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サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
・
日
米
安
保
締
結
か
ら
60
年

　
日
米
安
保
体
制･

核
（
兵
器･

原
発
）
問
題
の
源
流
と
現
在
を
問
う	

浅
井
基
文

　

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
・
日
米
安
保
締
結
か
ら
六
〇
年
を
迎
え
た
本
年

十
月
一
五
日
に
、
浅
井
基
文
さ
ん
に
講
演
を
お
願
い
し
て
反
安
保
実
主
催
の
集
会

を
開
催
、
六
五
名
が
参
加
し
て
日
米
安
保
体
制
下
の
核
兵
器
と
原
発
問
題
を
考
え

ま
し
た
。
当
日
は
浅
井
さ
ん
か
ら
の
二
六
ペ
ー
ジ
に
渡
る
資
料
を
配
布
し
、
質
疑

を
含
め
て
約
二
時
間
半
の
講
演
・
討
論
を
実
施
し
ま
し
た
。
以
下
は
、
お
話
と
資

料
か
ら
掻
い
摘
ん
で
概
要
を
報
告
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
（
文
責
・
木
村
雅
夫
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊　
　
　
　

＊

　

は
じ
め
に

　

ま
ず
、
福
島
第
一
原
発
の
事
故
が
起
こ
っ
て
か
ら
の
、
日
本
に
お
け
る
核
に
か
か

わ
る
混
迷
・
混
乱
の
事
態
が
な
ぜ
お
こ
っ
て
い
る
の
か
、
歴
史
的
背
景
を
説
明
し
ま
す
。

広
島
に
お
い
て
「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
が
相
当
に
早
い
時
期
か
ら
こ
れ
を
肯
定
す

る
見
方
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
一
九
五
一
年
に
長
田
新
さ
ん
の『
原
爆
の
子
』

で
原
子
力
の
平
和
利
用
を
広
島
は
真
っ
先
に
享
受
す
る
権
利
が
あ
る
の
だ
と
言
う
主

旨
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
が
「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
を
公
式
に
打
ち
出
し
た
の
は
一
九
五
三
年

の
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
の
「
ア
ト
ム
ズ
フ
ォ
ー
ピ
ー
ス
」
か
ら
で
、
こ
こ
で
原

爆
を
投
下
し
た
日
本
に
お
い
て
原
発
へ
の
反
撥
・
抵
抗
が
起
き
た
ら
非
常
に
ま
ず
い

か
ら
日
本
を
狙
い
撃
ち
し
た
の
で
す
が
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
前
か
ら
「
原
子
力
の
平

和
利
用
」
政
策
が
国
内
に
お
い
て
推
進
・
宣
伝
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

　

一
九
五
四
年
の
第
五
福
竜
丸
事
件
以
降
、
日
本
で
広
範
に
原
水
爆
を
禁
止
す
べ

き
だ
と
い
う
運
動
が
盛
り
上
が
り
、
五
五
年
八
月
に
原
水
禁
世
界
大
会
に
結
実
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
す
る
と
い
う
点
で
は
原
爆
も
原
発
も
同

じ
で
す
が
、
原
水
禁
運
動
に
お
い
て
一
貫
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
は
核
兵
器
を
無
く

そ
う
と
い
う
運
動
で
、「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
の
問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
こ
と

は
な
い
の
で
す
。
核
廃
絶
と
い
う
の
は
、
原
水
禁
運
動
で
は
核
兵
器
廃
絶
の
略
称
で

す
。
七
五
年
の
原
水
禁
大
会
で
、
森
滝
市
郎
さ
ん
が
原
発
を
含
む
「
核
絶
対
否
定
」

を
提
唱
す
る
な
ど
、
原
水
禁
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
廃
絶
の
立
場
を
取
っ
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、
科
学
的
で
は
無
い
、
焦
点
を
ぼ
か
す
と
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
総
評

が
連
合
に
吸
収
さ
れ
て
し
ま
い
、
原
水
禁
も
歯
切
れ
が
悪
く
な
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
一
部
の
原
発
反
対
の
運
動
が
あ
り
ま
し
た
が
、
原
発
を
含
む
「
原
子
力
の
平
和

利
用
」
に
つ
い
て
国
民
が
何
も
議
論
せ
ず
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
現
在

に
至
り
、
今
回
の
福
島
第
一
原
発
の
事
故
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
福
島
の
事
態
が
起
こ
っ
た
と
た
ん
に
、
ど
う
考
え
た
ら
い
い
か
分
か
ら
な
い
、

何
を
考
え
た
ら
い
い
か
も
分
か
ら
な
い
、
そ
も
そ
も
放
射
能
と
は
何
？　

と
広
島
長

崎
を
体
験
し
た
日
本
で
あ
る
の
に
他
国
か
ら
み
た
ら
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
混
迷
と

混
沌
と
混
乱
が
支
配
す
る
状
況
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。
皆
さ
ん
も
、
兵
器
と
原
発
が

い
っ
し
ょ
に
並
ぶ
よ
う
な
発
想
を
持
た
れ
た
こ
と
が
無
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、

原
発
を
筆
頭
と
す
る
「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
核
政
策

を
覆
い
隠
す
た
め
の
イ
チ
ジ
ク
の
葉
っ
ぱ
だ
っ
た
の
で
す
。

　

日
米
安
保
条
約
、
核
軍
事
同
盟
に
つ
い
て
ど
う
言
う
風
に
考
え
る
の
か
、
六
〇
％

が
安
保
も
憲
法
も
と
い
う
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
日
米
安
保
体
制
に
つ
い
て
曖

昧
に
さ
れ
て
き
た
、
そ
れ
を
更
に
曖
昧
さ
を
深
め
た
の
が
、「
原
子
力
の
平
和
利
用
」

と
い
う
神
話
な
の
で
す
。

　
「
源
流
」
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
時
間
は
な
い
が
、私
が
書
き
続
け
て
い
る
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
（http://w

w
w
.ne.jp/asahi/nd4m

-asi/jiw
en/

）「
21
世
紀
の
日
本
と
国
際
社

会
」
の
コ
ラ
ム
を
ご
覧
願
い
ま
す
。
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私
が
皆
様
に
お
伝
え
し
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

　

今
日
に
お
け
る
日
米
関
係
を
考
え
る
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
経
済
問
題
を
別
と
す

れ
ば
、
日
米
軍
事
同
盟
特
に
在
日
米
軍
の
「
抑
止
（
力
）」
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
こ

と
と
福
島
第
一
原
発
の
事
態
の
も
と
に
あ
る
「
原
子
力
の
平
和
利
用
」
問
題
の
二
つ

で
す
。
こ
の
二
つ
の
問
題
に
か
か
わ
る
日
本
国
内
の
議
論
の
あ
り
方
に
は
、「
平
和
」

論
に
関
し
て
も
共
通
に
見
ら
れ
る
、
現
象
に
追
わ
れ
て
物
事
の
本
質
を
踏
ま
え
た
議

論
を
す
る
こ
と
が
苦
手
な
日
本
的
な
問
題
点
を
感
じ
ま
す
。

　

そ
こ
で
今
回
は
、
ま
ず
「
抑
止
」
と
い
う
言
葉
・
用
語
・
概
念
の
定
義
を
は
っ
き

り
行
う
こ
と
に
よ
り
、「
抑
止
」
は
核
兵
器
登
場
後
の
「
脅
威
」
概
念
の
意
味
内
容

の
な
し
崩
し
的
変
化
に
対
す
る
対
応
と
し
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
ま
す
。

次
に
二
一
世
紀
の
特
徴
的
な
条
件
の
下
で
は
、
も
は
や
核
兵
器
そ
し
て
軍
事
同
盟
の

存
在
自
体
が
時
代
錯
誤
の
有
害
無
益
な
存
在
で
あ
り
、「
抑
止
」
と
と
も
に
お
蔵
入
り

す
る
べ
き
運
命
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

次
に
、
福
島
第
一
原
発
の
事
態
で
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
「
原
子
力
の
平
和
利
用
」

問
題
に
つ
い
て
、
原
爆
と
原
発
と
は
本
質
的
に
同
じ
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
の
戦
後
政
治
が
核
安
保
、「
原
子
力
平

和
利
用
神
話
」
に
よ
っ
て
い
か
に
歪
め
ら
れ
て
き
た
か
を
、
戦
後
保
守
政
治
及
び
私

た
ち
自
身
の
平
和･

核
意
識
の
双
方
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
そ
の
上
で
、
こ
の
よ
う
な

「
核
抑
止
」「
原
子
力
平
和
利
用
」
に
関
す
る
惰
性
的
思
考
を
完
全
に
清
算
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
状
況
、
そ
し
て
日
本
に
於
け
る
核
意
識
の
抜
本
的
変
化
が
必
要
な
こ

と
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。

　

最
後
に
、
脱
原
発
を
含
む
核
廃
絶
を
実
現
す
る
た
め
の
指
針
は
平
和
憲
法
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
ま
ず
、
平
和
憲
法
の
制
定
自
体
が
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投

下
に
代
表
さ
れ
る
現
代
戦
争
の
教
訓
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
、
人
類
史
の
流
れ
の

中
で
普
遍
的
価
値
と
し
て
確
立
し
た
「
人
間
の
尊
厳
」
に
基
づ
く
「
力
に
よ
ら
な
い
」

平
和
観
の
意
味
、
そ
し
て
一
九
四
七
年
の
平
和
憲
法
が
二
一
世
紀
の
人
類
の
進
む
べ

き
方
向
性
を
明
確
に
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
（
日
本
及
び
私
た
ち
日
本
人
は
巨
大
な

世
界
的･

人
類
的
な
使
命･

責
任
を
負
っ
て
い
る
こ
と
）
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
確
認
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
１
　
軍
事
的
「
抑
止
」

（
１
）
定
義

　
「
一
国
が
、
敵
国
か
ら
の
攻
撃
を
防
止
す
る
た
め
に
、
報
復
す
る
と
い
う
威
嚇

(threat)

を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
。「
抑
止
」
と
い
う
用
語
は
主
に
、
核
兵
器
の
出

現
と
と
も
に
、
核
兵
器
国
ま
た
は
主
要
な
同
盟
シ
ス
テ
ム
の
基
本
戦
略
に
お
い
て
使

わ
れ
て
き
た
。
核
抑
止
戦
略
は
二
つ
の
基
本
的
な
条
件
に
依
拠
す
る
。
第
一
、（
攻
撃

側
の
）奇
襲
攻
撃
後
の（
反
撃
側
の
）報
復
能
力
が
確
実
に
あ
る
と（
攻
撃
側
に
よ
っ
て
）

認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
、（
反
撃
側
に
は
）
報
復
意
志
が
可
能
性
と
し

て
あ
る
と
（
攻
撃
側
に
よ
っ
て
）
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
大
英
百
科
事
典
）。

（
２
）「
抑
止
」
の
意
味
・
内
容

　

軍
事
的
な
意
味
で
の
「
抑
止
」
と
い
う
概
念
は
、
核
兵
器
登
場
後
の
産
物
で
す
。

ま
ず
、
伝
統
的
な
「
戦
争
」
に
関
す
る
考
え
方
は
、
以
下
の
①
〜
③
三
つ
の
基
本
的

要
素
に
基
礎
を
お
い
て
、
④
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

①
（
国
際
観
）「
パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
（
権
力
政
治
）
が
支
配
す
る
弱
肉
強
食

の
世
界
」

②
（
国
家
関
係
）「
ゼ
ロ
・
サ
ム
（
勝
つ
か
負
け
る
か
）
の
世
界
」

③
（
脅
威
）「
自
国
の
存
続
・
権
益
を
脅
か
す
意
志
と
能
力
（
軍
事
力
）
を
持
つ
国
家
」

　
「
意
志
」
と
「
能
力
」
の
い
ず
れ
か
一
方
が
欠
け
る
場
合
に
も
、「
脅
威
で
あ
る
」

と
は
言
い
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
の
「
な
ら
ず
者
国
家
」
脅
威
論
、日
本
の
「
中
国
脅
威
」

論
、「
北
朝
鮮
脅
威
」
論
は
根
拠
が
な
い
も
の
で
す
。

④
（
戦
争
）「
国
益
実
現
・
達
成
の
た
め
の
「
政
治
の
延
長
」
と
し
て
の
手
段
」。

　

次
に
、「
途
方
も
な
い
即
時
か
つ
圧
倒
的
な
破
壊
力
」
を
持
つ
核
兵
器
の
出
現
に
よ

り
、
核
戦
争
は
、
も
は
や
い
ず
れ
か
一
方
の
勝
利
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
さ
ず
、
戦

争
当
事
国
す
べ
て
の
破
滅
、
つ
ま
り
勝
者
は
な
く
全
員
が
敗
者
と
な
る
こ
と
、
し
た

が
っ
て
戦
争
は
も
は
や
「
政
治
の
継
続
」
と
い
う
手
段
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
た
こ
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と
が
認
識
さ
れ
ま
し
た
。

　

と
は
い
え
、
相
手
側
が
世
界
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
持
っ
て
い
る
可
能
性

は
あ
る
以
上
、先
制
攻
撃
を
仕
掛
け
て
こ
な
い
と
い
う
確
信
が
持
て
な
い
た
め
に
、「
即

時
か
つ
圧
倒
的
な
第
二
撃
破
壊
力
」
と
し
て
の
「
報
復
能
力
」
を
持
ち
、
か
つ
、
攻

撃
を
受
け
た
場
合
に
は
断
固
と
し
て
対
抗
す
る「
報
復
意
志
」を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
報
復
能
力
＋
報
復
意
志
」
か
ら
な
る
「
抑
止
」
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。
軍
事
的
な
「
抑
止
」
と
い
う
考
え
方
、
政
策
は
核
兵
器
の
登
場
と

と
も
に
現
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
脅
威
は
攻
撃
能
力
＋
攻
撃
意
志
、
抑
止
は
報
復
能
力
＋
報
復
意
志
＋

核
戦
力
な
の
で
す
。

（
３
）
二
一
世
紀
の
世
界
と
「
抑
止
力
」

　

で
は
、
二
一
世
紀
の
世
界
に
お
い
て
も
「
抑
止
」
と
い
う
考
え
方
は
引
き
続
き
意

味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
二
〇
世
紀
ま
で
の
世
界
を
支
配
し
て
き
た
パ
ワ
ー
・
ポ

リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
的
（
弱
肉
強
食
）
な
国
際
観
は
歴
史
的
遺
物
と
し
て
歴
史
の
屑
箱
に

入
れ
る
べ
き
で
あ
り
（
そ
の
産
物
で
あ
る
日
米
安
保
も
同
様
で
す
）、
国
家
関
係
も
プ

ラ
ス
・
サ
ム
（
ウ
ィ
ン
・
ウ
ィ
ン
）
を
本
質
と
す
る
関
係
に
変
わ
っ
て
お
り
、
自
国

の
利
益
は
、
他
国
と
の
共
存
共
栄
を
通
じ
て
こ
そ
実
現
す
る
と
い
う
認
識
は
今
や
国

際
常
識
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、「
二
一
世
紀
の
世
界
の
特
徴
」
と
も
い
う
べ
き
、
①
人

間
の
尊
厳
（
人
権
民
主
）、
②
国
際
的
相
互
依
存
、
③
地
球
的
規
模
の
諸
問
題
、
か
ら

確
か
め
ら
れ
ま
す
。

　

パ
ワ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス
の
「
脅
威
」
と
い
う
古
く
さ
い
考
え
方
（
そ
の
典
型

が
日
米
軍
事
同
盟
）
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
な
い
し
、
し
た
が
っ

て
「
脅
威
」
を
前
提
と
し
て
生
ま
れ
た
「
抑
止
」
と
い
う
考
え
そ
の
も
の
の
意
味
が

失
わ
れ
た
、
と
結
論
づ
け
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
の
事
態
に
対
す
る
日
本
及
び
世
界
の
対
応
ぶ
り

か
ら
も
、
次
の
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

＊
昔
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
日
本
が
弱
体
化
し
た
と
き
こ
そ
、
他
国
は
、
日
本
を

侵
略
・
征
服
す
る
絶
好
機
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
（
例
：
欧
米

列
強
の
植
民
地
征
服
、
日
本
の
中
国
侵
略
戦
争
）。

＊
政
府
が
一
〇
万
人
体
制
の
自
衛
隊
災
害
出
動
（
総
兵
力
は
二
四
万
人
）
を
組
む
と

い
う
こ
と
自
体
、
外
患
（
外
国
か
ら
の
脅
威
）
が
あ
る
な
ら
ば
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

で
す
。

＊
高
額
な
武
器
調
達
の
た
め
に
防
衛
費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
無
意
味
さ
も
、

今
回
の
自
衛
隊
の
活
動
そ
の
も
の
が
客
観
的
に
証
明
し
ま
し
た
。

＊
私
た
ち
が
脅
威
と
教
え
込
ま
れ
て
い
る
中
国
と
朝
鮮
は
、
大
震
災
に
際
し
て
多
大

な
支
援
を
し
ま
し
た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
金
正
日
は
三
月
二
四
日
に

在
日
同
胞
に
五
〇
万
ド
ル
を
送
り
、
朝
鮮
赤
十
字
会
は
三
月
二
五
日
に
日
本
赤
十
字
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に
一
〇
万
ド
ル
の
慰
問
金
を
手
交
し
ま
し
た
。

（
４
）
日
本
で
行
わ
れ
て
い
る
「
抑
止
」
論
の
特
徴
と
そ
の
問
題
点

　
「
在
沖
米
海
兵
隊
は
抑
止
力
と
し
て
必
要
」
で
し
ょ
う
か
？　

ア
メ
リ
カ
自
身
が
海

兵
隊
の
役
割
は
「
殴
り
込
み
」
に
あ
る
と
公
認
し
て
き
た
の
で
す
か
ら
、
抑
止
力
で

あ
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
軍
の
機
動
力
の
飛
躍
的
な

発
展
に
よ
り
、「
殴
り
込
み
」
の
役
割
を
担
う
海
兵
隊
の
存
在
理
由
そ
の
も
の
が
再
検

討
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
議
会
で
在
沖
海
兵
隊
の
グ
ア
ム
移
転
が
真
剣
に
議
論
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

　
「
在
日
米
軍
は
抑
止
力
と
し
て
必
要
」
で
し
ょ
う
か
？　

ア
メ
リ
カ
政
府
と
日
本
政

府
と
は
い
わ
ば
呉
越
同
舟
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
は
、
世
界
を
股
に
か
け

て
行
動
す
る
上
で
日
本
全
土
を
出
撃
拠
点
、
兵
站
拠
点
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
死

活
的
に
重
要
で
す
し
、
台
湾
海
峡
有
事
、
朝
鮮
半
島
有
事
を
牽
制
す
る
た
め
に
も
最

前
線
基
地
と
し
て
の
日
本
を
絶
対
に
必
要
と
考
え
て
い
ま
す
か
ら
、
在
日
米
軍
を
対

中
「
抑
止
力
」
と
し
て
正
当
化
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
し
ょ
せ
ん
後
付
け
の
理

屈
で
す
。

　

日
本
政
府
も
ア
メ
リ
カ
の
本
音
は
知
り
尽
く
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
在
日
米
軍
は

抑
止
力
」
と
い
う
議
論
を
で
っ
ち
上
げ
て
い
る
の
で
す
。

　

本
来
的
な
軍
事
的
な
意
味
で
脅
威
を
感
じ
る
立
場
に
あ
る
の
は
、
高
圧
的
な
軍
事

政
策
を
行
う
ア
メ
リ
カ
に
直
面
し
て
い
る
中
国
と
朝
鮮
で
あ
り
、
両
国
は
ア
メ
リ
カ

の
軍
事
侵
攻
を
抑
止
す
る
た
め
に
核
兵
器
政
策
を
と
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
が
中
国
、朝
鮮
を
攻
撃
し
な
い
と
は
っ
き
り
約
束
し
さ
え
す
れ
ば
、中
国
、

朝
鮮
が
身
構
え
る
必
要
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
日
本
に
核
攻
撃
す
る
こ
と
な
ど
を
考

え
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
問
題
の
カ
ギ
は
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
軍
の
日
本
の
基
地

使
用
を
さ
せ
な
い
こ
と
、日
米
安
保
を
や
め
る
こ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、ア
メ
リ
カ
の
「
核

の
傘
」
が
必
要
な
ど
と
い
う
ば
か
げ
た
主
張
も
自
然
に
雲
散
霧
消
す
る
で
し
ょ
う
。

　
２
　
原
発
問
題
と
日
米
軍
事
同
盟
の
根
っ
こ
は
同
じ

（
１
）
ア
メ
リ
カ
の
核
（
原
子
力
）
政
策
と
そ
の
破
綻

　

ア
メ
リ
カ
の
核
政
策
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
は
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
し
た
こ
と

は
正
し
か
っ
た
、
広
島
・
長
崎
に
対
す
る
原
爆
投
下
は
正
し
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て

将
来
的
に
も
核
兵
器
使
用
・
原
子
力
利
用
が
正
当
化
さ
れ
る
、
と
い
う
認
識
で
す
。

　

広
島
、
長
崎
に
多
く
の
被
爆
者
が
生
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
ア
メ
リ
カ
が
取
っ

た
の
は
、
一
方
で
厳
し
い
報
道
管
制
を
敷
い
て
事
実
を
隠
し
通
す
こ
と
、
他
方
で
「
核

＝
キ
ノ
コ
雲
」
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
を
払
拭
す
る
た
め
に
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
軍
事
利
用

を
推
進
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
の
土
壌
作
り
の
世
界
的
な
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を

行
う
こ
と
、
及
び
原
子
力
平
和
利
用
計
画
す
な
わ
ち
原
子
力
発
電
を
本
格
的
に
推
進

す
る
こ
と
で
し
た
。

＊
ア
メ
リ
カ
の
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
軍
事
利
用
で
重
要
な
の
が
原
子
力
潜
水
艦

（
一
九
五
四
年
）、
原
子
力
空
母
（
一
九
六
〇
年
）
に
お
け
る
推
進
力
と
し
て
原
子
炉

を
使
う
も
の
で
し
た
。

＊
広
島
及
び
長
崎
に
対
す
る
原
爆
投
下
は
、
い
か
な
る
理
由
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ

れ
得
な
い
反
人
道
の
極
み
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
に
承
認
さ
せ
る
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
た
ち
人
類
は
核
兵
器
廃
絶
及
び
脱
原
発
に
よ
る
人
類
の
意

味
あ
る
存
続
を
可
能
に
す
る
出
発
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
２
）
日
本
政
府
の
核
政
策
と
日
本
人
の
核
意
識

　

日
本
政
府
は
、
戦
後
一
貫
し
て
核
問
題
に
関
す
る
「
二
枚
舌
」
政
策
を
行
っ
て
き

ま
し
た
。
非
核
三
原
則
を
「
国
是
」
と
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」（
拡
大

核
抑
止
）
を
積
極
的
に
受
け
入
れ
、
核
密
約
に
よ
っ
て
非
核
三
原
則
を
ね
じ
曲
げ
る

政
策
を
追
求
し
て
き
た
の
で
す
。

　

民
主
党
政
権
は
、
日
米
軍
事
同
盟
路
線
を
自
公
政
権
か
ら
ま
る
ま
る
引
き
継
い
だ

だ
け
で
は
な
く
、
非
核
三
原
則
を
二
・
五
原
則
化
ま
た
は
二
原
則
化
す
る
方
向
へ
舵
を

切
る
こ
と
で
、「
二
枚
舌
」
政
策
を
改
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
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日
本
人
の
多
く
は
あ
ま
り
に
も
既
成
事
実
に
弱
い
、「
お
上
」
に
弱
い
と
い
う
弱
点

が
あ
り
ま
す
。
結
局
一
人
ひ
と
り
が
「
個
」
を
確
立
す
る
こ
と
を
押
し
つ
ぶ
す
社
会

に
問
題
の
根
っ
こ
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
集
団
的
自
己
中
」
な
の
で
す
。

　

福
島
第
一
原
発
の
事
態
が
こ
れ
ほ
ど
深
刻
な
広
が
り
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の

に
、
相
変
わ
ら
ず
半
数
近
く
の
世
論
が
原
発
の
現
状
維
持
を
選
択
し
て
い
る
。
ス
イ

ス
で
は
原
発
廃
止
を
望
む
意
見
が
八
七
％
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
脱
発
依
存
を
望
む
意

見
が
八
三
％
、
タ
イ
で
は
原
発
導
入
反
対
が
七
三
％
、
ア
メ
リ
カ
で
は
原
発
反
対
が

五
二
％
と
、
福
島
の
事
態
を
受
け
て
大
き
な
世
論
の
変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
比
較

し
た
と
き
、
お
膝
元
の
日
本
に
お
け
る
現
状
維
持
の
世
論
の
状
況
は
い
か
に
異
常
か

が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

　
　
３
　
憲
法
９
条
は
日
米
軍
事
同
盟
と
は
共
存
で
き
な
い

（
１
）
二
一
世
紀
を
支
配
す
る
べ
き
平
和
観
は
何
で
し
ょ
う
か

　
「
力
に
よ
る
」
平
和
観　

対　
「
力
に
よ
ら
な
い
」
平
和
観
。
こ
の
闘
い
は
一
国
レ

ベ
ル
で
は
基
本
的
に
決
着
済
み
で
す
。「
人
間
の
尊
厳
」
を
承
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

暴
力
の
支
配
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。「
銃
社
会
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ

を
除
け
ば
、
個
人
の
暴
力
は
否
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

人
間
の
尊
厳
の
普
遍
的
価
値
と
し
て
の
国
際
的
確
立
に
よ
り
、
人
間
の
尊
厳
と
根

本
的
に
矛
盾
す
る
「
力
に
よ
る
」
平
和
観
は
歴
史
の
屑
箱
に
放
り
込
ま
れ
る
運
命
に

あ
り
、「
力
に
よ
ら
な
い
」
平
和
観
が
二
一
世
紀
を
支
配
す
る
べ
き
必
然
性
を
備
え
て

い
ま
す
。

（
２
）
二
一
世
紀
的
視
野
に
お
い
て
平
和
憲
法
を
考
え
る
意
義

　

九
条
の
思
想
的
源
泉
は
、
侵
略
戦
争
の
過
ち
を
二
度
と
く
り
返
さ
な
い
と
い
う
国

際
的
公
約
と
、人
間
の
尊
厳
（
人
権
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
の
普
遍
価
値
性
が
確
立
し
「
力

に
よ
ら
な
い
」
平
和
観
の
み
が
人
間
の
尊
厳
の
実
現
を
担
保
す
る
平
和
観
で
あ
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
す
。

　

米
ソ
冷
戦
が
終
わ
り
、
平
和
憲
法
が
前
提
す
る
国
際
環
境
が
現
実
に
な
っ
た
今
、

改
め
て
「
九
条
（
平
和
憲
法
）
か
日
米
安
保
か
」
を
問
い
直
し
、
日
本
に
立
憲
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
を
実
現
す
る
好
機
で
す
。
そ
う
い
う
国
際
観
、
歴
史
観
を
踏
ま
え
た
憲
法

論
を
我
が
も
の
に
し
た
い
も
の
で
す
。

　

憲
法
を
選
択
す
る
の
か
、
日
米
安
保
を
選
択
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
り

日
本
の
私
た
ち
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
優
れ
て
国
際
的
、
人
類
的
な
課
題
、
二
一

世
紀
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
課
題
な
の
で
す
。




