
＝
巻
頭
言
＝

特
集
に
あ
た
っ
て

石
見

清
裕

戦
後
の
冷
戦
が

｢

雪
ど
け｣

を
迎
え
る
と
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
の

間
は

｢

多
極｣

｢

多
極
化
の
時
代｣

と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
・
中
国
・
イ
ン
ド
や
東
欧
の
非
同
盟
国
の
台
頭
に
よ
っ
て
、

米
ソ
両
極
以
外
の
比
重
が
増
し
た
世
界
の
構
造
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

日
本
や
西
ド
イ
ツ
の
経
済
復
興
を
含
む
場
合
も
あ
っ
た
。
私
が
学
生
だ
っ

た
一
九
七
〇
年
代
ま
で
、｢

多
極｣

は
紙
面
に
躍
っ
て
い
た
。

｢

多
極｣

は�����������������
の
訳
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢

極｣

は����
、
柱
・
軸
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
中
心
の
意
で
あ
る
。｢

多
極｣

は
、
三
つ
以
上
の
中
心
が
並
び
立
っ
て
い
る
状
態
を
指
す
。

そ
れ
な
ら
ば
、｢

多
元｣

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

｢

多
元
論｣

に
相
当
す
る
英
語
は���������
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

多

元｣

は������
な
の
で
あ
っ
て
、
複
数
の
存
在
・
原
理
・
概
念
を
念
頭

に
置
く
考
え
方
を
い
う
。
と
す
れ
ば
、｢

多
極｣

と

｢

多
元｣

の
い
ず

れ
で
あ
っ
て
も
、
複
数
が
並
立
す
る
こ
と
が
大
前
提
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
そ
う
は
い
っ
て
も
両
者
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
相
違
す
る
。

｢

極｣

と
は
本も
と

で
あ
り
、
根
本
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と
存
立
し
え

な
い
最
も
大
事
な
要
素
を
指
す
。
一
方
の

｢

元｣

も

｢

も
と｣

で
あ
り
、

や
は
り
物
事
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
お
お
も
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
こ

ち
ら
は

｢

原｣

に
通
じ
、｢

極｣

よ
り
も
広
く
深
い
イ
メ
ー
ジ
を
与
え

る
。｢

極｣

が
影
響
力
を
及
ぼ
す
範
囲
や
つ
な
が
り
の
中
心
で
あ
る
の

に
対
し
、｢

元｣

は
必
ず
し
も
中
心
を
想
定
せ
ず
に
、
あ
る
範
囲
が
そ

れ
を
一
つ
の
括
り
と
捉
え
得
る
共
有
性
の
根
源
を
い
う
。

｢

多
極｣

と

｢

多
元｣

が
と
も
に
同
じ
複
数
併
存
の
状
態
を
指
す
の

で
あ
れ
ば
、
両
者
の
相
違
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

極｣

が
、
ま
た
は
そ

れ
ぞ
れ
の

｢

元｣

が
、
相
互
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
認
識
す
る

の
か
、
そ
れ
を
問
う
の
が
有
効
で
あ
ろ
う
。｢

多
極｣

は
ポ
イ
ン
ト
の

軸
ど
う
し
が
対、
立、
し
、
拮、
抗、
し
て
い
る
状
態
を
意
識
す
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、｢

多
元｣

は
複
数
の
空
間
や
性
質
が
共、
存、
し
て
い
る
状
態
を
意

識
さ
せ
る
。
両
者
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
点
は
、
こ
こ
に
あ
る
。

������������������
と
い
う
思
想
が
あ
る
。
通
常
は

｢

多
元
的
国
家

論｣

と
訳
す
。
国
家
の
権
力
の
絶
対
性
を
否
定
し
、
権
力
を
様
々
な
職

能
団
体
に
分
割
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
と
標
榜
す
る
国
家

を
形
成
し
維
持
し
よ
う
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
は

｢

一
元
的
国
家

論｣

と
両
極
を
な
す
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
欧
米
諸
国
で
提
唱
さ
れ
た
理

論
で
、
背
景
に
は
、
当
時
の
国
家
権
力
が
著
し
く
巨
大
化
し
て
国
民
生

活
に
ま
で
干
渉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
状
況
が
あ
っ
た
。
失
わ
れ
よ
う
と

す
る
人
間
の
自
由
や
要
求
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
主
張
か
ら
お
こ
っ
た

と
い
え
よ
う
。
具
体
的
な
理
論
展
開
は
、
共
同
社
会

(

教
会
・
学
校
・

組
合
な
ど)

と
国
家
と
を
区
別
す
る
こ
と
、
そ
れ
ら
共
同
社
会
の
主
権
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の
確
立
を
目
指
す
こ
と
、
の
二
つ
の
段
階
を
と
っ
て
現
れ
た
。
こ
の
視

点
か
ら

｢

多
元｣

を
考
え
れ
ば
、
昨
今
の
わ
が
国
の
文
科
省
の
方
針
や
、

な
に
よ
り
も
集
団
的
自
衛
権
の
憲
法
解
釈
と
い
う
深
刻
な
問
題
に
直
面

す
る
。

｢

多
元｣
は
、｢

多
極｣

よ
り
も
は
る
か
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
深
い
。

そ
こ
に
は
、
い
く
つ
も
の
範
囲
の
相
互
関
係
が
あ
り
、
一
つ
の
範
囲
に

お
け
る
階
層
間
の
構
造
関
係
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

｢

元｣

と

｢

極｣

は
、
本
来
は
異
な
る
位
相
の
概
念
と
い
う
べ
き
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
世
界
を
多
極
化
と
い
い
、
多
元

的
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
同
位
相
で
議
論
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

｢

元｣

が

｢

極｣

よ
り
広
義
で
あ
る
な
ら
ば
、｢
極｣

は

｢

元｣

に
含
ま

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
い
う
モ
デ
ル
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う

か
。わ

か
り
や
す
い
一
例
と
し
て
、｢

元｣

に

｢

漢
字
文
化｣
を
設
定
し

て
括
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
地
理
的
範
囲
に
は
中
国

(�������������)
・
韓
半
島
・
日
本
が
含
ま
れ
、
時
代
に
よ
っ
て
は
マ
ン
チ
ュ
リ
ア
も
入

る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
範
囲
内
に
政
治
的

｢

極｣

が
い
く
つ
も

存
在
す
る
の
は
、
誰
で
も
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、｢

元｣

に

別
の
要
素
を
設
定
す
れ
ば
、
そ
の
範
囲
や

｢

極｣

の
あ
り
方
も
自
ず
と

変
わ
っ
て
く
る
。｢

元｣

と

｢

極｣

と
の
関
係
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
複
数
の

｢

極｣

が
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
限

界
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
複
数
の

｢

元｣

の
間
に
お
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

境
界｣

の
論
理
で
あ
る
。

国
際
政
治
学
の
分
野
で
は
、
歴
史
上
の
境
界
が
発
生
す
る
要
因
と
し

て
、
次
の
二
つ
の
捉
え
方
を
す
る
。
一
つ
は

｢

拮
抗
力��������������

�����｣

が
は
た
ら
く
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

｢

勢
力
損
失
勾

配����������������������｣

が
は
た
ら
く
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
前
者

の
境
界
が
狭
く
て
線����

的
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
内
向
き
・
求
心
的
・

隔
絶
的
・
人
工
的
な
性
格
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
地
帯

����
的
で
あ
り
、
外
向
き
・
遠
心
的
・
媒
介
的
・
自
然
発
生
的
な
性

格
が
見
ら
れ
る
。
政
治
地
理
学
で
は
、
前
者
を

｢

バ
ウ
ン
ダ
リ������

���｣
、
後
者
を

｢

フ
ロ
ン
テ
ィ
ア��������｣

と
呼
ん
で
区
別
す
る

(

１)

。

こ
う
し
た
理
論
を
念
頭
に
置
け
ば
、
極
と
極
の
間
の
境
界
は
多
く
の

場
合
に
拮
抗
力
に
よ
る
バ
ウ
ン
ダ
リ
的
で
あ
り
、
元
と
元
と
の
境
界
は

多
く
の
場
合
に
勢
力
損
失
勾
配
に
よ
る
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
的
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
状
況
に
よ
っ
て
は
両
者
が
重
な
る
ケ
ー

ス
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
バ
ウ
ン
ダ
リ
が
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
変
わ
り
、
逆

に
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
が
バ
ウ
ン
ダ
リ
に
変
わ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
は
、

念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

｢

多
元｣

の
背
後
に
は
、
つ
ね
に
こ
の
構
造
が
潜
ん
で
い
る
。
だ
か

ら
｢

多
元｣

を
議
論
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
早
か
れ
遅
か
れ
、
い
つ
か
は

ど
こ
か
で
、
こ
う
し
た
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
つ
て
松
田
壽
男
先
生
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
遊
牧
民
の
生
活
す
る
ス

テ
ッ
プ
地
帯
、
オ
ア
シ
ス
農
耕
民
の
生
活
す
る
砂
漠
地
帯
、
稲
作
農
耕
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民
の
生
活
す
る
湿
潤
地
帯
に
分
類
し
、
相
互
の
関
係
の
あ
り
方
か
ら

｢
世
界
史｣

を
捉
え
よ
う
と
さ
れ
た
。
ま
た
栗
原
朋
信
先
生
は
、
印
璽

の
分
析
を
通
じ
て
、
漢
代
の
東
ア
ジ
ア
国
際
関
係
を
、
漢
の
法
と
徳
と

礼
に
従
う
内
臣
、
徳
と
礼
に
従
う
外
臣
、
礼
の
み
に
従
う
客
臣
と
い
う

三
重
構
造
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
多

元
が
一
つ
の
世
界
を
成
す
、
そ
の
構
造
原
理
を
導
き
出
し
た
研
究
で
あ

る
。早

稲
田
大
学
の
東
洋
史
学
は
、
こ
う
し
た
学
統
を
受
け
継
い
で
い
る
。

だ
か
ら
、
各
個
人
の
意
識
に
程
度
の
差
は
あ
る
に
し
ろ
、
何
ら
か
の
形

で
ア
ジ
ア
史
を
多
元
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
傾
向
に
あ
る
。
本
誌
の

特
集
は
、
そ
の
学
統
を
踏
ま
え
て
企
画
さ
れ
た
。

年
月
は
過
ぎ
去
り
、
研
究
は
大
き
く
進
展
し
た
。
か
つ
て
の
先
学
た

ち
の
築
い
た
大
枠
の
理
論
を
う
け
て
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
で
実
証
研
究
が

進
み
、
今
や
そ
れ
ら
に
よ
る
再
構
築
が
行
わ
れ
て
い
る
。
従
来
は
見
過

ご
し
が
ち
だ
っ
た
海
域
史
に
注
目
が
集
ま
り
、
ま
た
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
情

報
の
移
動
か
ら
各
時
代
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
捉
え
よ
う
と
す
る
試
み
が

行
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
で
は
、
そ
れ
ら
を
う
け
て
、
一
国
史
の

枠
を
超
え
た

｢

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー｣

が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る

(

２)
。

そ
う
し
た
風
潮
は
当
然
な
が
ら
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
西

洋
中
心
史
観
か
ら
の
脱
却
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

｢

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー｣

は
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
に
主
張
の
音

色
が
異
な
り
、
い
ま
だ
理
論
が
確
立
さ
れ
た
よ
う
に
は
見
え
な
い
。

本
特
集
は
、
そ
う
し
た
歴
史
学
界
の
風
潮
に
対
し
て
、
早
大
東
洋
史

懇
話
会
と
し
て
は

｢

ど
の
よ
う
な
視
点
を
提
供
で
き
る
の
か｣

を
趣
旨

と
す
る
。

各
時
代
の
世
界
を

｢

一
つ
の
連
動
体｣

と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
努

力
は
、
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
全
体
を
捉
え
る

に
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
部
分
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
部
分

を
い
く
ら
つ
な
ぎ
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
で
全
体
に
な
ら
な
い
の
は
、
確
か

に
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
全

体
を
考
え
る
た
め
の
材
料
が
な
く
て
は
議
論
が
進
ま
な
い
。
そ
こ
で
、

本
特
集
は
あ
え
て

｢

多
元｣

を
念
頭
に
置
く
こ
と
に
す
る
。
各
執
筆
者

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
な
ジ
ャ
ン
ル
で
、
ま
た
現
在
の
問
題
意
識
に

従
っ
て
、
自
由
に
論
じ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
こ
そ
、｢

多
元｣

の
本

質
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
本
誌
編
集
部
が
こ
の
特
集
を
企
画
し
た
の
は
、
昨
年
度
の

三
月
の
大
会
に
お
い
て
、
韓
国
・
全
北
大
学
校
人
文
大
学
教
授
の
金
成

奎
氏
に
講
演
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
寄
稿
を
快
諾
し
て
い
た
だ
い
た

こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
金
氏
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
七
年
間
に

わ
た
っ
て
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
に
留
学
し
、
近
藤
一
成
先
生
の
も

と
で
宋
代
史
・
宋
代
対
外
関
係
史
を
専
攻
さ
れ
た

(

３)

。
当
日
の
講
演
は
高

麗
と
金
と
の
国
交
を
分
析
し
た
考
察
で
、
編
集
会
議
で
は
こ
れ
を
単
な

る
講
演
録
と
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
絡
め
て
特
集
を
組
め
な
い
か

と
提
案
さ
れ
た
。
趣
旨
は
、
一
国
史
に
と
ど
ま
ら
ず
に
複
数
の
国
家
・

地
域
間
の
関
係
か
ら
ア
ジ
ア
史
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
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ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、
歴
史
の
相
対
化
や
上
述
の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト

リ
ー
の
提
唱
な
ど
が
意
識
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
趣
旨
に
基
づ
い
て

会
員
諸
氏
に
呼
び
か
け
た
と
こ
ろ
、
何
名
か
の
方
に
賛
同
と
投
稿
の
意

思
を
い
た
だ
い
た
。
金
氏
以
外
の
論
稿
は
、
後
漢
・
高
句
麗
関
係
、
唐
・

テ
ュ
ル
ク
関
係
、
イ
ル
ハ
ン
朝
と
元
朝
の
制
度
比
較
、
チ
ベ
ッ
ト
・
モ

ン
ゴ
ル
関
係
を
考
察
す
る
内
容
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
、
中
国
史
に
限

定
さ
れ
ず
、
中
国
を
含
め
た
各
地
域
を
ア
ジ
ア
史
と
し
て
相
対
化
す
る

形
と
な
り
、
ほ
ぼ
編
集
部
が
当
初
企
画
し
た
意
図
に
沿
う
内
容
に
な
っ

た
か
と
思
う
。
実
は
、
当
初
は
も
っ
と
多
く
の
論
稿
で
特
集
を
組
む
つ

も
り
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
入
稿
期
限
の
関
係
で
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い

方
々
も
い
た
。

そ
れ
で
も
、
本
特
集
の

｢

多
元｣

か
ら

｢
一
つ
の
全
体｣

を
考
え
る

ヒ
ン
ト
を
提
供
で
き
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
誌
の
最
大
の
喜
び
と
す

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�
(

１)���������������������������������������������������������
��������������������‒������‒����

橋
本
雄

｢

境
界｣

(

加
藤
友
康
編

『

歴
史
学
事
典』

一
四

｢

も
の
と
わ
ざ｣

、
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
九

〜
一
五
〇
頁)

、
石
見
清
裕

｢

中
国
史
に
お
け
る
中
央
と
辺
境
―
唐
代
の
内
陸

境
界
地
帯
を
例
に
―｣

(

東
北
史
学
会
・
福
島
大
学
史
学
会
・
公
益
財
団
法
人

史
学
会
編『

史
学
会
１
２
５
周
年
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２

東
北
史
を
開
く』

、

山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
三
四
〜
一
三
六
頁)

。

(

２)

水
島
司

『

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
入
門』

(

山
川
出
版
社
、
二
〇
一
〇

年)

、
パ
ミ
ラ
・
カ
イ
ル
・
ク
ロ
ス
リ
ー
著
・
佐
藤
彰
一
訳

『

グ
ロ
ー
バ
ル
・

ヒ
ス
ト
リ
ー
と
は
何
か』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年)

等
。
な
お
羽
田
正

『

新
し
い
世
界
史
へ
―
地
球
市
民
の
た
め
の
構
想』

(

岩
波
書
店
、
二
〇
一
一

年)

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
そ
も
そ
も
米
英
で
提
唱
さ
れ
た
考

え
方
で
、
完
全
に
は
西
洋
中
心
史
観
か
ら
脱
却
し
て
い
な
い
と
し
て
一
線
を

画
す
。

(

３)

そ
の
成
果
は
、
金
成
奎

『

宋
代
の
西
北
問
題
と
異
民
族
政
策』

(

汲
古
書
院
、

二
〇
〇
〇
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

本
学
教
授)
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