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二
一

世
紀
は
太
平
洋
の
時
代
に

な
すべ
き
か、
ま
た、
日
本
の
海
運
産
業

は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
来
た
し
てい
くべ

き
か
を
お
話
しい
た
だ
き
た
い。

中
嶋
一
九
八
0
年
代
に
はい
っ
て
か

ら、
そ
れ
ま
で
のパ
ッ
ク
ス・
ア
メ
リ
カ

｜
ナ
の
時
代
が
終
わ
り、
パ
ン・
パ
シ
フ

ィ
ッ
ク
の
時
代
が
来
る
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
なっ
た。
日
本
で
も
大
平
内
閣
当
時
に

環
太
平
洋
述
衛
構
怨
が
注
目
さ
れ、
私
も

研
究
委
以の一
人
と
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
作

成
し
た
こ
と
か
あ
る。

た
だ、
当
時
は
こ
の
構
釦
は
ま
だ
漠
然

と
し
た
もの
で、
大
平
政
権の
外
交
指
針

も
し
く
は
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
と
ど
まっ
て

い
た。
ま
た、
ア
ジ
ア・
太
平
洋
地
域
の
諸

国
で
も日
本
に
対
す
る
信
頼
は
必
ず
し
も

向
く
は
な
かっ
た
七
0
年
代
に
日
本企

。.n 
盤乙」

本
社
貿
易
立
国
を
掲
げ
て
き
た
日
本

は、
今
日
で
は
世
界
有
数
の
G
N
P
大
国

に
成
長、
同
時
に
最
大
の
俄
権
国
の
座
を

得
て
もい
ま
す。
こ
れ
に
は
海
運
産
業
も

多
大
な
寄
与
を
し
て
き
た
わ
け
で
す。

し
か
し、
そ
の
反
面
で
は、
貿
易
摩
様

の
激
化
と
か、
圏
内
産
業の
構
造
転
換
の

問
題
が
起
き、
そ
の
象
徴
と
し
て
急
速
な

円
高
が
発
生
し
てい
る。
国
際
社
会
の
中

で
の
日
本
の
在
り
方
を
厳
し
く
問
わ
れ
て

い
る
の
が
現
在
の
実
態
で
す。

厳
し
さ
を
加
え
る
国
際
環
境の
も
と
で

一
二
世
紀
は
ア
ジ
ア
と
太
平
洋
の
時
代
に

な
る
と
も
言
わ
れ
ま
す。
本
日
は、
J新
太

平
洋
時
代u
を
前
に
し
て、
日
本
は
何
を

吋

週

業
が
次
々
に
進
出
し
てい
っ
た
が、
現
地

で
は
経
済
的
支
配
の
次
に、
政
治
的
支
配

を
も
く
ろ
ん
でい
る
の
で
は
と
の
懸
念
を

抱
く
ケ
i
ス
が
少
な
く
な
かっ
た。

し
か
し、
一
九
八
三
年
を
契
機
に、
太

平
洋
時
代
とい
う
言
葉
は、
ア
ドバ
ル
ー

ン
で
は
な
く、
現
実
的
な
意
味
を
持っ
て

き
た。
八
三
年
とい
う
年
は
ア
メ
リ
カ
と

西
欧
地
域
の
貿
易
総
額
よ
り
も、
ア
メ
リ

カ
と
西
太
平
洋
地

域｜｜W
P
R
（
ウエ

ス
ト・
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク・
リ
ー
ジョ
ン）

と
言っ
てい
ま
す
が
｜｜の
貿
易
の
ほ
う

が
大
き
く
なっ
た
年
で
す。

ア
メ
リ
カ
の
貿
易
全
体
に
占
め
る
欧
米

諸国の
比
率が
二
八
%
で
あ
る
の
に
対
し、

太
平
洋
地
域
が
三
二
%
に
述
し、
そ
の
後

もW
P
R
の
比
重
は
地
加
の一
途
を
た
ど

っ
てい
る。
つ
ま
り、
世
界
経
済の
重
心
が

明
ら
か
に
太
平
洋
地
域
に
移っ
て
き
た。

そ
の
事
実
を
ア
メ
リ
カ
も
はっ
き
り
と
認

議
す
る
よ
う
に
なっ
た。
こ
の
変
化
が
も

っ
意
義
は
非
常
に
大
きい。

太
平
洋
圏
の
重
要
性
は、
ニ一
世
紀へ

向
け
て
の
世
界
的
な
潮
流
で
し
ょ
う。

森
脇町
海
運
業の
現
場
か
ら
見
てい
て

も、
太
平
洋
時
代の
到
来
は
ひ
し
ひ
し
と

感
じ
ら
れ
る。
所
説
ア
ジ
ア
N
I
Cs
と

称
さ
れ
る
韓
国、
台
湾、
香
港、
シ
ン
ガ

ポ
ール
な
ど
が
苅々
と
経
済
力
をつ
け、

輸
出
の
伸
び
と
と
も
に、
荷
動
き
も
年々
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活
発
化
し
てい
る。
白
本
も
含
め
た
東
南

ア
ジ
ア
か
ら
の
対
米
輸
出
は
年
間
四
O
O

O
万
J
か
ら
年
に
よっ
て
は
五
O
O
O
万

J
に
達
し
よ
う
と
し
てい
ま
す
が、
か
つ

て
は
日
本
か
ら
の
荷
物
が
六
割
以
上
を
占

め
てい
た
もの
が、
最
近
で
は
三
分
の一

程
度
に
減っ
てい
る。
日
本
企
業の
進
出

も
あ
り
ま
し
ょ
う
が、
そ
れ
だ
け
他
の
東

南
ア
諸
国
が
輸
出
力
を
向
上
さ
せ
て
き
た

わ
け
で
す。

一
方、
ヨ
ーロ
ッ
パ
か
ら
ア
メ
リ
カ
向

け
の
荷
物
は
せい
ぜい
二
O
O
O
万
J
程

度
に
す
ぎ
ず、
こ
の
数
字
だ
け
を
と
ら
え

て
も
太
平
洋
時
代の
到
来
は、
明
ら
か
に

なっ
てい
る
し、
こ
の
傾
向
は、
強
ま
り

こ
そ
す
れ
弱
ま
る
こ
と
は
ない。

急
成
長
が
期
待
さ
れ
る
ア
ジ
ア
諸
国

本
社
日
本
や
東
南
ア
諸
国
の
側
か
ら

み
れ
ば、
対
米
依
存
度
が
強
まっ
てい
る

わ
け
で
す
が、
逆
に
米
国
側
か
ら
考、え
て

も
東
南
ア・
太
平
洋
圏へ
の
依
存
を
無
視

で
き
ない
段
階
を
迎
え
た
と
も
言
え
る
の

で
は
ない
で
す
か。

森
脇町
相
互
依
存の
時
代
に
入っ
た
こ

と
は
確
か
で
し
ょ
う。
ア
メ
リ
カ
の
景気

の
波
動
に
関
係
な
く、
即
ち
多
少
ア
メ
リ

カ
が
不
況
に
なっ
て
も一
定
赴
の
貨
物
は

太
平
洋
闘
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
運
び
込
ま
れ

る。
とい
う
こ
と
は、
こ
れ
ら
東
南
ア
諸

国
は
生
活
必
需
品
の
供
給
基
地
と
し
て
ア

メ
リ
カ
経
済の
中
に
ピ
ル
ト・
イ
ン
さ
れ

て
し
まっ
た
わ
け
で
逆
に
ア
メ
リ
カ
も
今

や
こ
の
太
平
洋
固
な
し
で
は
やっ
て
行
け

ない
と
こ
ろ
ま
で
来
てい
る。
そ
れ
位
両

者の
関
係
は
互い
に
緊
密
化
し
て
き
た
と

言
え
る
で
し
ょ
う。

本
社
中
嶋
先
生
は
最
近の
著
書
『二

一
世
紀
は
日
本、
韓
国、
台
湾
だ』（
第一

企
画
出
版）
で、
韓
国、
台
湾
が
二一
世

紀
に
向
け
て
高
成
長
を
遂
げ
る
と
述べ
て

お
ら
れ
ま
す
ね。

中
嶋
国
民一
人
当
た
り
G
N
P
で
二

五
O
OJ
ない
し
三
O
O
OJ
の
水
準
に

あ
る
韓
国
と
台
湾
は、
二一
世
紀
ま
で
に

は
約
三
倍
に
伸
び
る
と
み
てい
る。
こ
の

ニ
国
は一
定
の
国
内
市
場
を
持
？
？え
に

固
と
し
て
の
基
盤
が
で
き
てい
る。
ア
ジ

ア
N
I
Cs－
諸
国
の
中
で
先
行
し
た
シ
ン

ガ
ポ
ー
ル、
香
港
は
圏
内
市
場の
ネッ
ク

そ
の
他
で
伸
び
率
は
鈍
化
す
る
の
で
は
な

し
カ日

本、
台
湾、
総
国
の
三
国
会
計の
G

N
P
北
現
在
で
全
世
界
の

工五%
近い
が、

や
が
て
二一
世
紀
に
は
ニ
O
%
台
に
乗
る

か
も
し
れ
ない。
こ
の
三
国
が
太
平
洋
時

代の一
つ
の
核
心
に
な
る
の
は
間
違い
な

い
で
しょ
う。

そ
れ
に、
ニ
ュ
J
ジ
l
ラン
ド、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
等の
オ
セ
ア
ニ
ア
諸国
が
加

わっ
て
く
る。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
も
鉄
鉱

石
や
石
炭
な
ど
の一
次
資
源
に
依
存
し
た

19 7. 61 週刊東洋経済91 
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経
済の
ま
ま
でい
い
の
か
と
の
危
機
意
識

が
あ
り、
そ
れ
が
あ
る
意
味
で
の
社
会
変

革
を
要
請
す
る
カが
酪
成
しつ
つ
あ
る。

こ
う
し
た
気
速
に
日
本
が
ど
う
対
応
す
る

か
は、
今
後の
重
要
な
課
題
だ
と
思い
ま

す。・本
社
中
国
はい
か
が
で
す
か。

中
植樹
残
念
な
が
ら一
二
世
紀
ま
で
に

中
国
が
離
陸
す
る
可
能
性
は
低い。
郡
小

平
以
降
も
政
権
が
安
定
し、
人
口
抑
制
策

が
続
く
とい
う
好
前
提
に
立っ
て
も、
二

O
O
O
年の
G
N
P
は一
O
O
O
J
に
満

た
ない。
農
業
や
工
業の
生
産
此
が
仮に

四
倍
に
地
え
て
も、
人
口
問
題
の
彬
押
で

一
人
当
た
り
所
得
は
そ
れ
ほ
ど
伸
び
は
し

ない。
そ
の
頃
に
は
台
湾
は
七
0
0
0
1

八
C
O
O－
と
想
定
さ
れ
上
す
か
句、
桁

b王
立
以
し
ろ
広，、
っ

し
ま
う。

は、
一
民
間
企
業
や
産
業
自
体
で
完
全
に

対
応
す
る
に
は
大
き
す
ぎ
る
テ
ーマ
で
も

あ
り
ま
す。
や
は
り
国
家べ
lス
で
の
所

開
O
D
A
H
海
外
援
助
が
中
心
に
据
え
ら

れ、
民
間
サ
イ
ド
の
技
術
移
転
そ
の
他
の

対
外
協
力
が
補
完
し
て
ゆ
く
と
の
構
図
を

き
ち
ん
と
描
く
こ
と
が
必
要
で
しょ
う。

現
在
国
際
海運
業
界
は、
造
船
界
と
と

もに
未
曽
有の
大
不
況
に
直
面
し
て
時
吟

し
て
お
り、
我
々
と
し
て
も
と
て
も
他
人

の
面
倒
を
見
る
余
裕
は
ない
とい
う
の
が

正
直
な
と
こ
ろ
本
音
で
す
が、
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て、
こ
の
際
単
に
太
平
洋
聞
に
限

ら
ず、
世
界
の
海
運
界
は
ど
う
な
る
の
か、

本
社

J新
太
平
洋
時
代u
で
日
本
が

又
そ
の
中
に
在っ
て
日
本
の
海
運
は
ど
う

な
すべ
き
役
割
は
何
で
し
ょ
う
か。

在
るべ
き
か
に
つ
い
て、
官
民
を
問
わ
ず

中
嶋
た
と
え
ば、
海
運
の
場
合
で
あ

一
度
真
剣
に
検
討
すべ
き
だ
と考
え
ま
す。

れ
ば、
日
本
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
蓄
積
が
あ

本
社
海
運
業の
場
合
に
は、
N
I
C

り、
中
国
は
よ
う
や
く
立
ち
上
が
り
の
段

s
諸
国い
ず
れ
もが
自
国の
海
運
産
業
育

階
を
迎
え
てい
る
の
だ
か
ら、
こ
れ
を
支

成
策
を
強
化
し
て
お
り、
国
際
協
力
推
進

援
し
てい
く
の
は
当
然
で
し
ょ
う。
こ
と

と
は
微
妙
な
関
係
に
あ
り
ま
す
ね。

に、
港
湾
施
設
そ
の
他
の
イ
ン
フ
ラ
ス
ト

森
崎
日
本
の
海
運
界
に
とっ
て
は
そ

ラ
ク
チ
ャ
ー
の
強
化
は
中
国
に
とっ
て
も

の
点
が
苦
しい
と
こ
ろ
で
す。
シ
ン
ガ
ポ

喫
緊
の
課
題
だ
と
言
え
る。

ール
は
国
営の
海
運
会
社
を
持っ
てい
る

森
崎
港
湾
施
設
の
鉱
充
を
始
め
と
す

し、
台
湾
に
は
国
営
と
民
営の
両
方
が
併

る
所
制
イン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
面
の

存
し
て
そ
れ
ぞ
れ
立
派
に
育っ
てい
る。

艶
仰
の
た
め
に、
こ
れ
ら
太
平
洋
圏
内
の

総
国
は
民
営
で
は
あ
る
が
政
府
が
強
力
に

発
展
途
上
国
に一
層の
援
助・
協
力
を
行

指
導
し
てい
る
とい
っ
た
具
合
で
す。
又

っ
て
ゆ
〈
必
袈
が
め
る
よ
と
に
つ
い
て
は

社
会
主
義
国の
海
運
台
頭
も
無
視
で
さ
ま

円
。
ニ
ゴ、
t
L
ら－m
問

陣llkん。

元米海
；は
世
保拘に
慨
静向

夫、；：" J1 
ょ＂.、 、 ，，
f ＂＇－�＂ ゑ；吋

中間嶺雄東京外国経大学教授

も
ち
ろ
ん、
日
本

に
とっ
て
中
国
は
重

要
なパ
ー
ト
ナ
ー
で

あ
り、
大
き
な
市
場

で
あ
る
の
は
間
違い

ない。
し
か
し、
経

済
力
で
見
る
限
り、

当
面
の
太
平
洋時
代

を
担、ヲ
中
核
の
国
に

は
な
り
え
ない
の
が

現
実
で
し
ょ、7。

国際
社
会
で

信
頼
さ
れ
る
行
動
を

激
しい
業
界
で
す
が、
こ
れ
ら
新
興
国
海

運
の
参
入
で
緩
争
は
ま
す
ま
す
激
化
し
て

い
ま
す。
太
平
洋
時
代の
到
来
は
国
際
海

運
界
全
体
に
とっ
て
非
常
に
歓
迎
すべ
き

こ
と
で
あ
る
点
に
つ
い
て
は
議
論の
余
地

は
あ
り
ま
せ
ん
が、
た
だ
そ
う
し
た
せっ

か
く
の
好
環
境の
中
で
血
を
血
で
洗
う
過

当
麓
争
を
始
め
て
し
まっ
た
の
で
は
何
も

な
ら
ない。
現
に
極
東・
日

本｜l北
米

聞の
コ
ン
テ
ナ
定
期
航
路
で
そ
の
よ
う
な

激
烈
な
運
賃
競
争
が
行
わ
れ
てい
る
が、

船
会
社
と
し
て
本
当
に
新
太
平
洋時
代
を

築こ
う
とい
う
の
で
あ
れ
ば、
国
際
協
調

に
よ
る
航
路の
安
定
化
と
更
に
は
国
際
分

業
を
計
り、
お
互い
に
経
営
が
成
り
立
ち

得
る
共
存
共
栄
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
が
肝

要
と
考
え
ま
す。

中
嶋
中
国の
場
合
は
元
来
が
大
陸
国

家
で
海
運
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
立
ち
遅

れ
てい
た
分
野
だ
が、
近
年
は
自
国
海
運

育
成
に
熱
心
で
す
ね。
さ
ら
に、
Y－
K・

パ
オ
さ
ん
の
ワ
ール
ド
ワ
イ
ド・
シ
ッ
ピ

ン
グ・
グ
ル
ー
プ
な
ど
香
港
の
船
会
社
と

の
関
係
を
強
め
る
傾
向
も
で
てい
る。

森
崎
業
紡不
振
が
表
面
化
し
てい
る

呑港
の
C・
H・
ト
ン・
グ
ル
ープ
を
中

間
が
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
同
グ
ル
ープ

の
有す
る
海
運
の
ノ
ウハ
ウ
を
自
国
に
吸

収
し
よ
う
と
し
てい
る
と
の
噂
も
ゐ
り
ま

L
J
f
・大
き
な
司’e
、
ら

い仏ド

92 週刊東洋経済19 7, 61. 



い
ろ
な
形
で
泌
辺
館
業
を
行
て
てい
こ
う

と
す
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う

情
報
・

技
術
革
新
で
未
来
は
拓
け
る

本
社
船
舶
は
現
象
面
で
見
る
と
貨
物

を
辿
ん
でい
る
わ
け
で
す
が、
実
は
世
界

各
地の
情
報
や
ノ
ウハ
ウ
を
述
伽徹
す
る
知

識
産
業
だ
と
も
言
わ
れ
てい
ま
す
ね。

森
崎
確
か
に
そ
の
通
り
で
す。
日
本

海
辺の
将
米
に
思い
を
宅
す
と
す
れ
ば、

日度
情
報
化
は
選
択
すべ
き
重
要
な
道の

一
っ
と
蓄
え
ま
す。
ま
だ
ま
だ
研
究
開
発

すべ
き
将
来の
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が、

た
と
え
ば、
術
品
を
使っ
た
泊
幻
制
を
利

用
し
て、
陸・
出陣・
空
の
的
報
を
集
め
て、

そ
れ
を
国
際
的
な
物
流一
口
輸
送
体
系
と

し
て
椛
築
す
る。
さ
ら
に、
物
流
情
報
そ

の
他
を
オ
ン・
ラ
イン
で
比例
主
な
ど
に
供

吋2azE，

．零BazE量EEzs・a・－5・、
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給
し
てい
く
等々
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て

い
ま
す。
他
の
中
進
国
で
は
で
き
ない
付

加
価
置
をつ
け
た
情
報
サ
ー
ビ
ス
を
備
え

た
海
運
産
業
と
し
て
脱
皮
し
て
ゆ
く
道
が

あ
る
だ
ろ
う
と
思
う
択
で
す。

あ
る
意
味
で
は、
中
進
園、
途
上
国
に

そ
う
し
た
ノ
ウハ
ウ
を
分
け
与
え
な
が
ら

共
存
共
栄
を
図っ
てい
く
こ
と
が、
新
し

い
太
平
洋
時
代
を
切
り
拓
く
に
あ
たっ
て

大
事
な
側
面
だ
と
思
わ
れ
ま
す。

中
嶋
環
太
平
洋
協
力
の
具
体
的
な
課

題
と
し
て
も、
最
も
進
ん
でい
る
の
は
テ

レ
コ
ミュ
ニ
ケ
ー
ショ
ン
の
分
野
で
し
ょ

う
こ
れ
を
上
手
に
活
用
す
るか否か
は、

海
運
だ
け
で
な
く
日
本
の
あ
ら
ゆ
る
産
業

に
とっ
て
車
大
な
課
題
に
なっ
てい
るω

す
で
に、
人
件
費
を
中
心
と
し
た
日
本

の
泌
巡
回介
ラ
ン
ニ
ン
グ・
コ
ス
ト
は、
・中

一

進
諸
国
に
比べ
て
極

め
て
向
く
なっ
て
し

まっ
た。
し
か
し、

省
力
船
や
省エ
ネル

ギ
ー
船の
開
発
とい

う
海
運
産
業
本
米の

技
術
革
新
に
加
えて、

情
報
化
に
代
表
さ
れ

る
新
しい
革
新
に
制

極
的
に
取
り
組
むべ

き
で
は
ない
で
し
ょ

21，
AM。

日
本
の
泌
巡
産
業
が
今
後
や
るべ
き
泊

こ
そ一
二
世
紀
の
海
運
の
在
り
方
を
示
す

もの
で
あ
る
とい
っ
た、
大
胆
な
転
換
を

示
す
｜
｜
そ
う
し
た
先
端
的
な
方
策
を
採

用
し
てい
け
ば、
か
れ
ら
と
の
キャ
ッ
プ

は
ま
だ
あ
る
し、
そ
こ
に
日
本
が
武
献
し

う
る
分
野
が
生
ま
れ
る
と
思い
ま
す
ね。

森
崎
最
近の
海
運
産
業
は、
北臼
と
呉

な
り、
造
船
技
術の
進
化少
な
ど
に
よっ
て

所
訓パ
イ
オニ
ア
利
制
を
長
期
に
ヰ
受
す

る
こ
と
は
賎
し
く
なっ
て
き
た
とい
う
悩

み
が
あ
り
ま
す。
乗
組
員の
合
理
化
を
例

に
挙
げ
る
とコ
ン
テ
ナ
化
が
始
ま
る
以
前

の一
九
六
0
年
代
ま
で
の
た
米
貨
物船
は

一
万
ク
ラ
ス
で
瓦
五
名
起
皮
の
船
以
が

乗
船
し
てい
た
枇
近の
新
鋭コ
ン
テ
ナ

船
で
は
和
議
能
カ
は
三
倍、
四
倍
に
増
加

し
た一
方
で、
来
μ
は一
八
名
に
な
り、

更
に
ど
ん
ど
ん
減
只
さ
れ
る
見
込
で
す。

し
か
し
こ
う
し
た
口
本
船
の
合
理
化
も
短

時日
の
聞
に、
中
進
諸
国
に
波
及
し
て
行

く。
ぃ氷
雨
ア
諸国の
クル
l－
コ
ス
ト
は

日
本
船
臼の
三
分
の一
以
下
で
す
が、
こ

の
差
か
我
々
の
合
理
化
た
け
で
は、
一
向

に
純
少
き
れ
ない
と
こ
ろ
が
頭
の
痛い
点

で
す
し
か
し
枇
近
は
出
来
と
品称
し
て
船

長
や
機
関
長
な
ど
職
只
は
日
本
人
で
あ
る

が、
部
以
ク
ラ
ス
は
他
国
の
船
μ
を
ば
閉

す
る
形
の
配
乗
も
増
え
て
お
り、
コ
ス
ト

低
減
に・は
海
運
各
社
必
死
の
努
力
を
亙
ね

， 
〆ヲ’

てい
ま
す
一
万
で
天
然
カ
ス
を
液
化
し

て
運
送
す
る
L
N
G
船
な
ど
の
新
規
分
野

へ
の
進
出
も
討っ
て
お
り、
的
報
革
新・

技
術
革
新
に
柏
極
的
に
取
り
組
ん
でい
ま

す
生
き
残
り
得
る
般
争
力
を身
に
付
け

て
初
め
て
新
太
平
洋
時
代
に
貢
献
で
き
る

船
会
社
に
な
れ
る
とい
う
もの
でし
ょ
丸

本
社
出
来
も
あ
る
粧
の
国
際
分
業
と

J
え
ま
す
が、
今
後
は
ま
す
ま
す
国
際
化

を
推
進
す
る
こ
と
か、
新
しい
ビ
ジ
ネ
ス・

チ
ャ
ン
ス
の
創
出
に
もつ
な
か
る
の
で
は

ない
で
し
ょ
う
か

中
嶋
田
本
の
国
際
化
は
よ
う
や
く
第

一
段
階
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で、
今
後
が
本

俗
化
の
時
代
に
な
る。
つ
ま
ら
ない
日
本

第一
主
義
や
係
議
主
義
に
と
らわ
札ずに、

思い
切っ
た
国
際
化
に
踏
み
込
む
こ
と
こ

そ
か
新
太
平
洋時
代
に
期
待
さ
れ
る
行
動

で
し
ょ
う
そ
れ
は
環
太
平
洋
困の
物の

流
通
が
増
大
す
る
効
果
を
も
た
ら
吋
は
す

で
す。日

本
人
に
は
位
か
な
泌へ
の

恭か
あ

る
と
私
は
常々
考
え
てい
る

弘へ
の
ロ

マ
ン
と
・dっ
て
もい
い
で
す
か、
こ
の
発

想
を
海
H
国
際
化
に
ま
で
お
お
ら
ふし
に
広

げ
てい
け
ば、
二一
世
紀
に
は
明
る
ME
Mぽ

望
が
聞
け
る
の
で
は
ない
で
し
ょ
j
か司

本
社
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざい内
ま

し
た。

．
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