
頼
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
大
国
の
権
力
は

世
界
政
府
で
は
な
く
、
大
国
の
力
・
特
性
・
原
則
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
管
理
す
る
側
で
あ
る
少
数
の
大
国
の
み
が
軍

事
力
を
保
持
し
て
お
り
、
管
理
さ
れ
る
側
で
あ
る
多
数
の
中
小
国
に
は
軍
事
力
の
保
持
が
認
め
ら
れ
な
い
状
況
は
、
信
頼
や
同
意
に
基
づ

い
た
管
理
と
い
う
よ
り
は
、
軍
事
力
に
よ
る
強
制
的
な
支
配
に
近
い
と
言
え
よ
う
。

　「
四
人
の
警
察
官
」
構
想
が
権
力
政
治
的
利
害
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
事
実
は
、「
警
察
官
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
大
国
と
し
て
選

ば
れ
た
国
家
の
構
成
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
英
国
は
チ
ャ
ー
チ
ル
の
主
導
で
帝
国
と
し
て
の
地
位
や
植
民
地
に
対
す
る
権
利

を
取
り
戻
そ
う
と
し
て
お
り
、
自
分
と
権
力
政
治
的
利
害
関
係
が
類
似
し
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
を
「
警
察
官
」
の
仲
間
に
入
れ
た
。
国
内
不

安
定
が
続
い
て
い
た
国
民
党
支
配
下
の
中
国
が
、
実
際
に
は
大
国
と
し
て
の
力
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
警
察
官
」
と

し
て
選
ば
れ
た
理
由
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
「
四
人
の
警
察
官
」
の
中
で
米
国
の
優
位
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
は

常
に
米
国
を
支
持
す
る
国
家
を
必
要
と
し
た
か
ら
で
あ
っ
）
₂₄
（

た
。

　
特
に
、
ソ
連
が
「
警
察
官
」
と
し
て
選
ば
れ
た
事
実
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
戦
後
構
想
が
権
力
政
治
的
利
害
関
係
に
基
づ
い
て
い
る

こ
と
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
米
ソ
両
国
が
協
力
の
た
め
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
棚
上
げ
に
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
が
消
滅
し
た
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
ソ
両
国
が

「
四
人
の
警
察
官
」
構
想
の
実
現
に
同
意
し
た
の
は
、
そ
れ
が
両
国
の
権
力
政
治
的
利
益
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
問
題
を
も
た
ら
す
危
険
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
米
ソ
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
は
、
両
国
が
協
力
関
係
を
始
め
る
と
き
と
同
様
に
、
戦
後
構
想
を
実
現
し
て
い
く
上
で
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も
障
害
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
に
と
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
戦
後
構
想
を
実

現
す
る
上
で
最
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
が
こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
取
っ
た
方
法
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
と
共
産
主
義
、

ま
た
は
ソ
連
と
共
産
主
義
を
分
離
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
共
産
主
義
者
で
は
な
く
、
そ

し
て
ソ
連
も
共
産
主
義
国
家
で
は
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
米
ソ
間
に
存
在
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
ソ
連
は
共
産
主
義
国
家
か
ら
国
家
社
会
主
義
へ
変
わ
り
つ
つ
あ
り
、
一
九
一
七
年
の
革
命
的
な
性

向
は
第
二
次
世
界
大
戦
中
に
な
く
な
っ
た
た
め
、
ソ
連
は
も
は
や
米
国
に
と
っ
て
脅
威
で
は
な
い
と
主
張
し
）
₂₅
（
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
に
関
し
て

も
、
レ
ー
ニ
ン
（V

ladim
ir Lenin

）
よ
り
は
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
（Peter the G

reat

）
の
後
継
者
で
あ
る
と
述
べ
）
₂₆
（
た
。
こ
の
よ
う
に
ロ
ー
ズ

ヴ
ェ
ル
ト
が
行
っ
た
一
連
の
発
言
は
、
戦
後
構
想
を
実
現
す
る
上
で
障
害
と
な
っ
て
い
た
米
ソ
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
の
試
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
　
米
ソ
関
係
の
変
化

―
協
力
関
係
か
ら
対
立
関
係
へ

㈠
　
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
相
違
の
表
面
化

　
そ
れ
で
は
、
米
ソ
両
国
は
戦
時
の
協
力
関
係
を
戦
後
に
お
い
て
も
維
持
す
る
と
合
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
戦
後
ま
も
な
く
し

て
対
立
し
始
め
た
の
か
。
そ
れ
は
、
権
力
政
治
的
利
害
関
係
に
基
づ
い
た
戦
時
の
米
ソ
協
力
関
係
が
、
米
ソ
両
国
の
権
力
政
治
的
利
害
関

係
の
全
て
が
完
全
に
一
致
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
赤
木
完
爾
は
、「
大
同
盟
は
恐
怖
を
分
か
ち
合
っ
て
い

る
間
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
越
え
た
利
益
の
勝
利
を
示
し
て
い
た
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
戦
争
中
、
微
妙
な
政
治
案
件
は
三
国
の
首
都
に
お

い
て
多
か
れ
少
な
か
れ
後
回
し
に
さ
れ
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
）
₂₇
（

る
。
つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
と
い
う
安
全
保
障
上
の
「
恐
怖
」
は
米
ソ
両
国
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の
協
力
を
可
能
に
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
国
間
に
存
在
す
る
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
相
違
ま
で
完
全
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
た
だ
後
回
し
に
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
米
ソ
両
国
が
抱
い
て
い
た
共
通
の
「
恐
怖
」
が

消
滅
し
て
か
ら
は
、
自
然
に
、「
後
回
し
に
さ
れ
て
い
た
」
両
国
間
の
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
相
違
が
前
面
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
と
い
う
恐
怖
の
消
滅
が
ほ
ぼ
確
実
に
な
っ
て
か
ら
も
、
戦
時
の
協
力
関
係
を
戦
後
も
維
持
す
る
と
い

う
米
ソ
両
国
間
の
合
意
は
し
ば
ら
く
守
ら
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
が
ソ
連
に
対
し
て
宥
和
政
策
を
と
っ
て
い
た
た
め
で

あ
る
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
、
戦
後
構
想
を
実
現
す
る
上
で
、
戦
時
に
お
け
る
ソ
連
と
の
協
力
関
係
を
戦
後
に
も
維
持
す
る
こ
と
が
最
も

重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
）
₂₈
（
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
ソ
連
と
戦
後
構
想
に
つ
い
て
の
協
議
を
重
ね
て
い
く
中
で
、
両
国
間
の
権
力
政
治
的
利

害
関
係
の
相
違
が
徐
々
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
相
違
を
ソ
連
の
主
張
に
合
わ
せ
て
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
は
一
九
四
五
年
四
月
一
二
日
に
死
去
し
た
。
そ
し
て
副
大
統
領
で
あ
っ
た
ト
ル
ー
マ
ン
が
大
統
領
の
職
を

引
き
継
い
だ
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
大
統
領
就
任
直
後
、
自
分
が
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
外
交
政
策
を
維
持
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
）
₂₉
（
た
。
米
ソ

関
係
に
関
し
て
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
と
同
様
に
、
戦
時
の
協
力
関
係
を
戦
後
に
お
い
て
も
維
持
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い

た
。
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
対
ソ
宥
和
政
策
に
つ
い
て
は
継
承
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、

米
ソ
協
力
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
米
国
の
み
な
ら
ず
、
ソ
連
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
）
₃₀
（

る
。
そ
れ
は
、
米

ソ
関
係
に
お
い
て
両
国
の
立
場
は
対
等
で
あ
り
、
米
国
が
米
ソ
協
力
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
自
国
の
利
益
を
譲
歩
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

ソ
連
も
自
国
の
利
益
を
譲
歩
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。

　
そ
し
て
、
米
ソ
関
係
に
お
い
て
両
国
が
対
等
な
立
場
に
な
る
た
め
に
は
、
ヤ
ル
タ
会
談
で
合
意
し
た
戦
後
世
界
に
関
す
る
協
定
を
両
国

が
忠
実
に
履
行
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
四
五
年
四
月
二
二
日
と
二
三
日
に
行
わ
れ
た
ト
ル
ー
マ
ン
と
モ
ロ
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ト
フ
の
会
談
は
、
米
国
の
新
大
統
領
が
考
え
て
い
る
米
ソ
両
国
が
目
指
す
べ
き
関
係
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
二
二
日
に
行
わ
れ

た
会
談
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
モ
ロ
ト
フ
に
対
し
て
、
自
分
は
米
ソ
協
力
関
係
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト

が
取
り
決
め
た
全
て
の
約
束
や
合
意
を
守
る
と
伝
え
）
₃₁
（
た
。
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
米
ソ
両
国
が
対
立
し
て
い
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
に

関
し
て
は
強
硬
な
姿
勢
を
見
せ
た
。
彼
は
、
地
理
的
な
隣
接
性
を
理
由
と
し
て
ソ
連
の
立
場
に
対
す
る
理
解
を
求
め
る
モ
ロ
ト
フ
に
対
し

て
、
ソ
連
が
ヤ
ル
タ
会
談
で
両
国
が
合
意
し
た
協
定
を
守
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
の
で
あ
）
₃₂
（

る
。

　
翌
日
の
二
三
日
に
行
わ
れ
た
会
談
で
も
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
米
国
は
ヤ
ル
タ
会
談
で
決
定
し
た
全
て
の
協
定
を
忠
実
に
履
行
す
る
と
決

意
し
た
か
ら
、
ソ
連
政
府
も
同
じ
く
、
全
て
の
協
定
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
再
び
自
分
が
米
ソ
協
力
関

係
を
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
強
調
し
た
後
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
米
ソ
両
方
が
協
定
を
履
行
す
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ

り
、
一
方
が
履
行
す
る
だ
け
で
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
）
₃₃
（

た
。

　
し
か
し
、
ソ
連
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
要
求
に
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
要
求
は
今
ま
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
米
ソ
間

の
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
相
違
を
前
面
に
浮
上
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
ギ
ャ
デ
ィ
ス
（John Lew

is G
addis

）
は
、「
力
の
真
空

を
隔
て
て
大
国
が
対
峙
し
て
い
る
時
に
は
、
互
い
の
国
益
を
め
ぐ
っ
て
相
手
と
衝
突
し
た
り
、
そ
の
国
益
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
し
に
、
そ

の
真
空
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
）
₃₄
（

る
。
そ
れ
は
、
米
国
が
こ
れ
ま
で
ソ
連
と
の
権
力
政
治
的
闘
争
を
抑

え
て
い
た
宥
和
政
策
を
放
棄
し
た
以
上
、
両
国
間
の
権
力
政
治
的
闘
争
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
実
際
に
、

米
ソ
両
国
は
、
戦
後
ま
も
な
く
し
て
、
両
国
の
権
力
政
治
的
利
害
関
係
が
ぶ
つ
か
り
あ
う
地
域
や
国
家
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
始
め
た
の
で

あ
る
。

㈡
　
軍
事
的
解
決
の
回
避
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
正
当
性
の
確
保

　
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
勝
利
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
抑
え
ら
れ
て
い
た
米
ソ
間
の
権
力
政
治
的
利
害
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
ト
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ル
ー
マ
ン
の
対
ソ
宥
和
政
策
の
放
棄
に
よ
っ
て
本
格
化
し
た
。
イ
ラ
ン
問
題
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
問
題
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
問
題
、
マ
ー
シ

ャ
ル
・
プ
ラ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
は
、
そ
の
代
表
的
な
事
例
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
戦
後
に
お
い
て
米
ソ
両
国
が
対
立
し
た
際
に
、
両
国
が
と
っ
て
い
た
姿
勢
を
分
析
す
る
と
、
そ
こ
に
二
つ
の
共
通
点
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
米
ソ
両
国
は
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
対
立
を
解
決
す
る
上
で
軍
事
的
な
手
段
の
使
用
は
避
け
よ
う
と
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
米
ソ
両
国
が
、
再
び
戦
争
を
行
う
こ
と
が
高
い
危
険
を
と
も
な
う
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
米
国
の

場
合
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
た
め
に
行
っ
た
大
規
模
な
動
員
は
、
戦
後
の
世
界
平
和
と
繁
栄
に
対
す
る
希
望
を
国
民
に
与
え
た
た
め
に
可

能
と
な
っ
て
い
）
₃₅
（

た
。
そ
の
た
め
、
米
ソ
対
立
を
戦
争
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
不
満
や
怒
り
を
も
た

ら
す
可
能
性
が
非
常
に
高
か
っ
た
。
他
方
、
ソ
連
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
最
も
深
刻
な
被
害
を
受
け
た
国
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
な
い
状
態
で
あ
り
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
ソ
連
が
再
び
戦
争
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
危
険
性
を
充
分
に
認
識
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
ス
タ
ー

リ
ン
は
外
交
政
策
を
実
施
す
る
上
で
、
外
部
世
界
が
ソ
連
に
と
っ
て
敵
対
的
で
あ
り
続
け
る
中
で
、
ソ
連
の
安
全
保
障
を
世
界
革
命
を
推

進
す
る
こ
と
で
危
険
に
晒
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
を
一
貫
し
て
維
持
し
て
い
た
こ
と
が
示
し
て
い
）
₃₆
（

る
。

　
戦
争
を
避
け
よ
う
と
す
る
米
ソ
両
国
の
姿
勢
は
、
両
国
間
の
権
力
政
治
的
闘
争
の
行
き
詰
ま
り
を
も
た
ら
し
た
。
米
ソ
両
国
は
、
両
国

が
権
力
政
治
的
利
益
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
場
合
、
そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、
自
国
の
利
益
を
譲
歩
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
米
ソ
間
の
交
渉
は
常
に
平
行
線
を
た
ど
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
米
ソ
両
国
の
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
は
軍
事
的
な
手
段
に

訴
え
る
し
か
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
米
ソ
両
国
が
軍
事
力
に
よ
る
対
立
の
解
決
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
、
両
国
間
の

権
力
政
治
的
闘
争
は
行
き
詰
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
米
ソ
両
国
が
と
っ
た
姿
勢
の
第
二
の
共
通
点
は
、
両
国
が
対
立
し
、
相
手
の
政
策
や
行
動
を
非
難
し
た
り
、
ま
た
は
そ
れ
へ
の
対
抗
手

段
を
と
っ
た
り
す
る
場
合
に
、
そ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
代
表
的
な
事
例
と
し
て
は
、

ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
援
助
を
正
当
化
す
る
た
め
に
発
表
さ
れ
た
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
（Trum

an D
octrine

）
や
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
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プ
ラ
ン
へ
の
対
抗
手
段
と
し
て
登
場
し
た
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
（Com

m
unist Inform

ation Bureau: CO
M

IN
FO

RM

）
創
設
に
正
当
性
を
与

え
た
ジ
ダ
ー
ノ
フ
（A. A. Zhdanov

）
の
二
つ
の
陣
営
（Tw

o Cam
p

）
に
対
す
る
演
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
問
題
は
、
地
中
海
へ
進
出
す
る
た
め
の
橋
頭
堡
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
を
自
分
の
勢
力
圏
に
し
よ
う
と
す
る

ソ
連
と
、
そ
れ
を
脅
威
と
し
て
受
け
止
め
、
阻
止
し
よ
う
と
す
る
米
国
が
対
立
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
九
四
七
年
三
月
一
二
日
ト
ル
ー

マ
ン
は
、
後
で
ト
ル
ー
マ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
呼
ば
れ
る
演
説
を
行
い
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
に
対
す
る
支
援
の
必
要
性
を
唱
え
た
。
彼

は
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
の
よ
う
に
全
体
主
義
か
ら
の
脅
威
に
直
面
し
て
い
る
世
界
中
の
自
由
主
義
国
家
を
守
る
こ
と
が
米
国
の
義
務
で

あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ト
ル
コ
へ
の
援
助
を
表
明
し
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
に
よ
る
と
、
今
日
全
て
の
国
家
は
自
由
主
義
と
全

体
主
義
の
中
か
ら
自
分
の
体
制
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
選
択
は
、
自
由
に
任
さ
れ
て
い

る
よ
り
は
強
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
米
国
は
、
自
由
主
義
を
掲
げ
る
世
界
の
民
衆
が
全
体
主
義
か
ら
の
脅
威
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
が
米
国
の
義
務
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
）
₃₇
（
る
。

　
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
西
欧
経
済
の
復
興
を
目
的
と
し
て
始
ま
っ
た
。
ソ
連
は
、
マ
ー
シ

ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
自
国
の
勢
力
圏
に
あ
る
東
欧
諸
国
の
離
脱
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
認
識
し
、
同
計
画
を
自
国
に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
と

し
て
受
け
止
め
た
。
そ
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
対
抗
す
る
た
め
に
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
を
創
設
し
た
が
、
そ
れ
へ
の
正
当
性
を
与

え
た
の
が
、
一
九
四
七
年
九
月
の
第
一
回
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
会
談
で
ジ
ダ
ー
ノ
フ
が
行
っ
た
演
説
で
あ
っ
た
。

　
ソ
連
共
産
党
代
表
と
し
て
会
談
に
参
加
し
て
い
た
ジ
ダ
ー
ノ
フ
は
、
九
月
二
五
日
に
行
わ
れ
た
第
六
次
会
議
で
戦
後
の
国
際
情
勢
に
対

す
る
演
説
を
行
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
戦
後
世
界
の
政
治
勢
力
は
、
帝
国
主
義
及
び
反
民
主
主
義
陣
営
と
、
反
帝
国
主
義
及
び
民
主
主
義

陣
営
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
米
国
が
帝
国
主
義
陣
営
の
中
心
勢
力
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
、
米
国
が
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
ま
で
帝
国
主
義
を
拡
大
す
る
た
め
に
と
っ
て
い
る
手
段
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ソ
連
を
中
心
と
す
る
民
主
主
義
陣
営
は
、
そ

れ
へ
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
コ
ミ
ン
フ
ォ
ル
ム
が
そ
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
）
₃₈
（
る
。
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㈢
　
米
ソ
対
立
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
の
重
要
性
の
浮
上

　
し
か
し
、
米
ソ
両
国
が
相
手
を
非
難
す
る
た
め
の
根
拠
や
正
当
性
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
確
保
し
よ
う
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、

米
ソ
対
立
の
原
因
が
権
力
政
治
的
利
害
関
係
か
ら
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
へ
完
全
に
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
米
ソ
両
国
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
て
互
い
に
非
難
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
は
権
力
政
治
的
利
害
関
係
に
基
づ

い
た
政
策
を
実
施
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ソ
連
の
対
中
政
策
や
、
米
国
の
対
日
政
策
に
み
ら
れ
よ
う
。
一
九
四
五
年
八
月
、

ソ
連
は
、
国
民
党
政
府
と
友
好
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
で
、
満
州
に
お
け
る
経
済
的
な
利
益
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

ソ
連
は
、
国
共
内
戦
に
お
い
て
中
国
共
産
党
に
対
す
る
支
援
を
制
限
す
る
と
同
時
に
、
国
民
党
に
よ
る
中
国
の
統
一
を
支
持
す
る
立
場
を

と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
中
国
共
産
党
の
勝
利
が
ほ
ぼ
確
実
に
な
る
一
九
四
九
年
は
じ
め
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
）
₃₉
（

た
。

　
一
九
四
八
年
、
米
国
は
、
日
本
占
領
政
策
に
関
し
て
、
民
主
化
を
優
先
す
る
自
由
主
義
改
革
か
ら
、
経
済
復
興
を
優
先
す
る
「
逆
コ
ー

ス
」
へ
と
転
換
し
た
。「
逆
コ
ー
ス
」
を
主
導
し
た
ケ
ナ
ン
（G

eorge F. Kennan

）
は
、
そ
の
転
換
の
理
由
と
し
て
、
ソ
連
の
脅
威
か
ら

米
国
を
守
る
上
で
日
本
が
占
め
る
重
要
性
を
強
調
し
た
。
彼
に
よ
る
と
、
近
い
将
来
、
日
本
は
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ソ
連
の
膨
張
か
ら
米
国

の
安
全
を
守
る
た
め
の
要
塞
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
米
国
は
、
そ
れ
が
日
本
国
民
の
人
権
や
生
活
水
準
に
か
か
わ
る
問
題

を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
、「
む
き
だ
し
の
権
力
の
概
念
」
に
基
づ
い
て
日
本
問
題
を
処
理
す
べ
き
で
あ
っ
）
₄₀
（
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ

う
な
対
日
認
識
か
ら
「
逆
コ
ー
ス
」
政
策
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
戦
後
に
お
い
て
米
ソ
両
国
が
権
力
政
治
的
闘
争
を
続
け
て
い
く
中
で
、
自
分
の
正
当
性
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
確
保
し
よ

う
と
し
た
結
果
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
米
ソ
対
立
が
、
両
国
間
の
権
力
政
治
的
闘
争
の
み
な
ら
ず
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
競

争
と
し
て
の
側
面
も
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
米
ソ
対
立
を
勝
利
に
導
く
た
め
に
は
、
権
力
政
治
的
闘
争
で

勝
利
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
で
も
勝
利
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
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も
ち
ろ
ん
、
赤
木
完
爾
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
上
、
権
力
政
治
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
合
体
し
た
闘
争
は
数
多
く
存
在
す
）
₄₁
（
る
。

し
か
し
、
戦
後
の
米
ソ
対
立
の
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
が
権
力
闘
争
と
分
離
さ
れ
、
対
立
の
結
果
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
よ
う

に
な
っ
た
場
合
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
ま
ず
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
米
国
も
ソ
連

も
、
自
分
が
掲
げ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
い
つ
で
も
、
地
球
上
の
ど
こ
で
も
、
誰
に
と
っ
て
も
正
し
い
と
主
張
し

た
の
で
あ
）
₄₂
（
る
。
そ
の
た
め
、
戦
後
に
お
い
て
世
界
の
平
和
と
繁
栄
を
も
た
ら
す
唯
一
の
方
法
は
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
い
ず
れ
を
受

け
入
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
自
由
主
義
か
共
産
主
義
は
、
米
ソ
両
国
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
戦
後
世
界
の
平
和
と
繁
栄
を
も
た
ら

す
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
。
過
去
に
お
い
て
、
数
多
く
の
人
々
が
、
帝
国
主
義
・

独
裁
主
義
・
全
体
主
義
の
下
で
苦
難
の
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
っ
て
誤
っ
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
自
由
主
義
と
共
産
主
義
は
協
力
し
、
誤
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
戦
争
を
勝
利
に
導

い
た
。
そ
の
た
め
、
戦
後
に
お
い
て
世
界
の
人
々
は
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
を
、
世
界
の
平
和
と
繁
栄
を
も
た
ら
す
正
し
い
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
と
し
て
歓
迎
し
て
い
た
の
で
あ
）
₄₃
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
米
ソ
対
立
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
が
重
要
視
さ
れ
る
と
同
時
に
、
権
力
政
治
的
闘
争
が
行
き
詰
ま
っ
て
い
く
に

し
た
が
っ
て
、
米
ソ
対
立
は
、
は
じ
め
て
「
冷
戦
」
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
中
で
登
場
し
た
の
が
、
ト

ル
ー
マ
ン
の
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
で
あ
っ
た
。
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四
　
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画

　
戦
後
に
お
い
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
の
ソ
連
に
対
す
る
不
満
は
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
が
ソ
連
に
対
し
て
、
米
ソ
関
係
に

お
け
る
両
国
の
立
場
は
対
等
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ソ
連
は
一
方
的
に
自
分
の
要
求
を
主
張
し
、
非
妥
協
的
な

態
度
を
一
貫
し
て
示
し
て
い
た
か
ら
で
あ
）
₄₄
（
る
。
彼
は
、
そ
の
ソ
連
に
対
し
て
、
ソ
連
の
勢
力
圏
が
よ
り
拡
大
し
な
い
よ
う
に
、
封
じ
込
め

る
こ
と
で
対
応
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
ソ
連
と
の
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
封
じ
込
め
の
よ
う
な
防
御
的
政
策
だ
け

で
は
不
充
分
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
）
₄₅
（
た
。
彼
は
、
米
ソ
対
立
を
根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
考
え
た
方
法
は
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
競
争
を
本
格
的
に
始
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
一
九
四
八
年
に
行
わ
れ
た
米
国
大
統
領
選
挙
で
の
勝
利
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
と
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
を
本
格
化
す
る
た
め
の
絶
好

の
機
会
と
な
っ
た
。
こ
の
勝
利
に
よ
っ
て
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
米
ソ
協
力
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
に
対
す
る
執
着
と
い
う
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ

ル
ト
が
残
し
た
政
治
的
な
遺
産
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
で
あ
）
₄₆
（
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
大
統
領
就
任
演
説
で
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
自

身
の
信
念
に
基
づ
い
た
新
た
な
世
界
に
対
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
、
米
国
の
外
交
政
策
が
目
指
す
べ
き
方
向
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
ト
ル

ー
マ
ン
か
ら
演
説
文
の
作
成
を
任
さ
れ
た
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
（Clark Clifford

）
大
統
領
特
別
顧
問
が
そ
の
内
容
で
悩
ん
で
い
る
時
、
ハ
ー

デ
ィ
（Benjam

in H
. H

ardy

）
と
い
う
国
務
省
の
下
級
職
員
が
一
つ
の
提
案
書
を
持
っ
て
き
）
₄₇
（

た
。
そ
れ
は
、
彼
が
中
南
米
で
勤
務
し
た
経

験
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
）
₄₈
（

り
、「
国
際
共
産
主
義
と
の
闘
争
に
お
け
る
武
器
と
し
て
の
米
国
の
技
術
資
源
の
使
用
（U

se of U. S. 

Technological Resources as a W
eapon in the Struggle w

ith International Com
m

unism

）」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
）
₄₉
（
た
。
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㈠
　
一
九
四
九
年
の
大
統
領
就
任
演
説

―
共
産
主
義
と
の
競
争
と
四
大
行
動
方
針
の
宣
言

　
一
九
四
九
年
一
月
二
〇
日
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
第
三
四
代
米
国
大
統
領
に
就
任
し
た
。
彼
が
行
っ
た
就
任
演
説
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
情
勢
に
対
す
る
認
識
と
米
国
の
役
割
、
脅
威
に
対
す
る
認
識
、
そ
し
て
四
大
行
動
方
針
が
そ
れ
で
あ

る
。

　
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
世
界
情
勢
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
就
任
演
説
を
始
め
た
。
彼
に
よ
る
と
、
今

日
は
新
時
代
の
始
ま
り
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
世
界
の
民
衆
は
、
人
類
に
対
す
る
前
例
の
な
い
残
酷
な
攻
撃
で
あ
る
世
界
大
戦
を

二
回
も
経
験
し
た
。
そ
の
よ
う
な
悲
劇
が
二
度
と
起
こ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
今
日
を
生
き
て
い
く
世
界
の
民
衆
に
と
っ

て
最
も
重
要
な
課
題
は
、
平
和
と
調
和
の
も
と
で
い
か
に
一
緒
に
生
活
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
）
₅₀
（

た
。

　
ト
ル
ー
マ
ン
は
、「
今
日
の
世
界
の
民
衆
が
、
米
国
を
善
意
・
力
・
賢
明
な
指
導
力
を
持
っ
て
い
る
存
在
と
し
て
認
識
し
て
い
る
」
と

主
張
し
）
₅₁
（

た
。
そ
れ
は
、
世
界
の
民
衆
が
、
平
和
と
調
和
の
も
と
で
一
緒
に
生
活
し
て
い
く
た
め
の
方
法
を
米
国
が
示
す
こ
と
を
期
待
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
の
た
め
、
新
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
今
日
は
、
米
国
の
信
念
と
目
的
を
世
界
に
宣
言
す
る
た
め
の
好
機
と

な
っ
た
。
米
国
の
信
念
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
由
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
米
国
の
目
的
と
は
、
そ
の
自
由
主
義
を
世
界
で
実

現
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
に
よ
る
と
、
米
国
が
自
由
主
義
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
米
国
と
は
正
反
対
の
信
念
と
目
的
を
追
求
す

る
勢
力
が
存
在
し
て
い
）
₅₂
（

た
。
そ
の
勢
力
は
、
人
類
に
安
全
と
自
由
、
よ
り
多
く
の
機
会
を
与
え
る
と
主
張
し
て
い
る
虚
偽
の
哲
学
を
掲
げ

て
い
た
。
そ
の
哲
学
に
だ
ま
さ
れ
た
多
く
の
人
々
が
自
由
を
失
っ
た
が
、
彼
ら
が
そ
の
代
わ
り
に
得
た
の
は
策
略
・
嘲
弄
・
貧
困
・
暴
政

の
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
虚
偽
の
哲
学
の
名
は
、
共
産
主
義
で
あ
っ
）
₅₃
（

た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
米
国
の
み
な
ら
ず
世
界
の
民
衆
は
、
自
由
主
義
と
比
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
産
主
義
が
虚
偽
の
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
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と
が
自
然
に
分
か
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
問
題
は
、
共
産
主
義
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
一
連
の
行
動
が
、
世
界
を
再
建
し
、
平
和
を

維
持
し
よ
う
と
す
る
自
由
主
義
国
家
の
努
力
を
脅
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
）
₅₄
（

た
。
米
国
は
、
戦
後
世
界
の
平
和
・
自
由
・
安
定
を
強
化
す

る
た
め
に
全
て
の
努
力
を
尽
く
し
て
き
た
。
そ
の
努
力
が
、
共
産
主
義
に
よ
っ
て
失
敗
に
終
わ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

平
和
愛
好
諸
国
が
協
力
し
、
共
産
主
義
か
ら
自
由
主
義
世
界
を
守
る
た
め
の
計
画
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
米
国
は
そ
の
た
め
の
準
備

が
で
き
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
四
大
行
動
方
針
」
で
あ
っ
）
₅₅
（

た
。

　
四
大
行
動
方
針
の
一
番
目
は
、
国
際
連
合
と
そ
の
関
連
機
関
を
引
き
続
き
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
際
連
合
の
権
威
と
効
果
を
増

強
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
民
主
的
な
新
生
国
家
に
よ
っ
て
国
際
連
合
の
力
が
強
化
さ
れ
る
と
期
待
し
）
₅₆
（

た
。
二
番
目
は
、

世
界
の
経
済
復
興
計
画
を
引
き
続
き
推
進
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
復
興
計
画
、
す
な
わ
ち
マ

ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
の
成
功
を
確
信
し

て
お
り
、
そ
の
成
功
に
よ
っ
て
欧
州
の
友
邦
国
が
再
び
自
立
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
期
待
し
て
い
た
。
三
番
目
は
、
侵
略
の
危
険
に
お
か

さ
れ
て
い
る
平
和
愛
好
諸
国
を
強
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
北
大
西
洋
条
約
機
構
（N

orth Atlantic Treaty O
rganization: N

ATO

）
が
そ

の
代
表
的
な
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
し
て
四
番
目
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
四
つ
の
行
動
方
針
の
中
で
最
も
強
調
し
た
方
針
で
あ
っ
）
₅₇
（
た
。

ア
チ
ソ
ン
（D

ean Acheson

）
国
務
長
官
は
、
同
方
針
は
四
大
行
動
方
針
に
お
い
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
）
₅₈
（

た
。
そ
れ
は
、
後

に
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
と
名
付
け
ら
れ
る
、
低
開
発
地
域
に
対
す
る
技
術
援
助
を
行
う
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。

㈡
　
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画

―
低
開
発
地
域
に
対
す
る
技
術
援
助

　
四
大
行
動
方
針
の
目
的
は
、
共
産
主
義
の
脅
威
か
ら
自
由
主
義
世
界
を
守
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
四
大
行
動
方
針
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
第

一
か
ら
第
三
ま
で
の
方
針
が
、
自
由
主
義
世
界
を
共
産
主
義
の
脅
威
か
ら
守
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
、
低
開
発
地
域
に
対
す
る
技
術
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
経
済
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
が
目
的
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と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
低
開
発
地
域
に
対
す
る
援
助
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
時
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
目
的
も
、
自
由
主
義
世
界
を

共
産
主
義
の
脅
威
か
ら
守
る
と
い
う
よ
り
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
遂
行
や
、
貧
困
地
域
に
対
す
る
緊
急
救
済
に
あ
っ
）
₅₉
（

た
。
つ
ま
り
、
四

大
行
動
方
針
の
一
つ
と
し
て
発
表
さ
れ
た
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
関
し
て
は
、
他
の
方
針
に
比
べ
る
と
、
同
計
画
が
共
産
主
義
の
脅

威
か
ら
自
由
主
義
世
界
を
守
る
と
い
う
目
的
に
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
が
明
確
に
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
就
任
演
説
で
他
の
方
針
よ
り
も
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

彼
は
、
自
ら
作
り
出
し
た
様
々
な
平
和
政
策
の
中
で
も
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
最
も
重
要
な
政
策
で
あ
り
、
今
日
の
世
界
に
お
い
て
、

ま
す
ま
す
増
加
し
て
い
る
危
機
に
対
応
す
る
た
め
の
最
も
現
実
的
な
手
段
で
あ
る
と
述
べ
）
₆₀
（

た
。
な
ぜ
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
共
産
主
義
の
脅
威

か
ら
自
由
主
義
を
守
る
上
で
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
重
要
性
を
強
調
し
た
の
か
。

1
　
低
開
発
地
域
の
重
要
性

　
米
国
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
よ
っ
て
経
済
復
興
を
順
調
に
進
め
て
お
り
、
近
い
将
来
自
立
す
る
と
判
断
し
て

い
）
₆₁
（

た
。
そ
し
て
、
米
国
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
の
成
功
を
よ
り
確
実
な
も
の
に
す
る
た
め
に
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
を
創
設
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
抱
い
て
い
る
軍
事
的
な
不
安
を
解
消
し
、
彼
ら
が
よ
り
経
済
復
興
に
集
中
で
き
る
環
境
を
提
供
し
た
。

　
し
か
し
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
済
復
興
を
成
功
さ
せ
、
彼
ら
を
共
産
主
義
の
脅
威
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
共
産
主
義
と
の
競
争
に
お
い
て
自
由
主
義
が
勝
利
し
た
と
宣
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
以

外
に
も
、
米
国
が
共
産
主
義
の
脅
威
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
地
域
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
地
域
は
、
中
南
米
、
中
東
、
ア

ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
広
く
、
よ
り
多
く
の
人
々
が
生
活
し
て
い
た
。
同
地
域
は
植
民
地
か
ら
独
立
し
た
ば
か
り

の
新
生
国
家
が
多
く
、
ま
だ
独
立
の
た
め
の
闘
争
や
植
民
地
支
配
が
続
い
て
い
る
地
域
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
大
部
分
は
、
飢
餓
・

疾
病
・
原
始
的
な
生
活
環
境
に
苦
し
ん
で
い
る
低
開
発
地
域
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
が
、
今
ま
で
低
開
発
地
域
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
立
て
た
政
策
は
、
一
時
的
か
つ
危
機
対
応
の
た



トルーマンのポイント・フォア計画

19

め
の
暫
定
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
米
国
が
ソ
連
と
の
対
立
を
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
対
立
と
し
て
認
識
し
て
お
り
、

そ
の
中
で
も
、
軍
事
的
安
全
保
障
の
問
題
を
最
も
重
要
視
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
米
国
は
外
交
政
策
上
の
優
先
順
位
を
決

定
す
る
際
に
も
、
そ
の
基
準
と
し
て
軍
事
的
安
全
保
障
に
お
け
る
重
要
度
を
最
も
重
視
し
、
低
開
発
地
域
の
重
要
性
は
低
い
と
評
価
さ

れ
）
₆₂
（
た
。
そ
の
結
果
、
低
開
発
地
域
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
米
国
が
直
接
的
に
介
入
す
る
事
例
は
非
常
に
少
な
く
、
同
地
域
が
米
国
か

ら
得
ら
れ
た
の
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
か
ら
の
間
接
的
な
利
益
の
み
で
あ
っ
）
₆₃
（

た
。

　
し
か
し
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
提
案
さ
れ
た
時
に
は
、
状
況
が
変
わ
っ
て
い
た
。
米
国
が
米
ソ
対
立
で
勝
利
す
る
た
め
に
は
、

権
力
政
治
的
闘
争
で
勝
利
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
競
争
で
も
勝
利
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
、
米
国
の
外
交
政
策
に
お
け
る
低
開
発
地
域
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
低
開
発
地
域
が
、

彼
ら
が
直
面
し
て
い
る
政
治
的
な
混
沌
と
経
済
的
な
困
難
に
よ
っ
て
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
が
競
い
合
う
主
な
舞
台
と
化
し
て
い
た
た

め
で
あ
る
。

　
特
に
、
低
開
発
地
域
は
ほ
ぼ
全
地
域
が
植
民
地
支
配
を
経
験
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
植
民
地
支
配
の
経
験
を
思
い
出
さ
せ
る
自
由
主

義
よ
り
は
、
資
本
主
義
を
否
定
す
る
共
産
主
義
を
新
た
な
体
制
と
し
て
歓
迎
し
て
い
る
人
々
が
多
か
っ
）
₆₄
（
た
。
そ
の
た
め
、
低
開
発
地
域
で

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
は
、
他
の
地
域
に
比
べ
て
、
よ
り
激
し
く
展
開
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
戦
後
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
で
は
戦
後
の
新

た
な
体
制
の
樹
立
を
め
ぐ
っ
て
、
自
由
主
義
勢
力
と
共
産
主
義
勢
力
が
激
し
く
対
立
し
て
お
り
、
両
勢
力
間
の
武
力
紛
争
に
ま
で
発
展
し

て
い
）
₆₅
（

た
。
米
ソ
両
国
に
よ
っ
て
三
八
度
線
を
境
に
分
断
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
で
も
、
自
由
主
義
勢
力
と
共
産
主
義
勢
力
が
激
し
く
対
立
し
て

お
り
、
交
渉
や
妥
協
を
拒
否
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
両
勢
力
は
、
相
手
に
対
す
る
テ
ロ
や
武
力
攻
撃
を
試
み
て
お
り
、
米
ソ
両
国
が
そ
れ

を
抑
え
て
い
）
₆₆
（
た
。
そ
の
た
め
、
米
国
が
米
ソ
対
立
で
真
の
勝
利
を
得
る
た
め
に
は
、
低
開
発
地
域
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
を
自
由

主
義
の
勝
利
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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2
　
経
済
発
展

―
自
由
主
義
の
成
果

　
そ
れ
で
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
低
開
発
地
域
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
自
由
主
義
の
勝
利
を
導
こ
う
と
し
た
の
か
。
そ
れ
は
、
ポ
イ
ン

ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
よ
っ
て
低
開
発
地
域
が
直
面
し
て
い
る
経
済
的
な
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
、
自
由
主
義

の
正
当
性
を
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
低
開
発
地
域
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
で
勝
利
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
低
開
発
地
域
で
自
由
主
義
が
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
自
由
主
義
が
も
た
ら
し
た
実
際
の
成
果
を
見
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
彼
ら
を
説
得
す
る
し
か
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
）
₆₇
（
る
。
そ
し
て
、
低
開
発
地
域
が
直
面
し
て
い
る
経
済
的
な
困
難
を
解
決
す
る

こ
と
は
、
彼
ら
を
説
得
す
る
た
め
の
最
高
の
成
果
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
上
、
低
開
発
地
域
の
経
済
的
環
境
の
改
善
は
、
自
由
主
義
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
に
も
重
要
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
回

顧
録
で
、「
就
任
演
説
の
中
で
、
私
は
、
あ
る
国
が
自
由
と
か
独
立
を
維
持
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
侵
略
に
対
抗
す
る
組
織
と
団
結
力

を
持
た
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
明
白
に
し
よ
う
と
し
た
」
と
述
べ
）
₆₈
（
た
。
あ
る
国
家
が
自
由
と
独
立
を
維
持
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
国
家
が
自
由
主
義
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
内
外
か
ら
の
侵
略
に
対
抗
す
る
た
め
の
政
府
組
織
と
、

国
民
の
支
持
に
よ
る
団
結
力
を
持
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
国
家
が
自
由
主
義
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
ト
ル
ー
マ
ン

は
低
開
発
地
域
で
自
由
主
義
国
家
を
樹
立
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
政
権
が
安
定
的
に
維
持
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な
環
境
を
整
え

る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。

　
ト
ル
ー
マ
ン
が
大
統
領
就
任
演
説
で
述
べ
た
よ
う
に
、
世
界
の
民
衆
は
自
由
主
義
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
産
主
義
が
誤
っ
た

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
が
自
然
に
わ
か
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
彼
ら
が
政
治
的
な
問
題
に
関
心
を
持
つ
こ

と
が
で
き
る
環
境
が
備
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
経
済
的
な
安
定
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
低
開
発
地
域
の
よ
う
に
、
慢
性

的
な
食
糧
不
足
に
よ
る
飢
餓
と
、
原
始
的
な
生
活
環
境
に
よ
る
疾
病
の
蔓
延
に
苦
し
む
民
衆
に
と
っ
て
、
自
分
の
思
想
を
自
由
に
表
現
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
重
要
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
は
、
今
日
を
生
き
残
る
た
め
に
必
要
な
食
べ



トルーマンのポイント・フォア計画

21

物
や
居
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
彼
ら
の
政
府
が
た
と
え
自
由
主
義
政
権
だ
と
し
て
も
、
そ
の
政
権
が
、
民
衆
が
求
め
て
い
る
経
済
的
な
環
境
の
改
善
を
実

現
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
意
味
が
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
仮
に
共
産
主
義
勢
力
が
現
在
の
自
由
主
義
政
権
よ
り
多
い
食
糧
の
提
供
や

生
産
量
の
増
加
を
約
束
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
噓
だ
と
し
て
も
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
自
由
主
義
政
権
の
代
わ
り
に
共
産
主
義
を
支
持

す
る
こ
と
が
正
し
い
選
択
で
あ
っ
）
₆₉
（

た
。
つ
ま
り
、
低
開
発
地
域
に
お
い
て
自
由
主
義
政
権
が
樹
立
し
た
と
し
て
も
、
経
済
的
安
定
と
い
う

条
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
政
権
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
国
民
の
支
持
を
確
保
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
）
₇₀
（
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
米
国
が
低
開
発
地
域
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
を
自
由
主
義
の
勝
利
に
導
く
た
め
に
と
る
べ
き
方
法
は
明
確
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
低
開
発
地
域
の
自
由
主
義
政
権
お
よ
び
勢
力
が
、
経
済
的
な
困
難
を
解
決
で
き
る
よ
う
に
助
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
低
開
発
地
域
の
民
衆
は
、
経
済
的
な
環
境
の
み
な
ら
ず
、
政
治
的
な
環
境
に
も
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
自
由
主
義
が
正
し
い

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
目
的
は
、
単
に
低
開
発
地
域
の
経
済
環
境
を
改
善
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の

目
的
は
、
彼
ら
が
直
面
し
て
い
る
経
済
的
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
主
義
を
実
現
・
維
持
す
る
た
め
の
政
治
的
な
環
境
を

作
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
成
功
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
に
お
い
て
自
由
主
義
が
勝
利
す
る
こ
と

を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
米
ソ
対
立
で
米
国
が
真
の
勝
利
を
得
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
一
九
四
九
年
二
月
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画

を
紹
介
す
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
中
に
は
、
同
計
画
の
目
的
が
「
人
類
の
幸
福
と
個
人
の
自
由
を
も
た
ら
す
環
境
を
作

り
出
す
こ
と
」
に
あ
る
と
書
か
れ
て
い
）
₇₁
（

た
。
ア
チ
ソ
ン
は
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
目
的
は
、「
全
て
の
民
衆
に
個
人
と
し
て
自
由

と
尊
厳
、
そ
し
て
豊
か
な
生
活
を
提
供
す
る
こ
と
」
に
あ
り
、
そ
の
核
心
は
、「
非
物
質
的
な
目
的
の
た
め
に
物
質
的
な
手
段
を
用
い
る

こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
）
₇₂
（

た
。
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3
　
最
適
の
援
助

―
技
術
援
助

　
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
、
自
由
主
義
の
実
現
及
び
維
持
と
い
う
非
物
質
的
な
目
的
の
た
め
に
、
経
済
援
助
と
い
う
物
質
的
な
手
段

を
用
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
就
任
演
説
の
六
日
後
に
行
わ
れ
た
記
者
会
見
の
中
で
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
背
景

に
対
す
る
質
問
に
お
い
て
、
同
計
画
が
、
ギ
リ
シ
ア
・
ト
ル
コ
援
助
と
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
に
根
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
）
₇₃
（
た
。

つ
ま
り
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
、
戦
後
に
お
い
て
米
国
が
外
交
政
策
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
用
い
て
き
た
経
済
的
な
手
段

の
系
統
を
引
き
継
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
今
ま
で
の
経
済
的
な
手
段
、
す
な
わ
ち
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
や
ギ
リ
シ

ャ
・
ト
ル
コ
援
助
計
画
と
は
は
っ
き
り
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
指
摘
し
た
マ
ー

シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
と
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
差
異
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
に
よ
る
と
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
は
、
あ

く
ま
で
戦
後
の
荒
廃
し
た
西
欧
に
対
す
る
緊
急
措
置
と
し
て
、
復
興
援
助
の
手
助
け
を
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て

ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
、
そ
の
規
模
が
世
界
的
な
も
の
で
あ
り
、
米
国
に
お
い
て
す
で
に
テ
ス
ト
さ
れ
実
証
さ
れ
た
技
術
上
の
情
報

を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
開
発
国
家
が
自
助
努
力
で
自
国
を
開
発
で
き
る
よ
う
に
永
続
的
に
援
助
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
）
₇₄
（
た
。

つ
ま
り
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
世
界
中
の
一
部
地
域
で
の
戦
後
復
興
を
目
的
と
す
る
短
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ポ
イ

ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
、
世
界
規
模
で
新
た
な
経
済
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
長
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
援
助
と
し
て
強
調
さ
れ
た
の
は
、「
資
本
」
援
助
で
は
な
く
「
技
術
」

援
助
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
ト
ル
ー
マ
ン
に
よ
る
と
、
史
上
初
め
て
人
間
は
、
慢
性
的
な
食
料
不
足
・
疾
病
・
原

始
的
な
生
活
環
境
に
苦
し
む
人
々
を
救
う
た
め
の
科
学
技
術
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
米
国
は
、
そ
の
よ
う
な
科
学
技
術
を
持

つ
国
の
中
で
も
最
も
優
れ
て
い
る
国
で
あ
っ
）
₇₅
（
た
。
そ
の
上
、
物
質
的
な
資
源
が
限
ら
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
科
学
技
術
と
い
う
資
源
は
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絶
え
ず
成
長
す
る
た
め
、
使
い
切
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
）
₇₆
（
た
。
そ
の
た
め
、
技
術
援
助
が
、
低
開
発
地
域
の
経
済
体
制
の
構
築
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
も
目
的
と
し
て
い
る
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
手
段
と
し
て
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
加
え
て
、
ア
チ
ソ
ン
は
、
低
開
発
地
域
に
対
す
る
援
助
が
「
資
本
」
で
は
な
く
「
技
術
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
に
対
し

て
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
成
功
し
た
理
由
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
ア
チ
ソ
ン
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
が
成
功
し
た
の

は
、
西
欧
の
国
々
が
最
も
高
度
に
発
展
し
て
お
り
、
米
国
が
提
供
し
た
資
本
を
有
効
的
に
使
い
こ
な
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
考
え
た
。

そ
の
た
め
、
彼
は
、
低
開
発
地
域
の
よ
う
に
、
科
学
技
術
や
管
理
能
力
を
備
え
て
い
な
い
地
域
に
対
す
る
資
本
の
借
款
は
無
駄
使
い
に
な

る
だ
け
で
は
な
く
、
結
果
的
に
外
貨
債
務
を
背
負
い
込
む
こ
と
に
な
る
た
め
、
借
款
国
に
も
不
利
で
あ
る
と
述
べ
）
₇₇
（

た
。
つ
ま
り
、
ア
チ
ソ

ン
は
、
資
本
を
提
供
す
る
前
に
技
術
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
を
使
い
こ
な
す
た
め
の
環
境
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
た
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
、
資
本
援
助
よ
り
技
術
援
助
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
資
本
の
必
要

性
が
完
全
に
看
過
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
米
国
が
低
開
発
地
域
に
科
学
技
術
を
提
供
す
る
た
め
に
も
、
そ
し
て
低
開
発

地
域
が
、
米
国
の
援
助
に
よ
っ
て
改
善
さ
れ
た
科
学
技
術
を
使
い
こ
な
し
、
自
立
し
た
経
済
シ
ス
テ
ム
を
維
持
し
て
い
く
た
め
に
も
、
資

本
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
を
成
功
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
資
本
は
、
低
開
発
地
域
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
か
っ
た
が
、
彼

ら
の
劣
悪
な
経
済
状
況
を
考
え
る
と
、
海
外
か
ら
の
投
資
が
不
可
欠
で
あ
っ
）
₇₈
（

た
。
ト
ル
ー
マ
ン
も
資
本
投
資
の
必
要
性
を
認
識
し
て
お
り
、

ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
を
ど
う
実
現
す
る
か
に
対
し
て
、「
自
分
の
希
望
は
、
技
術
的
援
助
を
米
国
か
ら
出
し
、
現
地
の
人
々
は
ご
く

少
額
の
資
本
を
米
国
か
ら
得
て
、
彼
ら
自
身
の
資
源
を
開
発
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
）
₇₉
（
た
。
つ
ま
り
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
は
、

米
国
が
低
開
発
地
域
の
経
済
発
展
の
た
め
に
必
要
な
技
術
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
資
本
の
投
資
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
低
開
発

地
域
の
人
々
が
習
得
し
た
知
識
と
技
術
の
活
用
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
）
₈₀
（
る
。
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し
か
し
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
に
お
け
る
資
本
投
資
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
の
核

心
は
技
術
援
助
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
、
低
開
発
地
域
に
投
資
さ
れ
る
主
な
資
本
は
、
政
府
の

公
的
資
本
で
は
な
く
、
民
間
資
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
こ
と
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ト
ル
ー
マ
ン
が
民
間
資
本
の
投
資
を
強
調
し
た
理
由
は
、
ま
ず
、
公
的
資
本
の
投
資
が
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
目
的
と
す
る
低

開
発
地
域
の
自
立
可
能
な
経
済
の
構
築
に
悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
公
的
資
本
の
投
資
は
、
米
国

の
低
開
発
地
域
に
対
す
る
介
入
や
、
彼
ら
の
米
国
に
対
す
る
依
存
度
を
高
め
る
恐
れ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
低
開
発
地
域

に
対
す
る
資
本
の
投
資
は
あ
く
ま
で
技
術
援
助
の
成
功
を
支
援
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
か
ら
、
公
的
資
本
よ
り
民
間

資
本
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
第
二
の
理
由
と
し
て
、
公
的
資
本
と
は
違
っ
て
民
間
資
本
は
、
資
金
と
い
う
形
の
み
な
ら
ず
、
専
門
技
術
・
経
営
経
験
・
資

本
の
有
効
的
な
使
用
を
可
能
と
す
る
組
織
体
系
の
よ
う
に
、
様
々
な
形
で
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
）
₈₁
（
た
。
こ
の
よ
う
に

民
間
資
本
の
投
資
形
態
の
多
様
性
が
強
調
さ
れ
た
こ
と
は
、
資
本
の
投
資
は
あ
く
ま
で
も
、
技
術
援
助
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
補
助
的
な

機
能
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
ド
イ
ツ
と
い
う
安
全
保
障
上
の
脅
威
に
対
す
る
共
通
認
識
か
ら
始
ま
っ
た
米
ソ
両
国
の
協
力
関
係
は
、
戦
後
ま
も
な
く
し
て
対
立
関
係

へ
変
わ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
ド
イ
ツ
と
い
う
共
通
の
敵
の
消
滅
と
、
米
国
の
対
ソ
宥
和
政
策
の
放
棄
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
抑
え
ら
れ

て
い
た
米
ソ
両
国
の
権
力
政
治
的
利
害
関
係
の
相
違
が
前
面
に
浮
上
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
米
ソ
両
国
は
、
自
国
の
権
力
政
治

的
な
利
益
を
確
保
す
る
た
め
に
対
立
す
る
中
で
、
自
分
の
正
当
性
を
自
由
主
義
と
共
産
主
義
に
基
づ
い
て
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
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果
、
米
ソ
対
立
は
よ
り
複
雑
な
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
米
ソ
対
立
が
、
両
国
間
の
権
力
政
治
的
闘
争
の
み
な
ら
ず
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

競
争
と
い
う
側
面
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
米
ソ
対
立
で
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
権
力
政
治
的
闘
争
だ
け
で
は
な

く
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
で
も
勝
利
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
た
。

　
一
九
四
九
年
の
大
統
領
就
任
演
説
で
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
自
由
主
義
と
共
産
主
義
の
競
争
を
宣
言
し
た
。
戦
後
に
お
い
て
、
自
由
主
義
勢

力
が
世
界
の
平
和
と
繁
栄
を
達
成
す
る
た
め
に
全
力
を
尽
く
し
て
い
く
中
で
、
共
産
主
義
は
深
刻
な
脅
威
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

自
由
主
義
勢
力
は
、
共
産
主
義
の
脅
威
か
ら
世
界
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
そ
の
手
段
と
し
て
四
大
行
動
方
針
を
掲
げ

た
。
彼
が
四
大
行
動
方
針
の
中
で
最
も
強
調
し
た
の
は
、
後
に
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
と
名
付
け
ら
れ
る
、
低
開
発
地
域
に
対
す
る
技

術
援
助
を
行
う
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。

　
戦
後
に
お
い
て
、
自
由
主
義
と
共
産
主
義
は
、
米
ソ
両
国
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
の
民
衆
の
間
で
も
、
戦
後
の
新
た
な
体
制
と
し
て
選

ば
れ
る
た
め
に
競
い
合
っ
て
い
た
。
特
に
、
低
開
発
地
域
は
、
彼
ら
が
直
面
し
て
い
る
政
治
的
な
混
乱
や
経
済
的
な
困
難
に
よ
っ
て
、
自

由
主
義
と
共
産
主
義
が
激
し
く
競
争
す
る
舞
台
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
米
国
が
米
ソ
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
で
勝
利
す
る
た
め

に
は
、
低
開
発
地
域
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
を
自
由
主
義
の
勝
利
に
導
く
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
低
開
発
地
域
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
で
自
由
主
義
が
勝
利
す
る
た
め
に
は
、
単
に
自
由
主
義
の
正
当
性
を
主
張
す
る

こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
自
由
主
義
が
も
た
ら
し
た
実
際
の
成
果
を
示
す
必
要
が
あ
っ
た
。
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
低
開
発
地
域
が
直
面
し
て
い

る
経
済
的
な
困
難
を
解
決
す
る
こ
と
が
、
彼
ら
の
支
持
を
獲
得
す
る
た
め
の
最
高
の
成
果
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
ポ
イ
ン
ト
・

フ
ォ
ア
計
画
、
す
な
わ
ち
、
低
開
発
地
域
に
対
す
る
技
術
援
助
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
で
勝
利
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
重
要
視
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
、
ど
の
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
を
米
国
の
勝
利
に
導
く
か
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
ず
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
低
開
発
地
域
に
経
済
的
な
安
定
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
経
済
的
な
環
境
が
安
定
す
る
に
し
た
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が
っ
て
、
低
開
発
地
域
の
民
衆
は
、
政
治
的
な
環
境
に
も
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
が
政
治
的
な
環
境
に
関
心
を
持
っ
た
ら
、
自

由
主
義
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
産
主
義
が
誤
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
こ
と
が
自
然
に
分
か
り
、
自
由
主
義
を
支
持
す
る
よ

う
に
な
る
。
そ
の
民
衆
の
支
持
は
、
自
由
主
義
政
権
の
樹
立
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
政
権
を
安
定
的
に
維
持
す
る
た
め
の
環
境
に
も
な
る
。

最
終
的
に
、
低
開
発
地
域
に
お
け
る
自
由
主
義
の
勝
利
は
、
米
ソ
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
に
お
け
る
米
国
の
勝
利
を
も
た
ら
す
。
そ
れ

は
、
米
ソ
対
立
に
お
い
て
米
国
が
完
全
な
勝
利
を
得
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
米
国
が
、
外
交
政
策
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
経
済
的
な
手
段
を
用
い
た
の
は
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
初
め
て
で
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ル
ー
マ
ン
は
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
を
世
界
の
歴
史
上
い
ま
だ
か
つ
て
提
案
さ
れ
た
こ
と
の
な

い
大
胆
な
計
画
と
し
て
表
現
し
た
。
そ
れ
は
、
本
稿
の
考
察
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ポ
イ
ン
ト
・
フ
ォ
ア
計
画
が
、
米
ソ
間
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
競
争
を
米
国
の
勝
利
に
導
く
だ
け
で
は
な
く
、
米
ソ
対
立
を
根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
た
初
め
て
の
計
画
で

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
）
₈₂
（
う
。

（
₁
）  H

arry S. Trum
an, 

“Inaugural Address of the President,

” Ｔʰｅ　Ｄ
ｅｐａｒｔⅿ

ｅｎｔ　ｏｆ　Ｓｔａｔｅ　ʙｕˡˡｅｔｉｎ, no. 500 （January, 1949

）, 123.

（
₂
）  

こ
こ
で
の
「
低
開
発
地
域
」
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
が
大
統
領
就
任
演
説
で
用
い
た
「underdeveloped areas

」
の
訳
語
で
あ
る
。
現
在
は
「de-

veloping countries

」
や
「developing nations

」
と
い
う
用
語
が
定
着
し
て
お
り
、
日
本
語
で
は
「
開
発
途
上
国
」
や
「
発
展
途
上
国
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
ト
ル
ー
マ
ン
が
就
任
演
説
を
行
っ
た
当
時
の
状
況
を
反
映
す
る
た
め
、「
低
開
発
地
域
」
と
い
う
訳
語
を
そ
の
ま
ま

用
い
る
。

（
₃
）  Trum

an, 

“Inaugural Address of the President,

” 124︲25.

（
₄
）  John E. M

oser, Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｓ　ｆｒｏⅿ
　ʜ

ｏｏｖｅｒ　ｔʰｒｏｕɡʰ　Ｔｒｕⅿ
ａｎ︐　₁₉₂₉︲₁₉₅₃：　Ｄ

ｅｂａｔｉｎɡ　ｔʰｅ　ɪｓｓｕｅｓ　ｉｎ　Ｐｒｏ　ａｎｄ　Ｃｏｎ　Ｐｒｉⅿ
ａｒｙ　Ｄ

ｏｃｕ︲
ⅿ

ｅｎｔｓ 

（W
estport, Conn.: G

reenw
ood Press, 2002

）, 199.

（
₅
）  

ハ
リ
ー
・
S
・
ト
ル
ー
マ
ン
著
、
加
瀬
俊
一
監
修
、
堀
江
芳
孝
訳
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
』
第
二
巻
（
恒
文
社
、
一
九
六
六
年
）
一
七
五
―
一

七
六
頁
。
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（
₆
）  Chester J. Pach, 

“The U
nited States and the Beginning of the Cold W

ar, 1945︲1952,

” in Thom
as W

. Zeiler, ed., Ａ
ⅿ

ｅｒｉｃａｎ　
Ｆｏｒｅｉɡｎ　ʀｅˡａｔｉｏｎｓ　ｓｉｎｃｅ　₁₆₀₀：　Ａ

　ɢ
ｕｉｄｅ　ｔｏ　ｔʰｅ　ʟｉｔｅｒａｔｕｒｅ︐　Third Edition （Santa Barbara: ABC︲CLIO, 2007

）, http://ebooks.abc︲
clio.com

/reader.aspx?isbn=9781851099504 （accessed O
ctober 13, 2010

）.
（
₇
）  Am

anda Kay M
cVety, 

“Trum
an

s̓ Point Four Program
 and the Creation of Am

erica
s̓ M

odern D
iplom

atic V
ision

” （Ph. D. 
diss., U

niversity of California, 2006

）, 12.

（
₈
）  Sergei Y. Shenin,　Ｔʰｅ　Ｕ

ｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｔʰｉｒｄ　Ｗ
ｏｒˡｄ：　Ｔʰｅ　Ｏ

ｒｉɡｉｎｓ　ｏｆ　Ｐｏｓｔʷａｒ　ʀｅˡａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｐｏｉｎｔ　Ｆｏｕｒ　Ｐｒｏɡｒａⅿ
 

（H
untington, N

Y: N
ova Science Publisher, 2000

）, x.

（
₉
）  Ibid., 181.

（
₁₀
）  M

cVety, 

“Trum
an

s̓ Point Four Program
 and the Creation of Am

erica
s̓ M

odern D
iplom

atic V
ision,

” 24︲202.

（
₁₁
）  Shenin, Ｔʰｅ　Ｕ

ｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｔʰｉｒｄ　Ｗ
ｏｒˡｄ：　Ｔʰｅ　Ｏ

ｒｉɡｉｎｓ　ｏｆ　Ｐｏｓｔʷａｒ　ʀｅˡａｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｐｏｉｎｔ　Ｆｏｕｒ　Ｐｒｏɡｒａⅿ
, xi.

（
₁₂
）  

こ
こ
で
文
末
に
引
用
し
た
文
章
は
、
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
の
中
の
“The program

 in action had the effect of disarm
ing hostile propa-

gandists and in discouraging the advance of both Com
m

unism
 and extrem

e nationalism
.

”を
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
堀
江

芳
孝
の
訳
書
の
中
に
は
同
文
章
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。Harry S. Trum

an,　Ｍ
ｅⅿ

ｏｉｒｓ　ｏｆ　ʜ
ａｒｒｙ　Ｓ．　Ｔｒｕⅿ

ａｎ：　ʏｅａｒ　ｏｆ　Ｄ
ｅｃｉｓｉｏｎｓ, vol. 2 （N

ew
 

York: D
a Capo Press, 1955

）, 237; 
ハ
リ
ー
・
S
・
ト
ル
ー
マ
ン
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
』
第
二
巻
、
一
七
九
頁
。
以
下
本
稿
で
は
ト
ル
ー
マ

ン
回
顧
録
の
引
用
は
、
堀
江
芳
孝
の
訳
書
を
中
心
と
す
る
が
、
右
記
の
よ
う
に
必
要
な
場
合
に
は
英
語
版
を
引
用
す
る
。

（
₁₃
）  

「
自
由
主
義
」
と
「
共
産
主
義
」
は
多
義
的
な
用
語
で
あ
り
、
時
代
・
国
家
・
地
域
・
人
々
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
異
な
る
た
め
、
誤
解
を
招

く
恐
れ
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
、
エ
ン
ガ
ー
マ
ン
（D

avid C. Engerm
an

）
が
「Am

erican liberalism

」
と

「Soviet Com
m

unism

」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
よ
う
に
、「
自
由
主
義
」
は
「
米
国
の
自
由
主
義
」
を
、「
共
産
主
義
」
は
「
ソ
連
の
共
産
主

義
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
限
定
す
る
。D

avid C. Engerm
an, 

“Ideology and the origins of the Cold W
ar: 1917︲1962,

” in M
elvyn 

Leffler and O
dd Arne W

estad, eds., Ｔʰｅ　Ｃａⅿ
ｂｒｉｄɡｅ　ʜ

ｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｃｏˡｄ　Ｗ
ａｒ, vol. 1 

（N
ew

 York: Cam
bridge U

niversity Press, 
2010

）, 20.

（
₁₄
）  

菅
英
輝
は
、
戦
後
米
国
に
よ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
秩
序
構
築
に
対
す
る
ソ
連
と
社
会
主
義
陣
営
の
挑
戦
、
そ
れ
に
絡
ん
だ
米
ソ
両
国
の
権
力
政
治
的

要
因
が
冷
戦
を
つ
く
り
だ
し
た
と
し
、
そ
の
た
め
、
冷
戦
は
、
秩
序
形
成
、
あ
る
い
は
体
制
選
択
を
め
ぐ
る
対
立
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
述
べ
て
い
る
。
菅
英
輝
編
著
『
冷
戦
史
の
再
検
討

―
変
容
す
る
秩
序
と
冷
戦
の
終
焉
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
〇
年
）
五
頁
。
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（
₁₅
）  

赤
木
完
爾
は
、
今
ま
で
の
冷
戦
史
研
究
に
お
い
て
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
と
権
力
闘
争
が
冷
戦
に
お
い
て
結
び
つ
い
て
い
た
と
い
う
側
面
に
対

す
る
観
察
の
欠
如
」
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
「
失
わ
れ
た
視
角
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
赤
木
完
爾
「
冷
戦
を
再
考
す
る
」『
法
学
研
究
』
第
八

四
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
―
一
三
頁
。

（
₁₆
）  Engerm

an, 

“Ideology and the origins of the Cold W
ar,

” 27︲30.
（
₁₇
）  
赤
木
完
爾
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
政
治
と
戦
略
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
）
一
〇
―
一
八
頁
。

（
₁₈
）  Engerm

an, 

“Ideology and the origins of the Cold W
ar,

” 31.

（
₁₉
）  W

arren F. Kim
ball, 

“Franklin D. Roosevelt and W
orld W

ar II,

” Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｉａˡ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　Ｑ
ｕａｒｔｅｒˡｙ, vol. 34, no. 1 （M

arch, 2004

）, 
94. 

（
₂₀
）  W

ilson D. M
iscam

ble, Ｆｒｏⅿ
　ʀｏｏｓｅｖｅˡｔ　ｔｏ　Ｔｒｕⅿ

ａｎ：　Ｐｏｔｓｄａⅿ
︐　ʜ

ｉｒｏｓʰｉⅿ
ａ︐　ａｎｄ　ｔʰｅ　Ｃｏˡｄ　Ｗ

ａｒ （N
ew

 York: Cam
bridge U

niversi-
ty Press, 2007

）, 39.

（
₂₁
）  W

arren F. Kim
ball, 

“The Sheriffs: FD
R

s̓ Postw
ar W

orld,

” in D
avid B. W

oolner, W
arren F. Kim

ball, and D
avid Reynolds, 

eds., ＦＤ
ʀ

ｓ̓　Ｗ
ｏｒˡｄ：　Ｗ

ａｒ︐　Ｐｅａｃｅ︐　ａｎｄ　ʟｅɡａｃｉｅｓ （N
ew

 York: Palgrave M
acm

illan, 2008

）, 95.

（
₂₂
）  Ibid., 97︲98.

（
₂₃
）  Ibid., 95.

（
₂₄
）  

ジ
ョ
ン
・
ル
イ
ス
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
著
、
赤
木
完
爾
訳
『
米
国
外
交
の
大
戦
略

―
先
制
・
単
独
行
動
・
覇
権
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

〇
〇
六
年
）
五
三
頁
。

（
₂₅
）  D

avid Reynolds, Ｆｒｏⅿ
　Ｗ

ｏｒˡｄ　Ｗ
ａｒ　ｔｏ　Ｃｏˡｄ　Ｗ

ａｒ：　Ｃʰｕｒｃʰｉˡˡ︐　ʀｏｏｓｅｖｅˡｔ︐　ａｎｄ　ｔʰｅ　ɪｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａˡ　ʜ
ｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔʰｅ　₁₉₄₀ （O

xford: O
x-

ford U
niversity Press, 2006

）, 246.

（
₂₆
）  Kim

ball, 

“The Sheriffs: FD
R

s̓ Postw
ar W

orld,

” 101.

（
₂₇
）  

赤
木
完
爾
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
政
治
と
戦
略
』、
三
九
頁
。

（
₂₈
）  W

ilson D. M
iscam

ble, 

“Roosevelt, Trum
an and the D

evelopm
ent of Postw

ar G
rand Strategy,

” Ｏｒｂｉｓ, vol. 53, issue 4 

（Fall, 
2009

）, 559︲61.

（
₂₉
）  Trum

an, Ｍ
ｅⅿ

ｏｉｒｓ　ｏｆ　ʜ
ａｒｒｙ　Ｓ．　Ｔｒｕⅿ

ａｎ：　ʏｅａｒ　ｏｆ　Ｄ
ｅｃｉｓｉｏｎｓ, vol. 1, 9.

（
₃₀
）  

ハ
リ
ー
・
S
・
ト
ル
ー
マ
ン
著
、
加
瀬
俊
一
監
修
、
堀
江
芳
孝
訳
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
』
第
一
巻
（
恒
文
社
、
一
九
六
六
年
）
七
四
頁
。
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（
₃₁
）  Trum

an, Ｍ
ｅⅿ

ｏｉｒｓ　ｏｆ　ʜ
ａｒｒｙ　Ｓ．　Ｔｒｕⅿ

ａｎ：　ʏｅａｒ　ｏｆ　Ｄ
ｅｃｉｓｉｏｎｓ, vol. 1, 75︲6.

（
₃₂
）  

ハ
リ
ー
・
S
・
ト
ル
ー
マ
ン
『
ト
ル
ー
マ
ン
回
顧
録
』
第
一
巻
、
七
八
頁
。

（
₃₃
）  

同
右
、
八
〇
―
八
二
頁
。

（
₃₄
）  
ジ
ョ
ン
・
ル
イ
ス
・
ギ
ャ
デ
ィ
ス
著
、
赤
木
完
爾
訳
『
歴
史
と
し
て
の
冷
戦

―
力
と
平
和
の
追
求
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四

年
）
一
八
頁
。

（
₃₅
）  G

erhard L. W
einberg, Ｗ

ｏｒˡｄ　ａｔ　Ａ
ｒⅿ

ｓ：　Ａ
　ɢ

ˡｏｂａˡ　ʜ
ｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｗ

ｏｒˡｄ　Ｗ
ａｒ　ɪɪ, Second Edition （N

ew
 York: Cam

bridge U
niversity 

Press, 2005
）, 13.

（
₃₆
）  

赤
木
完
爾
『
第
二
次
世
界
大
戦
の
政
治
と
戦
略
』、
二
三
頁
。

（
₃₇
）  H

arry S. Trum
an, 

“Recom
m

endations on G
reece and Turkey: M

essage of the President to the Congress,

” Ｄｅｐａｒｔⅿ
ｅｎｔ　ｏｆ　

Ｓｔａｔｅ　ʙｕˡˡｅｔｉｎ, no. 403 （M
arch, 1947

）, 536.

（
₃₈
）  G

iuliano Procacci, ed., Ｔʰｅ　Ｃｏⅿ
ｉｎｆｏｒⅿ

：　Ｍ
ｉｎｕｔｅｓ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｔʰｒｅｅ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅｓ　₁₉₄₇╱₁₉₄₈╱₁₉₄₉ （M

ilano: Feltrinelli, 1994

）, 225︲
47.

（
₃₉
）  N

iu Jun, 

“The birth of the Peopleʼs Republic of China and the road to the Korean W
ar,

” in M
elvyn Leffler and O

dd Arne 
W

estad eds., Ｔʰｅ　Ｃａⅿ
ｂｒｉｄɡｅ　ʜ

ｉｓｔｏｒｙ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｃｏˡｄ　Ｗ
ａｒ, vol. 1 （N

ew
 York: Cam

bridge U
niversity Press, 2010

）, 226︲33.

（
₄₀
）  

マ
イ
ケ
ル
・
シ
ャ
ラ
ー
著
、
五
味
俊
樹
監
訳
『
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
の
起
源

―
米
国
の
対
日
占
領
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
六
年
）
一
九
六

―
一
九
七
頁
。

（
₄₁
）  

赤
木
完
爾
「
冷
戦
を
再
考
す
る
」、
三
頁
。

（
₄₂
）  Engerm

an, 

“Ideology and the origins of the Cold W
ar,

” 23.

（
₄₃
）  

J
・
L
・
ガ
デ
ィ
ス
著
、
河
合
秀
和
・
鈴
木
健
人
訳
『
冷
戦

―
そ
の
歴
史
と
問
題
点
』（
彩
流
社
、
二
〇
〇
七
年
）
一
九
頁
。

（
₄₄
）  W
illam

 H
illm

an, ed., Ｍ
ｒ．　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ：　Ｔʰｅ　Ｆｉｒｓｔ　Ｐｕｂˡｉｃａｔｉｏｎ　ｆｒｏⅿ

　ｔʰｅ　Ｐｅｒｓｏｎａˡ　Ｄ
ｉａｒｉｅｓ︐　Ｐｒｉｖａｔｅ　ʟｅｔｔｅｒｓ︐　Ｐａｐｅｒｓ︐　ａｎｄ　ʀｅｖｅａˡｉｎɡ　

ɪｎｔｅｒｖｉｅʷｓ　ｏｆ　ʜ
ａｒｒｙ　Ｓ．　Ｔｒｕⅿ

ａｎ︐　Ｔʰｉｒｔｙ︲ｓｅｃｏｎｄ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ　ｏｆ　ｔʰｅ　Ｕ
ｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｔｅｓ　ｏｆ　Ａ

ⅿ
ｅｒｉｃａ （N

ew
 York: Farrar, Straus and Young, 

1952

）, 23.

（
₄₅
）  Anne R. Pierce, Ｗ

ｏｏｄｒｏʷ　Ｗ
ｉˡｓｏｎ　ａｎｄ　ʜ

ａｒｒｙ　Ｔｒｕⅿ
ａｎ：　Ｍ

ｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｐｏʷｅｒ　ｉｎ　Ａ
ⅿ

ｅｒｉｃａｎ　Ｆｏｒｅｉɡｎ　Ｐｏˡｉｃｙ 

（W
estport, Conn.: 

Praeger, 2003

）, 226.



法学政治学論究　第91号（2011.12）

30

（
₄₆
）  

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ハ
ル
バ
ー
ス
タ
ム
著
、
山
田
耕
介
・
山
田
侑
平
訳
『
ザ
・
コ
ー
ル
デ
ス
ト
・
ウ
イ
ン
タ
ー
』
上
巻
（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
九

年
）
二
九
一
―
二
九
三
頁
。

（
₄₇
）  Clark Clifford w

ith Richard H
olbrooke, Ｃｏｕｎｓｅˡ　ｔｏ　ｔʰｅ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ：　ａ　ⅿ

ｅⅿ
ｏｉｒ （N

ew
 York: Random

 H
ouse, 1991

）, 248︲50.
（
₄₈
）  
ハ
ー
デ
ィ
は
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
が
行
っ
た
中
南
米
に
対
す
る
援
助
政
策
に
関
係
し
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
政
権
の
中
南
米
援
助
政
策
に

関
し
て
は
、Claude C. Erb, 

“Prelude to Point Four: The Institute of Inter︲Am
erican Affairs,

” Ｄｉｐˡｏⅿ
ａｔｉｃ　ʜ

ｉｓｔｏｒｙ, vol. 9, no. 3 
（Sum

m
er, 1985

）, 249︲69. 

を
参
照
。

（
₄₉
）  Thom
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