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「
覇
権
条
項
」
提
起
の
背
景

中
国
が
日
中
平
和

友
好
条
約

に
対
し
て

、

「
覇
権
条
項
」

を
要
求
し
て
き
た
た
め
日
本
外
交
は
い
ま
大
き
な

課
題
を
つ
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

「
覇
権
を
求
め
な
い
」

と
い
う
中
国
側
の
主
張
は

、

い
か
な
る
コ
ン
テ
キ
ス

ト
の
上
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う

か
。

最
近

、

自
民
党
の

保
利
茂
氏
が
中
国
を
訪
問
し
た
際
に

周
恩
来
総
理
は
「
覇
権
を
求
め
な
い
」

と
い
う

考
え
方

は
も
と
も
と
米
中
共
同
声
明
の

際
に
キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー

が
主
張
し
た
も
の
だ
と

説
明
し
た
と
い

わ
れ
る
。

そ
の
結

果
、

米
中
共
同
声
明

、

（
注
）

に
も

「
覇
権
条
項
」

と
い
う
の
が
と
り
入
れ
ら
れ
た
が

、

日
中
共
同
声
明
の
第
七
項

周
恩
来
総
理
の
設
別
に

も
か
か
わ
ら
ず 、

こ
の
問
題
は

、

十
分
に
検
討
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ

る
結
論
的
に

言
え
ば 、

キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー

が
言
っ

た
と
い
う
こ
と
の
意
味
は

、

む
し
ろ

、

ρ
だ
か
ら
日
本
も

受
け

入
れ
て
欲
し
い
u

と
い
う
中
国
側
の
ニ
ュ

ア
ン
ス

が
そ
の
背
後
に
あ
る
と
い
う
よ
う

に

解
す
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。



覇
権
問
題
は
一

九
七
0
年
代
に
な
っ

て
か
ら
、

中
国
側
が
か
な
り
戦
略
的
な
布
石
に
基
い
て
こ
の
間
題
を
と
り

上
げ
て
き
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

布
石
の
上
に

米
中
声
明

、

日
中
声
明
と
い
う
も
の
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

。

「
覇
権」
お
よ
び
「
覇
権
主
義」
の
意
味

そ
も
そ
も
中
国
の
い

う
「
覇
権
」

と
か
「
覇
権
主
義
」

の
意
味
は

何
か

。

い
う
ま
で
も
な
く

ヘ

ゲ
モ
ニ

ー
と
い

う
考
え
方
と
は
少
し
異
な
り
‘

あ
く
ま
で
中
国
流
の
コ
ン
テ
キ
ス

ト
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

覇

権
と
は
文
字
通
り
「
覇
者
の
権
力
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が

、

そ
れ
は

、

中
国
古
来
か
ら
の
王
者
に
対
す
る

言
葉

王
道
を
歩
む
王
者
で
は
な
〈 、

で
あ
っ

て
、

例
え
ば
春
秋
の
「
五
覇
」

と
い
う
よ
う

に
使
わ
れ
て
い
る
。

覇
道
を
求
め
て
諸
侯
の
盟
主
と
な
っ

た
も
の
を
覇
者
と
い
う

が
、

つ
ま
り、

こ
れ
を
今
日
の一
言
葉
に
直
す
と

、

軍
事
力
あ
る

い
は
国
力
を
背
景
に
し
て
世
界
の

国
々
を
従
え

、

盟
主
に
な
ろ
う
と
す
る
勢
力
と
い
う

意
味
と
な
る
。

そ
の
よ
う

な
勢
力
が
求
め
る
世
界
政
治
の
権
力
こ
そ
が
覇
権
で
あ
り、

そ
の
よ
う
な
方
向
こ
そ
覇
権
主
義
で
あ
る
と
中
国
は

考
え
て
い
る
。

- 2 -
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さ
ら
に

、

公
式
に
は
伝
え
ら

れ
て
い
な
い
が

、

一

般
的
に
は
こ
の
「
覇
権
主
義
」

と
い
う

表
現
に
つ
い
て
は
本

年
一

月
の
第
四
期
全
国
人
民
代
表
大
会
で
の

周
恩
来
報
告

、

張
春
橋
報
告
で
も

「
帝
国
主
義
」

、

「
植
民
地
主
義」

と
い
う

社
会
科
学
的
な
概
念
と
並
ん
で
「
覇
権
主
義
」

と
い
う
こ
と
に

言
及
し
て
い
る
．

こ
の
点
に
つ
い
て
は

、

部
小
平
副
首
相
が
昨
年
の
十
月
の
国
慶
節
に
参
加
し
た
海
外
華
僑
代
表
に

述
べ
た
言
葉
の
中
で

、

そ
の
定
義
付
け

を
行
っ

て
い
る
。

す
な
わ
ち 、

一

つ
の
社
会
主
義
大
国
が
ひ
と
た
び
資
本
主
義
を
復
活
す
れ
ば 、

国
際
上
必
ず
覇
権
主

「
も
し

、

義
に
変
り

、

必
ず
帝
国
主
義
に

変
わ
る
と
考
え
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

現
在 、

-3-

社
会
主
義
大
国
は
ソ

連
の
他

ソ

連
に
お
い
て
国
内
的
に

資
本
主
義
が
復
活
し
た
と
き
、

主
義
が
あ
る
の
だ
と
い
う

表
現
を
し
て
い
る
。

に
は
存
在
し
な
い
し

、

そ
の
対
外
的
反
映
と
し
て
覇
権

「
覇
権
主
義
」

の
由
来

111
対
ソ
戦
略
の
理
論
付
け

ll

／
 wd

の
よ
う
な
意
味
で
の
中
国
の
「
覇
権
」

、

「
覇
権
主
義
」

と
い
う

考
え
方
は

、

い
つ
ご
ろ
出
て
き
た
の
で
あ



ろ
う

か
。

対
外
的
に
は

、

中
国
が
国
連
に
参
加
し
た
一

九
七
一

年
十
一

月
の
国
連
総
会
に
お
け
る
喬
冠
華
演
説
が

そ
の
は
し
り
と
考
え
ら
れ
る
。

当
時

、

喬
冠
華
は
「
米
帝
」

と
「
ソ
修
」

を
、

世
界
の
覇
権
の
争
奪
者
と

規
定
し
て

、

二
つ
の
超
大
国
の
「
覇

権
主
義
」

「
強
権
政
治
」

に
反
対
す
る
と一一一一口
っ

て
い
る
。

し
か
し

、

す
で
に
そ
の
前
の
一

九
七
一

年
一

月
の

「
大
国
の
覇
権
主
義
を
打
倒
し
よ
う

」

『
人
民
日
報
』

iま

と
い
う

社
説
を
か
か
げ
て

、

「
覇
権
主
義
」

と
「
強
権
主
義
」

に
反
対
し
て
い
る
。

つ

ま
り
内
政
的
に
は

、

中
国
は
こ
の
段
階
か
ら
そ
う
い
う

立
場
を
固
め
て
き
て
い
る
。

さ
ら
に

さ
か
の
ぼ
る
と
、

一

九
七
O
年
の
元
旦
社
説
（
三
紙
誌
共
同
）

「
偉
大
な
七
0
年
代
を
迎
え
て
」

の
中
で

、

「
世
界
資
本
主
義
の
覇

者
l
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
」
と
い
う

表
現
が
み
ら
れ
る
。

中
国
は

、

七
0
年
代
初
頭
か
ら

「
覇
者
」

、

「
覇
権
」

と

い
う

言
葉
を
使
い
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。

一

九
六
九

年
に
う
ち
出
さ
れ
た
「
ブ
レ

つ
ま
り

、

ジ
ネ
フ
・

ド
ク
ト
リ
ン
」

を
意
識
し
た

中
国
が

、
そ
う
い
う
ソ

連
の
戦
略
に

対
応
す
べ

く 、

着
々
と

論
理
的
な
意

味
付
け
を
し
て
き
た
そ
の
文
脈
の
上
に

、

今
日
の
覇
権
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

。

そ
れ
が

、

そ
の

後
の
米
中
会
談
で
も

話
題
に
な
っ

た
わ
け
で
あ
る
。

キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー

が
言
い
出

そ
う

す
る
と
、

し
た
と
い
わ
れ
る
保
利
茂
氏
に

対
す
る
説
明
は

、

必
ず
し
も

説
得
的
な
も
の
で
は
な
〈
て

、

キ
ッ

シ
ン
ジ
ャ
ー

は
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中
国
の
そ
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う
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1
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い
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〈
’Vdべ士 l
》
可
〆W
1

1

問
題
を
あ
ま
り
単
純
に
理
解
し

四

や
が
て
一

九
七
三
年
の
三
紙
誌
共
同
の
元
日一
社
説 、

『
深
〈

地
下
道
を
掘

り

い
た
る
と
こ
ろ
で

食
糧
を
蓄
え 、

最
近
で
も
し
き

覇
権
を
求
め
な
い
』

よ
う

に

我
々
に

教
え
て
い
る
」

と
、

り
と
強
調
さ
れ
て
い
る
ス
ロ

ー
ガ
ン
を
紹
介
し
て
お
り、

そ
の
後
も
そ
れ
が
中
国
の

最
も

原
則
的
な
ス
ロ

ー
ガ
ン

と
な
っ

て
い
る
。

今
回
の
全
国
人
民
代
表
大
会
で
も
こ
の
毛
沢
東
の
言
葉
を
す
べ
て
の
文
章
す
べ
て
の
報
告
が
繰

り
返
し
引
用
し
て
い
る
。

か
く
し
て

、

憲
法
の
前
文
の
中
で
の
「
覇
権
主
義
反
対
」

が
は
っ

き
り
定
着
し
て
き
て

い
る
。

中
国
は

、

こ
の
よ
う

に

単
な
る
政
治
的
な
プ
ロ
パ

ガ
ン
ダ

、

あ
る
い
は

主
張
と
し
て
覇
権
主
義
反
対
を
唱
え
て

い
る
の
で
は
な
く
、

い
わ
ば
対
外
活
動
に
関
す
る
原
則
と
し
て

、

毛
沢
東
の
支
持
そ
し
て
憲
法
前
文
で
の
定
着
と

a 円、

- 5 ー



い
う

「
公
式
化
」

、

「
制
度
化
」

を
経
て

、

覇
権
問
題
と
打
ち
出
し
て
き
て
い
る
。

従
っ

て
中
国
は

、

こ
の
問
題

を
そ
う

簡
単
に
引
っ

込
め
な
い
だ
ろ
う
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

五

本

女す

応

の

日

ひ
る
が
え
っ

て
、

日
本
政
府
な
い
し
は
外
務
当
局
は

、

果
し
て
日
中
平
和
友
好
条
約
交
渉
に

際
し
て
そ
の
辺
ま

で
深
〈

考
え
て
い
た
か
ど
う

か
疑
わ
し
い

。

新
聞
に

も
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

一
一
月
上
旬
位
ま
で
は

、

日
中

平
和
友
好
条
約
交
渉
の
中
に
は

台
湾
問
題
も
、

尖
閣
列
島
を
は
じ
め
と
す
る
領
土
問
題
も 、

中
国
側
か
ら

提
起
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、

な
難
聞
が
提
起
さ
れ
る
よ
う

な
こ
と
は
な
い
と
み
て

、

交
渉
は
ト

ン
ト
ン

拍
子
に

進
み

、

今
国
会
中
に

も
批
准
が

こ
の
よ
う

可
能
だ
と
い
う
よ
う
な
見
方
を
と
っ

て
い
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

中
国
か
ら
覇
権
問
題
が
も
ち

出
さ
れ

、

し
か
も
中
国
は
そ
う
い
う

伏
線
を
非
常
に
早
い
時
期
か
ら

敷
い
て
い
た
た
め

、

こ
の
伏
線
が
今
日
生
き

て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、

日
中
国
交
樹
立
に

際
す
る
共
同
声
明
で
も
、

や
が
て
こ
れ
ほ
ど

こ
の
覇
権
問
題
が

、

-6-



重
要
な
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー

ズ
・

ア
ッ

プ

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
覇
権
問
題
が

、

い
か
に
ソ

連
を
刺
激

す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を

、

十
分
予
測
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
深
〈

反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、
。

も
し
も 、

中
国
が
そ
う
い
う

原
則
的
な
主
張
を
譲
ら
な
い
場
合
に
は

、

日
本
と
し
て
は

、

「
覇
権
」

「
覇
権
条

項
」

に
ど
う

対
応
す
べ
き
で
あ
ん
う

か
。

こ
れ
が
共
同
声
明
で
は
な
〈
、

条
約
で
あ
る
か
ら
無
理
だ
と
い
う

主
張
で
は

、

恐
ら
く
中
国
側
を
説
得
し
え
な

い
だ
ろ
う
し
、

一一
方

‘

ソ
連
の
立
場
か
ら
す
れ
ば 、

憲
法
前
文
の
中
に

も
公
式
化
さ
れ
た
中
国
の
対
外
原
則
（

憲
法

前
文
に
盛
り
込
ま
乱
た
こ
と
に

よ
っ

て
中

国
の

対
外

姿
勢
は

反
ソ

主

義
で

あ
る

と
い

う
こ

と
が
は
っ

き
り
表

明
さ
れ
た
）

に
日
本
が
同
意
す
る
こ
主

を

看
過
し
な
い
だ
ろ
う 。

そ
う
な
る
と
、

「
日
中
同
盟
」

を
形
成
す
る

こ
と
に
よ
っ

て
、

日
本
は
反
ソ

戦
略
の
一

環
を
担
う
と
い
う

解
釈
を
ソ

連
は
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
り 、

そ
う
な

る
と

今
後
の
日
本
¢

安
全
保
障 、

ヨ
ソ
関
係
に
非
常
に
大
き
な
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
意
味
で

、

こ
の
問
題
に
は
と
〈

に

慎
重
な
対
応
が
必
要
と
な
っ

て
〈
る
。
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台、 大 注

な 平
、、..，

ー「

る 洋 日
国 地 中

あ 域 両

る 国

し、 お 間
は し、 の

国 て 国

の 覇 受

集 権 正

団 を 常

求 化

よ め tま
る る

、
試 《： 第
み き 一

で 国

も な

反 く 対

対
、 す

す 、、ー． る

る の も
'-- よ の

う で
な tま
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立 国

し の

よ b、

う ず

と れ

す も

る 、
他

ア
ジ

の ア
し、
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