
中

ソ

は

。

ゆ

る

や

か

な

同

盟

。

関

係

． －
根
本
的
に
変
わ
る
世
界
の

潮
流

「
ゴ
ル
バ
チョ
フ
書
記
長
は
こ
れ
ま
で
の
指
導
者

と
は
違
い、
ソ
連
社
会
の
ど
こ
が
悪
い
か
を
知っ
て

’＼ 

中

嶋

嶺

雄

い
る」
「（
ソ
連
の）
改
革
の
成
功
を
祈
る」
と
語っ

た
レ
ー
ガ
ン
米
大
統
領
の。
サ
ヨ
ナ
ラ
演
説。
（一
月

十一
日）
は、
き
わ
め
て
印
象
的
な
も
の
で
あっ
た。

そ
の
登
場
以
来、
「
悪
の
帝
国」
ソ
連
と
の
対
決、
「
強

い
ア
メ
リ
カ」
の
再
来
を
唱
え
て
き
たレ
ー
ガ
ン
大

統
領
が、
か
く
も
違っ
た
対
ソ
認
識
を
抱
く
よ
う
に

なっ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
二
九
七
0
年
代
末
の「
新

冷
戦
の
時
代」
以
来
十
年、
こ
の
間、
世
界
の
潮
流

は
大
き
く
変
わ
っ
た。

一
方、
去
る
十
二
月
初
旬
の
中
ソ
外
相
会
談
（
モ

ス
ク
ワ）
の
三
十一
年
ぶ
り
の
実
現
に
見
ら
れ
る
よ

う
に、
「
東」
側
世
界
も
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い

る。
五
月
十
五
日
に
は、
世
紀
の
中
ソ
首
脳
会
談
が

• （
上）
犯
年
ぶ
り

の
中
ソ
外
相
会
絞l
回
・

ロ・
l 、

モ
ス
ク
ワ

（
下｝
人
民
大
会
堂
で
の
シ
ユ

ル
ツ・
郵
小
平会
絞｜

槌
・
7・
日

4
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以
上
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
で、
こ
こ
で
は一
九

九
0
年
代
の
中
ソ
関
係
を
展
望
す
る
た
め
の、
中
ソ

双
方
の
政
策
決
定
の
あ
り
方
を
中
心
に
問
題
を
考
え

い
よ
い
よ
北
京
で
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た。
社
会

主
義
先
進
工
業
国
ソ
連
と
社
会
主
義
開
発
途
上
大
国

中
国
と
い
う
社
会
構
造
上
の
相
互
依
存・
相
互
補
完

関
係
の
強
さ
か
ら
見
て
も、
中
ソ
関
係
は
今
後、
著

し
く
緊
密
化
す
る
で
あ
ろ
う。

同
時
に、
ペ
レ
ス
トロ
イ
カ
を
進
め
つ
つ
あ
る
ソ

連
と、
改
革・
開
放
戦
略
を
進
め
つ
つ
あ
る
中
国
と

の
共
通
基
盤、
共
通
項
は、
急
速
に
拡
大
し
つ
つ
あ

り、
社
会
主
義
経
済
の
長
期
的
な
困
難
と
停
滞
も、

相
互
依
存・
相
互
補
完
関
係
を
強
化
せ
ず
に
は
お
か

な
し。こ

う
し
て、
中
ソ
関
係
は、
一
九
九
0
年
代
に
大

き
な
構
造
的
変
化
を
見
せ
る
だ
ろ
う
こ
と
は
疑
え

ず、
こ
の
よ
う
な
中
ソ
関
係
を
基
軸
に
し
て、
社
会

主
義
諸
国
間
関
係
も
徐
々
に
再
編
成
さ
れ
て
ゆ
く
で

あ
ろ
う。
中
ソ
両
国
は、
一
方
で
西
側
諸
国
と
交
流

を
深
め
な
が
ら、
社
会
主
義
の
歴
史
的
崩
壊
過
程
を

延
命
さ
せ
る
た
め
に
も、
相
互
に
協
力
せ
ざ
る
を
え

な
い
の
で
あ
り、
国
際
政
治
の
舞
台
で
は一
種
のか
ゆ

る
や
か
な
同
盟。
関
係
を
形
成
し
て
ゆ
く
も
の
と
思

わ
れ
る。

rm霊園 時代を蹄むキーポイント

－
中
国
の

対
ソ
政
策
決
定
要
因

て
み
た
い。

ま
ず、
中
国
の
対
外
態
度
の
規
定
要
因
を
ど
の
よ

う
に
理
解
す
る
か
が、
こ
こ
で
の
大
き
な
課
題
で
あ

る
が、
結
局、
中
国
は、
そ
の
対
外
的
な
出
方
に
た

い
し
て
外
部
世
界
が
決
定
的
作
用
を
及
ぽ
す
こ
と
の

で
き
な
い
体
質
を、
伝
統
的
に
保
持
し
て
い
る
と
私

は
見
な
し
て
い
る。
中
国
の
最
近
の
い
わ
ゆ
る
近
代

化へ
の
本
格
的
な
離
陸
に
つ
れ
て、
中
国
を
西
側
化

し
よ
う
と
い
う、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
誘
い
が
あ
る

け
れ
ど、
そ
う
し
た
外
部
世
界
の
政
策
が
中
国
に
及

ぽ
す
影
響
力
は
限
定
的
だ
と
私
は
従
来
か
ら
考
え
て

き
た。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に、
今
日
の
中
国
は
近

代
化
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら、
西
側
の
資
本

や
技
術
が
必
要
で
あ
る
限
り、
中
国
の
国
益
（
ナ
シ

ョ
ナ
ル・
イ
ン
タ
レ
ス
ト）
に
照
ら
し
て
も
中
ソ
和

解
な
ど
あ
り
得
な
い、
と
い
う
見
方
が、
七
0
年
代

の
後
半
以
来、
内
外
で
し
き
り
に
強
調
さ
れ
た
が、

今
日
の
中
国
は、
そ
う
し
た
立
場
か
ら
大
き
く
離
脱

し
て
い
る。
中
国
は
そ
う
し
た
い
わ
ば
西
側
か
ら
す

る
「
戦
略
的
思
考」
や
期
待
に
影
響
さ
れ
な
い
体
質

を
も
っ
た
主
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る。
そ
れ
は、
中
国
の
対
外
政
策、
対
外

態
度
が
次
の
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よっ
て
大
き
く

左
右
さ
れ
る
か
ら
だ
と
言
え
よ
う。

そ
の
第一
は、
や
は
り
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
要

因
で
あ
り、
第
二
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
要
因、

そ
し
て
第
三
は
中
国
の
伝
統
で
あ
る。
こ
の
場
合
の

伝
統
は、
い
わ
ゆ
る
「
中
国
的
世
界
秩
序」
の
こ
と

で
あ
る。
私
は
こ
の
三
つ
の
要
因
が、
中
国
の
対
外

政
策
の
基
本
的
な
決
定
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

て
お
り、
こ
れ
ら
の
要
因
を
与
件
と
し
て、
そ
れ
が

中
国
の
内
政
状
況
に
媒
介
さ
れ
て、
そ
の
時
々
の
中

国
の
対
外
態
度
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

カ
こ
の
点
を
時
代
別
に
区
分
し
て
見
る
と、
五
0
年

代
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
志
向
が
き
わ
め
て
強
く、
六
0

年
代
はか
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義。
。
ソ
連
社
会
帝
国
主

義。
に
た
い
す
る
中
国
の
激
し
い
態
度
に
も
示
さ
れ

た
よ
う
に、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
前
面
に
出
て
い
た。

そ
し
て
七
0
年
代
は
米
中
接
近
に
し
て
も、
中
国
の

い
わ
ば
サ
プ・
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
ベ
ト
ナ
ム
に
た
い

す
る
政
策
（
中
越
戦
争）
に
し
て
も、
一
種
の
伝
統

的
な
中
国
的
な
世
界
秩
序
認
識
が
そ
の
政
策
決
定
に

大
き
く
左
右
し
た
と
言
え
よ
う。

こ
の
よ
う
に
見
な
し
た
う
え
で、
中
国
内
政
を
媒

介
項
と
し
て
考
え
る
と、
最
近
の
中
国
は
圏
内
的
な

非
毛
沢
東
化
に
伴
い、
当
然、
対
外
政
策
上
の
非
毛

沢
東
化
が
行
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
問
題
が
出

て
く
る
の
で
あ
る。
ま
さ
に
中
国
の
世
界
戦
略
と
し

て
の
反
覇
権
主
義、
反
ソ
主
義
は、
毛
沢
東
時
代
の

世
界
戦
略
で
あ
り、
非
毛
沢
東
化
が
進
展
し
た
今
日、

中
ソ
関
係
の
根
本
的
改
善
と
い
う
変
化
は、
中
国
に

と
っ
て
当
然
の
成
り
行
き
だ
と
言
え
よ
う。
つ
ま
り、

ソ
連
を
戦
略
上
の
敵
と
見
な
す
か
ど
う
か
は
中
国
の
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対
外
政
策
の
根
本
に
存
在
す
る
問
題
で
あ
り、
こ
の

点
で
今
日
の
中
国
は
ア
メ
リ
カ
の
「
勢
力
均
衡」
外

交、
な
い
し
は
「
中
国
カ
l
ド」
政
策
に
も
か
か
わ

ら
ず、
ア
メ
リ
カ
側
の
反
ソ
戦
略
に
同
調
す
る
こ
と

は
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う。
レ
ー
ガ
ン
政
権
下
の
S

D
I
（
戦
略
防
衛
構
想）
戦
略へ
の
中
国
側
の
拒
否

は、
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
物
語っ
て
い
た。
こ
う
し

て
今
日
の
中
国
は、
中
ソ
対
立
の
期
間、
そ
し
て
と

く
に
七
0
年
代
後
半
以
降
し
き
り
に
唱
え
ら
れ
た
対

ソ
脅
威
論
か
ら
根
本
的
に
離
脱
し
て
い
る
の
で
あ

り、
今
日
の
中
国
の
指
導
者
の
認
識
は、
当
時
と
は

根
本
的
に
変
わ
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る。

こ
の
よ
う
な
中
国
の
対
外
政
策へ
の
内
政
的
な
状

況
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
若
干
触
れ
る
な
ら
ば、
中

国
の
内
政
は
当
面
の
党
内
闘
争・
路
線
闘
争
か
ら
依

然
と
し
て
解
き
放
た
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
を、

こ
こ
で
は
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い。
こ
の
点
を
最
近

の
例
で
見
て
み
る
と、
い
わ
ゆ
る「
四
つ
の
現
代
化」

「
開
放」
政
策
を
め
ぐっ
て、
部
小
平
路
線
と
陳
雲

路
線
と
い
う
旧
実
権
派
内
部
の
新
た
な
路
線
闘
争
が

存
在
し
て
お
り、
同
時
に
ソ
連
に
対
し
て
は、
中
ソ

関
係
改
善
に
つ
い
て
よ
り
積
極
的
な
立
場
に
陳
雲
路

線
が
あ
る
と
私
は
見
な
し
て
い
る。
や
は
り、
こ
乙

で
の
決
定
的
な
要
因
の一
つ
は、
中
国
に
お
け
る
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
拘
束
性
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う。

こ
の
点
で
今
日
の
中
国
の
「
開
放」
政
策
に
関
し
て

も、
基
本
的
に
社
会
主
義
の
存
立
基
盤
を
脅
か
す
よ

う
な
形
で
の
西
側
化、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
形
で

の
市
場
経
済
原
理
の
導
入
に
は、
大
き
な
限
界
が
あ

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い。
ま
た
こ
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
は、
中
国
が
社
会
主
義
を
標
梼
す
る
か
ぎ
り、

今
後
も
つ
ね
に
中
国
共
産
党
内
部
に
党
内
闘
争、
路

線
闘
争
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う。
こ
の
よ
う
な
状
況

が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
伝
統
と
い
う
要
因
と
重
な
っ

て、
中
国
の
対
外
態
度
が
形
成
さ
れ
る
の
だ
と
私
は

考
え
て
い
る。

－
ソ
連
の

対
中
国
政
策
の
基
盤

そ
れ
で
は
次
に、
ソ
連
に
つ
い
て
は
こ
の
場
合、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か。
こ
こ
で
は

あ
え
て
中
国
の
場
合
と
は
別
の
角
度
か
ら
論
じ
て
み

，．
、A
O
丈
Lソ

連
は
伝
統
的
に、
国
際
政
治
上
の
二
極
構
造
を

好
ま
し
い
と
す
る
よ
う
な、
一
種
の
政
治
文
化
な
い

し
は
政
治
的
体
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

私
は
従
来
か
ら
感
じ
て
い
た。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
亡
き
ア
ス
テ
リ
ア・
パ

ッ
カ
ン
教
授
も
「
二
極
構
造
こ
そ、
ロ
シ
ア
人
の
プ

ラ
イ
ド
と
慎
重
さ
に
マ
ッ
チ
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か」
と
強
調
し
て
い
た。

こ
う
し
た
ソ
連
の
伝
統
的
な
体
質
か
ら
す
れ
ば、

キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
流
の
「
勢
力
均
衡」
外
交
な
い
し

は
「
中
国
カ
l
ド」
政
策
は、
ソ
連
に
と
っ
て
き
わ

め
て
刺
激
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く、
ソ
連
の
対
外

行
動
を
規
定
す
る
根
本
的
な
心
理
に
と
っ
て、
き
わ

め
て
挑
発
的
な
も
の
で
あっ
た
と
言
え
よ
う。
こ
の

点
で
「
中
国
カ
1
ド」
政
策
は、
そ
う
し
た
ソ
連
外

交
の
政
治
的
体
質
を
無
視
し
た
挑
戦
で
あっ
た
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い。
従
っ
て、
七
0
年
代
以
降
は、

ア
メ
リ
カ
も
日
本
も
ソ
連
を
大い
に
挑
発
し
て
お
き

な
が
ら、
ソ
連
の
脅
威
を
声
高
に
叫
ん
で
き
た
こ
と

に
な
ろ
う
が、
こ
う
し
た
戦
略
が
ソ
連
脅
威
論
の
裏

側
に
存
在
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は、
十
分
認
識

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う。

そ
う
し
た
状
況
下
で
の
ソ
連
に
対
す
る
挑
発
の
結

果、
ソ
連
の
戦
略
的
拡
大
と
軍
事
的
増
強
を
も
た
ら

し
た
と
も
言
え
な
く
は
な
い
の
で
あ
る。
一
九
七
八

年
夏
の
覇
権
条
項
入
り
日
中
平
和
友
好
条
約
の
選
択

の
時
期
に
見
ら
れ
た
日
本
及
び
ア
メ
リ
カ
の
対
応
が

そ
う
で
あ
り、
こ
れ
を
私
は
米・
日・
中
の
「
太
平

洋
横
断
的
な
反
覇
権
連
合」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が、

そ
の
結
果、
ソ
連
は
必
然
的
に
ソ
越
条
約
を
結
び
イ

ン
ド
シ
ナ
半
島
に
拠
点
を
つ
く
る、
あ
る
い
は
イ
ン

ド
洋
に
進
出
し、
さ
ら
に
太
平
洋
に
出
て
く
る
と
い

う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
り、
ソ
連
を
も
っ
ぱ

ら
脅
威
と
見
な
し
て
こ
の
よ
う
な
刺
激
的
な
挑
発
行

動
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
も、
ソ
連
認
識、
ひ
い
て
は

現
代
の
国
際
関
係
の
根
本
に
対
す
る
認
識
の
欠
知
が

あっ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る。

さ
て、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
体
制
下
の
ソ
連
は、
い
わ
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、

ゆ
る
「
新
思
考
外
交」
に
基
づ
く、
グ
ロ
l
パ
リ
ズ

ム
を
強
調
し
は
じ
め
て
い
る
が、
そ
こ
で
プ
レ
ジ
ネ

フ、
グ
ロ
ム
イ
コ、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ・
カ
ナ
ダ

研
究
所
長
の
G・
ア
ル
パ
i
ト
フ
も
そ
こ
に
加
え

て、
ソ
連
型
二
極
構
造
認
識
が
こ
れ
ま
で
は一
貫
し

て
存
在
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た。

こ
れ
に
た
い
し
て、
現
在、
ゴ
ル
バ
チョ
フ
書
記

長
の
周
辺
に
登
場
し
て
き
た一
種
の
ブ
レ
ー
ン
・
ト

ラ
ス
ト
は、
プ
レ
ジ
ネ
フ
H
グ
ロ
ム
イ
コ
H
ア
ル
パ

ー
ト
フ
型
の
米
ソ
を
中
心
と
す
る
こ
極
冷
戦
的
思
考

と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
認
識
を
表
明
し
は
じ
め
て

い
る。
そ
の
代
表
と
し
て、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル・
ヤ

コ
ブ
レ
フ
（
ソ
連
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
世
界
経
済・
国

際
関
係
研
究
所
〈
I
M
E
M
O〉
の
所
長
か
ら
ソ
連

共
産
党
中
央
委
員
会
国
際
部
長
に
な
り、
さ
ら
に
政

治
局
員
と
し
て
ク
レ
ム
リ
ン
入
り
し
た
ゴ
ル
バ
チョ

フ
由
記
長
の
有
力
な
側
近）
の
よ
う
な
認
識
が
あ
る

と
す
れ
ば、
彼
ら
の
観
点
は一
種
の
多
極
志
向
だ
と

き口、ぇ
ょをつ。

時代を幌むキーポイントE羽詰四

ブレジネフ＝グロムイコのも
とでニ鍾冷戦患考を展開した
G・アルパートフ（上）と、
ゴルバチョフのブレーンを務
めるA ・ ヤコブレフ

ヤ
コ
ブ
レ
フ
の
見
解
は、
彼
自
身
の
著
世
『
谷
底

の
ふ
ち
に
立
っ
て

11l
ト
ル
l
マ
ン
か
ら
レ
ー
ガ
ン

ま
で、
核
時
代
の
教
義
と
現
実
111』
（
モ
ス
ク
ワ、

一
九
八
七
年）
に
は
っ
き
り
表
れ
て
い
る
け
れ
ど、

ヤ
コ
ブ
レ
フ
は、
米
ソ
の
ニ
大
国
シ
ス
テ
ム
の
振
り

子
に
た
い
し
て、
日
本
の
役
割
を
か
な
り
重
視
し
て

い
る。
も
し
も、
ゴ
ル
バ
チョ
フ
自
身
が
い
わ
ば
ヤ

コ
ブ
レ
フ
型
の
多
極
型
志
向
の
グ
ロ
l
パ
リ
ズ
ム
に

立
つ
な
ら
ば、
あ
る
意
味
で
は
ニ
ク
ソ
ン
日
キ
ッ
シ

ン
ジ
ャ
ー
H
レ
ー
ガ
ン
型
に
ど
こ
か
似
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
気
も
し
な
い
で
は
な
い。
も
と
よ

り、
ソ
連
に
と
っ
て
も
相
互
依
存
や
国
際
協
調
な
ど

い
わ
ば
国
際
体
系
の
中
の
下
位
体
系
を
非
常
に
重
視

す
る
傾
向
が
出
て
き
た
こ
と
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ

き
こ
と
で
あ
り、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
よ
う
な
グ

ロ
l
バ
リ
ズ
ム
が
す
す
ん
で
い
く
な
ら
ば、
そ
こ
か

ら
理
論
的
に
も
出
て
く
る
問
題
と
し
て
は、
ア
フ
ガ

ン、
イ
ン
ド
シ
ナ、
ニ
カ
ラ
グ
ア
な
ど
に
展
開
さ
れ

て
い
る
干
渉
主
義
を
根
本
的
に
修
正
す
る
可
能
性
で

あ
ろ
う。

こ
の
点
で
も
ソ
連
の
世
界
戦
略
は、
根
本
的
に
変

わ
り
つ
つ
あ
り、
中
ソ
関
係
の
改
善
を
基
軸
に
し
て、

よ
り
積
極
的
な「
平
和
外
交」
「
軍
縮
外
交」
を
展
開

す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か。

－
社
会
主
義
の

弱
さ
ゆ
え
に

も
と
よ
り、
ア
メ
リ
カ
が
多
極
志
向
に
も
か
か
わ

ら
ず、
例
え
ば
S
D
I
問
題
に
見
ら
れ
た、
パ
ッ
ク

ス・
ア
メ
リ
カ
l
ナ
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
ア
メ
リ
カ

的
倣
り
を
離
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に、
ソ
連
に
と
っ
て

も
自
ら
の
基
本
的
体
質
を
脅
か
す
よ
う
な
政
策
転
換

は、
容
易
で
は
な
か
ろ
う。
そ
し
て、
こ
こ
で
よ
り

重
要
な
問
題
は、
中
ソ
両
大
国
が
今
後
と
も
社
会
主

義
の
根
本
的
な
内
政
上
の
弱
さ、
つ
ま
り
社
会
主
義

国
家
と
し
て
の
正
統
性
の
危
機
に
悩
ま
ざ
る
を
得
な

い
こ
と
で
あ
り、
こ
の
よ
う
な
内
在
的
な
弱
点
を
考

え
る
と、
逆
に
中
ソ
聞
は
今
後
ま
す
ま
す
相
互
補
完

的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う。
言
っ
て
み
れ

ば、
中
ソ
対
立
な
ど
し
て
い
る
余
裕
が
な
く
な
り
つ

つ
あ
る
わ
け
で、
こ
の
よ
う
な
ソ
連
や
中
国
の
根
本

的
な
変
化
と
中
ソ
関
係
の
長
期
的
安
定
化
と
い
う
方

向
性
を、
西
側
諸
国
が
今
後
冷
静
に
見
て
ゆ
く
こ
と

こ
そ
必
要
で
あ
ろ
う。

（
な
か
じ
ま
・
み
ね
お
H

東京外
国
語
大
学
教
授）
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