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時潮
本
年
四
月
の
日
米
首
脳
会
談
の
共
同
声
明
は
「
台
湾
海
峡
の
平
和
と
安
定
の

重
要
性
」
を
特
記
し
、
両
岸
問
題
の
平
和
的
解
決
を
促
す
、
と
の
文
言
を
入
れ

た
。
日
米
首
脳
間
の
共
同
声
明
に
台
湾
が
明
記
さ
れ
た
の
は
一
九
六
九
年
以
来

初
め
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
米
間
の
合
意
は
、
六
月
の
英
国
コ
ー

ン
ウ
オ
ー
ル
で
の
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
に
も
受
け
継
が
れ
た
。

最
近
、
台
湾
周
辺
海
域
に
お
い
て
は
、
中
国
の
多
数
の
軍
用
機
が
周
回
し
た

り
、
米
中
双
方
の
空
母
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
軍
事
演
習
を
行
っ
た
り
し
て
、
米
・

中
・
台
の
間
の
軍
事
的
緊
張
は
急
速
に
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
習
近
平
主
席
は
過

去
一
年
間
に
数
回
も
「
戦
闘
準
備
を
お
さ
お
さ
怠
る
な
」
と
の
指
示
を
解
放
軍

に
下
し
た
と
い
う
。「
台
湾
統
一
」
は
中
国
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
彼
ら
の
言

う
「
核
心
的
利
益
」
の
筆
頭
に
位
置
す
る
重
要
課
題
で
あ
る
。

中
国
の
台
湾
に
対
す
る
軍
事
的
侵
攻
は
近
い
将
来
に
予
想
さ
れ
る
の
だ
ろ
う

か
。
米
国
の
軍
事
専
門
家
の
な
か
に
は
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た
見
方
が
あ
る
。

最
近
、
米
イ
ン
ド
太
平
洋
軍
司
令
官
に
指
名
さ
れ
た
ア
キ
リ
ー
ノ
は
「
中
国
に

よ
る
台
湾
侵
攻
の
脅
威
は
深
刻
で
あ
る
。
多
く
の
人
が
理
解
し
て
い
る
よ
り
も

差
し
迫
っ
て
い
る
」
と
述
べ
、
注
目
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
後
、
米
統
合
参

謀
本
部
議
長
ミ
リ
ー
は
「
中
国
が
台
湾
全
体
を
掌
握
す
る
軍
事
作
戦
を
遂
行
す

る
だ
け
の
本
当
の
能
力
を
も
つ
ま
で
に
は
、
ま
だ
道
の
り
は
長
い
」
と
語
っ
た
。

バ
イ
デ
ン
政
権
の
対
中
政
策
は
「
融
和
路
線
」
に
舵
を
切
る
の
で
は
な
い
か
と

予
測
し
た
人
た
ち
は
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
現
実
は
ど
う
か
。
バ
イ
デ
ン
政
権

下
で
は
ト
ラ
ン
プ
時
代
の
よ
う
な
「
ア
メ
リ
カ
一
国
主
義
」
で
は
な
く
、
同
盟

国
と
の
関
係
を
重
視
す
る
「
多
国
間
主
義
」
を
構
築
し
、
独
善
的
に
覇
権
を
追

求
す
る
中
国
に
対
峙
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

自
由
で
民
主
主
義
が
定
着
し
、
二
千
三
百
万
人
の
人
口
を
持
つ
台
湾
は
主
権

の
確
立
し
た
独
立
国（「
中
華
民
国
」（
台
湾
））と
い
う
の
が
蔡
英
文
政
権
の
立
場

で
あ
り
、
中
国
と
の
間
で
は
対
話
を
通
じ
現
状
を
維
持
し
た
い
、
と
の
方
針
を

堅
持
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
は
、「
一
つ
の
中
国
」
の
原
則
に
基
づ

き
、
外
交
、
経
済
、
軍
事
各
方
面
で
台
湾
を
威
嚇
・
併
合
し
よ
う
と
腐
心
し
て

い
る
。

台
湾
は
、
外
交
関
係
こ
そ
な
い
が
、
日
本
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
パ
ー
ト

ナ
ー
で
あ
り
、
友
人
で
あ
る
。
今
後
、
台
湾
の
活
動
す
る
国
際
空
間
が
よ
り
一

層
広
が
る
た
め
に
、
日
本
と
し
て
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
は
多
い
。

台
湾
が
Ｗ
Ｈ
Ｏ（
世
界
保
健
機
関
）の
メ
ン
バ
ー
に
な
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の

新
型
コ
ロ
ナ
・
ウ
ィ
ル
ス
へ
の
対
処
ぶ
り
か
ら
見
て
も
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
台
湾
の
有
す
る
経
済
規
模
や
技
術
レ
ベ
ル
の
高
さ
を
考
え
る
と
き
、

台
湾
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ（
環
太
平
洋
経
済
連
携
協
定
）へ
の
参
加
を
日
本
が
主
導
す
る
こ

と
は
、
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
仮
に
も
し
将
来
、
台
湾
周
辺
海
域
や
台
湾
に
お
い
て
、
軍
事
的
に

「
有
事
」
が
発
生
し
、
米
軍（
在
日
駐
留
米
軍
）が
台
湾
防
衛
の
た
め
に
出
動
す
る

と
い
う
事
態
が
起
こ
れ
ば
、
日
本
と
し
て
は
安
保
関
連
法
を
踏
ま
え
、
米
軍
支

援
の
た
め
に
自
衛
隊
を
出
動
さ
せ
る
と
い
う
事
態
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
前
記
日
米
共
同
声
明
の
趣
旨
に
副
う
も
の
で
あ
り
、
日

本
の
負
う
べ
き
国
際
的
責
任
が
そ
れ
だ
け
増
大
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
。
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