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あ
と
が
き

本
書
は
冷
戦
終
焉
後
の
国
際
政
治
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
重
要
ト
ビ
ッ
ク
を
、
政
治
思
想
と
の
関
わ
り
を
も
意
識
し
つ
つ
論
じ
た
文
章

を
集
め
た
も
の
で
あ
る

（直
接
に
は
そ
れ
か
ら
外
れ
た
よ
う
に
見
え
る
文
章
も
、
背
後
の
問
題
意
識
と
し
て
は
共
通
す
る
も
の
を
も

つ
て

い
る
）。
考
察
の
主
要
な
素
材
と
し
て
は
、
旧
ソ
連
諸
国
お
よ
び
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
諸
国
に
関
わ
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
は
純

然
た
る
地
域
研
究
の
観
点
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
国
際
政
治
全
体
に
関
わ
る
重
要
な
事
例
と
い
う
観
点
か

ら
の
考
察
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
背
後
に
あ
る
問
題
意
識
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
は
多
く
の
国
際
政
治
学
者
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ

が
ち
な

一
種
の

「死
角
」
に
入

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
点
を
補
う
こ
と
は
全
体
像
再
構
築
に
と

っ
て
も
な
に
が

し
か
の
貢
献
を
な
す
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
で
あ
る
。
で
つ
な
ら
ば
―
―
そ
の
成
否
は
と
も
か
く
、
著
者
自
身
の
狙
い
と
し
て
は

―
―
本
書
は
国
際
政
治
学
に
対
す
る

「異
端
の
問
題
提
起
」
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
持

っ
て
い
る
。

実
を
言
え
ば
、
私
は
元
来
、
国
際
政
治
学
と
い
う
研
究
分
野
に
積
極
的
関
心
を
持
つ
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
か
っ
た
。
も

つ
と
も
、

国
境
を
越
え
た
人
や
文
物
の
交
流

・
摩
擦

・
変
容
と
い
っ
た
主
題
に
は
若
い
頃
か
ら
関
心
を
い
だ
い
て
い
た
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「国

際
政
治

（学
と

と
は
う
ま
く
交
わ
ら
な
い
よ
う
に
思
え
た
。
何
と
い
っ
て
も
国
際
政
治
の
最
も
主
要
な
登
場
人
物
は
高
い
地
位
に
つ
い

て
い
る
政
治
家

・
外
交
官

・
軍
人
た
ち
で
あ
り
、
そ
う
し
た
人
た
ち
の
行
動
や
思
考
と
い
う
も
の
は
、
私
に
と

っ
て
は
縁
遠
い
も
の
と
し

か
思
え
な
か
っ
た
。
そ
う
い
つ
た
主
題
も
そ
れ
な
り
に
重
要
な
も
の
だ
ろ
う
と
は
思
い
、
大
学
で
の
講
義
の
必
要
も
あ

っ
て
、
関
連
す
る

知
識
を
少
し
ず
つ
蓄
え
る
作
業
も
長
年
に
わ
た
っ
て
続
け
て
は
き
た
が
、
そ
れ
が
自
分
自
身
の
主
要
な
縄
張
り
と
い
う
風
に
は
な
か
な
か

あとがき



思
え
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
私
が
、
こ
こ
十
数
年
の
間
に
、
い
つ
の
ま
に
か
国
際
政
治
に
関
わ
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
次
第
に
引
き
つ

け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
契
機
に
よ
っ
て
い
る
。

先
ず
第

一
に
、
ソ
連
解
体
に
伴

っ
て
、
そ
れ
ま
で
ソ
連
内
部
の
地
域

・
民
族
問
題
だ

っ
た
も
の
が
、
独
立
国
家
同
士
の
国
際
関
係
に
転

化
す
る
と
い
う
特
異
な
事
態
が
生
じ
た
。
前
者
は
も
と
も
と
私
の
主
要
研
究
課
題
だ

っ
た
が
、
そ
れ
が

「内
政
」
上
の
テ
ー
マ
か
ら

「国

際
政
治
」
上
の
テ
ー
マ
ヘ
と
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
国
家
の
解
体

（
ソ
連

・
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

・
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
）
あ
る
い
は
統
合

（東
西
ド
イ
ツ
、
ま
た
現
実
の
も

の
と
は
な

っ
て
い
な
い
が
潜
在
的
可
能
性
が
話
題
と
な
る
ル
ー
マ
ニ
ア
＝
モ
ル
ド
ヴ
ァ
関
係
な
ど
）
と
い
う
特
異
な
事
態
が
、
否
応
な
し

に
私
の
関
心
を
引
き
つ
け
た
。
通
常
の
国
際
政
治
な
い
し
国
際
関
係
論
で
は
、
「国
際
社
会
」
の
基
本
単
位
と
し
て
、
主
権
を
も

っ
た
国

民
国
家
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
単
位
は
固
定
的
な
存
在
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
「主
権
国
家
」
の
内
部
の
事
情
は

一
種

の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
し
て
不
間
に
付
し
、
そ
れ
ら
の

「外
」
で
の
相
互
関
係
を
議
論
の
中
心
に
お
く
と
い
う
の
が
、
通
常
の
国
際
政

治
学
の
作
法
の
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
家
の
解
体
あ
る
い
は
統
合
と
は
、
そ
の
基
本
単
位
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
変
容
を
意
味
す

る
。
こ
れ
は
国
際
政
治
な
い
し
国
際
関
係
論
の
基
本
前
提
に
関
わ
る
深
刻
な
変
動
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
態
が
、
私
の
専
攻
す
る
地
域
お

よ
び
そ
の
隣
接
諸
国
で
生
じ
た
―
―
現
実
に
起
き
た
の
は
限
ら
れ
た
事
例
だ
が
、
そ
う
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
予
想
の
広
ま
っ
た
例

は
、
も

っ
と
多
数
に
の
ぼ
る
―
―
こ
と
は
、
私
の
注
目
を
引
き
つ
け
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

三
番
目
の
要
因
と
し
て
、
世
界
各
地
の
地
域
紛
争

・
民
族
紛
争
の
中
で
も
特
に
顕
著
な
例
と
し
て
、
旧
ソ
連

ｏ
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

各
地
の
事
例
が
広
く
注
目
を
集
め
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
「民
族
浄
化
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
言
葉
が

使
わ
れ
た
り
、
そ
う
し
た
事
態
に
対
し
て
は

「人
道
的
介
入
」
が
正
当
化
さ
れ
る
と
い
っ
た
言
説
が
、
か
な
り
広
い
範
囲
で
流
通
し
た
り

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
言
葉
を
使

っ
て
い
る
人
た
ち
の
大
半
は
、
旧
ソ
連

・
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
各
地
の
具
体
的
な
実
情
に
通

じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
な
り
あ
や
ふ
や
な
先
入
見
を
前
提
に
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う



な
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
こ
の
地
域
の
研
究
に
携
わ

つ
て
い
る
人
間
は
、
た
と
え
そ
れ
ら
の
紛
争
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
専
門
家

で
は
な
い
に
し
て
も
、
と
に
か
く
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
事
実
に
関
し
て
、　
一
石
を
投
じ
る
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
よ
う

に
な

っ
た
。

そ
し
て
最
後
に
、
二

一
世
紀
初
頭
に
は
、
「新
し
い
冷
戦
」
の
兆
し
が

一
部
で
さ
さ
や
か
れ
、
人
々
の
不
安
を
か
き
た
て
る
と
い
う
状

況
が
生
じ
た
。
し
か
も
、
そ
こ
で
い
う

「新
し
い
冷
戦
」
と
は

一
体
ど
う
い
う
性
格
の
も
の
か
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
検
討
が
日
本
で
は

ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
か
つ
た
こ
と
が
、
私
の
懸
念
を
倍
加
さ
せ
た
。
「新
し
い
冷
戦
」
に
せ
よ
、
か
つ
て
の
古
典
的
冷
戦
に
せ
よ
、
私
自

身
の
中
心
的
な
研
究
テ
ー
マ
で
は
な
い
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
態
を
前
に
し
て
全
く
無
関
心
で
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
た
。
も

つ
と
も
、
現
実
の
国
際
政
治
の
動
向
と
し
て
は
、
米
政
権
の
ブ
ツ
シ
ユ
か
ら
オ
バ
マ
ヘ
の
交
代
に
伴
い
、
「新
し
い
冷

戦
」
論
は
や
や
後
景
に
退
き
、　
一
時
期
の
緊
迫
感
は
薄
れ
た
。
そ
れ
で
も
、
当
時
の
懸
念
が
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な

っ
た
わ
け
で
は
な

い
し
、
そ
の
当
時
の
言
論
が
再
考
さ
れ
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
の
は
や
は
り
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

本
書
で
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
主
と
し
て
第
三
お
よ
び
第
四
の
問
題
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る

（第

一
、
第
二
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
ソ
連
解
体
過
程
の
歴
史
研
究
と
し
て
、
こ
の
間
の
い
く
つ
か
の
著
作
で
論
じ
て
き
た
し
、
そ
の
作
業
は
今
後
も
継
続
予

定
で
あ
る
）
。

い
ま
挙
げ
た

一
連
の
主
題
は
、
日
本
の
状
況
と
直
接
関
わ
る
と
こ
ろ
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
本
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム

・
評
論
な
ど
に
お
け
る
世
界
認
識
と
い
う
観
点
か
ら
い
う
な
ら
、
こ
れ
は
大
き
な
認
識
の
欠
落
な
い
し
歪
み
と
関
わ
つ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
三
―
〇
八
年
頃
の
日
本
の
マ
ス
コ
ミ

・
言
論
界
で
は
、
イ
ラ
ク
政
策
を
は
じ
め
と
す
る

「
テ
ロ
と
の
戦
争
」
に
関
し
て
は
ブ
ツ
シ
ユ
米
政
権
に
批
判
的
な
論
調
が
多
か
っ
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ロ
シ
ア
と
旧
ソ
連
諸
国

（ウ

ク
ラ
イ
ナ
、
グ
ル
ジ
ア
な
ど
）
の
動
向
に
関
す
る
限
り
、
ブ
ツ
シ
ユ
政
権
に
近
い
立
場
か
ら
の
宣
伝
的
な
情
報
を
鵜
呑
み
に
す
る
傾
向
が

圧
倒
的
に
強
か

つ
た
。
ま
た
、
イ
ラ
ク
戦
争
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、　
一
九
九
九
年
の

「人
道
的
介
入
」
（Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
に
よ
る
セ
ル
ビ
ア

323  あとがき



空
爆
）
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
立

っ
て
書
か
れ
た
文
章
も
極
度
に
少
な
い
。
私
が

不
十
分
な
試
論
と
し
て
で
あ
れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
何
か
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
う
し
た
事
情
に
よ

２一
。以

上
、
元
来
国
際
政
治
学
と
縁
遠
か
っ
た
私
が
、
こ
こ
十
数
年
の
間
に
少
し
ず

つ
こ
れ
ら
の
主
題
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て

き
た
経
緯
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
い
ま
で
も
ま
だ
、
国
際
政
治
の
本
格
的
専
門
家
に
な
っ
た
と
は
言
え
ず
、
本
書
は
専
門
研
究
と
エ
ッ
セ

イ
的
な
評
論
の
中
間
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る

（注
の
付
け
方
も
、
本
格
的
な
学
術
論
文
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
粗
い
）。
い
く
つ
か
の
章

で
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
グ
ル
ジ
ア
な
ど
の
情
勢
に
各
論
的
に
触
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
つ
い
て
、
私
は
長
ら

く
関
心
を
持
ち
続
け
て
き
た
と
は
い
え
、
本
格
的
な
専
門
研
究
に
携
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
考
察
に
関

連
し
て
政
治
思
想
の
問
題
に
も
多
少
踏
み
込
ん
だ
が
、
こ
れ
も
本
来
的
な
専
門
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ

「余
技
」
に
近
い
。
そ
う
い
う

意
味
で
、
本
書
が
や
や
中
途
半
端
な
性
格
を
も

っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
と
は
い
え
、
現
代
日
本
の
言
論
状
況
の
問
題
点
と
し
て
、

高
度
に
専
門
細
分
化
さ
れ
た
学
術
論
文
と
拙
速
か
つ
皮
相
な
時
事
評
論
の
あ
い
だ
の
乖
離
が
あ
ま
り
に
も
甚
だ
し
く
、
両
者
を
つ
な
ぐ
も

の
が
極
度
に
乏
し
い
と
い
う
事
実
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
中
間
的
な
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
も
、
あ
る
種
の
存
在
意
義
を

主
張
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
書
を
世
に
送
る
に
当
た

っ
て
の
秘
か
な
期
待
で
あ
る
。

内
容
と
は
別
に
、
本
書
に
は
、
論
じ
方
に
お
け
る
あ
る
種
の
特
徴
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
、
全
体
を
ほ
ぼ
書
き
あ
げ
た
後
に
気
づ
い

た
。通

常
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
作
法
の

一
つ
に
、
大
量
の
関
連
文
献
を
注
記
す
る
と
い
う
慣
わ
し
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
重
要
な
意

義
が
あ
り
、
私
自
身
も
通
常
の
研
究
論
文
を
書
く
と
き
に
は
そ
れ
に
倣

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
往
々
に
し
て
、
あ
ま
り
に
も
大
量
の
文
献

を
列
挙
す
る
こ
と
ば
か
り
に
か
ま
け
て
、
個
々
の
文
献
の
じ
つ
く
り
と
し
た
検
討
や
咀
疇
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
き
ら
い
が
あ
る



の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
い
だ
か
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
本
書
で
は
、
比
較
的
少
数
の
文
献
を
丁
寧
に

読
み
な
が
ら
論
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
に
大
量
の
文
献
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ
け
幅
広
く
読

む
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
理
想
論
を
言
え
ば
、
大
量
の
文
献
を
こ
な
し
な
が
ら
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
を
丁
寧
に
咀
疇
す

る
こ
と
―
―
い
わ
ゆ
る

「多
読
」
と

「精
読
／
熟
読
」
の
併
用
―
―
が
望
ま
し
い
が
、
実
際
問
題
と
し
て
、
そ
れ
は

「言
う
は
易
く
行
な

う
は
難
し
」
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
や
や
も
す
れ
ば

「読
み
飛
ば
し
」
に
流
れ
る
風
潮
が
広
ま

っ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
現
代
日
本

の
実
情
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
中
に
は
、
少
数
の
文
献
の
丁
寧
な
咀
鳴
に
力
点
を
お
い
た
作
品
も
あ

っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
―
―
こ
の

よ
う
な
意
識
が
本
書
執
筆
の
背
後
に
は
あ
っ
た
。

第
二
に
―
―
こ
れ
は
第

一
点
と
も
関
係
す
る
が
―
―
言
葉
の
意
味

へ
の
こ
だ
わ
り
が
、
本
書
の

一
つ
の
特
徴
と
な

っ
て
い
る
。
社
会

科
学
的
認
識
に
と

っ
て
、
各
種
の
用
語
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
概
念
と
い
う
も
の
は
必
須
の
ツ
ー
ル
だ
が
、
そ
れ
ら
が
や
や

も
す
れ
ば
意
味
内
容
を
き
ち
ん
と
確
認
さ
れ
な
い
ま
ま
に
乱
用
さ
れ
る
と
い
う
風
潮
が
広
ま
っ
て
い
る
。
本
来
、
概
念
の
精
密
な
確
定
を

職
業
的
義
務
の

一
つ
と
す
る
は
ず
の
研
究
者
た
ち
の
世
界
も
、
そ
う
し
た
風
潮
と
無
縁
で
は
な
い
。
学
術
用
語
が

一
種
の

「業
界
用
語
」

「
ジ
ャ
ー
ゴ
ン
」
と
化
し
て
、
意
味
内
容
の
不
確
定
な
ま
ま
流
通
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
本

書
で
は
、
「
こ
の
言
葉
は

一
体
ど
う
い
う
意
味
を
も

つ
て
い
る
の
か
」
で
」
れ
ら
の
論
者
は
こ
の
言
葉
を
ど
う
い
う
意
味
で
使

っ
て
い
る
の

か
」
と
い
っ
た
問
題
の
吟
味
を
重
視
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
本
書
は
語
義
論

（セ
マ
ン
テ
イ
ク
ス
）
の
本
と
も
い
う
べ
き
性
格
を
も

っ
て

い
る
。

本
書
の
う
ち
、
序
章
、
第
三
章
補
論
、
第
四
章
、
第
七
章
補
論
は
純
然
た
る
書
き
下
ろ
し
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
各
章
は
、
か
つ
て

「電
子
版
デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
ペ
ー
パ
ー
」
と
し
て
執
筆
し
、
私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
し
た
原
稿
に
由
来
す
る
。
も

っ
と
も
、

そ
れ
ら
の
文
章
は
も
と
も
と
討
論
用
の
未
定
稿
と
い
う
位
置
づ
け
だ

っ
た
こ
と
か
ら
、
今
回
の
収
録
に
際
し
て
か
な
り
の
補
訂
を
施
し
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た
。
特
に
第
五
章
と
第
六
章
は
全
面
的
に
改
稿
し
た
結
果
、
ほ
ぼ
原
形
を
と
ど
め
な
い
も
の
に
な

っ
て
お
り
、
事
実
上
の
新
稿
で
あ
る
。

他
の
章
も
大
な
り
小
な
り
補
訂
を
し
て
あ
る
が
、　
一
応
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
章
に
つ
い
て
は
末
尾
に
初
稿
の
執
筆
時

点
を
付
記
し
た
。

公
刊
の
あ
て
の
な

い
ま
ま
書
き
た
め
て
き
た

「電
子
版
デ
イ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

・
ペ
ー
パ
ー
」
の
中
か
ら
国
際
政
治
関
係
の
も
の
を
ま
と

め
て

一
書
に
編
む
こ
と
を
勧
め
て
下
さ

っ
た
の
は
、
有
志
舎
の
永
滝
稔
氏
で
あ
る
。
学
術
出
版
を
め
ぐ
る
情
勢
が
ま
す
ま
す
厳
し
さ
を
加

え
る
中
で
、
社
名
ど
お
り

「志
」
を
高
く
掲
げ
て
出
版
事
業
を
続
け
て
い
る
同
氏
に
深
い
敬
意
と
謝
意
を
表
し
た
い
。

二
〇

一
〇
年

一
一
月

著
　
者

＊
本
書
の
準
備
に
際
し
て
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
術
振
興
会
か
ら
二
〇
〇
七
―
〇
九
年
度
に
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
Ａ

「非
欧
米
世
界
か
ら
の
比

較
政
治
学
」
（課
題
番
号

一
九
二
〇
三
〇
〇
七
、
研
究
代
表
者
塩
川
伸
明
）
の
交
付
を
受
け
た
。
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