
●
冷
戦
・ソ
連
・社
会
主
義

必
孟
嚢半

世
紀
近
く
続
い
た

「冷
戦
」
の
時
代
に
は
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ソ
連
が
世
界
の
二
大
陣
営

を
代
表
す
る
二
つ
の

「超
大
国
」
と
み
な
さ
れ
、

日
本
を
含
む
諸
国
の
中
に
も
そ
う
し
た
対
抗
関

係
が
投
影
さ
れ
て
い
た
。
も

っ
と
も
、
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
世
界
全
体
に
せ
よ
日
本
に
せ
よ
、

「
ア
メ
リ
カ
派
」
と

「
ソ
連
派
」
に
単
純
に
三
分

さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
両
陣
営
の
ど

ち
ら
か
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
の
を
拒
み
、
そ
う

し
た
対
抗
図
式
そ
の
も
の
を
超
え
よ
う
と
す
る

人
た
ち
も
い
た
し
、
ま
た

「
ソ
連
陣
営
」
は
、

そ
の
外
観
的
な

「
一
枚
岩
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
決
し
て

一
枚
岩
で
は

な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
複
雑
さ
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
そ

の
時
代
を
歴
史
と
し
て
振
り
返
る
上
で
不
可
欠

な
は
ず
だ
が
、
な
ぜ
か
あ
ま
り
指
摘
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
。
「近
い
過
去
」
と
い
う
時
代
は
、
今

日
の
わ
れ
わ
れ
に
あ
ま
り
に
も
近
い
も
の
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
忘
れ
去
り
た
い
と
か
、

一
面
的
に
図
式
化
し
た
形
で
捉
え
て
安
心
し
た

い
と
い
う
欲
求
が
作
用
す
る
せ
い
だ
ろ
う
か
。

●
「
ソ
連
」
と
社
会
主
義
の
実
験

地
上
最
初
の
社
会
主
義
国
＝

「
ソ
連
」
と
い

う
国
の
登
場
が
世
界
中
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
こ
と
は
、
そ
の
影
響
を
今
日
ど
の
よ
う
に

評
価
す
る
か
は
別
と
し
て
、　
一
つ
の
歴
史
的
事

実
で
あ
る
。
特
に

一
九
二
〇
年
代
の
世
界
大
不

況
は
、
欧
米
諸
国
で
も
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
ヘ
の

信
頼
を
動
揺
さ
せ
た
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が

「
フ
ァ
シ
ズ
ム
ＶＳ
民
主
主
義
」
と
い
う
対
抗
図
式

で
戦
わ
れ
る
中
で
、
ソ
連
は

「民
主
主
義
」
陣

営
の
一
翼
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
ナ
チ

・
ド
イ
ツ

と
の
死
闘
に
勝
ち
抜
い
た
。
こ
う
し
て
、
戦
後

初
期
く
ら
い
ま
で
の
時
期
に
は
、
ソ
連
お
よ
び

社
会
主
義
の
知
的
威
信
が
か
な
り
高
ま

っ
た
。

も

っ
と
も
、
ソ
連
の
「社
会
主
義
的
工
業
化
」

は
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
犠
牲
を
伴
う
も
の
だ

っ
た
し
、
そ
の

「成
果
」
の
度
合
い
は
し
ば
し

ば
誇
張
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
で
も
、
当

時
の
時
代
状
況
の
中
で
は
、
そ
の
衝
撃
を
何
ら

か
の
形
で
受
け
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
意
識
は
、
社
会
主
義

へ
の
賛
否
に
関
わ
り
な

く
共
通
の
も
の
だ

っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
代
わ

っ
て
戦
後
世
界
の
一
方
の
旗
頭
と
な

っ
た
ア
メ

リ
カ
が
ソ
連
と
の
対
抗
を
強
烈
に
意
識
し
た
の

も
当
然
で
あ
る
。　
一
九
五
七
年
に
ソ
連
．が
世
界

最
初
の
人
工
衛
星
を
打
ち
上
げ
た
こ
と
は
、
ア

メ
リ
カ
に

「真
珠
湾
以
上
の
衝
撃
」
と
い
わ
れ
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る

「
ス
プ
ー
ト
ニ
ク

・

ッ
ク
」
を
も

た

ら

し
た

（古
矢
旬

『ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
し
。

●
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
か
ら
「プ
ラ
ハ
の
春
」
ヘ

他
方
、
ソ
連
の
中
で
は
、
強
烈
な
独
裁
者
ス

タ
ー
リ
ン
が

一
九
二
三
年
に
世
を
去

っ
た
後
、

そ
の
残
し
た
社
会
の
様
々
な
ひ
ず
み
か
ら
の
脱

却
を
求
め
る
動
き
が
、
徐
々
に
始
ま

っ
た
。
フ

ル
シ
チ
ョ
フ
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
は
、
そ

れ
自
体
と
し
て
は
中
途
半
端
な
も
の
だ
っ
た
が
、

そ
れ
を
超
え
た
よ
リ
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
を
求

め
る
う
ね
り
が
生
ま
れ
る
契
機
と
な

っ
た
。
東

欧
諸
国
で
は
ソ
連
以
上
に
活
発
な
改
革
論
議
が

展
開
さ
れ
、
部
分
的
に
は
実
行
に
移
さ
れ
よ
う

と
し
た
。
ま
た
、
中
ソ
論
争
を
契
機
と
し
て
、

世
界
各
国
の
共
産
党
は
ソ
連
派

・
中
国
派

・
自

主
独
立
派
な
ど
と
分
か
れ
、
国
際
共
産
主
義
運

動
の
多
元
化
が
明
白
に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
中

で
、
西
欧
諸
国
や
日
本
で
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
・

社
会
主
義
を
ソ
連
の
正
統
教
義
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
な
く
、
種
々
の
新
し
い
観
点
か
ら
検
討
し

直
そ
う
と
す
る
動
き
が
広
が
っ
た
。　
一
九
五
〇

年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
く
ら
い
ま
で
の
時
期

の
西
欧

。
日
本
に
見
ら
れ
た
社
会
主
義
の
影
響

は
、
こ
う
い
う
わ
け
で
、
単
純
に
ソ
連
体
制
の

美
化
と
か
模
倣
と
か
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、

も
っ
と
幅
広
い
性
格
を
も

っ
て
い
た
。

い
い
か
え
る
な
ら
、
当
時
の

「左
翼
」
知
識

人
の
か
な
り
の
部
分
に
と
っ
て
、
ソ
連
は

「模

倣
さ
れ
る
べ
き
モ
デ
ル
」
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ

「反
面
教
師
」
―
―
社
会
主
義
建
設
の
失

敗
例
―
―
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
、
そ
う
し
た

も
の
と
し
て
関
心
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
。
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
理
念
か
ら
の
逸
脱
、
自
由
の
抑

圧
、
「近
代
を
超
え
る
」
志
向

（あ
る
意
味
で
は

「ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
的
発
想
）
が
現
実
に
は
む
し

ろ

「ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
近
代
」
へ
の
追
随
―
―
そ

れ
も
下
手
な
追
随
―
―
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が

次
第
に
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
か
ら

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ソ
連
お
よ
び

「現
存
す
る

（今

か
ら
振
り
返
っ
て
い
え
ば
、
現
存
し
た
）
社
会

主
義
」
へ
の
批
判
的
態
度
は

一
挙
に
広
ま
っ
た

と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
ス
テ
ッ

プ
を
踏
ん
で
徐
々
に
浸
透
し
た
。
最
初
の
大
き

な
き

っ
か
け
は
、　
一
九
五
六
年
の
フ
ル
シ
チ
ョ

フ
に
よ
る
ス
タ
ー
リ
ン
批
判

（第
二
十
回
共
産
゛

党
大
会
で
の
「秘
密
報
告
し

お
よ
び
同
年
の
ハ

ン
ガ
リ
ー
事
件
で
あ
り
、
こ
の
両
事
件
は
日
本

を
含
め
て
世
界
中
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。

一
九
六
〇
年
代
の
ソ
連
言
論
界
は
ス
タ
ー
リ
ン

批
判
の
影
響
で
相
対
的
な
自
由
と
活
性
化
を
経

験
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の

様
々
な
蛮
行
が
広
く
知
れ
渡
る
よ
う
に
な
り
、

ま
た
各
種
の
改
革
論
が
広
ま
っ
た
。
六
八
年
に

チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
広

範
な
改
革
運
動
（そ
の
主
要
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「人

間
の
顔
を
し
た
社
会
主
義
」
と
い
う
も
の
だ
っ

た
）
は
多
く
の
人
の
共
感
を
集
め
た
が
、
そ
れ

だ
け
に
、
そ
れ
が
軍
事
的
に
圧
殺
さ
れ
た
こ
と

に
伴
う
落
胆
と
幻
滅
も
大
き
か
っ
た
。

●
ア
フ
ガ
ン
侵
攻
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「連
帯
」

こ
う
し
て

一
九
七
〇
年
代
以
降
、
社
会
主
義

の
知
的
威
信
は
世
界
的
に
低
落
し
た
。
七
九
年

に
始
ま
る
ソ
連
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
は
そ

れ
に
拍
車
を
か
け
た
。
八
〇
―
八

一
年
の
ポ
ー

ラ
ン
ド
で
大
衆
的
に
展
開
し
た
自
主
労
働
組
合

「連
帯
」
の
運
動
は
、
六
八
年
の
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ

ァ
キ
ア
に
比
べ
て
社
会
主
義
離
れ
が
よ
り
顕
著

だ
っ
た
（も
は
や
、
「人
間
の
顔
を
し
た
社
会
主

義
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
掲
げ
ら
れ
る
こ
と

も
な
か
っ
た
）。
そ
の
「連
帯
」
運
動
も
戒
厳
令

に
よ
っ
て
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
後
、
社
会

主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ヘ
の
シ
ニ
カ
ル
な
態
度
が

さ
ら
に
広
ま

っ
た
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
期
の
ソ
連
で

は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
儀
礼
化

・
空
洞
化
が
進
み
、

統
治
エ
リ
ー
ト
の
間
で
さ
え
も
、
信
念
の
欠
如
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が
広
範
な
現
象
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
状
態
は
、

八
〇
年
代
末
の
体
制
転
換
が
意
外
な
ほ
ど
あ

っ

け
な
ぐ
進
み
、
旧
体
制
エ
リ
ー
ト
の
多
く
も
そ

れ
ほ
ど
必
死
に
体
制
護
持
を
試
み
よ
う
と
し
な

か
っ
た
こ
と
の
背
景
を
な
す
。

も

っ
と
も
、
社
会
主
義
の
受
容
が
外
発
的
で

皮
相
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
東
欧
諸
国
の

体
制
転
換
が
極
め
て
短
時
間
に
急
速
に
進
ん
だ

の
に
比
べ
、
社
会
主
義
化
過
程
が
内
発
的
だ

っ

た
ソ
連
お
よ
び
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
で
は
体
制

の
定
着
度
が
よ
り
深
く
、
そ
れ
だ
け
に
転
換
過

程
も
屈
折
し
た
形
を
と
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
ヘ
の
確
信
は
既
に
掘
り
崩

さ
れ
て
い
た
。

●
ソ
連
解
体
と
脱
社
会
主
義

ソ
連

・
東
欧
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
経
過
は
、

そ
れ
を
観
察
す
る
外
部
の
人
た
ち
の
間
に
も
、

次
第
に
幻
滅
感
を
広
め
て
い
た
。　
一
九
二
〇
年

代
が
世
界
的
に

「市
場
か
ら
計
画
へ
」
と
い
う

思
潮
で
特
徴
づ
け
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
、
八
〇

年
代
の
流
れ
は
逆
に

「計
画
か
ら
市
場
へ
」
と

な

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
長
期
的
流
れ
の
中
で
、

ソ
連
。東
欧
圏
の
解
体
は
い
わ
ば

「だ
め
押
し
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
考

え
る
な
ら
、
ソ
連
解
体
が
衝
撃
だ
っ
た
の
は
、

ソ
連
体
制
の
矛
盾
が
明
ら
か
に
な

っ
た
か
ら
で

は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
と
う
の
昔
に
常
識
化

し
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
、
旧
体
制
が

揺
ら
ぎ
だ
し
た
と
き
、
各
種
の
社
会
主
義
改
革

論
が
勝
利
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
押
し

流
す
よ
う
な
形
で
脱
社
会
主
義
が

一
挙
に
進
行

し
た
こ
と
こ
そ
が
、
最
も
大
き
な
衝
撃
だ
っ
た
。

社
会
主
義
圏
の
崩
壊
が
日
本
の
言
論
界

・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
界

・
政
界
に
及
ぼ
し
た
影
響
が
単
に

「親
ソ
派
」
の
敗
北
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
広

が
り
を
も

っ
た
こ
と
も
、
そ
う
し
た
事
情
と
関

係
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
冷
戦
の
終
わ
り
方
と
も
関
係
す

る
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
に
よ
る
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ

の
前
半

（
一
九
八
九
年
の
マ
ル
タ
会
談
ま
で
）

に
は

「和
解
」
と
し
て
の
冷
戦
終
焉
が
期
待
さ

れ
た
が
、
そ
の
後
、
急
速
に

「
ソ
連
側
の
一
方

的
敗
退
」
と
い
う
様
相
が
濃
く
な

っ
た
。
冷
戦

終
焉
が

「和
解
」
で
は
な
く
、
ヨ

方
的
勝
利
／

敗
退
」
で
あ
る
な
ら
、
「勝
者
ナ
ン
バ
ー
・
ワ
ン
」

た
る
ア
メ
リ
カ
は
自
信
を
深
め
、
冷
戦
期
と
同

様
の
メ
シ
ア
的

「世
界
の
警
察
官
」
意
識
を
ま

す
ま
す
増
幅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
今
日
わ

れ
わ
れ
の
眼
前
で
展
開
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ

に
そ
の
よ
う
な
現
実
で
あ
る
。

（塩
川
伸
明
）

▲▼市場経済の中のロシア 老朽建造物を覆い隠す広告
:‐ ンク トベテルブルク)と 厳冬の中のホームレス (モ ス

タワ).

「連帯」のワレサ議長 (1988年 8月 )
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