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国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
目
米
関
係

は
じ
め
に
1
国
際
シ
ス
テ
ム
論

　
第
二
次
大
戦
後
の
世
界
は
、
バ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ヅ
ク
ス
と
い

う
伝
統
的
概
念
で
説
明
で
き
る
単
純
な
世
界
で
は
な
い
。
世
界
政

治
の
伝
統
的
イ
シ
ュ
ー
は
、
支
配
と
服
従
、
権
カ
と
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
実
は
大
き
く
変
動
し
、
国
際
政
治
シ
ス

テ
ム
の
地
理
的
範
囲
は
、
世
界
大
に
拡
大
し
、
そ
の
中
に
お
け
る

相
互
作
用
は
飛
躍
的
に
増
大
し
た
。
こ
の
国
際
政
治
の
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
イ
シ
目
ン
を
支
え
た
の
は
、
技
術
の
進
歩
、
経
済
的
発
展
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

ア
ク
タ
ー
と
行
動
の
数
の
増
大
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ

う
な
現
実
を
前
に
し
て
新
し
い
理
論
化
の
試
み
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
戦
後
の
行
動
科
単
運
動
の
波
の
中
か
ら
新
し
い
国
際
政
治
学
の

ア
プ
ロ
ー
チ
が
輩
出
し
、
国
際
政
治
理
論
な
い
し
方
法
論
を
め
ぐ

臼
　
　
井

久

和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

っ
て
論
争
が
繰
り
返
え
さ
れ
て
き
た
。
第
一
の
論
争
は
、
国
際
政

治
学
誕
生
以
来
の
も
の
で
、
い
う
ま
で
も
な
く
リ
ア
リ
ス
ト
と
ア

イ
デ
ア
リ
ス
ト
の
対
立
で
あ
り
、
第
二
は
、
伝
統
主
義
者
（
片
量
．

昌
菩
墨
豪
富
）
と
行
動
科
学
主
義
者
（
g
訂
丘
o
、
邑
参
）
の
対

立
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
対
立
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
リ
ア

リ
ズ
ム
の
対
立
で
あ
り
、
国
家
中
心
的
（
黒
箒
。
．
。
。
巨
、
｛
。
）
モ
デ

ル
と
相
互
依
存
（
ぎ
註
己
①
潟
己
彗
8
）
モ
デ
ル
の
論
争
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
論
争
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
の
性
格
が

争
点
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
民
族
国
家
が
支
配
的

な
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
の
か
、
世
界
は
「
グ
ロ
i
バ
ル
．
ヴ
ィ
レ
ヅ

ジ
」
に
変
容
し
た
の
か
が
大
き
な
分
岐
点
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

　
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
国
際
シ
ス
テ
ム
論
は
、
一
つ
の
新
し

い
視
座
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
国
際
シ
ス
テ
ム

㏄
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の
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
が
、
そ
の
主
な
研
究
は
、
シ
ス
テ

ム
の
タ
イ
プ
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
挙
間
分

野
の
若
さ
に
よ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
他
の
学
問
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
に
草
創
期
の
そ
れ
は
、
ま
ず
静
的
叙
述
か
ら
始
ま
る
。

国
際
シ
ス
テ
ム
論
も
例
外
で
は
な
い
。
パ
イ
オ
ニ
ア
的
研
究
で
あ

る
カ
プ
ラ
ン
（
声
＞
。
宍
岩
一
彗
）
の
『
国
際
政
治
の
体
系
と
過

程
』
（
身
ω
詩
目
彗
O
串
0
8
窃
巨
H
鼻
雪
量
汁
一
昌
巴
勺
O
－
ま
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
〕

岩
竃
）
か
ら
始
ま
り
、
ロ
ー
ズ
ク
ラ
ン
ス
（
射
。
射
o
器
o
墨
昌
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
o
α
ω
）
、
ル
ア
ー
ド
（
向
．
■
自
－

1図

世界システム

関係

社会

政府

役割

個人

（出所）Ru≡舵tt，B．and　H．Staπ，Wor1d　Polit1cs，p－13

胃
〇
一
s
ま
）
と
、
そ
の
研
究

の
系
譜
は
続
く
が
、
そ
れ
ら
は

時
間
的
連
続
性
も
な
く
、
そ
の

研
究
間
に
そ
れ
ほ
ど
阻
連
性
も

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
シ
ス
テ
ム
と
は
「
結
合
し
て

全
体
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
単

　
　
　
＾
7
）

位
の
集
合
体
」
と
定
義
で
き
る
。

こ
れ
を
分
解
す
る
と
、
シ
ス
テ

ム
と
呼
ぴ
う
る
た
め
に
は
構
成

要
素
、
構
成
要
素
間
の
相
互
作

用
、
境
界
の
存
在
と
外
部
環
境
と
の
相
互
作
用
と
い
う
要
件
が
必

要
と
な
る
。
国
際
シ
ス
テ
ム
論
と
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は

い
く
つ
か
の
利
点
が
存
在
す
る
。
「
伝
統
的
な
『
諸
国
民
の
家
族
』

『
国
際
社
会
』
『
世
界
杜
会
』
と
い
う
言
葉
の
代
り
に
『
国
際
シ
ス

テ
ム
』
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
利
点
は
、
そ
れ
が
『
科
学
的
』
思

考
を
採
用
し
て
明
瞭
な
変
数
と
バ
タ
ー
ン
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

う
と
試
み
る
こ
と
に
な
る
。
」
そ
し
て
シ
ス
テ
ム
・
ア
プ
回
ー
チ

は
「
適
切
な
或
る
状
況
ま
た
は
状
況
群
の
中
で
、
国
家
の
行
動
を

分
析
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
点
で
、
ま
た
一
つ
の
国
家
だ
け
に

不
当
に
関
心
を
集
中
す
る
代
り
に
、
外
的
環
境
と
の
相
互
作
用
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

適
切
な
注
意
を
払
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
点
で
、
価
値
が
あ
る
。
」

と
い
え
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
論
と
シ
ス
テ
ム
分
析
の
区
別
は
重
要

で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
国
際
シ
ス
テ
ム
論
と
い
う
考
え
方
は
、
シ

ス
テ
ム
理
論
を
国
際
政
治
学
に
適
用
し
、
国
際
政
治
関
係
を
シ
ス

テ
ム
と
し
て
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
際
シ
ス
テ
ム
論
は
、

国
際
政
治
現
象
を
分
析
す
る
場
合
の
分
析
枠
組
み
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
場
含
、
わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
な
い
し
世
界

政
治
シ
ス
テ
ム
の
レ
ヴ
ェ
ル
を
1
図
の
よ
う
に
六
つ
に
分
け
て
考

え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
間
題
関
心
を
も
つ
シ
ス
テ
ム
を
確
定

〃
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し
、
さ
ら
に
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
上
位
シ
ス
テ
ム
（
彗
鶉
易
毒
宙
目
）

と
下
位
シ
ス
テ
ム
（
彗
雰
壱
ざ
目
）
を
入
出
カ
関
係
と
し
て
関
連

　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
）

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
と
部
分
と
の

連
関
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

　
　
　
一
一
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容

　
第
二
次
大
戦
後
の
国
際
シ
ス
テ
ム
は
大
き
な
変
化
を
経
験
し
て

い
る
。
S
・
ホ
フ
マ
ン
（
ω
・
｝
o
自
目
p
目
目
）
の
こ
と
ぱ
を
か
り
れ

ば
「
安
定
体
系
（
m
＄
9
①
｛
9
0
昌
）
」
で
は
な
く
、
「
革
命
体
系

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
£
〕

（
冨
く
O
ξ
ま
冨
々
毫
ω
富
旨
）
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
も

国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
（
ヰ
彗
阻
O
H
目
葭
弐
昌
）
の
分
析
は
困
難
さ

を
増
す
。
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
は
若
干
特
有
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
が
シ
ス
テ
ム
の
中
で
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
挙
げ
る
と
す
れ
ぱ
、
次
の
よ
う
な
こ

と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
初
め
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
は

基
本
的
に
は
民
族
国
家
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
多
様
な
非
国

家
的
（
昌
畠
訂
冨
）
ア
ク
タ
ー
も
存
在
し
、
非
常
に
不
均
質
で
あ

る
。
次
に
国
際
シ
ス
テ
ム
は
本
質
的
に
分
権
的
で
あ
り
、
政
策
決

定
に
お
け
る
共
通
の
権
カ
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
か
ら
国
際
シ
ス

テ
ム
の
各
ア
ク
タ
ー
の
能
カ
が
完
全
に
階
層
化
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
不
均
質
お
よ
び
分
権
化
そ
れ
に

階
層
制
の
結
合
が
シ
ス
テ
ム
変
容
の
分
析
を
非
常
に
困
難
に
し
て

言
）

い
る
」
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
を

引
き
起
こ
す
力
あ
る
い
は
要
因
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す

る
の
か
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
般
的
に
シ
ス
テ
ム
と
い
わ

れ
る
も
の
は
、
常
時
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
内
外
か
ら
の
カ
を
う
ま
く

調
整
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
シ
ス
テ
ム
の
バ
ラ
ン
ス
を
維
持
し
て
い

＾
当

る
。
つ
ま
り
シ
ス
テ
ム
は
、
こ
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
に
よ
っ

て
シ
ス
テ
ム
変
容
を
と
げ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
の
内

外
で
働
く
力
は
、
一
方
で
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
し
、
他
方
で
新
し
い

シ
ス
テ
ム
を
創
出
す
る
源
泉
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。
そ
し
て
シ
ス
テ
ム
変
容
を
起
こ
す
要
因
な
い
し
力
に
は
内

生
的
な
（
昌
3
o
q
冒
o
畠
）
も
の
と
外
生
的
な
（
異
o
o
q
彗
o
冨
）
も

の
が
あ
る
。
前
者
は
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
中
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ

り
、
後
者
は
外
都
環
境
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
変
化
の
中
に
は
様
々
な
変
化
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
保
守
的

（
o
o
畠
實
毒
巨
き
）
変
化
、
分
節
的
（
器
o
q
冒
昌
邑
）
変
化
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
ど

累
稜
的
（
昌
冒
邑
き
き
）
変
化
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
然

の
こ
と
な
が
ら
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
国
際
シ
ス
テ
ム
に
適
用
す
る

98
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こ
と
が
で
き
る
。

　
で
は
国
際
シ
ス
テ
ム
の
中
の
変
化
（
g
竃
㎝
o
）
と
変
容
と
は
、

ど
こ
に
異
同
が
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
な
か
な
か
む
ず

か
し
い
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
シ
ス
テ
ム
は
環
境

の
変
化
に
適
応
す
る
た
め
に
「
継
続
的
」
に
変
化
し
て
い
る
状
態

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
シ
ス
テ
ム
は
、
不
断
に
環
境
に

適
応
し
な
い
隈
り
、
自
己
を
維
持
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
シ
ス

テ
ム
変
容
と
は
マ
ク
レ
ラ
ン
ド
（
O
、
＞
。
旨
o
Ω
竺
彗
q
）
に
よ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

「
そ
れ
が
以
前
と
は
違
つ
た
別
の
も
の
に
な
る
」
こ
と
で
あ
り
、
逆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

転
で
き
な
い
「
決
定
的
な
変
化
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
変

化
が
変
容
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
変
化
の
特
性
に
か
か
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
変
数
と
し
て
次
の
も
の
を
列
挙
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
変
化
の
①
求
心
性
（
o
實
茸
昌
q
）
、

②
自
律
性
（
顯
目
叶
昌
。
昌
｝
）
、
⑧
規
模
（
ξ
Φ
）
、
④
浸
透
性
（
幅
『
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
望

く
置
き
冨
器
）
、
⑤
永
続
性
（
旨
邑
〕
旨
々
）
、
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
は
シ
ス
テ

ム
の
機
能
も
し
く
は
特
徴
が
か
な
り
の
程
度
も
し
く
は
す
べ
て
変

化
し
て
し
ま
う
、
新
し
い
別
の
シ
ス
テ
ム
に
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
。　

シ
ス
テ
ム
変
容
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
内
生
的
あ
る
い
は
外
生

的
要
因
に
よ
っ
て
理
論
的
に
は
起
こ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は

ど
の
よ
う
な
要
因
に
由
来
す
る
の
か
、
現
実
に
即
し
て
考
え
て
み

よ
う
。
そ
こ
で
、
ホ
ル
ス
テ
ィ
（
宍
・
－
目
o
尿
ま
）
の
グ
ロ
ー
バ

レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ど

ノ
．
シ
ス
テ
ム
の
変
動
要
因
を
引
用
し
て
み
よ
う
。
ホ
ル
ス
テ
ィ

は
包
括
的
な
も
の
で
は
な
い
が
、
議
論
の
た
め
に
と
、
次
の
よ
う

な
も
の
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
①
エ
ス
ニ
ヅ
ク
・
ナ
シ
目
ナ

リ
ズ
ム
の
憎
悪
に
満
ち
た
高
揚
、
②
多
数
の
弱
小
国
家
・
解
放
運

動
等
の
増
加
、
⑧
中
国
の
経
済
お
よ
び
軍
事
カ
の
成
長
、
④
工
業

諸
国
に
よ
る
資
源
の
枯
渇
、
⑤
重
要
な
非
国
家
的
ア
ク
タ
ー
の
増

加
、
⑥
ブ
ラ
ジ
ル
の
主
要
国
で
の
成
長
、
⑦
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
技
術
開
発
、
⑧
核
拡
散
、
⑨
発
展
途
上
国
の
協
調
の
増
大
、

国
際
経
済
シ
ス
テ
ム
の
改
革
要
求
、
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
こ
の
ホ
ル
ス
テ
イ
の
リ
ス
ト
は
、
他
の
多
く
の
研
究

者
の
も
の
を
包
括
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
理
論
的
に
み
る
と
国
際
シ

ノ
紡
ム
の
変
容
要
因
を
、
次
の
よ
う
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
①
科
学
技
術
の
革
新

　
②
国
際
的
経
済
交
流
・
相
互
依
存
の
増
大

③
国
際
的
危
機

④
戦
争
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本
論
で
の
課
題
は
、
科
学
と
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
経
済
発
展
、
そ

れ
か
ら
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
化
と
の
連
結
性
の
問
題
で
あ
る
。
科

学
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
歩
は
、
生
産
カ
、
経
済
力
の
基
礎
と
な

り
、
経
済
発
展
を
可
能
に
し
、
そ
れ
は
国
際
政
治
の
世
界
で
対
外

的
な
パ
ワ
ー
の
心
理
的
要
因
と
し
て
作
用
し
、
政
治
的
シ
ン
ボ
ル

と
し
て
大
き
な
意
味
を
も
つ
。
ま
た
経
済
カ
に
伴
う
国
際
収
支
の

　
　
　
　
’

悪
化
は
、
単
に
経
済
的
の
み
な
ら
ず
政
治
的
な
影
響
カ
を
も
つ
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
米
欧
や
日
米
の
経
済
摩
擦
も
こ
の
点
か

ら
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

三
　
国
際
下
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
日
米
関
係

　
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
を
理
論
的
に
研
究
す
る
に
は
二
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
同
時
に
起
こ
る
変
化
を
説
明
で
き
る

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
探
究
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
国
家
の
レ
ブ
ェ
ル

で
起
こ
り
、
国
際
シ
ス
テ
ム
に
イ
ン
バ
ク
ト
を
与
え
る
変
化
も
あ

る
し
、
こ
の
逆
の
変
化
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
相
互

の
連
結
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
シ
ス
テ
ム
分
析
は
有
効
で
あ

る
。
シ
ス
テ
ム
論
は
、
シ
ス
テ
ム
t
ー
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
↑
サ
ブ
．
サ

ブ
シ
ス
テ
ム
と
い
う
形
で
入
出
カ
関
係
を
整
理
で
き
る
か
ら
で
あ

＾
2
1
〕

る
。

　
そ
こ
で
本
論
で
は
、
太
平
洋
を
は
さ
む
日
米
関
係
を
一
つ
の
シ

ス
テ
ム
と
見
な
す
。
つ
ま
り
日
米
地
域
シ
ス
テ
ム
を
中
心
的
な
シ

ス
テ
ム
と
考
え
、
そ
れ
を
包
摂
す
る
上
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
国
際

シ
ス
テ
ム
、
下
位
な
い
し
部
分
シ
ス
テ
ム
と
し
て
日
米
両
国
を
考

え
る
。
こ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
日
米
関
係
の
変
化
が
ど
の
よ

う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
起
こ
る
か
を
容
易
に
解
明
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
変
化
が
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
に
ど
の
よ

う
に
連
動
す
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
逆
も
可
能

で
あ
る
。

　
戦
後
の
国
際
シ
ス
テ
ム
は
、
「
西
欧
国
際
体
系
の
一
つ
の
到
達

＾
2
2
〕

点
」
と
し
て
の
双
極
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
日

本
は
、
ア
メ
リ
ヵ
を
指
導
者
と
す
る
ブ
ロ
ヅ
ク
の
中
の
ア
ク
タ
ー

と
し
て
日
本
の
国
益
よ
り
ブ
ロ
ヅ
ク
の
利
益
を
優
先
し
た
。
ブ
ロ

ッ
ク
内
の
各
国
は
相
互
依
存
を
強
め
た
が
、
他
の
ブ
ロ
ヅ
ク
と
の

交
流
は
最
小
限
で
あ
っ
た
。
各
ア
ク
タ
ー
が
こ
の
ル
ー
ル
を
守
る

こ
と
に
よ
っ
て
双
極
シ
ス
テ
ム
は
維
持
さ
れ
た
。
こ
の
意
味
に
お

い
て
双
極
シ
ス
テ
ム
は
「
封
建
的
」
国
際
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
　
＾
2
3
）

う
こ
と
が
で
き
る
。
国
際
政
治
の
世
界
で
は
、
国
際
政
治
の
全
体

の
動
き
に
大
き
な
影
響
カ
を
行
使
す
る
主
要
主
体
（
、
閉
、
。
自
庄
嘗
一

碧
ヰ
畠
）
、
つ
ま
り
大
国
と
、
限
定
的
影
響
カ
し
か
持
た
な
い
弱
小

100
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国
を
分
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
A
・
B
は
大
国
で
あ
り
、
他
は
小

国
で
あ
る
（
2
図
）
。
犬
国
同
士
は
互
い
に
相
互
作
用
を
す
る
が
、

小
国
は
犬
国
に
よ
っ
て
そ
の
行
動
を
制
約
さ
れ
る
。
小
国
同
士
は
、

そ
の
利
益
に
共
通
性
が
あ
り
、
同
地
域
に
あ
っ
た
と
し
て
も
相
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
）

作
用
は
最
小
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン
キ
ン
ス
（
射
、
－
竃
巨
畠
）
は
、
こ

の
封
建
シ
ス
テ
ム
の
基
本
的
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
戦
後
の
日
米
関
係
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
「
封
建
的
」
国
際
シ
ス

テ
ム
で
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
。
犬
国
が
ア
メ
リ
カ
、
小
国
が
日
本

に
対
応
す
る
。
そ
し
て
双
極
シ
ス
テ
ム
は
ま
さ
に
支
配
体
系

（
3
邑
墨
具
章
ω
誌
昌
）
で
あ
り
、
日
米
関
係
は
従
属
体
系
（
竃
σ
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
）

○
ま
冨
雷
章
ω
8
目
）
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
封

建
的
国
際
シ
ス
テ
ム
の
下
で
は
支
配
体
系
に
起
こ
る
変
化
は
一
方

的
に
従
属
体
系
に
影
響
を
与
え
る
が
、
逆
の
変
化
は
上
向
し
な
い

図2

・
小

・
小

の
が
特
色
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
七
〇
年
を
境
に
こ
の
よ
う
な

日
米
関
係
の
非
対
称
的
な
封
建
シ
ス
テ
ム

は
、
上
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
国
際
シ
ス

テ
ム
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
の
変
化
と
下

位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
日
米
両
国
の
主
体

的
能
カ
の
実
態
と
い
う
、
外
生
的
お
よ
ぴ

内
生
的
要
因
の
絡
み
に
よ
っ
て
相
亙
依
存
な
い
し
相
互
浸
透
シ
ス

テ
ム
ヘ
と
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
日
米
関
係
の
変
質
の
過
程
を
次
に
検
討
し
よ
う
。

そ
の
際
使
わ
れ
る
デ
ー
タ
は
、
一
つ
は
ソ
フ
ト
な
も
の
、
他
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
6
）

ハ
ー
ド
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
日
米
共
同
声
明
の
内
容
分
析

（
o
昌
蒜
鼻
彗
餌
｛
穿
）
で
あ
り
、
後
者
は
経
済
統
計
デ
ー
タ
で
あ

る
。
本
論
の
目
的
は
こ
れ
を
も
と
に
日
米
関
係
の
変
容
を
跡
づ
け

る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

　
　
　
四
　
日
米
関
係
の
構
造
変
容

　
戦
後
の
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
の
庇
護
の
も
と
で
復
興
を
成
し
と

げ
た
。
敗
戦
国
日
本
は
、
事
実
上
ア
メ
リ
カ
の
間
接
統
治
つ
ま
り

ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ヅ
カ
ー
サ
ー
占
領
軍
最
高
司
令
官
の
支
配
下
に
置

か
れ
た
。
そ
し
て
日
本
の
非
軍
国
主
義
と
民
主
圭
義
化
と
い
う
占

領
政
策
が
実
施
さ
れ
、
日
本
は
ま
っ
た
く
新
し
い
体
制
を
も
つ
国

へ
と
大
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
日
本
に
と
っ
て
外
交
不
在
で
あ
っ
た
占
領
期
に
お
い
て
も
、
そ

の
政
策
に
は
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
前
半
に
お
け
る
日
本
の

．
軍
事
的
お
よ
び
経
済
的
弱
体
化
か
ら
、
占
領
後
期
に
お
け
る
米
ソ

冷
戦
進
行
は
、
ロ
イ
ヤ
ル
米
陸
軍
長
官
の
「
臼
本
を
全
体
主
義
の

101
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防
壁
へ
」
（
四
八
年
一
月
）
の
演
説
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
日
本
の

再
軍
備
と
経
済
の
自
立
化
へ
と
、
そ
の
方
針
を
変
更
し
・
た
。

　
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
中
国
の
成
立
や
朝
鮮
戦
争
は
、
日
本

の
講
和
構
想
に
大
き
な
イ
ン
バ
ク
ト
を
与
え
た
。
そ
の
構
想
に
お

け
る
争
点
は
、
日
本
の
安
全
保
障
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
間
題
で
あ

り
、
国
務
省
と
軍
部
の
対
立
は
鋭
か
っ
た
。
マ
ヅ
カ
ー
サ
ー
の
理

想
論
か
ら
日
本
の
再
軍
備
や
日
米
二
国
間
方
式
、
N
A
T
O
方
式

な
ど
幅
広
い
構
想
が
存
在
し
た
。

　
こ
う
し
た
諸
問
題
の
錯
綜
す
る
中
で
、
日
本
は
五
一
年
九
月
八

日
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
片
面
講
和
を
結
ぴ
、
同
時
に
ア
メ
リ
カ

と
の
安
全
保
障
条
約
に
調
印
し
た
。
そ
の
結
果
日
本
は
、
ア
ジ
ア

に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
中
国
に
取
っ
て
代
わ

っ
た
の
で
あ
る
。
．
ア
メ
リ
カ
の
「
同
盟
国
」
日
本
は
、
自
由
主
義

ブ
ロ
ヅ
ク
の
一
員
と
し
て
認
知
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
後
の

日
米
関
係
の
原
型
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
で

き
あ
が
っ
た
日
米
関
係
の
原
型
は
、
以
後
国
際
環
境
と
日
米
関
係

の
現
実
の
中
で
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

日
本
が
経
済
カ
を
回
復
す
る
に
従
っ
て
対
米
依
存
か
ら
自
立
化
へ

の
途
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ
て
戦
後
の
日
米
関
係
を
時
代
区
分

す
る
場
合
、
様
々
の
区
分
が
考
え
ら
れ
る
が
、
本
論
で
は
以
下
の

四
期
に
分
け
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

　
一
九
四
五
－
五
一
一
占
領
時
代

　
一
九
五
二
－
六
〇
一
対
米
依
存
の
時
代

　
一
九
六
一
－
七
〇
一
日
米
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ヅ
プ
の
時
代

　
一
九
七
一
年
以
後
一
対
立
と
協
調
の
時
代

　
さ
て
本
稿
で
は
ま
ず
日
米
首
脳
会
談
を
一
つ
の
素
材
と
し
て

「
日
米
基
軸
」
と
い
う
原
型
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
き
た
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鵬
〕

一
瞥
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
日
米
首
脳
会
談
は
、

外
交
の
節
目
を
提
供
す
る
。
ま
た
そ
れ
が
内
外
に
与
え
る
影
響
も

大
き
い
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
基
本
的
な
国
際
コ
、
・
、
ユ
ニ
ケ
ー
シ

冒
ン
で
あ
り
、
日
米
の
外
交
基
本
線
の
表
明
と
い
っ
て
よ
い
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
政
治
的
「
こ
と
ぱ
」
が
使

わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
「
声
明
」
が
発
表
さ
れ
た
か
は
重
要
な
意
味

を
も
つ
。
日
米
首
脳
会
談
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
会
談
で
す
べ

て
共
同
声
明
が
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
会
談
で

ど
の
よ
う
な
議
題
が
話
し
合
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出

さ
れ
た
か
を
考
察
し
て
み
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
日
米
両
首
脳
の

「
世
界
認
識
」
で
あ
り
、
相
互
イ
メ
ー
ジ
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
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嵩
蟻
一
事
議
筒
鱗
譲
欝
講
融

（
甲
峯
・
峯
曽
目
）
　
　
（
F
胃
）
事
謹
θ
s
肯
嵩
蟻
第
柑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
欝
議
料
醇
劃
霧
番
叫
（
囲
寓
剖
鈴
諮
蛤
毘
諦
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
、
）
事
薗
筒
蟻
注
二
お
箒
芒
n
弟
瀞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ご
）
田
｛
目
譜
ま
津
＊
蓼
＞
壷
礒
。
「
片
口
島
灘
「
汁
苗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
牌
灘
墨
＞
－
7
斗
1
㌣
、
、
．
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
。
。
・
H
）
淵
晦
け
理
＊
シ
露
菌
獣
四
弟
柵
。
「
雷
蟹
㌶
眺
津
跳
」

（
Ω
・
甲
司
o
，
o
）
　
　
　
　
－
蟄
斗
欝
惑
翰
輿
（
＊
斗
醸
企
旨
圓
聾
冨
）
一
岸
串
θ
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
θ
凹
＊
彊
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
。
・
α
）
蟄
蕩
圃
粉
曲
臨
）
僕
げ
一
塗
庸
塁
匝
＊
睡
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
＊
憾
囲
8
o
肯
【
菌
蕪
（
斗
、
N
、
、
・
ヰ
〃
、
：
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
庄
義
）

（
－
O
胃
奪
）
　
　
　
（
ω
§
）
「
津
筆
θ
寺
θ
四
＊
睡
旨
巖
麹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
「
岸
串
θ
汁
岱
θ
団
＊
θ
鳶
些
」
巌
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竃
）
誰
頭
癩
鶉
轟
壺
帥
番
渚
。
「
＼
口
怜
、
、
斗
ぺ
N
．
＞
1
．
〒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斗
1
㌣
、
N
．
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
覇
轟
一
讃
謙
嶺
謹
璃
義
一
へ
“
v
雷
箇
㌶
～

（
宛
・
婁
．
雰
晶
竃
）
　
　
（
竃
）
「
囮
＊
回
賠
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
「
繭
寺
洪
ヨ
春
」
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一橘論叢 第九十巻 第一号　（104）

か
ら
で
あ
る
。

　
日
米
首
脳
会
談
の
概
要
は
3
表
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

明の内容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
9
〕

共
同
声
明
が
発
表
さ
れ
た
の
は
十
四
回
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
o
）

単
に
内
容
分
析
し
て
み
る
と
4
表
の
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
使
わ

　
　
　
　
、
　
れ
て
い
る
政
治
的
シ
ン
ボ
ル
の
頻
度
は
、
両
国
を

~~~~･ =~EIM~, . =F~IMI ' =~~;t:c ' 7~~~EI ･ ;~ :7y:/ py:/ ;ryy ~-r -~~-(72.1:7) (72.9.1) (73.8.1) (75.8.6) r77.3.22) ~~~P ' ;!1 ~~~ ･ ~ 
-~1~ -;if:/ A* ~f(~) 
(/~9.5.2) (81.5.8) 
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10 15 l03(23.0) 
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(o.9) 
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3
 

9
 

8
 

76 (17.0) 

2
 

2
 

l
 

5
 

3
 

19 (4.2) 

1
 

3
 

4
 

2
 

8
 

4
 

3
 

46 (l0.3) 

l
 

l
 

(0.2) 

3
 

(0.1) 

1
 

l
 

9
 

(2,0) 

2
 

2
 

2
 

l
 

7
 

(1.6) 

l
 

2
 

(0.4) 

3
 

4
 

l
 

1
 

2
 

8
 

1' 43 (9.6) 

孔

取
り
巻
く
時
代
状
況
と
問
題
関
心
を
的
確
に
反
映

し
て
い
る
と
恩
わ
れ
る
し
、
そ
こ
に
当
時
の
政
策

決
定
者
た
ち
の
世
界
認
識
・
イ
メ
ー
ジ
を
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ω
共
同
声
明
に
見
る
日
米
関
係

　
〈
第
二
期
一
対
米
依
存
の
時
代
〉

　
戦
後
の
日
本
外
交
は
、
吉
田
首
相
の
初
訪
米
、

そ
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
と
安
保
条
約
の

調
印
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
。
日
本
は
独
立
を
回
復

し
、
国
際
社
会
に
復
帰
し
た
。
早
期
講
和
と
の
引

き
換
え
に
安
保
条
約
を
締
結
し
た
が
、
そ
れ
は
多

く
の
点
で
不
平
等
条
約
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
、

日
本
を
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
軍
事
的
に
も
同

盟
国
と
し
、
日
本
を
ア
ジ
ア
の
防
衛
体
制
の
前
線

基
地
と
見
な
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
外
交

の
原
点
が
形
成
さ
れ
た
。

　
日
本
が
独
立
し
て
三
年
後
の
五
四
年
、
吉
田
首

401



（105）国際システムの変容と日米関係

表4共同声

吉閏・ト洋・アイ 岸・アイ 池田・ケ 佐藤・ジ佐藤・ジ 佐藤・二

ルマンク ク ネディ 目ンソン冒ンソン クソン
5411．10）（5ア．σ21） （60，1－19） （61．6．22） （65．1．13）（67．11，15） （69－11．21〕

共同声明のスペース 100 218 182 92 176 313 173

国際連合
5 2 1 3 1 1

自 由 7 9 5’ 3 2 1 1

独 立 1 1

平 和 5 4 6 3 7 10 15

戦 争 1 1 1 1

安全（保陣） 1 1 2 5 12

安 保 条 約 4 2 1 2 1 7

民 主 主 義 1 1

共 産 主 義 1 2 1

協 カ 3 4 3 7 7 8 5
援 助 3 3

開発（発展） 3 4 6 2 2 3 1

同 盟

脅 威 2 1

軍 縮 2 2 1 2

椙 互 依存
摩 擦 1

貿 易 2 5 5 1 1 5 4

（注）共同声明のスペースは，日本文の字数を数え，吉田・ トルーマン共同声明を100とLて表わしたものであ

相
は
欧
米
を
訪
問
し
、
十
一
月
に
ア
イ
ぜ
ン
ハ
ワ

ー
大
統
領
と
会
談
し
、
初
め
て
の
共
同
声
明
を
発

表
し
た
。
そ
れ
は
日
本
の
現
状
を
反
映
し
、
　
「
米

国
か
ら
の
経
済
援
助
」
が
主
眼
と
な
る
一
方
「
目

米
両
国
が
今
後
と
も
カ
を
合
せ
て
ア
ジ
ア
の
自
由

諸
国
と
協
調
し
、
ア
ジ
ア
の
平
和
と
繁
栄
を
維

持
」
す
る
こ
と
を
調
い
上
げ
た
。

　
吉
田
退
陣
後
の
鳩
山
・
石
橋
政
権
の
下
で
は
日

米
会
談
は
開
か
れ
な
か
っ
た
が
、
五
七
年
の
岸
内

閣
の
成
立
後
か
ら
、
日
本
の
ア
メ
リ
。
力
に
対
す
る

「
参
勤
交
代
」
が
始
ま
る
。
そ
れ
以
後
各
政
権
下

で
ア
メ
リ
カ
詣
で
が
慣
行
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
岸
首
相
は
、
全
的
「
対
米
依
存
」
か
ら
の
脱
却

を
目
指
し
、
五
七
年
の
首
脳
会
談
に
お
い
て
安
保

条
約
の
改
定
を
主
張
し
「
安
全
保
障
条
約
に
関
し

て
生
ず
る
問
題
を
検
討
す
る
た
め
に
政
府
間
の
委

員
会
」
を
設
置
す
る
こ
と
に
合
意
し
た
。
ま
た
共

同
声
明
の
中
で
「
日
米
関
係
が
共
通
の
利
益
と
信

頼
に
確
固
た
る
基
礎
を
置
く
新
し
い
時
代
に
入
り

つ
つ
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
日
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一橋論叢 第九十巻 第一号　（106）

米
関
係
が
従
属
関
係
か
ら
「
新
時
代
し
に
移
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を

的
確
に
示
し
た
。
そ
し
て
六
〇
年
一
月
の
二
度
目
の
訪
米
時
に
は

国
内
で
の
「
安
保
反
対
、
岸
を
倒
せ
」
の
安
保
騒
動
を
抑
え
て
双

務
的
な
新
安
保
条
約
に
調
印
し
、
「
日
米
新
時
代
」
の
幕
を
開
い

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
対
米
依
存
」
か
ら
の
離
脱
、
対
等
へ

の
模
索
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
〈
第
三
期
一
日
米
バ
ー
ト
ナ
ー
シ
ヅ
プ
の
時
代
〉

　
岸
退
陣
の
後
を
受
け
て
登
場
し
た
池
田
首
相
は
、
国
際
的
平
和

共
存
を
背
景
に
「
低
婆
勢
」
と
「
所
得
倍
増
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を

掲
げ
、
人
心
を
一
新
し
、
日
本
経
済
の
発
展
に
カ
を
注
い
だ
。
日

本
経
済
の
高
成
長
は
目
覚
し
く
、
や
が
て
自
由
世
界
第
二
位
の
経

済
カ
を
保
有
す
る
基
礎
を
固
め
た
。
六
一
年
六
月
訪
米
し
た
池
田

は
、
ケ
ネ
デ
ィ
と
会
談
し
、
「
イ
コ
ー
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
」

を
調
い
上
げ
、
そ
こ
で
は
経
済
間
題
が
主
た
る
議
題
と
な
り
、

「
日
米
貿
易
経
済
合
同
委
員
会
」
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
。
し
か

し
こ
の
委
員
会
は
、
単
に
経
済
問
題
だ
け
で
な
く
政
治
問
題
も
検

討
す
る
場
と
な
り
、
バ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
深
め
て
い
く
。

　
六
五
年
を
境
に
日
米
貿
易
は
逆
転
し
、
日
本
の
入
超
バ
タ
ン
か

ら
出
超
バ
タ
ン
に
変
わ
る
。
国
際
シ
ス
テ
ム
も
多
極
構
造
化
が
定

着
し
始
め
た
。
同
年
一
月
の
佐
藤
・
ジ
目
ン
ソ
ン
首
脳
会
談
は
従

来
と
は
異
な
り
、
い
く
つ
か
特
色
を
有
す
る
。
一
つ
は
、
単
に
日

米
関
係
だ
け
で
な
く
世
界
的
視
野
に
た
っ
て
広
く
政
治
問
題
、
と

り
わ
け
中
国
・
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
問
題
が
論
議
さ
れ
た
。
二
つ
に
は
、

就
任
以
来
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
自
主
外
交
」
の

婆
勢
を
貫
い
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
琉
球
（
沖
縄
）
間
題
が
初

め
て
話
し
合
わ
れ
た
。

　
こ
の
首
脳
会
談
直
後
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
爆
撃
の
本
格
化
、
日
本
経

済
の
躍
進
、
沖
縄
問
題
が
陰
に
陽
に
日
米
関
係
の
蜜
月
時
代
を
徐

徐
に
内
部
か
ら
蝕
ん
で
い
た
。
「
沖
縄
の
祖
国
復
帰
が
実
現
し
な

い
限
り
、
戦
後
は
終
ら
な
い
」
と
い
う
名
文
句
を
は
い
た
佐
藤
首

相
は
、
二
度
目
の
首
脳
会
談
（
六
七
年
十
一
月
）
で
「
両
三
年

間
」
に
沖
縄
返
還
の
メ
ド
を
つ
け
る
こ
と
を
ジ
目
ン
ソ
ン
と
約
束

し
、
さ
ら
に
六
九
年
十
一
月
の
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
の
首
脳
会
談

で
二
九
七
二
年
中
に
沖
縄
を
〃
核
抜
き
。
〃
本
土
並
み
”
で
返

還
す
る
L
と
決
定
し
た
。
も
う
一
つ
の
争
点
は
、
後
に
大
き
く
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎝
）

治
問
題
化
す
る
繊
維
の
自
主
規
制
問
題
で
あ
る
。
ニ
ク
ソ
ン
は
、

繊
維
と
沖
縄
問
題
を
絡
め
て
考
え
た
の
に
対
し
、
日
本
は
ギ
ブ
・

ア
ン
ド
ニ
ア
イ
ク
の
交
渉
ル
ー
ル
を
無
視
し
、
戦
後
は
じ
め
て
ア

メ
リ
カ
の
要
求
を
拒
否
し
、
「
自
主
外
交
」
を
展
開
し
た
。
こ
の

点
に
関
し
、
日
米
外
交
に
造
詣
の
深
い
午
場
信
彦
は
次
の
よ
う
に
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（107）国際システムの変容と圓米関係

語
っ
て
い
る
。
「
も
う
ひ
と
つ
は
、
日
本
人
に
、
H
8
甘
昌
9
ξ
（
相

互
利
益
）
と
い
う
考
え
が
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が

外
国
人
は
、
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
ニ
ア
イ
ク
の
意
識
が
強
い
で
す
か
ら
、

も
ら
っ
た
ら
、
必
ず
返
す
と
い
う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
国
際
舞

台
で
行
動
す
る
場
合
、
そ
う
し
た
ル
ー
ル
を
無
視
す
る
こ
と
が
、

一
番
き
ら
わ
れ
る
原
因
だ
と
思
う
し
、
事
実
、
現
時
点
で
は
日
本

の
こ
と
を
き
ら
っ
て
い
る
国
の
ほ
う
が
多
い
と
恩
う
。

　
も
っ
と
も
冨
o
号
昌
9
身
と
い
う
の
は
必
ず
し
も
法
律
的
に
み

て
等
価
の
も
の
を
交
換
す
べ
き
だ
と
い
う
意
味
で
は
な
い
し
、
ほ

か
の
国
で
も
こ
れ
老
み
ず
か
ら
に
都
合
の
い
い
ふ
う
に
解
釈
し
て

意
地
を
張
る
と
い
う
例
が
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
日
本
に
つ
い
て
は
、
特
に
国
際
経
済
の
分
野
に
お
い
て
、

そ
う
し
た
意
識
に
欠
け
て
い
る
た
め
、
妥
協
を
困
難
に
し
た
例
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
醜
〕

過
去
に
多
々
見
受
け
ら
れ
た
。
」

　
ニ
ク
ソ
ン
は
七
〇
年
の
外
交
教
書
で
前
年
七
月
の
グ
ァ
ム
・
ド

ク
ト
リ
ン
を
世
界
大
に
拡
大
、
適
用
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
れ
は
「
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
か
ら
の
撤
退
」
と
「
自
主
防
衛
」

を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
ア
ジ
ア
に

お
け
る
日
本
の
役
割
の
増
大
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
の

「
経
済
大
国
」
化
に
伴
う
政
治
的
役
割
の
自
覚
と
分
担
を
促
す
も

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
米
関
係
の
大
き
な
変
動
を
告
げ

る
前
兆
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
〈
第
四
期
一
対
立
と
協
調
の
時
代
〉

　
七
〇
年
当
初
の
大
き
な
事
件
ー
ニ
ク
ソ
ン
訪
中
発
表
、
新
経
済

政
策
発
表
、
日
米
繊
維
協
定
、
米
中
上
海
声
明
、
沖
縄
返
遺
、
日

中
国
交
正
常
化
1
の
連
続
発
生
の
意
味
は
、
戦
後
の
国
際
政
治
経

済
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
の
瓦
解
で
あ
る
。
そ
し
て
決
定
的
に
な
っ
た

の
が
ア
メ
リ
カ
の
地
盤
沈
下
で
あ
る
。
パ
ッ
ク
ス
・
ル
ソ
・
ア
メ

リ
カ
ー
ナ
の
時
代
は
去
り
、
そ
れ
と
と
も
に
日
米
バ
ー
ト
ナ
ー
シ

ヅ
プ
の
時
代
も
終
り
を
告
げ
、
相
互
依
存
の
深
化
、
日
米
の
対
立

と
協
調
が
顕
在
化
す
る
。
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
も
示
さ
れ

た
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
役
割
の
再
分
配
と
、
日
本
の
役
割
分
担
が

問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
繊
維
間
題
に
続
い
て
日
米
の

経
済
摩
擦
も
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
況
の
中
で
行
な
わ
れ
た
佐
藤
・
ニ
ク
ソ
ン
首
脳

会
談
（
七
二
年
一
月
）
は
、
「
相
互
信
頼
と
相
互
依
存
」
を
表
明

し
、
沖
縄
返
還
を
五
月
十
五
日
に
決
定
し
た
。
し
か
し
そ
の
直
後

発
表
さ
れ
た
外
交
教
書
の
中
で
ニ
ク
ソ
ン
は
日
米
関
係
の
調
整
の

必
要
性
を
述
べ
な
が
ら
も
、
そ
の
「
調
整
の
過
程
は
と
き
に
は
困

難
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
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そ
れ
に
加
え
ア
メ
リ
カ
の
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
間
続
い
た
貿
易
収

支
の
黒
字
が
七
一
年
に
赤
字
に
転
落
し
た
。
七
二
年
に
は
二
回
首

脳
会
談
が
開
か
れ
、
二
回
の
共
同
声
明
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
前

者
は
短
い
も
の
で
あ
る
。
後
者
は
田
中
・
ニ
ク
ソ
ン
会
談
で
あ
る
。

こ
の
会
談
の
前
後
に
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
北
京
空
港
に
立
っ
た

の
は
象
徴
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
も
わ
か
る
よ
う
に

こ
の
会
談
は
、
一
方
で
対
申
正
常
化
、
他
方
で
世
界
経
済
・
貿
易

（
日
米
貿
易
の
不
均
衡
是
正
）
の
問
題
が
焦
点
と
な
っ
た
。

　
翌
年
の
第
二
回
田
中
・
ニ
ク
ソ
ン
会
談
で
は
、
ニ
ク
ソ
ン
・
キ

ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
外
交
の
成
果
を
え
て
大
統
領
選
で
圧
倒
的
勝
利
を

え
た
ニ
ク
ソ
ン
は
強
気
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
「
日
米
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ギ
ャ
ヅ
プ
」
が
喧
伝
さ
れ
、
ニ
ク
ソ
ン
は
外
交
教

書
の
中
で
「
日
本
は
軍
事
的
に
ア
メ
リ
カ
に
依
存
し
て
い
る
の
だ

か
ら
、
経
済
面
で
ア
メ
リ
カ
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け

れ
ば
、
日
米
の
政
治
関
係
ま
で
損
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
警
告
し

た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
と
は
い
え
会
談
で
は
、
天
皇
と
大
統
領
の
相
互
訪
問
に
合
意
し
、

「
揺
ぎ
な
い
日
米
基
軸
関
係
の
維
持
」
を
再
確
認
し
た
。
し
か
し

そ
の
直
後
の
石
油
危
機
の
際
に
も
、
日
米
の
対
応
の
仕
方
に
は
大

き
な
差
が
出
、
日
米
の
不
協
和
音
は
消
え
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ

た
。
翌
年
八
月
対
日
強
硬
で
あ
ウ
た
ニ
ク
ソ
ン
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー

ゲ
ー
ト
事
件
に
よ
り
辞
任
し
、
後
任
の
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
の
下
で

日
米
関
係
の
改
善
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
七
五
年
八
月
の
三
木
・
フ
才
ー
ド
会
談
で
は
「
共
同
声
明
」
と

「
共
同
新
聞
発
表
」
が
公
表
さ
れ
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
後
の
ア
ジ
ア

情
勢
が
討
議
さ
れ
、
日
米
両
国
は
朝
鮮
半
島
の
平
和
と
安
全
の
た

め
に
安
保
条
約
の
堅
持
と
日
韓
関
係
の
緊
密
化
が
不
可
欠
で
あ
る

こ
と
に
一
致
し
た
。

　
七
七
年
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
外
交
を
批
判
し
た
力
ー
タ
ー
が
犬
統

領
に
就
任
し
、
日
本
な
ど
同
盟
国
重
視
を
表
明
し
た
。
し
か
し
日

米
間
の
対
立
の
構
造
は
不
変
で
あ
っ
た
。
三
月
の
福
田
・
力
ー
タ

ー
会
談
で
は
「
世
界
の
中
で
の
日
米
協
カ
」
が
模
索
さ
れ
、
論
点

は
総
花
的
で
あ
っ
た
。

　
次
の
大
平
・
カ
ー
タ
ー
首
脳
会
談
（
七
九
年
五
月
）
の
共
同
声

明
は
も
っ
と
も
長
文
で
「
実
り
豊
か
な
バ
ー
ト
ナ
ー
シ
ヅ
プ
」
を

調
い
、
経
済
摩
擦
解
消
、
東
南
ア
ジ
ア
（
ア
セ
ア
ン
）
の
平
和
な

ど
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
声
明
二
〇
項
目
の
う
ち
半
数
近
く
が
経

済
問
題
に
当
て
ら
れ
た
。
七
〇
年
代
に
入
る
と
日
米
会
談
は
初
期

と
は
異
な
り
、
そ
の
時
々
の
国
際
情
勢
と
二
国
間
間
題
を
話
し
合

う
実
務
的
な
「
定
期
協
議
」
的
な
性
格
を
お
び
る
よ
う
に
な
っ
て
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き
た
と
い
え
る
。

　
八
○
年
代
最
初
の
鈴
木
・
レ
ー
ガ
ン
会
談
（
八
一
年
五
月
）
は
、

日
米
関
係
の
新
た
な
段
階
を
画
す
と
い
う
点
で
見
逃
し
て
は
な
ら

な
い
。
共
同
声
明
で
初
め
て
謹
わ
れ
た
「
日
米
同
盟
」
は
、
実
質

的
な
安
保
の
改
定
を
意
味
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
防
衛
カ
増
強
、
市
場
開
放
を
求
め
る
ア
メ
リ
カ
の
圧
力
は

き
わ
め
て
強
く
、
経
済
摩
擦
も
鉄
綱
、
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
、
自
動
車
、

政
府
調
達
物
資
、
農
産
物
と
絶
え
る
こ
と
知
ら
な
い
。

　
今
年
一
月
の
中
曾
根
・
レ
ー
ガ
ン
会
談
で
は
共
同
声
明
は
発
表

さ
れ
な
か
っ
た
が
「
日
米
運
命
共
同
体
」
が
い
わ
れ
、
日
本
の

「
不
沈
空
母
」
化
が
マ
ス
コ
ミ
を
に
ぎ
わ
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
日
米
の
対
立
の
構
造
の
背
後
に
、
ア
メ
リ
カ
の
保

護
者
的
発
想
と
日
本
（
人
）
の
「
背
え
」
の
構
造
が
潜
在
化
し
て

い
る
こ
と
も
拭
い
切
れ
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
共
同
声
明
を
内
容
分
析
し
て
み
る
と
、
封
建
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

国
際
下
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
日
米
関
係
は
、
七
〇
年
を
境
に
大

き
く
崩
れ
去
り
、
対
等
の
相
互
依
存
関
係
の
模
索
が
試
み
ら
れ
て

い
る
。
周
知
の
如
く
相
亙
依
存
は
二
つ
の
側
面
を
も
つ
。
そ
れ
は
、

紛
争
を
増
殖
す
る
側
面
と
、
協
カ
を
促
進
す
る
側
面
で
あ
る
。
七

〇
年
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。　

ω
貿
易
に
見
る
日
米
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
戦
後
の
国
際
経
済
体
制
を
支
え
た
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ヅ
ズ
体
制
は
、

「
無
差
別
・
多
角
主
義
」
と
い
う
理
念
の
下
に
国
際
通
貨
、
国
際
金

融
、
国
際
貿
易
の
三
つ
の
側
面
を
も
つ
世
界
経
済
の
協
調
的
発
展

を
、
ア
メ
リ
カ
の
支
配
的
経
済
力
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し

　
　
　
　
＾
3
3
）

た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
戦
後
の
国
際
通
貨
体
制
は
I
M
F
（
一

九
四
四
）
に
よ
っ
て
、
貿
易
体
制
は
G
A
T
T
（
一
九
四
八
）
に

よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
等
に
よ
り
ア

メ
リ
カ
の
援
助
を
受
け
た
多
く
の
国
も
こ
の
体
制
の
中
に
組
み
込

ま
れ
、
そ
の
経
済
的
発
展
を
と
げ
た
。
日
本
も
例
外
で
は
な
か
っ

た
。　

し
か
し
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ヅ
ズ
体
制
は
、
五
〇
年
代
末
な
い
し
六

〇
年
代
初
頭
に
多
く
の
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ

は
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、

自
由
貿
易
主
義
は
強
カ
な
攻
治
権
カ
と
強
カ
な
経
済
カ
が
結
ぴ
つ

い
て
初
め
て
維
持
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
最
初
は
、
ソ
連
が
ア
メ
リ
カ
と
「
東
西
経
済
競
争
」
を
演

ず
る
ま
で
に
成
長
し
た
こ
と
を
あ
げ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
第
二
に
敗

戦
国
日
本
や
西
独
が
経
済
的
強
者
と
し
て
復
帰
し
、
ア
メ
リ
カ
に
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■図　世界のGNPに占める主要国のシェァ
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匹
敵
す
る
よ
う
な
経
済
的
「
極
」
に
成
長
し
、
協
調
よ
り
「
競

争
」
的
側
面
が
前
面
に
現
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
か
ら
発
展
途
上
国

と
先
進
国
と
の
格
差
の
増
大
に
よ
り
、
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ヅ
ズ
体
制

は
先
進
国
の
も
の
で
あ
り
、
第
三
世
界
の
国
々
は
団
結
し
て
途
上

国
の
開
発
の
た
め
の
「
新
国
際
経
済
秩
序
（
N
I
E
O
）
」
の
樹

立
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
困
難
に

直
面
し
、
二
九
七
一
年
の
『
ニ
ク
ソ
ン
新
経
済
政
策
声
明
』
を

契
機
と
し
て
、
国
際
通
貨
・
金
融
・
為
替
・
資
本
移
動
・
貿
易
な

ど
を
包
摂
し
た
一
つ
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体

制
は
、
七
〇
年
代
前
半
に
瓦
解
・
崩
壊
し
た
と
み
な
さ
れ
て
い

＾
酬
）る

L
。
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
の
下
、
経
済
的
相
互
依
存
は

深
化
し
、
従
来
の
国
際
経
済
上
の
ル
ー
ル
や
慣
行
は
国
際
制
度

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
筆

（
一
算
宵
墨
庄
o
量
－
篶
阻
目
①
）
と
し
て
変
容
を
と
げ
な
が
ら
も
存
続

し
て
い
る
。

　
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
体
制
の
崩
壊
後
、
世
界
市
場
の
国
際
管
理

の
た
め
「
サ
、
ミ
ッ
ト
体
制
」
が
出
現
し
、
そ
れ
は
「
世
界
経
済
の

国
際
管
理
」
ま
で
進
も
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
多
く
の
限
界

が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
サ
ミ
ヅ
ト
」
体
制
に
は
指
導

理
念
も
存
在
し
な
い
し
、
か
つ
て
の
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
な
中
心
的

役
割
を
果
た
す
国
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
国
際
経
済
体
制
の
変
動
過
程
の
中
で
世
界
経
済
を

リ
ー
ド
し
、
自
由
貿
易
を
支
え
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
国
際
的
地
位

の
低
下
は
拭
う
べ
く
も
な
い
。
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
を
も
た
ら

し
た
ア
メ
リ
カ
の
国
際
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
の
減
衰
は
、
核
軍
事

力
、
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
そ
し
て
経
済
か
と
い
う
点
で
顕
著
で

　
壼
）

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
シ
ス
テ
ム
変
容
の
一
つ
の
大
き
な
要
因
で
あ

る
ア
メ
リ
カ
の
経
済
カ
に
つ
い
て
対
日
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　
ア
メ
リ
カ
の
経
済
カ
と
地
位
の
低
下
は
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
と
日
本
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6図　米国の輸出入推移と対世界・対日貿易収支
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の
高
成
長
、
多
く
の
後
述
の
報
告
書
で
指
摘
さ
れ
て

い
る
ア
メ
リ
カ
経
済
の
体
質
に
よ
り
増
幅
さ
れ
、
世

界
の
シ
ス
テ
ム
変
容
を
加
速
す
る
要
因
と
な
り
、
そ

の
結
果
国
際
シ
ス
テ
ム
は
多
極
化
し
、
相
互
依
存
体

制
は
定
着
し
た
。

　
ア
メ
リ
カ
の
経
済
カ
の
低
下
は
多
く
の
デ
ー
タ
で

確
認
で
き
る
。
日
米
の
世
界
の
G
N
P
に
占
め
る
シ

ェ
ア
を
み
る
と
、
そ
れ
は
明
白
で
あ
る
（
5
図
）
。

戦
後
直
後
の
ア
メ
リ
カ
の
シ
ェ
ア
は
世
界
の
ほ
ぼ
半

分
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
対
世
界
、
対
日

の
輸
出
入
の
推
移
を
み
る
と
（
6
図
）
、
ア
メ
リ
カ

は
、
対
日
貿
易
で
は
六
五
年
以
後
入
超
で
、
そ
の
額

は
拡
大
す
る
一
方
で
あ
り
、
世
界
全
体
か
ら
み
て
も

ア
メ
リ
カ
の
収
支
バ
ラ
ン
ス
は
一
〇
〇
年
余
の
黒
字

か
ら
七
一
年
に
赤
字
に
転
落
し
、
数
年
の
例
外
を
除

き
、
そ
の
傾
向
は
継
続
中
で
あ
る
。
そ
の
中
に
お
い

て
対
日
貿
易
の
不
均
衡
は
、
他
の
先
進
国
に
く
ら
べ

特
異
で
あ
り
、
拡
大
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
6
・
7

図
を
見
る
と
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
が

続
く
限
り
、
日
米
貿
易
摩
擦
は
構
造
的
に
内
在
化
し
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7図　日米両国のGDP伸ぴ率と輸入（名目：196ト62年1100）
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て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　
戦
後
の
日
米
貿
易
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本

へ
の
一
方
的
流
れ
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
が
日
本

の
経
済
発
展
と
と
も
に
変
容
し
、
六
五
年
に
そ

の
流
れ
は
逆
転
し
た
。
々
し
て
そ
れ
は
、
一
方

的
依
存
か
ら
対
等
の
依
存
、
つ
ま
り
非
対
称
的

相
互
依
存
か
ら
対
称
的
相
互
依
存
へ
の
移
行
で

あ
る
。
ま
た
貿
易
品
目
に
着
目
す
る
と
、
日

本
・
米
国
の
比
較
優
位
構
造
が
示
す
よ
う
に

（
8
図
）
対
米
貿
易
の
顕
著
な
特
色
は
、
対
発

展
途
上
国
貿
易
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
資
源
や
農

産
物
を
輸
入
し
、
工
業
製
品
を
輸
出
す
る
垂
直

分
業
型
で
あ
る
。

　
現
在
日
本
の
工
業
製
品
が
ア
メ
リ
カ
に
浸
透

し
、
ア
メ
リ
カ
の
有
カ
な
対
日
輸
出
品
で
あ
る

半
導
体
、
通
信
機
器
な
ど
の
先
端
技
術
産
業
と

競
合
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
米
経
済
摩
擦
は
、

こ
の
意
味
で
拡
大
、
深
刻
化
し
、
そ
の
バ
タ
ン

　
　
　
＾
η
）

も
多
様
化
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
単
に
経
済
閲
趨

に
と
ど
ま
ら
ず
失
業
問
題
や
防
衛
問
題
を
巻
き
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（113）国際システムの変容と目米関係

込
み
、
政
治
間
題
化
し
て
い
る
。

　
そ
の
上
日
本
の
対
米
貿
易
依
存
は
近
年
低
下
し
、
逆
に
ア
メ
リ

カ
の
対
日
貿
易
依
存
は
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が

さ
ら
に
貿
易
摩
擦
を
鋤
ら
せ
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
摩
擦
の
大
き
な
要
因
と
し
て
日
本
の

経
済
カ
の
高
度
成
長
と
比
較
優
位
構
造
の
変
化
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
と
こ
ろ
が
ア
メ
リ
カ
側
の
論
理
は
当
初
そ
う
で
は
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

っ
た
。
第
一
次
ジ
冒
ー
ン
ズ
・
レ
ポ
ー
ト
（
七
九
年
一
月
）
は
、

日
米
摩
擦
の
主
因
を
日
本
の
保
護
主
義
に
求
め
、
日
本
の
門
戸
開

放
を
強
く
追
っ
た
。
し
か
し
「
米
国
会
計
検
査
院
報
舎
－
日
米
貿

　
　
　
＾
羽
）

易
の
間
題
点
」
（
七
九
年
十
月
）
と
第
二
次
ジ
目
ー
ン
ズ
・
レ
ポ

　
＾
側
）

ー
ト
（
八
○
年
九
月
）
は
、
そ
の
主
因
を
ア
メ
リ
カ
の
国
際
競
争

力
の
低
下
と
輸
出
放
任
主
義
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
第
二
次
ジ
目

ー
ズ
．
レ
ポ
ー
ト
の
璽
要
な
点
は
、
米
企
業
の
競
争
カ
の
強
化
、

品
質
改
善
な
ど
国
内
産
業
の
構
造
改
革
の
必
要
性
を
強
調
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
米
下
院
歳
入
委
員
貿
易
小
委
員
会
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
）

書
－
自
動
車
の
状
況
・
一
九
八
○
年
」
（
八
O
年
六
月
）
は
、
日

本
の
自
動
車
市
場
の
開
放
の
進
展
と
同
時
に
日
本
車
の
燃
料
効
率

と
性
能
の
優
秀
さ
を
認
め
、
「
今
後
数
年
間
は
政
府
の
介
入
が
な

い
限
り
、
米
国
輸
入
車
市
場
ば
か
り
で
な
く
、
米
国
の
全
自
動
車

市
場
に
お
い
て
も
、
日
本
車
の
シ
ェ
ア
は
お
そ
ら
く
上
昇
し
続
け

る
で
あ
ろ
う
。
」
と
予
測
し
て
い
る
（
9
表
）
。

　
日
米
摩
擦
が
深
刻
化
す
る
中
で
開
か
れ
た
大
平
・
力
ー
タ
ー
会

談
で
設
置
が
合
意
さ
れ
た
日
米
賢
人
会
議
は
、
そ
の
報
告
書
を
八

　
　
　
　
　
　
　
＾
4
2
〕

一
年
一
月
に
ま
と
め
た
。
こ
の
報
告
書
は
、
常
識
的
で
は
あ
る
が

外
交
の
原
点
に
か
え
る
こ
と
を
訴
え
、
あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
の

日
米
の
対
話
の
促
進
を
求
め
た
。
そ
し
て
日
米
合
わ
せ
て
世
界
の

総
生
産
の
三
五
％
を
占
め
る
経
済
カ
か
ら
み
て
両
国
は
国
際
政
治

経
済
秩
序
維
持
の
う
え
で
共
同
責
任
を
有
し
、
ま
た
自
由
貿
易
の

原
則
の
堅
持
を
貫
く
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
響

　
ま
た
今
年
二
月
の
マ
ッ
キ
ン
ゼ
ー
社
報
告
書
「
日
本
市
場
1
そ

の
障
害
と
参
入
機
会
」
は
、
賢
人
会
議
報
告
同
様
、
日
本
の
市
場

の
開
鎖
性
を
否
定
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
日
本
の

市
場
開
放
率
は
高
く
な
っ
た
。
興
隆
期
に
あ
る
日
本
は
、
停
滞
期

に
入
っ
た
国
々
に
対
し
思
い
切
っ
た
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
停
滞
期
に
は
自
由
貿
易
主
義
が
保
護
主
義
に
圧
倒
さ
れ

や
す
い
か
ら
で
あ
る
。

　
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
を
理
論
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
難
し
い

が
、
そ
れ
が
、
科
学
技
術
の
革
新
、
経
済
的
な
交
流
の
増
大
、
国
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　に占める当該国のシェァで除した結果を，loo倍したものである。したがって。翰出比較優
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日本・米国の図8
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（単位＝台〕9表　米国の輸入車小売売」二高：1956～79年‘1〕

総輸入萬に対す
る日本車の比率
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1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
1
⊥
　
1
　
　
1

際
的
危
機
、
戦
争
等
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
こ
と
は
紛
れ
も
な

い
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
シ
ス
テ
ム
は
不
断
に
内
外
か
ら
の

圧
カ
に
適
切
に
適
応
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
概

観
し
て
き
た
よ
う
に
、
国

際
下
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て

の
日
米
関
係
の
変
動
が
、

上
位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の

国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
の

一
つ
の
犬
き
な
要
因
で
あ

る
こ
と
を
大
ま
か
で
は
あ

る
が
日
米
首
脳
会
談
の
ソ

フ
ト
・
デ
ー
タ
と
日
米
経

済
カ
の
指
標
か
ら
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た

今
後
の
課
題
と
し
て
日
米

の
相
互
依
存
関
係
の
変
化

に
数
量
的
に
光
を
当
て
る

必
要
も
あ
ろ
う
。
さ
ら
に

議
論
を
進
め
る
と
国
際
下

位
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
日

米
関
係
の
世
界
化
と
、
相
互
浸
透
シ
ス
テ
ム
下
の
新
し
い
国
際
秩

序
の
模
索
の
問
題
も
出
て
く
る
。
因
に
、
O
E
C
D
の
「
イ
ン
タ

ー
フ
ユ
ー
チ
ャ
ー
ズ
」
報
告
は
、
二
一
世
紀
に
は
「
日
本
の
重
要
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性
の
増
大
、
東
南
ア
ジ
ア
の
工
業
化
、
中
国
の
新
政
策
を
合
せ
る

と
、
極
東
に
世
界
経
済
の
重
要
な
中
心
地
域
が
出
現
す
る
だ
ろ

＾
竺

う
L
と
予
測
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
は
外
交
の
原
点

に
立
ち
返
り
、
摩
擦
と
共
存
す
る
方
法
を
学
ぱ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

そ
し
て
自
由
貿
易
主
義
を
守
る
た
め
に
自
己
犠
牲
も
払
わ
ね
ぱ
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
（
1
）
　
ω
8
耳
＞
．
峯
．
（
岩
o
0
N
）
『
ぎ
b
k
§
§
｝
8
県
ミ
膏
ミ
魯
§
、

　
　
§
§
q
・
O
申
2
昌
9
0
胃
o
＝
畠
弔
冨
腸
－
を
見
よ
。

（
2
）
夢
管
昌
昌
一
甲
昌
o
｝
寄
目
σ
祭
一
＆
・
．
（
婁
N
）
O
§
－

　
　
ミ
涼
§
｛
軸
葛
ミ
肋
完
雨
ミ
亭
§
、
－
ま
“
ミ
萬
s
迂
o
註
富
、
肉
良
ミ
ざ
ミ
肪
『
“
寺
軋
b
雨
．

　
　
ミ
“
婁
o
㎜
至
姜
軍
婁
．
を
見
よ
。

　
（
3
）
　
武
者
小
路
公
秀
（
一
九
七
二
）
『
行
動
科
学
と
国
際
政
治
』
菓

　
　
大
出
版
会
、
六
〇
1
七
二
頁
、
花
井
等
（
一
九
七
四
）
『
現
代
国
際

　
　
関
係
論
』
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
八
八
－
一
一
四
頁
、
ま
た
国
際
体
系

　
　
理
識
の
可
能
性
と
限
界
を
示
唆
的
に
論
じ
た
も
の
に
初
瀬
龍
平
（
一

　
　
九
七
六
）
「
国
際
体
系
理
論
ー
そ
の
可
能
性
と
限
界
」
『
法
政
論
集
』

　
　
四
巻
二
号
、
二
九
－
五
八
頁
参
照
。

（
4
）
勾
o
馨
量
昌
9
戸
Z
．
（
岩
a
）
」
o
き
S
§
軋
き
・
§
§
ぎ

　
　
ミ
o
ミ
～
、
o
ミ
ミ
s
■
■
岸
己
〇
一
団
『
o
ミ
目
一

　
（
5
）
　
■
毒
邑
一
向
・
（
岩
き
）
§
葛
県
§
、
ミ
§
ミ
§
ミ
吻
§
罵
さ

　
　
司
『
ω
o
弔
『
o
伽
㎜
．

（
6
）
掌
曇
－
U
．
＞
．
（
妻
＆
、
勺
葦
o
冒
琴
二
。
二
ぎ
ω
一
ξ

　
o
｝
ω
｝
蜆
8
目
H
『
蛯
目
巴
o
『
冒
算
山
o
目
、
－
ま
匡
o
－
餉
F
〇
一
勾
一
芭
旨
ρ
9
チ
耐
易
一

　
＆
咀
－
一
〇
“
§
恕
ざ
§
耐
ぎ
崇
、
s
ミ
“
§
ミ
身
吻
膏
§
一
ミ
鶉
～
｛
血
峯

　
勺
富
覇
一
勺
勺
－
ω
l
o
〇
一
．

（
7
）
　
弓
畠
目
写
－
　
－
．
　
（
后
ご
）
　
o
o
ミ
雨
§
“
o
§
ミ
　
ー
ミ
ミ
ミ
富
ミ
§
ミ

　
『
ぎ
o
ミ
§
軋
き
雨
専
ぎ
ミ
o
ミ
県
い
ミ
§
O
メ
δ
邑
d
－
｝
〔
斉

　
藤
訳
（
一
九
七
九
）
『
現
代
国
際
理
論
』
東
大
出
版
会
、
五
四
頁
〕

（
8
）
前
掲
邦
訳
、
五
五
頁
。

（
9
）
　
前
掲
邦
訳
、
五
五
頁
。

（
1
0
）
　
呂
o
O
－
o
旨
閏
目
o
－
〇
一
＞
一
（
一
〇
α
①
）
　
H
“
雨
o
ミ
　
亀
s
、
　
、
“
雨
　
㌧
s
箒
、
s
s
－

　
§
§
、
身
冬
§
峯
竃
J
勺
や
0
N
－
ε
、
〔
高
柳
訳
（
一
九
七
九
）
『
国

　
際
体
系
と
諸
理
論
』
福
村
出
版
、
一
四
九
－
ニ
ハ
○
員
〕

（
u
）
　
武
者
小
路
公
秀
（
一
九
七
六
）
「
現
代
国
際
体
系
の
構
造
変
動
」

　
武
者
小
路
・
蝿
山
編
『
国
際
学
』
所
収
、
三
六
－
五
五
頁
、
関
寛
治

　
（
一
九
七
二
）
「
国
際
シ
ス
テ
ム
の
構
造
変
動
と
政
策
決
定
過
程
（
上
・

　
中
・
下
）
」
『
国
際
問
題
』
四
、
五
、
七
月
号
、
を
参
照
。

（
1
2
）
　
雪
o
葭
目
彗
ξ
ω
・
（
ε
9
）
『
ぎ
い
、
ミ
雨
ミ
ミ
ミ
一
～
量
o
o
q
8

　
り
勺
．
o
ω
1
旨
o
．

（
1
3
）
O
o
量
P
ρ
申
（
一
轟
o
）
、
峯
o
o
員
峯
9
5
邑
彗
9
胆
邑

　
づ
』
昌
ぎ
o
q
勺
o
ぎ
房
二
一
㌧
ミ
雨
§
ミ
“
§
ミ
、
ミ
ミ
o
ミ
吻
3
耐
s
黒
気
§
㌣
§

　
く
o
－
1
戸
2
9
ピ
や
ω
㎞
一

（
1
4
）
　
ω
o
o
葺
ぎ
買
（
5
亀
）
『
ぎ
、
ミ
§
、
“
§
ぎ
軸
県
き
雨
－
ミ
ミ
ー

　
§
ミ
§
ミ
、
o
“
ミ
o
ミ
ξ
包
冊
ミ
峯
暮
二
〇
9
ご
．
〔
原
訳
（
一
九
七

　
三
）
『
国
際
政
治
の
機
能
と
分
析
』
福
村
出
版
〕

（
1
5
）
　
冬
昌
『
岸
F
勾
一
■
一
（
5
o
o
o
）
　
、
O
目
“
σ
o
↓
『
與
ヨ
蜆
δ
『
目
芭
匡
o
目
o
－

　
ω
苫
8
昌
、
一
－
ミ
価
§
ミ
｝
§
ミ
、
ミ
§
o
ミ
い
～
§
§
射
§
㌻
§
＜
o
－
．
－
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2
0
1
一
．
勺
o
．
ご
1
§
．

（
1
6
）
　
峯
o
〇
一
巴
竃
ρ
（
岩
9
）
邦
訳
五
九
頁
。

（
1
7
）
　
峯
o
箒
葦
（
5
o
o
o
）
o
、
．
§
ト
一
や
宝
・

（
1
8
）
　
旨
實
二
9
（
5
o
o
o
）
冬
．
＆
、
二
勺
．
旨
．

（
1
9
）
　
｝
〇
一
蜆
9
5
』
．
（
5
o
o
ω
）
－
ミ
ミ
ミ
ミ
ざ
§
｝
、
ミ
ミ
§
司
o
膏
け
す

　
○
匝
二
勺
冒
目
巨
8
－
串
巴
r
勺
．
O
O
N
1

（
2
0
）
　
匡
o
－
m
P
〇
一
カ
一
凹
目
o
o
；
o
鶉
一
〇
〇
閉
一
（
宅
o
o
o
）
o
、
．
＆
ト
は
、

　
国
際
シ
ス
テ
ム
の
変
容
を
こ
の
よ
う
な
構
成
で
論
じ
て
い
る
。

（
2
1
）
　
武
者
小
路
公
秀
（
一
九
七
二
）
前
掲
薔
参
照
。

（
2
2
）
　
武
者
小
路
公
秀
（
一
九
七
六
）
前
掲
論
文
参
照
。

（
2
3
）
　
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
昌
ハ
ン
・
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
（
』
・
Ω
巴
－

　
叶
冒
o
q
）
の
平
和
研
究
の
多
く
の
成
果
が
役
立
つ
。

（
2
4
）
　
』
彗
匡
舅
一
界
（
H
ξ
H
）
向
善
ざ
｝
§
｛
§
一
勺
o
－
邑
ぎ
勺
O
・
o
0
N
l

　
o
o
u
．

（
刎
）
　
こ
の
点
に
つ
．
い
て
は
、
ピ
、
里
コ
宗
■
買
｝
『
8
巨
雪
一
－
．
ミ
、

　
N
胃
片
昌
彗
・
ら
の
従
属
シ
ス
テ
ム
論
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
6
）
　
内
容
分
析
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
自
〇
一
蜆
9
0
．
界
（
ち
S
）

　
o
§
§
ミ
＼
ミ
菖
意
之
防
盲
、
き
雨
吻
o
、
ミ
讐
亭
§
葛
s
ミ
軋
き
§
s
ミ
・

　
、
ぎ
一
＞
o
含
蜆
昌
・
≦
鶉
－
｛
．
を
見
よ
。
ま
た
武
者
小
路
公
秀
（
一
九

　
七
二
）
前
掲
書
、
　
一
四
五
－
二
二
九
頁
、
お
よ
ぴ
拙
稿
（
一
九
七
七
）

　
「
説
得
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
の
目
米
比
較
」
細
谷
千
博
・
綿
貫
譲

　
治
編
『
対
外
政
策
決
定
過
程
の
目
米
比
較
』
東
大
出
版
会
、
も
参
考

　
に
な
る
。

（
2
7
）
　
日
米
関
係
を
概
観
す
る
際
、
増
田
弘
（
一
九
七
七
）
『
日
米
関

　
係
史
概
説
』
南
窓
社
、
紬
谷
千
榑
・
本
間
長
世
編
（
一
九
八
二
）

　
『
日
米
関
係
史
』
有
斐
閣
、
が
有
益
で
あ
る
。
ま
た
両
者
に
は
多
数

　
の
参
考
文
献
が
収
め
ら
れ
て
い
て
便
利
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
本
閲
長

　
世
（
一
九
七
一
）
「
日
米
関
係
に
お
け
る
価
値
観
と
政
策
」
生
田
・

　
辻
村
編
『
日
米
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
・
ギ
ャ
ヅ
プ
』
慶
応
通

　
信
、
永
井
陽
之
助
・
神
谷
不
二
編
（
一
九
七
二
）
『
日
米
経
済
関
係

　
の
政
治
的
構
造
』
目
本
国
際
問
題
研
究
所
、
も
参
照
。

（
2
8
）
　
神
谷
不
二
（
一
九
七
三
）
「
目
米
首
脳
会
談
の
軌
跡
」
同
編

　
『
日
本
と
ア
メ
リ
カ
・
協
調
と
対
立
の
構
造
』
日
本
経
済
新
聞
社
、

　
参
照
。

（
2
9
）
　
共
同
芦
明
は
、
『
わ
が
外
交
の
近
況
』
と
斎
藤
・
永
井
・
山
本

　
編
（
一
九
七
〇
）
『
戦
後
資
料
回
米
関
係
』
目
本
評
論
社
（
初
回
の

　
み
）
か
ら
と
っ
た
。

（
3
0
）
　
内
容
分
析
の
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
、
小
生
の
ぜ
ミ
ナ
ー
ル
の
若
干

　
の
挙
生
の
手
を
わ
ず
ら
わ
せ
た
。
今
回
の
も
の
は
そ
の
一
部
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
1
・
M
・
デ
ス
ラ
ー
・
福
井
治
弘
・
佐
藤
英
夫
（
一
九
八
○
）

　
『
日
米
繊
維
戦
争
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
を
参
照
。

（
3
2
）
　
牛
場
信
彦
・
福
井
治
弘
・
国
弘
正
雄
（
一
九
七
七
）
「
目
本
外

　
交
政
策
の
ギ
ャ
ヅ
プ
」
『
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
目
ン
』
　
一
月
号
、

　
一
九
－
二
〇
頁
。

（
3
3
）
　
川
困
侃
（
一
九
八
三
）
「
相
亙
依
存
深
化
の
な
か
の
国
際
経
済

　
体
制
」
『
世
界
経
済
評
論
』
三
月
号
、
四
〇
1
四
七
頁
、
参
照
。

（
3
4
）
　
川
困
侃
（
一
九
八
三
）
前
掲
論
文
、
四
五
頁
。

（
班
）
　
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
目
ナ
ル
・
レ
ジ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、
H
ミ
雨
§
s
．
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、
§
ミ
O
翁
§
や
ミ
｝
§
一
＜
O
－
．
塞
。
Z
O
．
N
（
6
0
．
N
）
の
特
集
号
を
参

　
照
。

（
3
6
）
　
武
者
小
路
公
秀
（
一
九
七
六
）
「
現
代
世
界
の
展
望
ー
ア
メ
リ

　
カ
の
国
際
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ヅ
プ
」
本
間
長
世
編
『
総
合
研
究
ア
メ
リ

　
カ
⑦
ア
メ
リ
カ
と
世
界
』
研
究
社
、
三
二
－
三
＝
三
員
。

（
η
）
　
1
．
M
・
デ
ス
ラ
ー
・
佐
藤
英
夫
編
、
丸
茂
監
訳
（
一
九
八

　
三
）
『
日
米
経
済
紛
争
の
解
明
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
小
倉
和
夫

　
（
一
九
八
○
）
『
圓
経
済
済
摩
擦
』
日
本
経
済
新
聞
社
。

（
珊
）
　
『
世
界
週
報
』
　
一
九
七
九
・
三
・
六
－
四
・
一
〇
、
所
収
。

（
3
9
）
『
世
界
週
報
』
一
九
七
九
・
十
一
二
一
〇
1
＋
二
・
四
、
所
収
。

（
4
0
）
　
『
世
界
週
報
』
一
九
八
○
・
十
・
一
四
－
十
一
・
一
八
、
所
収
。

（
4
1
）
　
『
世
界
週
報
』
一
九
八
O
・
七
・
二
二
－
八
二
エ
ハ
、
所
収
。

（
4
2
）
　
『
世
界
週
報
』
　
一
九
八
一
・
一
二
一
〇
、
六
－
七
貝
お
よ
ぴ
『
日

　
本
経
済
新
聞
』
　
一
九
八
一
・
一
・
七
、
を
参
照
。

（
郁
）
　
『
朝
目
新
聞
』
　
一
九
八
三
二
一
・
ニ
ハ
。

（
4
4
）
　
O
向
O
U
（
H
o
N
o
）
↑
ミ
恥
さ
§
ミ
仰
や
傘
o
o
〇
一

〔
後
記
〕
　
本
稿
は
、
本
特
集
号
が
猷
呈
さ
れ
る
細
谷
千
博
教
授
を
代
表

　
者
と
す
る
戦
後
目
米
関
係
研
究
会
（
文
部
省
科
挙
研
究
費
）
の
研
究

　
分
担
作
業
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
研
究
会
へ
の
参
加
を
お
誘
い
い
た

　
だ
い
た
教
授
に
後
記
を
か
り
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
三
・
四
・
一
八
　
独
協
犬
学
教
授
）
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