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「
超
帝
国
主
義
国
家
ア
メ
リ
カ
の
内
幕
」

（
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ド
ソ
ン
）—

—

こ
の
本

の
存
在
を
知
っ
た
の
は
、
4
月
に
発
売
さ

れ
た
新
潮
新
書
「
黄
金
の
日
本
史
」（
加

藤
廣
）。
日
本
人
が
営
々
と
築
き
上
げ
た

資
産
が
、
い
か
に
し
て
海
外
へ
流
出
し
た

か
、
あ
る
い
は
外
国
勢
力
に
収
奪
さ
れ
た

か
。
キ
ン
（
黄
金
）
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
日

本
史
を
時
系
列
で
物
語
風
に
読
み
解
い
た

本
で
あ
る
。「
超
帝
国
主
義
国
家
ア
メ
リ

カ
の
内
幕
」
に
触
れ
た
の
は
、最
終
章
「
ド

ル
経
済
を
支
え
続
け
る
ピ
エ
ロ
国
家
」（
２

１
０
頁
）
で
あ
る
。

ピ
エ
ロ
国
家
、
わ
が
日
本
の
こ
と
を
指

す
。
今
風
な
ら
、
米
国
金
融
帝
国
主
義
に

ひ
た
す
ら
身
も
心
も
捧
げ
る
「
貢
ク
ン
」

【プロフィール】
1947年大阪市生まれ。早稲田大学大学院法学研究科中退。農
業や農協問題について規制緩和と国際化の視点からの論文を
多数執筆している。主な著書に、『農協が倒産する日』（東洋
経済新報社）、『穀物メジャー』（共著／家の光協会）、『東京を
どうする、日本をどうする』（通産省八幡和男氏と共著／講談
社）、『新食糧法で日本のお米はこう変わる』（東洋経済新報社）
などがある。大阪府米穀小売商業組合、「明日の米穀店を考え
る研究会」各委員を歴任。会員制のFAX情報誌も発行している。

土門 剛 どもん　たけし

国
家
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
日
本
人

が
築
き
上
げ
た
富
を
、
他
国
に
搾
取
さ
れ

な
い
よ
う
気
を
つ
け
よ
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
交
渉
を

想
定
し
て
の
警
告
の
よ
う
で
あ
る
。

「
黄
金
の
日
本
史
」
の
著
者
、
加
藤
廣
さ

ん
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
ユ
ニ
ー
ク
だ
。
１

９
３
０
年
生
ま
れ
だ
か
ら
、
御
年
82
歳
。

東
大
法
学
部
を
出
て
、
中
小
企
業
金
融
公

庫
（
政
策
金
融
公
庫
）、
山
一
證
券
な
ど

を
経
て
、75
歳
で
デ
ビ
ュ
ー
。
最
初
の「
信

長
の
棺
」（
日
本
経
済
新
聞
）
は
、
い
き

な
り
26
万
部
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
。
元
総
理

の
小
泉
純
一
郎
さ
ん
の
愛
読
書
だ
っ
た
そ

う
だ
。

「
超
帝
国
主
義
国
家
ア
メ
リ
カ
の
内
幕
」

（
徳
間
書
店
）
を
、
そ
の
著
者
が
こ
う
取

り
上
げ
て
い
る
。

老
生
（
著
者
）
の
手
許
に
、
こ
の
頃
、

ア
メ
リ
カ
で
書
か
れ
た
、
あ
る
一
冊
の
経

済
書
の
コ
ピ
ー
が
あ
る
。
題
し
て
、『
超

帝
国
主
義
ア
メ
リ
カ
帝
国
の
経
済
戦
略
』。

著
者
は
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ド
ソ
ン
。
な
ぜ
か
、

発
売
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
市
場
か
ら
消
え

た
。
版
権
ご
と
政
府
に
買
い
上
げ
ら
れ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
大
幅
改
訂
版
は
存
在

す
る
が
、
問
題
の
初
版
は
、
今
も
ニ
ュ
ー

ヨ
ー
ク
の
、
ど
の
古
書
店
に
も
見
あ
た
ら

な
い
。「
あ
あ
、
そ
の
本
な
ら
、
よ
く
知

っ
て
い
ま
す
よ
。
一
年
以
上
も
前
か
ら
希

望
者
の
ウ
エ
イ
テ
ィ
ン
グ
状
態
で
す
。
稀

覯
本
で
す
」
こ
れ
が
、
12
年
1
月
の
現
地

で
の
答
え
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
そ
の
筈
。

書
名
ど
お
り
の
恐
ろ
し
い
内
容
で
あ
っ
た
。

筆
者
も
す
ぐ
に
Ａ
ｍ
ａ
ｚ
ｏ
ｎ
で
取
り

寄
せ
た
。
中
古
本
が
３
０
０
円
ほ
ど
で
売

ら
れ
て
い
た
。
徳
間
書
店
が
大
幅
改
定
版

（
第
二
版
）
を
翻
訳
し
た
も
の
で
、
タ
イ

ト
ル
は
日
本
風
に
ア
レ
ン
ジ
さ
れ
て
02
年

に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
原
書
は
72

年
の
刊
行
な
の
で
30
年
遅
れ
て
の
邦
訳
で

の
出
版
と
な
っ
た
。
実
は
、
最
初
に
米
国

で
出
版
さ
れ
た
時
、
日
本
で
も
邦
訳
の
動

き
は
あ
っ
て
、
出
版
社
の
名
前
こ
そ
明
か

し
て
い
な
い
が
、
著
者
の
マ
イ
ケ
ル
・
ハ

ド
ソ
ン
が
、
日
本
版
へ
の
序
文
の
中
で
こ

ん
な
暴
露
話
を
紹
介
し
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
が
日
本
に
外
交
的
圧
力
を
か

け
た
た
め
、
日
本
の
出
版
元
は
、
ア
メ
リ

カ
の
神
経
を
逆
な
で
し
な
い
よ
う
、
出
版

か
ら
手
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
（
版
権
料

を
支
払
っ
た
後
）
の
だ
と
い
う
。
〜
中
略

〜
本
書
は
特
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
売
れ
行
き

が
よ
か
っ
た
。
読
者
は
主
に
ア
メ
リ
カ
の

役
人
で
、
実
の
と
こ
ろ
本
書
は
、
い
か
に

し
て
国
家
の
赤
字
を
、
他
国
の
中
央
銀
行

を
通
し
て
、
そ
こ
の
国
を
搾
取
す
る
経
済

侵
略
的
な
手
段
に
変
え
る
か
に
つ
い
て

の
、
訓
練
手
引
き
書
と
し
て
用
い
ら
れ
た

と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る

原
書
で
は
、「exploit

」
な
る
単
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。「
搾
取
す
る
」
と
い

う
意
味
の
ほ
か
に
、「
食
い
物
に
す
る
」

と
い
う
使
い
方
も
あ
る
。

汝
の
友
、米
国
は
ジ
ャ
パ
ン・マ
ネ
ー
を

こ
う
し
て
食
い
物
に
す
る

史
上
最
大
の
ペ
テ
ン
を

う
ま
く
や
っ
て
の
け
た
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と
こ
ろ
で
ハ
ー
マ
ン
・
カ
ー
ン
博
士
、

こ
の
名
に
覚
え
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
未
来

学
者
と
名
乗
り
、
そ
の
当
時
、「
超
大
国

日
本
の
挑
戦
」（
70
年
）と
い
う
本
を
著
し
、

「
21
世
紀
は
日
本
の
世
紀
」
と
さ
ん
ざ
ん

持
ち
上
げ
た
方
で
あ
る
。
日
本
人
は
世
間

知
ら
ず
の
お
人
好
し
だ
か
ら
、
ち
ょ
い
と

持
ち
上
げ
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
に
チ
ヤ
ホ
ヤ

す
る
悪
い
癖
が
あ
る
。
そ
の
カ
ー
ン
博
士

が
、「
超
帝
国
主
義
ア
メ
リ
カ
帝
国
の
経

済
戦
略
」
の
出
版
直
後
に
、
マ
イ
ケ
ル
・

ハ
ド
ソ
ン
氏
と
会
っ
て
、
こ
ん
な
こ
と
を

言
っ
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
が
、
歴
史
上
帝
国
を
建
設
し

た
ど
の
国
よ
り
も
ど
う
や
っ
て
上
手
（
う

わ
て
）
に
行
っ
た
か
を
あ
な
た
は
見
せ
て

く
れ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
史
上
最
大
の
ペ
テ

ン
を
う
ま
く
や
っ
て
の
け
た
わ
け
だ
。

史
上
最
大
の
ペ
テ
ン—

—

。
あ
ら
た
め

て
確
認
し
て
お
く
が
、
そ
の
相
手
は
、
わ

が
日
本
の
こ
と
で
あ
る
。
ペ
テ
ン
の
道
具

は
、
72
年
8
月
15
日
に
、
ニ
ク
ソ
ン
大
統

領
が
テ
レ
ビ
と
ラ
ジ
オ
で
演
説
し
た
「
ド

ル
紙
幣
と
金
の
交
換
を
停
止
」
し
た
ニ
ク

ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
だ
。
そ
の
カ
ラ
ク
リ
は
、

日
本
版
へ
の
序
文
（
9
頁
）
で
端
的
に
説

明
さ
れ
て
い
る
。

71
年
に
ド
ル
が
金
と
切
り
離
さ
れ
て
以

来
、
諸
外
国
政
府
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い

ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
き
た
。
も
し
使
い
道

の
な
い
ド
ル
を
自
国
の
通
貨
（
ド
イ
ツ
・

マ
ル
ク
、
フ
ラ
ン
、
あ
る
い
は
円
）
に
交

換
す
れ
ば
、そ
の
通
貨
価
値
は
上
昇
す
る
。

こ
れ
は
、
そ
の
国
の
輸
出
品
を
世
界
市
場

で
買
い
手
が
つ
か
な
い
値
段
に
し
て
し
ま

う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
を
避
け
る
た
め
、

各
中
央
銀
行
は
最
小
限
の
抵
抗
を
行
な
う

新
た
な
道
を
た
ど
っ
て
き
た
。す
な
わ
ち
、

余
剰
の
ド
ル
を
ア
メ
リ
カ
に
還
流
さ
せ

て
、
ア
メ
リ
カ
財
務
省
の
証
券
や
手
形
を

買
う
の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
そ
の
時
、
こ
れ
が
ペ
テ

ン
だ
と
は
、
日
本
人
の
誰
も
想
像
で
き
な

か
っ
た
ハ
ズ
で
あ
る
。
金
の
交
換
が
で
き

な
い
ド
ル
紙
幣
は
、何
の
裏
打
ち
も
な
い
。

し
か
も
固
定
相
場
制
か
ら
の
離
脱
と
な
る

と
、
い
ず
れ
減
価
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
こ

と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
当
時

は
、
戦
後
長
ら
く
の
固
定
相
場
に
慣
れ
て

い
た
の
で
、
誰
も
深
刻
な
リ
ス
ク
と
は
思

わ
な
か
っ
た
。

当
時
は
メ
ー
ド
・
イ
ン
・
ジ
ャ
パ
ン
の

製
品
が
米
国
市
場
を
席
巻
し
て
い
た
時
代

で
あ
る
。
対
米
輸
出
で
し
こ
た
ま
ド
ル
を

稼
い
で
も
、
金
に
換
え
ら
れ
ず
、
は
た
ま

た
円
に
換
え
て
自
国
に
持
ち
帰
ろ
う
と
し

た
ら
、
円
の
価
値
が
上
昇
し
て
輸
出
競
争

力
を
失
っ
て
し
ま
う
。
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ド

ソ
ン
が
非
凡
な
の
は
、
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ

ッ
ク
が
日
本
を
食
い
物
に
す
る
仕
掛
け
に

な
る
こ
と
を
直
後
に
見
抜
い
て
い
た
こ
と

だ
。同

じ
よ
う
に
敗
戦
国
で
見
事
戦
後
の
復

興
を
遂
げ
輸
出
国
に
な
っ
て
い
た
ド
イ
ツ

は
違
っ
た
。
米
国
政
府
の
「exploit

」
の

魂
胆
を
読
み
取
っ
た
の
か
、
貿
易
の
決
済

は
マ
ル
ク
建
て
に
し
た
。
財
務
省
の
資
料

で
は
、
80
年
代
に
ド
イ
ツ
の
輸
出
の
8
割

は
マ
ル
ク
決
済
で
、
日
本
は
円
建
て
が
3

割
か
ら
4
割
程
度
だ
っ
た
。
そ
の
分
、
余

剰
の
ド
ル
で
米
国
債
を
大
量
に
抱
え
る
ハ

メ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

こ
う
し
て
手
に
し
た
ジ
ャ
パ
ン
・
マ
ネ

ー
で
米
国
は
、
減
税
の
財
源
と
し
、
さ
ら

に
イ
ラ
ク
戦
の
戦
費
に
充
て
た
の
で
あ
る
。

85
年
9
月
の
プ
ラ
ザ
合
意
も
、
ペ
テ
ン

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
筆
者

の
見
方
だ
。
米
国
の
輸
出
産
業
を
防
衛
す

る
た
め
に
、
ド
ル
高
是
正
、
つ
ま
り
円
高

ド
ル
安
に
向
か
わ
せ
る
べ
く
、
先
進
五
カ

国
が
協
調
介
入
の
実
施
を
合
意
し
た
も
の

だ
っ
た
。
プ
ラ
ザ
合
意
の
頃
は
、
２
５
０

円
だ
っ
た
円
の
対
ド
ル
相
場
が
、
積
極
介

入
の
お
か
げ
で
１
４
０
円
に
急
騰
す
る
。

わ
ず
か
1
年
数
カ
月
の
出
来
事
だ
っ
た
。

そ
の
数
年
前
か
ら
米
国
は
米
国
債
の
大

量
購
入
を
呼
び
か
け
て
い
た
。
当
時
は
日

米
間
に
金
利
差
が
あ
り
、
日
本
の
名
だ
た

る
投
資
金
融
機
関
が
米
国
債
購
入
に
ド
ラ

イ
ブ
を
か
け
た
。
80
年
代
な
ら
1
ド
ル
２

７
０
円
前
後
だ
ろ
う
か
。
か
り
に
償
還
期

限
30
年
の
米
国
債
を
そ
の
頃
に
買
っ
て
い

た
ら
、
そ
の
期
限
が
そ
ろ
そ
ろ
や
っ
て
く

る
が
、
今
の
80
年
前
後
の
相
場
で
は
円
で

受
け
取
る
と
3
分
の
1
以
下
に
減
っ
て
し

ま
う
。
仕
方
な
く
も
う
一
度
買
い
換
え
る

こ
と
に
な
る
。
米
国
人
の
高
笑
い
が
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
だ
。

国
際
緊
急
事
態
経
済
権
限
法
（
Ｉ
Ｅ
Ｅ

Ｐ
Ａ
）
と
い
う
米
国
の
法
律
を
ご
存
知
だ

ろ
う
か
。
93
年
7
月
7
日
付
け
日
本
経
済

新
聞
の
コ
ラ
ム
「
大
機
小
機
」
に
、「
経

済
原
爆
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
こ
ん
な

記
事
が
あ
っ
た
。

確
か
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ン
デ
ー
の
あ
っ

た
87
年
に
、
兜
町
の
有
能
な
経
営
者
か
ら

米
国
に
「
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｐ
Ａ
」
と
い
う
法
律
が

あ
る
の
を
知
っ
て
い
る
か
、
と
教
え
ら
れ

た
。「
国
際
非
常
時
経
済
権
限
法
」
と
で

も
訳
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。「
米
国

の
安
全
保
障
、
外
交
政
策
、
経
済
に
異
常

で
重
大
な
脅
威
が
発
生
し
た
場
合
」「
外

国
と
そ
の
国
民
が
有
す
る
資
産
に
関
し

て
」
そ
れ
を
所
有
し
た
り
、取
引
し
た
り
、

権
利
を
行
使
す
る
こ
と
な
ど
を
「
調
査
、

規
制
あ
る
い
は
禁
止
」
し
た
り
「
破
棄
、

無
効
あ
る
い
は
予
防
す
る
」
と
う
た
っ
て

い
る
。こ
の
法
律
が
成
立
し
た
の
は
77
年
、

ド
ル
切
り
下
げ
と
い
う
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ

ッ
ク
か
ら
6
年
後
で
あ
る
。

こ
の
Ｉ
Ｅ
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
呼
ぶ
法
律
は
、
77

年
に
制
定
さ
れ
た
。
仮
に
日
本
が
、
米
国

債
の
大
量
処
分
を
始
め
た
場
合
、
米
国
は

日
本
を
「
敵
性
国
家
」
に
指
定
、「
敵
国

条
項
」
の
発
動
に
よ
り
日
本
の
米
国
内
資

米
国
債
は
自
由
に
処
分

で
き
な
い
“
欠
陥
商
品
”



55 農業経営者 2012 年　7 月号

産
を
凍
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
つ

ま
り
米
国
債
は
自
由
に
処
分
で
き
な
い

“
欠
陥
商
品
”
で
あ
る
の
だ
。

日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
ゆ
う
ち
ょ
銀
行

が
09
年
10—
12
月
期
に
、
07
年
10
月
の
郵

政
民
営
化
後
で
初
め
て
米
国
債
を
約
３
０

０
０
億
円
購
入
し
て
い
た
。
だ
が
現
物
は

日
本
に
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
連
邦
準

備
銀
行
（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）
の
地
下
金
庫
に
保
護

預
か
り
さ
れ
て
い
る
。
日
本
国
民
の
あ
ず

か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
勝
手
に
何
か
の
質

草
に
と
ら
れ
て
い
る
み
た
い
だ
。

こ
の
法
律
の
こ
と
を
調
べ
て
い
て
分
か

っ
た
こ
と
だ
が
、
日
銀
保
有
の
金
（
ゴ
ー

ル
ド
）
の
現
物
も
米
国
債
同
様
に
米
国
が

保
管
し
、
米
国
の
同
意
無
し
に
処
分
で
き

な
い
と
い
う
。
日
銀
を
含
む
、各
国
政
府
・

中
央
銀
行
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
に
保
有
す
る
金
を

預
け
、
そ
の
預
か
り
証
券
を
持
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
か
け
る
米
国
の
思
惑
は
、
こ

う
し
た
流
れ
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
う

の
が
常
識
的
な
見
方
。
さ
ら
な
る
ジ
ャ
パ

ン
・
マ
ネ
ー
の
取
り
込
み
で
、
彼
ら
が
虎

視
眈
々
と
狙
っ
て
い
る
の
は
、
07
年
に
民

営
化
さ
れ
た
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
（
郵
便

貯
金
）
や
か
ん
ぽ

生
命
（
簡
易
保
険
）

の
マ
ネ
ー
だ
ろ
う
。

ト
ー
タ
ル
で
２
６
７
兆
円
を
超
え
、
三
菱

Ｕ
Ｆ
Ｊ
フ
ィ
ナ
ン
シ
ャ
ル
・
グ
ル
ー
プ
の

１
２
４
兆
円
を
は
る
か
に
し
の
ぐ
規
模
で

あ
る
。
米
国
債
は
、
ま
だ
微
々
た
る
量
し

か
保
有
し
て
い
な
い
。
さ
ら
な
る
米
国
債

の
購
入
に
向
け
て
圧
力
を
か
け
る
べ
く
Ｔ

Ｐ
Ｐ
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。

民
主
党
へ
の
政
権
交
代
か
ら
3
カ
月
後

の
09
年
12
月
、
当
時
の
鳩
山
由
紀
夫
政
権

は
、
郵
政
株
式
売
却
凍
結
法
を
成
立
さ
せ

た
。
小
泉
純
一
郎
政
権
が
進
め
た
郵
政
完

全
民
営
化
に
歯
止
め
を
掛
け
よ
う
と
し
た

の
だ
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
や

か
ん
ぽ
生
命
の
全
株
を
所
有
す
る
日
本
郵

政
株
式
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
は
３
分
の

１
超
を
政
府
が
常
時
保
有
す
る
こ
と
で
、

外
資
に
渡
ら
ぬ
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。

米
国
の
狙
い
は
、
米
系
金
融
機
関
に
乗

っ
取
ら
せ
る
か
、
大
株
主
と
し
て
支
配
す

る
た
め
、
日
本
郵
政
を
上
場
さ
せ
る
こ
と

だ
。
日
本
郵
政
が
米
系
資
本
の
手
に
落
ち

れ
ば
米
国
に
有
利
な
資
金
運
用
が
期
待
で

き
る
。
Ｔ
Ｐ
Ｐ
問
題
の
深
奥
に
は
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
や
か
ん
ぽ
生
命
の
豊
富
な
資
金

を
め
ぐ
り
日
本
国
債
で
運
用
し
た
い
国
内

の
勢
力
と
、
米
国
債
な
ど
外
債
で
運
用
し

た
い
米
国
を
中
心
と
し
た
外
国
勢
力
の
争

い
が
あ
る
の
だ
。

米
国
が
、
自
由
貿
易
の
国
で
あ
る
と
い

う
認
識
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
際
、
改
め

る
べ
き
で
あ
る
。
米
国
は
、
自
分
た
ち
が

強
い
分
野
の
み
自
由
を
主
張
し
、
弱
い
分

野
は
保
護
主
義
的
に
な
る
。
農
産
物
貿
易

が
よ
い
例
だ
。
米
通
商
代
表
部
（
Ｕ
Ｓ
Ｔ

Ｒ
）
の
カ
ー
ク
代
表
が
4
月
10
日
、
ワ
シ

ン
ト
ン
で
会
談
し
た
玄
葉
外
相
に
対
し
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
で
決
め
る
物
品
の
関
税
の
詳
細

は
、「
今
後
の
本
交
渉
次
第
」
と
の
認
識

を
示
し
た
と
の
報
道
が
流
れ
た
。各
紙
は
、

「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
は
全
品
目
で
関
税
を
な
く
す
こ

と
を
目
指
し
て
い
る
が
、
コ
メ
な
ど
日
本

に
と
っ
て
の
重
要
品
目
は
例
外
扱
い
で
き

る
可
能
性
が
あ
る
と
の
認
識
を
、
米
政
府

が
初
め
て
示
唆
し
た
」（
読
売
新
聞
）
と

解
説
し
た
。
お
粗
末
な
の
は
、こ
れ
を「
日

本
に
譲
歩
す
る
用
意
が
あ
る
と
示
唆
し
た

も
の
だ
」
と
早
と
ち
り
し
、
そ
れ
を
マ
ス

コ
ミ
に
リ
ー
ク
し
た
わ
が
政
府
の
交
渉
関

係
者
だ
。
米
国
産
の
国
際
市
場
で
の
コ
ス

ト
競
争
力
を
知
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
デ
タ

ラ
メ
解
釈
。
い
ま
や
中
国
産
と
ス
ク
ラ
ッ

チ
で
競
争
す
れ
ば
米
国
産
は
コ
ス
ト
で
は

勝
て
な
い
の
だ
。
そ
れ
故
に
あ
っ
さ
り
と

譲
歩
す
る
と
言
い
出
し
て
き
た
も
の
と
受

け
止
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

た
だ
麦
、
大
豆
、
酪
農
、
畜
産
な
ど
米

国
に
と
っ
て
競
争
力
の
あ
る
品
目
に
つ
い

て
は
、
い
ず
れ
関
税
撤
廃
へ
向
か
う
も
の

と
覚
悟
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
。
世
界
貿

易
は
そ
う
い
う
流
れ
な
の
だ
。

最
後
に
、「
黄
金
の
日
本
史
」
の
著
者

の
米
国
帝
国
主
義
の
実
態
分
析
を
紹
介
し

て
お
き
た
い
。

「
帝
国
主
義
」
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、
第

二
次
世
界
大
戦
の
悪
役
で
あ
る
ド
イ
ツ
と

日
本
の
敗
北
で
、
こ
の
世
か
ら
消
え
た
ー

ー
と
思
っ
て
い
る
日
本
の
ピ
ン
ぼ
け
な
政

治
学
者
や
政
治
家
に
は
分
か
る
ま
い
。
だ

が
、
ド
ッ
コ
イ
、
帝
国
主
義
は
、
そ
の
姿
、

形
を
変
え
て
戦
後
の
米
国
で
生
き
続
け
て

い
る
の
で
あ
る
。

第
一
が
金
融
帝
国
主
義
。
ア
メ
リ
カ
友

好
国
の
金
融
シ
ス
テ
ム
を
、
す
べ
て
ア
メ

リ
カ
流
に
切
り
替
え
さ
せ
て
、
い
い
な
り

に
さ
せ
る
方
策
で
あ
る
。

第
二
が
食
料
帝
国
主
義
。
ア
メ
リ
カ
友

好
国
に
ア
メ
リ
カ
の
余
っ
て
い
る
食
料
を

「
自
由
貿
易
」
の
名
目
で
輸
入
さ
せ
、
ア

メ
リ
カ
の
食
料
に
依
存
す
る
国
家
体
質
に

し
て
し
ま
う
方
策
で
あ
る
。

第
三
が
ド
ル
基
軸
体
制
帝
国
主
義
。
英

ポ
ン
ド
か
ら
引
き
継
い
だ
ド
ル
基
軸
体
制

を
恒
久
化
す
る
た
め
に
は
、
貿
易
赤
字
や

財
政
赤
字
が
続
こ
う
と
も
、
古
典
的
な
経

済
政
策
の
転
換
策
（
金
融
引
き
締
め
な
ど

に
よ
る
国
際
競
争
力
の
復
活
に
よ
る
黒
字

化
）
を
採
ら
ず
、
ド
ル
過
剰
国
か
ら
何
と

し
て
も
余
計
な
ド
ル
を
ア
メ
リ
カ
に
還
流

さ
せ
る
べ
し
（「
搾
取
」
に
当
た
る
エ
ク

ス
プ
ロ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
い
る
）
と
の
提
唱
で
あ
る
。

汝
の
友
、
米
国
の
“
日
本
を
食
い
物
に

す
る
”
魂
胆
の
よ
う
な
も
の
を
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ

問
題
を
材
料
に
、
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
知

る
べ
き
で
あ
る
。

狙
い
は
郵
貯
・
簡
保
マ
ネ
ー
か


