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日
米
中
そ
れ
ぞ
れ
の
間
で
の
２
カ
国
間

関
係
と
、
３
カ
国
が
形
成
す
る
ト
ラ
イ
ア

ン
グ
ル
は
ど
の
よ
う
に
影
響
し
合
う
の
だ

ろ
う
か
。
本
書
は
１
９
９
８
年
に
刊
行
さ

れ
た
『
日
米
中
協
力
―
新
た
な
三
辺
関
係

の
模
索
』
の
延
長
線
上
に
展
開
さ
れ
た
研

究
成
果
で
あ
り
、
こ
の
間
の
10
年
に
３
カ

国
の
中
で
中
国
と
い
う
要
素
が
飛
び
ぬ
け

て
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
。

　

そ
う
し
た
定
点
観
測
と
し
て
の
意
味
に

加
え
、
本
書
は
今
後
の
日
米
中
関
係
を
担

う
若
い
研
究
者
の
間
で
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

作
り
の
成
果
で
も
あ
る
。
外
交
関
係
に
お

い
て
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
人
的
交
流

の
基
盤
作
り
を
、
議
員
交
流
か
ら
市
民
社

会
ま
で
、
日
本
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー
と
い

う
民
間
財
団
が
長
年
に
わ
た
っ
て
地
道
に

担
い
続
け
て
い
る
こ
と
は
、
大
い
に
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
、
外

交
関
係
で
い
か
に
人
と
人
と
の
直
接
の
関

わ
り
が
重
要
で
あ
る
か
が
随
所
に
読
み
取

れ
る
。

　

本
書
は
ま
ず
日
米
中
３
カ
国
の
パ
ワ
ー

バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
概
観
し
、
次
に
安
全

保
障
問
題
、
歴
史
的
争
点
と
し
て
の
台
湾

と
尖
閣
諸
島
、
地
域
経
済
統
合
、
相
互
の

イ
メ
ー
ジ
が
分
析
さ
れ
、
最
後
に
３
カ
国

関
係
の
将
来
へ
の
展
望
が
記
さ
れ
て
い
る
。

３
カ
国
の
12
名
の
執
筆
者
か
ら
な
る
個
々

   

選
評   

関
西
大
学
法
学
部
教
授 

大
津
留（
北
川
）智
恵
子

人
の
直
接
的
な
関
わ
り
が

外
交
の
基
盤
と
な
る
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の
章
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
重
な
り
合
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
視
点
の
ず

れ
が
逆
に
面
白
い
点
で
も
あ
る
。

　

中
国
の
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
の
台
頭
は
認
め

な
が
ら
も
、
王
は
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
や
ス

マ
ー
ト
パ
ワ
ー
も
考
慮
す
る
と
、
あ
ま
り

に
中
国
が
自
ら
を
過
信
す
る
こ
と
、
あ
る

い
は
日
米
の
過
大
評
価
が
安
全
保
障
の
ジ

レ
ン
マ
を
招
く
こ
と
を
懸
念
す
る
。
国
分

は
、日
中
関
係
が
良
好
で
あ
る
こ
と
は
、両

国
を
経
済
的
に
重
要
視
す
る
ア
メ
リ
カ
に

と
っ
て
も
利
益
で
あ
り
、
今
後
も
そ
れ
が

求
め
ら
れ
て
い
く
と
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
歴
史
を
振
り
返
る
中
か
ら
、
日
米
中

の
安
定
に
向
け
て
の
最
も
弱
い
環
が
日
中

で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　

中
国
か
ら
見
た
東
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障

問
題
で
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の

中
国
脅
威
論
の
行
方
で
あ
ろ
う
。
オ
バ
マ

政
権
は
、
対
中
妥
協
派
と
対
立
派
の
双
方

が
議
論
の
余
地
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
い
う

意
味
で
、
伝
統
的
現
実
主
義
と
リ
ベ
ラ
ル

制
度
論
の
中
間
で
中
国
を
見
て
い
る
と
さ

れ
る
が
、
２
０
１
０
年
の
中
間
選
挙
で
は

中
国
敵
視
の
議
論
が
盛
ん
だ
っ
た
。
現
在

ア
メ
リ
カ
が
採
用
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る

「
ヘ
ッ
ジ
」
戦
略
は
、中
国
に
と
っ
て
受
容

可
能
な
現
実
的
な
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、

テ
ロ
対
策
の
裏
に
潜
む
「
隠
さ
れ
た
ア

ジ
ェ
ン
ダ
」
へ
の
疑
念
を
抱
か
せ
る
、
と

い
う
の
が
中
国
か
ら
の
視
点
で
あ
る
。

　

３
国
が
戦
略
的
な
対
話
を
行
う
に
は
、

地
域
の
緊
張
緩
和
が
前
提
と
な
る
。
軍
事

面
で
制
度
化
さ
れ
た
３
国
間
主
義
は
難
し

い
も
の
の
、
非
伝
統
的
安
全
保
障
や
人
道

支
援
で
の
軍
事
協
力
を
通
し
て
、
２
国
主

義
と
い
う
習
慣
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
の
意

義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

台
湾
問
題
、
尖
閣
諸
島
問
題
で
は
紛
争

管
理
の
重
要
性
が
的
確
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
気
候
温
暖
化
を
め
ぐ
る
３
カ

国
の
協
力
、ア
ジ
ア
で
の
法
制
度
構
築
、自

動
車
産
業
が
示
す
重
層
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

な
ど
、今
後
の
課
題
も
示
さ
れ
て
い
る
。さ

ら
に
、
相
互
イ
メ
ー
ジ
の
分
析
で
は
、
日

本
語
を
勉
強
し
て
い
る
学
生
、
国
際
関
係

学
を
専
攻
す
る
学
生
、
国
際
経
験
の
あ
る

中
国
人
と
い
う
、
個
人
の
経
験
が
イ
メ
ー

ジ
形
成
に
も
た
ら
す
影
響
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
海
外
に
目
を
向
け
な
く
な
っ
て
い

る
日
本
人
が
、
ど
の
よ
う
な
対
外
イ
メ
ー

ジ
を
形
成
す
る
の
か
と
い
う
不
安
に
通
じ

る
分
析
で
あ
る
。

　

２
カ
国
間
の
ゲ
ー
ム
が
第
３
国
を
巻
き

込
ん
で
多
国
間
の
ゲ
ー
ム
に
な
る
と
い
う

意
味
で
、
国
際
政
治
は
チ
ェ
ス
で
は
な
く

ビ
リ
ヤ
ー
ド
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
２
カ
国
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間
関
係
が
良
好
で
な
い
と
、
３
カ
国
・
多

国
間
関
係
は
生
ま
れ
な
い
が
、
２
カ
国
間

関
係
を
強
め
る
こ
と
は
、
第
三
者
の
疑
念

を
引
き
起
こ
す
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
も
伴
う
。

米
中
関
係
の
深
ま
り
が
日
米
同
盟
の
格
下

げ
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
３
国
間
の

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
サ
ム
ゲ
ー
ム
と
し
て
理
解
さ

れ
る
よ
う
な
環
境
を
作
っ
て
い
く
必
要
が

あ
る
、
と
カ
ー
テ
ィ
ス
は
指
摘
す
る
。

　

世
界
の
三
大
経
済
大
国
の
関
係
は
、
今

後
の
世
界
の
行
方
に
影
響
を
及
ぼ
す
大
き

な
要
因
で
あ
る
。
３
カ
国
主
義
は
重
要
で

あ
る
が
、
口
先
の
み
で
は
進
展
せ
ず
、
そ

れ
な
り
の
時
間
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
資
源
が

投
入
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
軍
事
が

先
行
す
る
し
か
な
い
と
い
う
外
交
の
行
き

詰
ま
り
に
直
面
し
な
い
た
め
に
も
、
３
国

の
地
道
な
土
台
作
り
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

中
国
と
日
本
を
適
切
に
評
価
す
る

た
め
の
視
点
は

　

日
本
と
中
国
を
要
と
し
て
展
開
す
る
東

ア
ジ
ア
情
勢
は
、
そ
の
外
側
の
視
点
か
ら

は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
は
、
30
年
の
間
、
日
本
の
銀
行
に
勤

務
し
、
日
本
を
熟
知
し
た
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト

で
あ
る
著
者
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
持
た
れ

て
い
る
ア
ジ
ア
に
関
す
る
「
ゆ
が
ん
で
い

る
」
と
思
わ
れ
る
見
方
、
す
な
わ
ち
中
国

の
過
大
評
価
と
日
本
の
過
小
評
価
を
正
そ

う
と
し
て
書
か
れ
た
本
で
あ
る
。

　

著
者
は
ま
ず
歴
史
の
中
か
ら
両
国
の
強

み
と
弱
み
を
観
察
し
て
い
る
。
両
国
の
歴

史
的
な
関
わ
り
の
積
み
重
ね
の
中
か
ら
は
、

対
照
的
に
見
え
る
日
中
の
経
済
に
多
く
の

類
似
点
が
発
見
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
日

本
を
「
相
撲
の
踏
ん
張
り
」
と
見
な
す
著

者
も
、
日
本
の
抱
え
る
問
題
は
中
国
よ
り

も
深
刻
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。

　

そ
の
中
国
も
、
開
放
政
策
か
ら
20
年
間

の
経
済
成
長
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ほ
こ

ろ
び
を
生
じ
さ
せ
て
お
り
、
世
界
経
済
か

ら
分
離
さ
れ
、
影
響
を
受
け
な
い
ア
ジ
ア

経
済
と
い
う
の
は
幻
想
で
、
実
体
経
済
で

は
打
撃
を
受
け
て
い
る
と
見
る
。
中
国
は

政
治
、人
口
動
態
、エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
、多

く
の
問
題
を
内
に
抱
え
て
お
り
、
む
し
ろ

こ
れ
か
ら
、
そ
れ
ら
に
対
応
し
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

地
域
大
国
と
し
て
の
日
本
と
、
地
域
を

踏
み
台
と
し
て
世
界
大
国
を
目
指
す
中
国
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と
の
今
後
を
、著
者
は
、中
国
の
覇
権
、日

中
の
衝
突
、
そ
し
て
日
中
協
力
の
三
つ
の

シ
ナ
リ
オ
で
描
き
、
当
面
は
両
国
が
主
導

権
を
分
掌
す
る
と
見
て
い
る
。し
か
し
、中

国
に
は
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
が
あ
る
一
方
、

「
日
本
に
と
っ
て
の
最
大
の
敵
は
日
本
自

身
」
に
あ
り
、「
未
来
を
描
け
な
く
な
っ
た

こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
に
、
私
た
ち

は
ど
う
応
え
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

国
内
外
で
異
な
る
難
民
への
対
応
と

援
助
が
抱
え
る
矛
盾

　

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
む
今
日
の
世
界
で

は
、
日
本
か
ら
遠
い
国
で
の
紛
争
や
災
害

で
あ
っ
て
も
、
普
遍
的
な
人
道
主
義
に
基

づ
い
て
国
際
協
力
を
行
う
こ
と
が
当
然
と

思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
人
道
的

支
援
の
名
の
下
で
は
軍
事
力
の
行
使
す
ら

正
当
化
さ
れ
得
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
本
の
国
内
で
難
民
申
請

を
す
る
と
、
人
権
が
保
護
さ
れ
な
い
だ
け

で
は
な
く
、
犯
罪
者
と
し
て
国
外
へ
と
排

除
さ
れ
て
し
ま
う
。
同
じ
難
民
が
な
ぜ
対

照
的
な
扱
い
を
受
け
る
の
か
。本
書
は
、海

外
で
の
人
道
支
援
か
ら
国
内
で
難
民
申
請

者
へ
の
治
療
へ
と
、
常
に
弱
者
に
寄
り

そ
っ
て
き
た
著
者
の
視
点
か
ら
、
日
本
人

と
難
民
の
関
わ
り
方
を
説
い
て
い
る
。

　

大
規
模
な
援
助
を
行
お
う
と
す
る
と
、

国
際
機
関
や
政
府
と
の
協
働
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
援
助
が
自
ら
を

目
的
と
す
る
「
援
助
産
業
」
と
な
っ
て
し

ま
う
と
、Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）
は
Ｇ
Ｏ

（
政
府
組
織
）に
限
り
な
く
近
づ
い
て
し
ま

う
。
ま
た
、紛
争
地
で
の
人
道
支
援
の「
非

政
治
性
」
が
実
は
「
政
治
的
」
で
あ
る
と

い
う
指
摘
は
、
か
つ
て
緒
方
貞
子
氏
が
民

族
浄
化
に
直
面
す
る
中
で
触
れ
た
ジ
レ
ン

マ
で
も
あ
る
。
草
の
根
の
援
助
活
動
は
常

時
こ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
中
で
最
善
の
道

を
模
索
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

あ
え
て
協
働
を
行
わ
な
い
立
場
の
著
者

か
ら
の
手
厳
し
い
批
判
の
書
で
あ
り
、
異

な
る
立
場
か
ら
の
議
論
も
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
海
外
で
の
国
際
協
力
が
国
内
で

の
非
日
本
人
へ
の
尊
厳
と
結
び
付
い
て
い

な
い
と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
少
子
化
対

策
と
し
て
多
文
化
共
生
社
会
が
論
じ
ら
れ

が
ち
な
日
本
の
人
権
感
覚
の
危
う
さ
と
も

通
じ
て
お
り
、
私
た
ち
に
足
下
を
見
直
す

機
会
を
与
え
て
く
れ
る
。

 

（
お
お
つ
る
・
き
た
が
わ 

ち
え
こ
）
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