
日
本
語
版
へ
の
ま
え
が
き

一
九
四
五
年
以
降
の
国
際
関
係
の
歴
史
を
執
筆
す
る
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
歴
史
家
と
し
て
の
厳
格
な
姿
勢
、
そ
し
て
誠
実
な
態
度
が
求
め
ら
れ

る
。
厳
格
な
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
の
は
、
世
界
中
で
生
じ
た
無
数
の
出
来
事
の
な
か
か
ら
最
も
重
要
な
も
の
を
選
び
出
し
、
そ
れ
を
時
系
列
的
に
並

べ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
出
来
事
を
た
だ
羅
列
す
れ
ば
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
激
動
の
世
界
の
な
か
で
、
そ
の
出
来
事
が
い
か
な
る

意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
で
、
歴
史
を
執
筆
す
る
際
に
は
誠
実
な
態
度
で
の
ぞ
む
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
の
出
典
と
な
る
史
料
や
文
献
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
国
際
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
目
を
向
け
て
、

総
合
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
。

現
在
進
行
し
つ
つ
あ
る
国
際
関
係
は
、
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
次
々
と
新
し
い
事
態
が
生
じ
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
し
い
側

面
が
浮
上
す
る
。
ま
た
、
国
家
間
関
係
に
お
け
る
数
多
く
の
緊
張
や
紛
争
は
、
一
度
終
わ
っ
た
か
に
見
え
て
も
再
発
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
も
、
国
際
関
係
の
実
情
と
変
化
を
深
く
理
解
し
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、

結
局
の
と
こ
ろ
国
際
関
係
の
歴
史
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
歴
史
で
あ
ろ
う
と
、
人
間
、
あ
る
い
は
地
球
上
の
人
間
ど
う
し
の
関
係
を

分
析
の
対
象
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
政
府
の
活
動
や
外
交
関
係
の
み
を
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ア
ナ
ー
ル
学
派
が
批
判
し
た
よ
う
に
、

あ
ま
り
に
も
歴
史
と
い
う
も
の
を
狭
く
捉
え
す
ぎ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
「
国
際
関
係
史
」
を
描
写
す
る
場
合
に
は
、
確
か
に
そ
れ
は

全
体
の
一
部
を
構
成
す
る
不
可
欠
な
要
素
な
の
だ
が
、
国
家
間
の
関
係
を
扱
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
の
だ
。
人
間
の
集
団
の
間
の
関
係
を
論
じ

る
場
合
に
は
、
地
理
、
人
口
、
経
済
や
金
融
と
い
っ
た
要
素
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
を
、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

政
治
を
動
か
す
人
々
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
「
深
層
の
諸
力
（forces

profondes

）」、「
集
団
的
心
性
（tendances

collectives

）」、
さ
ら
に
は
「
思

想
的
潮
流
（courants

de
pensée

）」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
の
よ
う
な
通
史
に
お
い
て
、
そ

i



の
よ
う
な
方
針
を
実
践
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は
な
く
、
ま
た
現
代
と
い
う
時
代
を
扱
う
場
合
に
は
さ
ら
に
そ
れ
は
困
難
を
と
も
な
う
。
確
か
に
、
歴

史
家
が
現
在
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
書
き
記
す
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
後
に
誤
り
を
書
き
直
す
必
要
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、

二
年
お
き
に
本
書
の
改
訂
版
を
刊
行
す
る
こ
と
で
、
可
能
な
限
り
そ
れ
ら
を
書
き
改
め
て
、
客
観
的
に
論
じ
る
よ
う
心
が
け
て
い
る
。

一
九
四
五
年
以
降
の
国
際
関
係
の
歴
史
の
な
か
で
、
日
本
は
い
か
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
の
視
点
か
ら
眺
め
る
と
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
軌
跡
は
、
ド
イ
ツ
の
そ
れ
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
ド
イ
ツ
に
対
す
る
関
心
の
方
が
高
い
。
そ
れ
で
も
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
の
驚
異
的
な
復
興
を
果
た
し
た
日
本
の
歴
史
に
は
目
を
見

張
る
も
の
が
あ
る
。
原
爆
投
下
の
後
の
廃
墟
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
悲
惨
な
戦
争
の
後
に
、
日
本
は
連
合
国
の
占
領
と
統
治
の
下
に
入
る
こ
と
に
な

っ
た
。
日
本
は
、
戦
前
に
持
っ
て
い
た
領
土
を
大
幅
に
失
い
、
本
州
、
北
海
道
、
四
国
、
九
州
と
い
う
四
島
お
よ
び
そ
の
附
属
島
嶼
へ
と
、
そ
の
領

土
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
は
自
衛
の
た
め
の
実
力
以
上
の
軍
事
力
を
保
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
同
様
に
ア

ジ
ア
で
も
見
ら
れ
た
東
西
対
立
の
下
で
、
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
国
で
あ
る
日
本
は
、
冷
戦
期
に
は
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
国
と
な
り
、
日
本
の
国
土
に
あ

る
在
日
米
軍
基
地
に
よ
っ
て
安
全
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
勤
勉
な
労
働
力
に
よ
っ
て
、
日
本
は
驚
異
的
な
経
済
成
長
を
遂
げ
る

こ
と
が
で
き
た
。
日
本
は
西
ド
イ
ツ
と
同
じ
く
、
軍
事
戦
略
面
で
は
役
割
が
限
定
さ
れ
つ
つ
も
、
独
自
の
外
交
政
策
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

日
本
は
バ
ン
ド
ン
会
議
に
参
加
し
て
ア
ジ
ア
の
一
員
と
し
て
の
立
場
を
堅
持
し
な
が
ら
も
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
経
済
力
を
誇
り
、
西
洋
型
の
民
主
主

義
を
取
り
入
れ
て
近
代
化
の
成
功
例
と
な
っ
た
こ
と
で
、
近
隣
諸
国
と
は
異
な
る
軌
跡
を
た
ど
っ
て
き
た
の
だ
。

一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
は
、
中
華
人
民
共
和
国
の
台
頭
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
国
際
関
係
の
新
し
い
諸
潮
流
に
無
関
係
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ

た
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
六
年
も
先
駆
け
て
、「
一
つ
の
中
国
」
の
原
則
を
受
け
入
れ
て
、
中
国
政
府
を
承
認
し
た
。

日
本
は
、
経
済
的
な
「
超
大
国
」
と
な
り
、
ま
た
ソ
連
や
中
国
の
重
要
な
貿
易
パ
ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
鉄
鋼
、
自
動
車
、
さ
ら
に
電

化
製
品
の
よ
う
な
重
要
な
分
野
に
お
い
て
輸
出
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
懸
念
を
抱
か
せ
、
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
パ
ワ
ー
に
挑
戦

し
よ
う
と
し
た
。
は
た
し
て
日
本
は
第
三
の
「
超
大
国
」
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
で
は
こ
の
「
日
出
づ
る
国
」
は
、
国
際
経
済
の
領
域
で
重

要
な
役
割
を
担
う
の
み
な
ら
ず
、
Ｇ
７
（
先
進
七
カ
国
）
の
一
員
で
も
あ
り
、
同
時
に
国
際
連
合
の
安
全
保
障
理
事
会
の
常
任
理
事
国
の
地
位
を
求

め
る
よ
う
に
な
り
、
国
際
政
治
ア
ク
タ
ー
と
し
て
自
ら
の
国
力
に
ふ
さ
わ
し
い
地
位
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ii



一
九
四
五
年
以
降
、
ア
メ
リ
カ
と
の
同
盟
関
係
が
日
本
の
外
交
政
策
の
基
軸
と
な
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、
中
国
が
そ
の
経
済
力
を
誇

示
し
、
さ
ら
に
は
自
国
の
周
辺
海
域
で
の
領
有
権
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
は
日
本
と
の
同
盟
関
係
に
一
定
の
距
離
を
置
く
よ
う
に
な

っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
日
本
は
、
こ
の
よ
う
な
政
治
的
な
懸
念
に
加
え
、
経
済
、
社
会
、
そ
し
て
人
口
減
少
の
問
題
に
も
直
面
す
る
こ
と
で
、

こ
れ
ま
で
日
本
が
戦
後
保
持
し
て
き
た
基
本
的
な
枠
組
み
の
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
は
平
和
憲
法
を
問
い
直
す
よ
う
に
な
っ
て
き

て
お
り
、
防
衛
戦
略
や
地
域
的
な
安
全
保
障
枠
組
み
に
関
す
る
自
ら
の
考
え
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
や
は
り
、
ア
ジ
ア
で
最
も
古
い
民

主
主
義
国
の
日
本
が
世
界
の
安
定
を
維
持
す
る
た
め
に
確
か
な
道
の
り
を
歩
ん
で
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
ま
た
過
去
七
〇
年
間
の
国
際
関
係
史

の
な
か
で
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
の
さ
ら
な
る
発
展
は
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

モ
ー
リ
ス
・
ヴ
ァ
イ
ス
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序

章

国
際
関
係
論
が
扱
う
研
究
対
象
は
、
途
方
も
な
く
広
範
囲
に
わ
た
る
。
そ
こ
に
は
国
家
と
国
家
の
関
係
と
い
う
枠
組
み
を
は
る
か
に
越
え
て
、
人

間
に
よ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
活
動
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
観
光
や
文
化
交
流
、
そ
し
て
経
済
活
動
に
よ
る
人
の
移
動
も
そ
こ
に
含

ま
れ
る
。
あ
る
い
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
活
動
も
ま
た
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
と
り
わ
け
宗
教
の
問
題
は
そ

の
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
四
五
年
以
降
に
は
、
交
流
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
に
と
も
な

っ
て
、
国
際
関
係
は
驚
く
べ
き
進
歩
を
遂
げ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
よ
り
早
く
、
そ
し
て
よ
り
容
易
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し

て
一
瞬
に
し
て
、
地
球
の
反
対
側
で
何
が
起
こ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
い
う
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
地
球
村
」
の
時

代
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
際
関
係
論
と
は
、
そ
れ
自
体
が
巨
大
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
の
全
貌
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
書

で
は
あ
く
ま
で
も
、
そ
の
政
治
的
側
面
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
い
。
ア
ク
タ
ー
と
し
て
主
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
国
家
や
政
府
間
機
構
で
あ

る
。だ

が
、
た
と
え
政
治
的
側
面
以
外
の
す
べ
て
の
側
面
を
省
い
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
の
全
体
像
を
展
望
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
よ
り
明
確
に
叙
述
す
る
た
め
に
も
、
次
の
よ
う
に
時
代
区
分
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。
第
一
期
は
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
五
年
ま
で
の
時

期
を
扱
い
、
第
二
期
は
一
九
五
五
年
か
ら
一
九
六
二
年
、
第
三
期
は
一
九
六
二
年
か
ら
一
九
七
三
年
、
第
四
期
は
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
八
五
年
、

第
五
期
を
一
九
八
五
年
か
ら
一
九
九
二
年
、
第
六
期
を
一
九
九
二
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
と
し
、
第
七
期
を
二
〇
〇
一
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
と
し
、
第

八
期
を
二
〇
〇
八
年
か
ら
二
〇
一
三
年
と
し
、
そ
し
て
最
後
に
二
〇
一
三
年
以
降
の
時
代
を
扱
う
。
こ
れ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
ご
と
に
、
そ
の

時
代
を
特
徴
づ
け
る
よ
う
な
主
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
二
極
化
し
た
世
界
の
誕
生
と
対
立
の
構
造
化
で
あ
り
、
平
和
共
存
で
あ
り
、
デ
タ
ン
ト
（
緊

1



張
緩
和
）
で
あ
り
、
新
冷
戦
で
あ
り
、
二
極
化
し
た
世
界
の
終
焉
で
あ
り
、
そ
し
て
新
世
界
秩
序
の
探
求
で
あ
る
。
本
書
で
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
時
代

区
分
を
行
っ
た
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
主
題
を
設
定
し
た
の
か
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
な
か
で
行
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
時
代
に
近
い
時
代
を
扱
う
と
な
る
と
、
そ
の
対
象
と
適
切
な
距
離
を
と
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
行
っ
た
時
代
区
分
は
、
必
ず
し
も
唯
一
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
異
論
が
生
じ
る
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
冷
戦
」
に
つ
い
て
の
時
期
区
分
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
い
え
る
。
冷
戦
の
終
焉
の
時
期
に
関
し
て
、
依
然
と
し
て
論
争

が
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
冷
戦
が
終
わ
っ
た
の
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
死
ん
だ
一
九
五
三
年
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
平
和
共
存
が
実
現
し
た
一
九
五

五
年
と
す
べ
き
な
の
か
。
キ
ュ
ー
バ
危
機
の
一
九
六
二
年
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
東
側
諸
国
で
さ
ま
ざ
ま
な
奇
跡
的
な
事
件
が
生
じ
た
一
九
八

九
年
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
本
書
で
選
択
し
た
年
代
は
、
単
な
る
一
つ
の
指
標
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
固
定
的
な

標
石
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
デ
タ
ン
ト
を
め
ぐ
る
動
き
は
一
九
七
三
年
に
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
七
五
年
の
ヘ
ル
シ
ン
キ
会
議
に
お
い

て
、
む
し
ろ
そ
の
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
一
九
七
三
年
以
降
の
世
界
を
見
渡
せ
ば
そ
れ
は
デ
タ
ン
ト
と
い
え
る
よ
う
な
状
況
に
は
な

か
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
時
代
区
分
は
、
世
界
全
体
に
適
用
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
。
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
が
特
権
的
に
、
国
際
関
係
の
主
体
と
し
て
行
動
し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史
が
崩
れ
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
ま
た
そ
こ
に
参
画
す

る
よ
う
に
な
り
、
地
域
に
よ
り
異
な
る
論
理
に
よ
っ
て
時
代
が
動
い
て
い
く
。

こ
の
よ
う
に
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と
で
、
戦
後
と
い
う
時
代
に
は
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
新
し
い
人
類
史
の
幕
開
け
と
な
っ
た
の
は
、
疑
い
が
な
い
。
一
六
世
紀
以
降
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
世
界
を
支
配
し
、
世
界
を「
発
見
」

し
、
自
ら
の
言
語
、
宗
教
、
習
慣
を
他
の
地
域
に
強
要
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
一
九
世
紀
に
は
世
界
全
体
へ
の
植
民
地
化
の
拡
散
に
帰
結

し
た
。
一
九
三
九
年
の
時
点
で
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
い
く
つ
か
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
衰
退
を
自
覚
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
一
方
で
、
依
然
と

し
て
西
洋
世
界
が
パ
ワ
ー
を
掌
握
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
四
五
年
以
降
に
そ
の
よ
う
な
パ
ワ
ー
を
掌
握
す
る
の
は
、
西
洋
世
界
以
外
の
ア
ク

タ
ー
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
地
球
上
の
重
要
な
問
題
が
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
連
関
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
な
っ
た
。
人
口
フ
ァ
ク
タ
ー
が
も

っ
と
も
重
要
な
要
素
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
統
計
数
値
は
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
一
九
五
〇
年
か
ら
二
〇
一
六
年
の
間
に
、
世
界
全
体

2



の
人
口
は
二
五
億
人
か
ら
七
四
億
人
へ
と
増
加
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
口
が
全
世
界
の
総
人
口
に
占
め
る
割
合
は
、
二
〇
％
か
ら
一
〇
％
に
ま
で
下

落
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
今
日
、
ア
ジ
ア
の
総
人
口
は
約
四
〇
億
人
に
達
し
、
そ
の
う
ち
中
国
が
一
四
億
人
、
イ
ン
ド
が
一
三
億
人
以
上
、
パ
キ
ス

タ
ン
が
二
億
人
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
が
一
億
六
〇
〇
〇
万
人
、
そ
し
て
日
本
が
一
億
二
八
〇
〇
万
人
を
擁
し
て
い
る
（
1
）。
国
際
関
係
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
影
響
力
は
徐
々
に
低
下
す
る
一
方
で
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
影
響
力
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
（
2
）。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
現
象
に
よ
っ

て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
国
際
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
は
ア
ジ
ア
に
傾
斜
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
一
九
八
九
年
に
想
定
さ
れ
て

い
た
状
況
と
は
異
な
り
、
ア
メ
リ
カ
は
自
ら
の
秩
序
を
他
国
に
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。

そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
現
在
、
多
極
化
し
た
世
界
の
誕
生
を
目
に
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
新
興
国
の
役
割
が
ま
す
ま
す
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
な

か
で
も
中
国
の
台
頭
が
顕
著
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩
壊
を
祝
福
し
た
、
チ
ェ
リ
ス
ト
の
ム
ス
テ
ィ
ス
ラ
フ
・
ロ
ス
ト
ロ
ポ
ー
ヴ
ィ
チ
に
よ
る

壁
の
前
で
の
演
奏
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
平
和
や
安
定
へ
の
希
望
が
あ
ふ
れ
る
時
代
か
ら
、
世
界
中
で
緊
張
と
摩
擦
が
噴
出
す
る
時
代
へ
と
現
在
移

行
し
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
悲
劇
が
誕
生
し
て
い
る
。「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
」
が
行
っ
た
二
〇
一
四
年
の
コ
バ
ニ
包
囲
戦
が
そ
の
典
型
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
ア
メ
リ
カ：

三
億
二
四
〇
〇
万
人
、
ブ
ラ
ジ
ル：
二
億
七
〇
〇
万
人
、
ロ
シ
ア：

一
億
四
三
〇
〇
万
人
。

（
2
）
本
書
第
一
五
版
は
二
〇
一
七
年
三
月
一
日
に
内
容
が
更
新
さ
れ
た
。

3 序 章





第
一
章

二
極
化
し
た
世
界
の
誕
生
（
一
九
四
五－

一
九
五
五
年
）

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
と
、
戦
前
と
ま
っ
た
く
異
な
る
新
し
い
世
界
が
誕
生
し
た
。
終
戦
直
後
の
時
期
は
、
と
り
わ
け
国
際
関
係
の
観
点
か

ら
す
れ
ば
、
人
類
史
上
の
決
定
的
な
転
換
点
と
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
優
位
が
そ
の
終
わ
り
を
告
げ
た
一
方
で
、
超
大
国
の
時
代

が
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
重
心
は
、
旧
世
界
か
ら
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
へ
と
移
動
し
て
い
っ
た
。
た
し
か
に
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
と
き
か
ら
す

で
に
こ
の
流
れ
は
始
ま
っ
て
い
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
ま
ず
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
と
し
て
始
ま
っ
た
。
疲
弊
し
、
荒
廃
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、

そ
れ
ま
で
と
同
様
の
役
割
を
担
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
イ
タ
リ
ア
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
そ
し
て
世
界
の

各
地
で
優
位
な
地
位
を
築
く
こ
と
に
奔
走
し
て
い
た
。
こ
の
い
ず
れ
の
四
カ
国
も
、
終
戦
を
戦
勝
国
と
し
て
迎
え
よ
う
が
、
敗
戦
国
と
し
て
迎
え
よ

う
が
、
も
は
や
大
国
の
地
位
に
と
ど
ま
る
見
込
み
は
な
か
っ
た
。
新
た
な
大
国
、
つ
ま
り
真
の
戦
勝
国
は
ア
メ
リ
カ
と
ソ
連
で
あ
っ
た
。
一
九
四
五

年
の
時
点
で
、
こ
の
二
カ
国
が
世
界
各
地
に
及
ぼ
し
て
い
た
影
響
力
の
分
布
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

と
ア
ジ
ア
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
そ
の
存
在
感
を
示
し
、
ソ
連
は
東
欧
と
極
東
で
そ
の
勢
い
を
誇
示
し
た
。
地
球
上
の
大
部
分
の
人
間
に
と
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
人
と
ロ
シ
ア
人
の
生
活
様
式
が
、
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

戦
前
と
比
べ
た
場
合
、
国
際
政
治
に
お
け
る
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
中
心
は
移
動
し
、
こ
の
こ
と
は
必
然
的
に
巨
大
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
変
化
は
パ
ワ
ー
・
バ
ラ
ン
ス
の
中
心
の
移
動
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
大
国
の
規
模
が
戦
前
と
は
け
た
違
い
の

も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
は
、
そ
の
人
口
、
面
積
、
資
源
か
ら
、
実
際
に
は
ミ
ド
ル
・
パ
ワ
ー
（
中
級
国
）
と
い
え
る
規
模

へ
と
後
退
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
新
た
な
大
国
は
文
字
通
り
「
巨
大
国
家
」
と
な
っ
た
。

そ
の
う
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
国
は
そ
れ
ま
で
に
、
植
民
地
膨
張
主
義
的
な
政
策
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
レ
ベ
ル
で
の
大
国
と
し
て
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発
展
し
、
経
済
大
国
と
な
り
、
人
口
も
増
大
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
第
二
次
大
戦
に
よ
っ
て
植
民
地
住
民
の
間
に
浸
透
し
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
威

信
が
失
わ
れ
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
民
族
解
放
運
動
に
火
を
つ
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
協
調
（
コ
ン
サ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
）」
の
時
代
に
代
わ
り
、
英
米
ソ
の
三
大
国
が
指
導
す
る
国
際
体
制
が
確
立
し
た
。
一

九
四
三
年
以
降
、
こ
れ
ら
三
大
国
は
こ
の
国
際
体
制
を
強
化
し
、
ヤ
ル
タ
、
そ
し
て
ポ
ツ
ダ
ム
で
戦
後
世
界
の
向
か
う
べ
き
方
向
性
を
決
定
し
た
。

し
か
し
、
連
合
国
と
し
て
の
戦
時
の
緊
密
な
協
力
は
、
猜
疑
心
に
覆
わ
れ
た
関
係
へ
と
変
貌
し
、
激
し
い
対
立
へ
と
転
落
し
て
い
っ
た
。
戦
争
の
結

果
誕
生
し
た
の
は
、
協
調
に
基
づ
く
一
体
化
さ
れ
た
世
界
で
は
な
く
、
二
極
化
し
た
世
界
で
あ
っ
た
。

Ⅰ

失
わ
れ
た
平
和
の
機
会
（
一
九
四
五－

一
九
四
七
年
）

六
年
に
及
ぶ
戦
争
を
終
え
た
戦
勝
諸
国
は
、「
連
合
国
」
の
協
調
枠
組
み
を
保
つ
こ
と
を
希
求
し
、
戦
争
の
結
果
生
じ
た
利
害
対
立
を
克
服
し
て
、

国
際
機
構
の
創
設
に
よ
っ
て
世
界
平
和
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
、
新
た
な
世
界
規
模
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
誕
生
は
、
平
和
の
到
来
を
意
味
し

な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
米
ソ
の
大
同
盟
は
、
い
く
つ
か
の
政
治
的
決
断
を
協
力
し
て
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
も
な
く
、
相
互
不
信
に
取

っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

1

新
た
な
世
界
機
構

世
界
機
構
の
新
た
な
枠
組
み
は
、
戦
間
期
の
国
際
連
盟
の
挫
折
を
糧
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
は
、
大
西
洋
憲
章
（
一
九

四
一
年
八
月
一
四
日
発
表
）
の
な
か
で
、
新
た
な
国
際
秩
序
の
原
則
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
四
二
年
一
月
一
日
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
チ
ャ
ー

チ
ル
と
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
を
含
む
約
二
〇
名
の
政
府
指
導
者
は
、「
連
合
国
」
が
枢
軸
国
陣
営
と
の
戦
争
終
了
後
ま
も
な
い
時
期
に
、
平
和
・
安
全

保
障
シ
ス
テ
ム
を
構
築
す
る
と
い
う
宣
言
を
採
択
し
た
。
さ
ら
に
モ
ス
ク
ワ
会
議
（
一
九
四
三
年
一
〇
月
一
九
日－

三
〇
日
）
で
は
、
英
米
中
ソ
の

代
表
が
、
で
き
る
だ
け
早
く
「
す
べ
て
の
平
和
国
家
の
対
等
な
地
位
と
主
権
の
保
全
を
原
則
と
し
た
う
え
で
、
一
般
的
な
国
際
機
構
」
の
創
設
を
め

ざ
す
こ
と
を
宣
言
し
た
。
テ
ヘ
ラ
ン
会
議
（
一
九
四
三
年
一
一
月
八
日－

一
二
月
二
日
）
で
は
、
三
巨
頭
（
チ
ャ
ー
チ
ル
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
ス
タ
ー
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リ
ン
）
が
、
こ
の
国
際
機
構
の
創
設
に
向
け
た
動
き
を
開
始
す
る
こ
と
で
合
意
し
、
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
会
議
（
一
九
四
四
年
九
月－

一
〇

月
）
を
契
機
と
し
た
専
門
家
に
よ
る
作
業
に
よ
っ
て
実
際
の
交
渉
を
始
動
し
た
。

四
カ
月
後
の
ヤ
ル
タ
会
談
（
一
九
四
五
年
二
月
四
日－

一
一
日
）
で
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
ス
タ
ー
リ
ン
の
三
人
の
指
導
者
は
、

ソ
連
の
代
表
権
問
題
な
ど
い
く
つ
も
の
厄
介
な
問
題
を
解
決
し
た
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
代
表
権
問
題
と
は
、
ソ
連
の
次
の
よ
う
な
要
求
に
端
を
発

し
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
帝
国
と
自
治
領
（
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
）
は
、
そ
れ
自
体
は
全
体
と
し
て
一
つ
の
ア
ク
タ
ー
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
構
成
国
が
そ
れ
ぞ
れ
国
際
機
構
に
一
つ
の
国
家
と
し
て
加
盟
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
連
邦
共
和
国
で
あ
る
ソ
連
か
ら
も
、
一
五
カ
国
の

加
盟
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
ソ
連
自
身
に
加
え
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
（
白
ロ
シ
ア
）
の
加
盟
に
成
功

し
た
。
三
大
国
は
、
一
九
四
五
年
の
四
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
国
際
連
合
の
創
設
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
で
一
致
し
た
。

（
1
）
国
際
連
合
の
創
設

一
九
四
五
年
六
月
二
六
日
、
五
〇
カ
国
が
国
連
憲
章
に
調
印
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
際
連
合
が
誕
生
す
る
。
こ
の
国
連
憲
章
に
は
、
創
設
者
た
ち

の
思
惑
が
滲
み
出
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
実
効
的
で
、
加
盟
国
を
実
際
に
代
表
し
、
ま
た
巨
大
な
権
限
を
持
つ
よ
う
な
機
構
を
創
設
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

ヤ
ル
タ
で
「
三
大
国
」
は
、
自
ら
の
優
越
性
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を
こ
の
よ
う
な
計
画
の
な
か
に
埋
め
込
ん
で
い
た
。

国
際
連
盟
は
、
全
会
一
致
が
原
則
で
あ
っ
た
た
め
に
機
能
麻
痺
に
陥
っ
た
。
そ
の
た
め
新
た
な
機
構
は
、
安
全
保
障
理
事
会
で
拒
否
権
を
持
つ
常
任

理
事
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
、
ソ
連
、
イ
ギ
リ
ス
、
中
国
、
フ
ラ
ン
ス
と
い
う
大
国
に
よ
る
指
導
体
制
を
と
り
、
運
営
さ
れ
る
の
が
望
ま
し
い
と
判
断

さ
れ
た
の
だ
。
総
会
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
民
主
主
義
を
象
徴
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に
は
安
保
理
の
常
任
理
事
国
の
思
惑
に
よ
っ
て
大

き
く
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
常
任
理
事
国
が
結
束
し
た
場
合
や
、
妥
協
に
到
達
し
た
と
き
に
の
み
、
機
能
す
る
仕
組
み

で
あ
っ
た
。
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表１―１ 国連の内部機構

安全保障理事会
安全保障理事会は、常任理事国の5カ国以外に、任期2年の非常任理事国で構成される。
安全保障理事会における常任理事国と非常任理事国の数は、1946年に合計11カ国で始動し、
1966年以降は15カ国に拡大した。安保理は、国際社会の平和と安全の確保に関して、主要
な役割を果たすことになる。また安保理決議によって、加盟国に対して強制措置を発動す
ることができる。票決により多数が賛成の投票をした場合には、加盟国を拘束するような
決議を採択することが可能となる。

総会
総会は、国連の全加盟国の代表によって構成され（1946年1月の段階で51カ国）、安保理
の非常任理事国を選出し、新規加盟国の受け入れを決定する。非常に幅広い議題を扱うも
のの、総会に出席し、投票した加盟国の3分の2で採択される「決議」は勧告的な効力しか
持たない。安保理の勧告に基づき、総会が事務総長（事務局は国連の行政機関）を任命す
る。事務総長は調整の機能を持ち、政治的に重要な役割を果たすことがある。米ソ間の妥
協により、ノルウェーのトリグブ・リーが初代事務総長に任命された。

国連の他の専門機関も特定の役割を果たしており、たとえばそれには信託統治理事会や
経済社会理事会、ハーグにある国際司法裁判所などがある。
国連の下部に位置する専門機関としてほかにも、国際通貨基金（IMF）、国際復興開発
銀行（IBRD）、食糧農業機関（FAO）、教育科学文化機関（UNESCO）などがある。

歴代事務総長
1946年2月2日―1952年11月10日：トリグブ・リー（Trygve Lie，ノルウェー）
1953年3月31日―1961年9月18日：ダグ・ハマーショルド（Dag Hammarskjöld，スウェーデン）
1961年11月3日―1971年12月31日：ウ・タント（Sithu U Thant，ビルマ）
1972年1月1日―1981年12月31日：クルト・ヴァルトハイム（Kurt Waldheim，オーストリア）
1982年1月1日―1992年1月1日：ハビエル・ペレス・デ・クエヤル（Javier Pérez de Cuellar，

ペルー）
1992年1月1日―1997年1月1日：ブトロス・ブトロス・ガリ（Boutros Boutros−Ghali，エジプ

ト）
1997年1月1日―2007年1月1日：コフィ・アナン（Kofi Annan，ガーナ）

パン ギ ムン

2007年1月1日―2016年12月31日：潘基文（韓国）
2017年1月1日―：アントニオ・グテーレス（António Guterres，ポルトガル）
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（
2
）
国
連
の
機
能
麻
痺

と
こ
ろ
が
、
戦
勝
国
の
間
の
協
力
関
係
は
崩
れ
て
い
き
、
国
連
は
早
々
と
機
能
麻
痺
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
。
ソ
連
が
当
初
の
合
意
を
無
視
し
て
イ

ラ
ン
の
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
地
方
の
占
拠
を
続
け
た
の
で
あ
る
。
イ
ラ
ン
政
府
が
こ
の
こ
と
に
抗
議
し
て
安
保
理
に
訴
え
る
と
、
一
九
四
六
年
一
月

一
九
日
に
英
米
両
国
が
こ
れ
を
支
持
し
た
。

一
九
四
六
年
一
月
一
四
日
に
創
設
さ
れ
た
国
連
原
子
力
委
員
会
で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
バ
ル
ー
ク
・
プ
ラ
ン
を
提
出
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
他
国
に

よ
る
原
子
爆
弾
の
開
発
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
原
子
力
開
発
を
国
際
機
関
の
統
制
の
下
に
置
い
て
、
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
鉱
石
を
実
効
的
に
管
理
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
ソ
連
は
こ
の
提
案
を
退
け
、
原
子
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
軍
事
利
用
の
禁
止
に
加
え
、
す
で
に
備
蓄
さ
れ
て
い
る
原
子
爆
弾
の
廃
棄
を
求
め

た
。
こ
の
問
題
に
諜
報
活
動
に
関
す
る
問
題
が
絡
ん
だ
た
め
両
国
の
関
係
は
一
段
と
悪
化
し
て
い
き
、
相
互
不
信
か
ら
よ
り
い
っ
そ
う
重
苦
し
い
空

気
に
包
ま
れ
て
い
っ
た
。

（
3
）
ヤ
ル
タ
会
談
（
一
九
四
五
年
二
月
四
日－

一
一
日
）

戦
争
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
な
か
、
チ
ャ
ー
チ
ル
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
、
ス
タ
ー
リ
ン
が
顔
を
揃
え
、
ド
イ
ツ
占
領
問
題
や
ポ
ー
ラ
ン
ド
政
府

代
表
の
問
題
が
解
決
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ

ド
イ
ツ
は
、
三
大
国
の
軍
事
占
領
下
に
置
か
れ
、
連
合
軍
各
国
の
ド
イ
ツ
本
土
へ
の
侵
攻
状
況
に
基
づ
い
て
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
ソ
連
は
、
メ
ク
レ
ン
ブ
ル
ク
、
ポ
メ
ラ
ニ
ア
、
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
、
ザ
ク
セ
ン＝

ア
ン
ハ
ル
ト
、
テ
ュ
ー
リ
ン
ゲ
ン
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
の

東
部
の
地
域
を
占
領
し
、
イ
ギ
リ
ス
は
ル
ー
ル
地
方
を
含
め
た
ド
イ
ツ
の
北
東
地
域
、
ア
メ
リ
カ
は
ド
イ
ツ
南
部
を
占
領
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
た
。
ソ
連
の
占
領
区
域
に
組
み
込
ま
れ
た
ベ
ル
リ
ン
に
関
し
て
は
、「
陸
の
孤
島
」
と
し
て
他
の
占
領
区
域
と
区
別
さ
れ
、
特
別
な
扱
い
を
受
け

る
こ
と
に
な
っ
た
。
な
お
、
英
米
両
国
の
占
領
区
域
の
一
部
を
切
り
取
る
こ
と
を
条
件
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
が
ド
イ
ツ
の
占
領
に
参
加
し
、

他
の
参
加
国
と
同
等
の
権
利
を
持
つ
大
国
と
し
て
連
合
国
管
理
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
を
認
め
た
。

ポ
ー
ラ
ン
ド

ポ
ー
ラ
ン
ド
に
関
し
て
は
、
親
ソ
的
な
ル
ブ
リ
ン
委
員
会
を
基
礎
と
す
る
挙
国
一
致
内
閣
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
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ソ連が獲得
した領土

ヘルシンキ

ストックホルム

ケーニヒスベルク

ワルシャワ

ブダペストウィーン

ダンツィヒ
コペンハーゲン

ベルリン

ボン

シュチェチン

ヴロツワフ

パリ
ルクセンブルグ

ロンドン

ダブリン

マドリード

ローマ

イストリア半島
ブカレスト

ベオグラードザダル

トリエステ

アンカラ

アテネ

モスクワ

ソ連

トルコ

ブルガリア

ルーマニア

ユーゴスラヴィア

ギリシャ

スイス オーストリアフランス

スペイン

ポルトガル

アイルランド共和国

北アイルランド

ノルウェー

デンマーク

オランダ
イギリス

ベルギー

ザールラント

スウェーデン

フィンランド

ポーランド

チェコスロヴァキア

ハンガリー

オスロ

ソフィア

ジブラルタル（イギリス領）

アルバニア

イタリア

ラストボ島

プラハ

カレリア

エストニア

ドイツの国境
ポーランドの国境
1947年時点の国境

ドイツ民主共和国
ドイツ連邦共和国

ユーゴスラヴィアに与えられたイタリア領

トリエステ自由地域
1947～1954年

経済的にフランスと合併させられたザールラント

｝1937年時点

ラトビア

リトアニア

ベッサラビア

マルタ（英領）
キプロス
（英領）

フランスに有利な
国境線の修正

ポルカラの
軍事基地→
ソ連に租借

南ドブロジャは
ブルガリアに編入

カルパティア・
ルテニア

北ブコビナ

ペツァモ

　　ベルリン分断

フィウーナ（リエカ）

ドデカネス諸島
はギリシャ領に

ドイツ分割〕

「
親
西
側
」
の
ロ
ン
ド
ン
の
亡
命
政
府
の
何

名
か
も
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
ド
イ
ツ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
問
題

の
処
理
に
加
え
、
ド
イ
ツ
が
支
払
う
べ
き
賠

償
額
を
決
め
る
た
め
の
賠
償
委
員
会
の
設
立

も
決
ま
っ
た
。
そ
し
て
、「
解
放
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
関
す
る
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、「
三
大
国
」
政
府
の
監
督
の
下
、

解
放
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
す
べ
て
の
諸
国

で
、
民
主
的
な
す
べ
て
の
政
党
が
参
加
可
能

な
、
自
由
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ヤ
ル
タ
会
談
は
、
依
然
と
し
て
友
好
的
な

雰
囲
気
が
残
っ
て
い
る
な
か
で
行
わ
れ
た
。

と
は
い
え
、
こ
の
会
議
が
開
か
れ
て
か
ら
数

カ
月
が
経
過
す
る
と
、
分
裂
の
予
兆
が
徐
々

に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
一
九
四
五
年
二
月
二
七
日
に
、

ソ
連
が
圧
力
を
か
け
た
結
果
と
し
て
ル
ー
マ

ニ
ア
に
お
い
て
共
産
党
単
独
政
権
が
誕
生
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
続
い
て
、
ナ

チ
ス
の
抵
抗
が
弱
ま
っ
て
い
き
、
連
合
国
の

図１―１ １９４７年のヨーロッパ

出所：Robert Aron, L’histoire contemporaine depuis 1945（Paris: Larousse, 1969）.
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