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一
に
つ
い
て 

ま
た
、
日
米
安
全
保
障
体
制
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
広
範
な
日
米
協
力
関
係
の
政
治
的
基
盤
と
な
っ
て
お
り
、
更
に
、

ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
安
定
要
因
と
し
て
の
米
国
の
存
在
を
確
保
し
、
こ
の
地
域
の
平
和
と
安
定
を
確
保
す
る
た
め

に
不
可
欠
と
認
識
し
て
い
る
。 

冷
戦
の
終
結
後
も
国
際
社
会
が
依
然
不
安
定
要
因
を
内
包
し
て
い
る
中
で
、
我
が
国
が
引
き
続
き
安
全
を
確
保
し
て
い
く

た
め
に
は
日
米
安
全
保
障
条
約
が
必
要
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
今
後
も
日
米
の
安
全
保
障
面
で
の
対
話
を
促
進
し
、
協
力
関
係
を
深
め
る
と
と
も
に
、
日
米
安
全
保
障

体
制
が
国
際
情
勢
の
変
化
等
に
応
じ
て
そ
の
時
々
の
状
況
に
お
い
て
最
も
有
効
に
機
能
す
る
よ
う
絶
え
ず
努
力
し
て
い
く
所

存
で
あ
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
日
米
安
全
保
障
体
制
の
信
頼
性
の
向
上
を
図
り
、
こ
れ
を
有
効
に
機
能
さ
せ
て
い
く
た
め
、
他
の
諸
施

策
と
併
せ
、
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
の
施
設
・
区
域
の
整
理
、
統
合
、
縮
小
を
は
じ
め
と
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
誠
実
に
対
処 

衆
議
院
議
員
小
森
龍
邦
君
提
出
沖
縄
の
米
軍
基
地
に
か
か
わ
る
「
代
理
署
名
」
と
わ
が
国
「
憲
法
」
に
関
す
る 

質
問
に
対
す
る
答
弁
書 
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三
に
つ
い
て 

二
及
び
四
に
つ
い
て 

米
軍
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
、
我
が
国
の
安
全
に
寄
与
し
、
並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全

の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
、
我
が
国
に
駐
留
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
目
的
を
有
す
る
米
軍
の
駐
留
は
、
我
が

国
の
生
存
と
安
全
の
維
持
と
い
う
国
益
を
確
保
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
高
度
の
公
共
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
政
府
と
し
て
は
、
米
軍
の
駐
留
の
用
に
供
す
る
た
め
土
地
を
使
用
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
「
公
共

の
た
め
に
用
ひ
る
」
こ
と
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
の
見
解
を
従
来
か
ら
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の

考
え
方
に
変
更
は
な
い
。 

す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
日
米
安
全
保
障
条
約
の
目
的
達
成
と
の
調
和
を
図
り
つ
つ
真
剣
に
努
力

し
て
い
き
た
い
。 

ま
た
、
米
国
が
、
御
指
摘
の
点
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
は
、
答
え
る
立

場
に
な
い
。 

政
府
と
し
て
は
、
現
在
、
我
が
国
に
対
し
て
差
し
迫
っ
た
脅
威
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。 

四 

 



 

 

五 

五
に
つ
い
て 

憲
法
と
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
尊
重
擁
護
義
務
を
負
っ
て
い
る
国
務
大
臣
で
構
成
さ
れ
る
内
閣
が
憲
法
に

違
反
す
る
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
こ
と
は
背
理
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
条
約
締
結
手
続
が
憲
法
改
正
手
続

よ
り
も
簡
易
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
し
て
、
一
般
に
は
憲
法
が
条
約
に
優
位
す
る
と
解
さ
れ
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
我
が
国
の
負
っ
て
い
る
義
務
は
あ
く
ま
で
も
憲
法
の
範
囲
内
の
も
の
で

あ
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
政
府
と
し
て
国
会
等
に
お
い
て
累
次
説
明
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

な
お
、
憲
法
第
九
条
第
一
項
は
、
独
立
国
家
に
固
有
の
自
衛
権
ま
で
も
否
定
す
る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
く
、
自
衛
の
た
め

の
必
要
最
小
限
度
の
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
政
府
と
し
て
は
、
こ
の

よ
う
な
見
解
を
従
来
か
ら
一
貫
し
て
採
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 


