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序
か
っ
て
冷
戦
時
代
に
は
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
関
連
で
、
民
主
主
義
に
お
け
る
平
等
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
な

か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
生
産
手
段
の
私
有
の
禁
止
を
第
一
義
と
し
て
い
た
が
、
確
か
に
人
民
の
経
済
的
平
等
―
量

的
平
等
―
を
も
目
標
に
掲
げ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。そ
こ
で
自
由
の
民
主
主
義
と
平
等
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
云
う
様
に
、

自
由
と
平
等
は
二
者
択
一
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。

し
か
し
こ
れ
は
勿
論
正
し
く
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
何
も
自
由
を
軽
ん
じ
て
い
た
訳
で
は
な
い
。

最
初
に
自
由
で
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
続
い
て
経
済
的
に
も
失
敗
し
て
、
量
的
平
等
を
も
実
現
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。（
“
貧
困
の
平
等
”
と
云
う
形
で
平
等
に
は
成
功
し
た
、
と
皮
肉
る
人
も
い
る
が
。）

そ
し
て
実
は
民
主
主
義
も
平
等
を
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
説
く
よ
う
な
量
的
平

等
で
は
な
く
質
的
平
等
な
の
で
あ
る
。
観
念
的
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
最
早
他
に
平
等
の
求
め
よ
う
の
な

く
な
っ
た
今
こ
そ
、
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
平
等
を
論
じ
る
べ
き
時
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
通
常
さ
れ
る
よ

う
に
自
由
で
は
な
く
、
平
等
に
重
点
を
置
い
て
民
主
主
義
を
論
じ
よ
う
。
そ
の
こ
と
が
返
っ
て
民
主
主
義
社
会
に
お
け

る
自
由
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
信
じ
て
。
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『吉原』を知り、人権を知る　『従軍慰安婦問題』の前史として―

１
、
人
権
の
先
祖
は
法
？　
　

戦
後
に
な
っ
て
『
権
利
』
と
言
う
言
葉
は
大
変
厄
介
な
も
の
に
な
っ
た
。
し
か
し
明
治
時
代
か
ら
既
に
『
権
利
』
と

言
う
言
葉
は
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
所
か
江
戸
時
代
に
さ
へ
、
慣
習
的
に
は
『
権
利
』
に
当
た
る
概
念
は
あ
っ
た
。
中

に
は
今
日
で
は
考
え
ら
れ
な
い
程
絶
大
な
の
も
あ
り
、
そ
れ
は
今
で
は
権
力
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
。

結
局
の
所
『
人
権
』
に
あ
た
る
概
念
が
、
我
が
国
に
は
全
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
『
人
権
』
と
言
う
言
葉
こ

そ
が
日
本
に
永
続
的
な
混
乱
を
起
し
た
元
凶
で
あ
り
、
今
日
尚
収
束
を
見
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
『
人
権
』

と
は
何
な
の
か
？　
『
人
権
』
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
頃
は
自
然
権
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
遠
く
は
中
世
の
自
然
法
に
淵

源
を
発
す
る
。『
人
類
は
二
つ
の
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
然
法
と
慣
習
。
自
然
法
と
は
聖
書

及
び
福
音
書
の
な
か
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。』（
教
会
法
全
典
）

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
を
引
用
し
よ
う
。『
彼
ら
の
議
論
を
聞
い
て
い
た
一
人
の
立
法
学
者
が
進
み
出
、
イ
エ
ス

が
立
派
に
お
答
え
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
尋
ね
た
。『
あ
ら
ゆ
る
掟
の
う
ち
で
、
ど
れ
が
第
一
で
し
ょ
う
か
。』
イ
エ
ス

は
お
答
え
に
な
っ
た
。『
第
一
の
掟
は
、
こ
れ
で
あ
る
。『
イ
ス
ラ
エ
ル
よ
、
聞
け
、
わ
た
し
た
ち
の
神
で
あ
る
主
は
、

唯
一
の
主
で
あ
る
。
心
を
尽
く
し
、
精
神
を
尽
く
し
、
思
い
を
尽
く
し
、
力
を
尽
く
し
て
、
あ
な
た
の
神
で
あ
る
主
を

愛
し
な
さ
い
。』
第
二
の
掟
は
、
こ
れ
で
あ
る
。『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
。』
こ
の
二
つ
に
ま
さ
る
掟
は
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1、人権の先祖は法？

ほ
か
に
な
い
。』（
１
２
、２
８
―
３
４
、
以
下
聖
書
の
翻
訳
は
総
て
新
共
同
訳
）
こ
れ
が
所
謂
ブ
ル
ト
マ
ン
（
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
神
学
者
）
の
言
う
二
重
命
令
で
あ
る
。（
尚
江
戸
時
代
に
宣
教
師
シ
ド
ッ
チ
を
尋
問
し
た
新
井
白
石
が
、

こ
れ
を
モ
ー
セ
の
十
戒
に
先
立
つ
二
戒
で
あ
る
と
喝
破
し
た
の
は
著
名
な
史
実
で
あ
る
。）
こ
の
二
つ
の
掟
は
何
れ
も

旧
約
聖
書
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
が
、そ
こ
で
は
別
々
の
文
脈
で
現
わ
れ
て
い
る
。（
第
一
の
掟
は
『
申
命
記
』
六
章
一
節
、

第
二
の
掟
は
『
レ
ビ
記
』
十
九
章
十
八
節
）
こ
の
二
つ
を
結
合
し
た
と
こ
ろ
に
イ
エ
ス
の
独
自
性
が
あ
り
、
イ
エ
ス
の

二
重
命
令
と
も
言
う
べ
き
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
言
う
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
う
。『
あ
な
た
は
、
主
な
る
あ
な
た

の
神
を
愛
す
る
よ
う
に
（
あ
な
た
と
同
様
に
）
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
、あ
な
た
の
隣
人
を
愛
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

の
意
味
で
あ
る
。（
つ
い
で
に
言
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
で
は
自
殺
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
自
ら
の
生
命
も
神
の

被
造
物
で
あ
る
か
ら
自
分
の
物
で
あ
っ
て
、
自
分
の
物
で
は
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。）

パ
ウ
ロ
は
”
第
二
の
掟
”
を
注
釈
す
る
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。『
互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
の
ほ
か
は
、
だ
れ

に
対
し
て
も
借
り
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
人
を
愛
す
る
者
は
、
律
法
を
全
う
し
て
い
る
の
で
す
。『
姦
淫
す
る
な
、

殺
す
な
、
盗
む
な
、
む
さ
ぼ
る
な
』、
そ
の
ほ
か
ど
ん
な
掟
が
あ
っ
て
も
、『
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
』
と

い
う
言
葉
に
要
約
さ
れ
ま
す
。
愛
は
隣
人
に
悪
を
行
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
愛
は
律
法
を
全
う
す
る
の
で
す
。』（
ロ
ー

マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
１
３
。
８
―
１
０
）

続
い
て
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
を
引
用
し
よ
う
。『
し
か
し
彼
は
自
分
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
、『
で
は
、
私
の

隣
人
と
は
誰
で
す
か
』
と
言
っ
た
。
イ
エ
ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。『
あ
る
人
が
エ
ル
サ
レ
ム
か
ら
エ
リ
コ
へ
下
っ
て

行
く
途
中
、
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
。
…
…
あ
る
祭
司
が
た
ま
た
ま
そ
の
道
を
下
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を
見
る
と
、
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『吉原』を知り、人権を知る　『従軍慰安婦問題』の前史として―

道
の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
レ
ビ
人
も
そ
の
場
所
に
や
っ
て
来
た
が
、
そ
の
人
を
見
る
と
、
道

の
向
こ
う
側
を
通
っ
て
行
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
旅
を
し
て
い
た
あ
る
サ
マ
リ
ア
人
は
、
そ
ば
に
来
る
と
、
そ
の
人
を
見

て
憐
れ
に
思
い
、
…
…
宿
屋
に
連
れ
て
行
っ
て
介
抱
し
た
。
…
…
さ
て
、
あ
な
た
は
こ
の
三
人
の
中
で
、
だ
れ
が
追
い

は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
人
の
隣
人
に
な
っ
た
と
思
う
か
。』
律
法
の
専
門
家
は
言
っ
た
。『
そ
の
人
を
助
け
た
人
で
す
。』
そ

こ
で
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。『
行
っ
て
、
あ
な
た
も
同
じ
よ
う
に
し
な
さ
い
。』（
１
０
、２
５
―
３
７
）

余
り
に
も
有
名
な
『
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
例
え
』
で
あ
る
。
旅
人
を
襲
っ
た
盗
賊
は
自
分
さ
へ
良
け
れ
ば
良
い
、
と

思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
否
定
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
祭
司
や
レ
ビ
人
は
自
分
さ
へ
正
し
け

れ
ば
良
い
、つ
ま
り
自
分
さ
へ
悪
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
良
い
、と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
イ
エ
ス
に
よ
っ

て
”
神
へ
の
愛
”
に
悖
る
と
し
て
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
説
話
で
本
来
の
レ
ビ
記
で
は
、
隣
近
所
の
人
と
言
う
程
の
意
味
の
”
隣
人
”
を
イ
エ
ス
は
あ
ら
ゆ
る
状
況
で

出
会
う
人
、
の
意
味
に
変
え
て
い
る
こ
と
が
解
る
。（
私
は
こ
の
『
善
き
サ
マ
リ
ア
人
の
教
え
を
イ
エ
ス
の
教
え
に
数

多
く
あ
る
慈
善
の
勧
め
で
は
な
く
、
自
然
法
の
範
疇
に
属
す
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
今
日
も
あ
る
、
危
険
に
遭
遇
し
て

い
る
人
を
見
つ
け
た
ら
、
一
般
市
民
で
さ
へ
警
察
や
公
的
機
関
に
通
報
す
る
義
務
を
課
し
た
法
律
の
祖
形
と
み
な
す
。）

読
者
は
き
っ
と
私
が
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
民
主
制
の
話
を
せ
ず
に
、
福
音
書
の
話
か
ら
始
め
た
こ
と
に
驚
か
れ
た

と
思
う
。
キ
ケ
ロ
は
ロ
ッ
ク
と
同
じ
程
、
精
密
に
自
然
法
を
正
確
に
定
義
し
た
と
言
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し

イ
エ
ス
の
愛
の
教
え
は
キ
ケ
ロ
の
理
論
と
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
程
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
何
故
な
ら
ロ
ー
マ
の
民

主
制
は
歴
代
の
ロ
ー
マ
皇
帝
に
よ
っ
て
形
骸
化
さ
れ
、
結
局
滅
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
民
主
制
と
は
何


