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戦
略
無
き
経
済
支
援 

 

１
．
支
援
で
失
っ
た
日
本
の
国
威 

  「
日
本
は
資
源
の
無
い
国
で
あ
る
、
だ
か
ら
外
国
か
ら
原
料
を
買
っ
て
、
そ
れ
を
加
工
し
、
製
品
と
し
て

輸
出
し
て
国
を
発
展
さ
せ
る
し
か
な
い
」 

 

こ
れ
は
中
学
生
の
頃
、
先
生
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
言
葉
で
あ
り
、
そ
れ
は
国
の
宿
命
と
し
て
国
民
が

認
識
し
、
世
界
で
も
優
れ
た
製
品
を
生
み
出
し
て
き
た
活
力
の
源
と
も
言
え
る
も
の
で
、
精
神
の
バ
ッ
ク
・

ボ
ー
ン
と
言
っ
て
も
良
い
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
現
在
の
経
済
界
は
、
先
人
が
築
き
上
げ
て
き
た
こ
れ
ら
の
製
造
業
を
、
い
と
も
簡
単
に
、 

「
反
日
」
教
育
や
、
「
反
日
」
記
念
館
を
増
設
し
て
い
る
中
国
に
売
り
渡
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
よ
そ 

 

国
家
の
常
識
が
疑
わ
れ
る
も
の
と
し
て
戦
略
性
が
問
わ
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
。 

「
反
日
教
育
」
の
国
へ
製
造
工
場
を
提
供
す
る
国
家
戦
略
な
ど
聴
い
た
こ
と
も
無
い
が
、
当
然
の
よ
う
に

国
民
は
働
く
場
所
を
失
い
、
生
活
は
苦
し
く
、
格
差
社
会
は
拡
大
の
道
を
歩
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
原
因

の
ひ
と
つ
と
し
て
報
道
す
る
メ
デ
ィ
ア
は
あ
ま
り
観
た
こ
と
が
な
い
。 

「
日
中
友
好
」
の
信
義
が
な
い
中
国
は
、「
日
本
は
政
治
、
経
済
と
も
に
力
を
失
い
、
二
十
一
世
紀
の
ア
ジ

ア
は
中
国
の
時
代
に
な
る
」
と
い
う
。
中
国
共
産
党
幹
部
が
、
ア
ジ
ア
諸
国
で
語
っ
て
い
る
言
葉
で
あ
り

日
本
は
対
応
を
過
っ
て
は
な
ら
な
い
。
政
治
家
も
経
済
界
も
、
こ
れ
を
気
に
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な

い
が
、
明
ら
か
に
日
本
の
支
援
が
中
国
を
変
え
た
の
で
あ
る
。 

日
本
が
経
済
協
力
を
中
止
し
た
と
き
中
国
は
日
本
の
存
在
の
大
き
さ
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は

日
本
が
国
威
を
回
復
す
る
唯
一
の
道
と
し
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
核
武
装
を
除
く
と
、
そ
れ
で
や
っ
と

「
対
等
」
な
外
交
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

日
本
の
経
済
支
援
で
中
国
、
韓
国
が
力
を
つ
け
れ
ば
、
相
対
的
な
現
象
と
し
て
日
本
の
立
場
や
価
値
が

下
が
る
の
は
当
然
で
あ
り
今
更
驚
く
も
の
で
は
な
い
が
、
中
国
の
悪
意
が
こ
れ
程
に
な
る
と
は
毛
筋
ほ
ど

も
考
え
て
い
な
か
っ
た
政
府
が
甘
か
っ
た
と
言
う
し
か
な
い
。 

日
本
の
メ
デ
ィ
ア
ま
で
も
味
方
に
付
け
た
江
沢
民
は
、
堂
々
と
自
信
を
宣
告
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ

う
さ
せ
た
原
因
は
、
日
本
の
政
治
家
と
経
済
界
の
国
家
観
の
な
さ
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
国
や
韓
国
は
、
日
本
の
経
済
支
援
で
力
を
蓄
え
る
ま
で
は
現
在
の
よ
う
な
傲
慢
さ
は
な
か
っ
た
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
慇
懃
な
態
度
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

戦
前
を
知
る
政
治
家
が
健
在
な
戦
後
の
映
像
を
見
る
か
ぎ
り
、
中
国
や
韓
国
の
態
度
が
現
在
の
よ
う
に

傲
岸
不
遜
に
は
見
え
な
い
。
戦
後
、
日
本
の
、
異
常
な
へ
り
く
だ
り
が
、「
無
礼
」
な
態
度
と
な
っ
て
跳
ね

返
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
手
は
「
反
日
」
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
、「
元
寇
」
の
国
で
あ
り
、
白
を
黒
と



言
い
か
え
る
国
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

彼
ら
の
国
が
貧
し
く
、
日
本
の
援
助
を
必
要
と
し
た
頃
は
明
ら
か
に
日
本
の
名
誉
は
守
ら
れ
て
い
た
。

政
治
家
が
、「
古
典
中
国
」
の
妄
想
で
、
日
本
の
没
落
を
顧
み
ず
、
無
節
操
な
経
済
協
力
を
続
け
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
明
ら
か
な
「
反
国
家
行
為
」
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。 

 

今
や
中
国
は
、
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
を
援
助
金
で
抱
き
込
み
、
国
連
の
場
を
利
用
し
て
「
反
日
」
行
動
で

共
同
歩
調
を
と
ら
せ
る
な
ど
着
々
と
地
歩
を
固
め
て
お
り
、
中
国
の
戦
略
が
こ
こ
ま
で
き
て
い
る
事
実
を
、

政
治
家
が
「
我
関
せ
ず
」
で
は
あ
ま
り
に
も
問
題
が
大
き
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。 

江
沢
民
は
、
「
反
日
」
教
育
の
片
方
で
、
日
本
に
企
業
進
出
を
懇
願
し
、
中
国
の
著
し
い
経
済
発
展
を

遂
げ
さ
せ
て
き
た
二
枚
舌
の
天
才
で
も
あ
る
。
彼
の
手
に
か
か
れ
ば
親
中
派
な
ど
赤
子
の
よ
う
な
も
の
で
、

日
本
が
思
う
よ
う
に
操
ら
れ
る
惨
め
さ
だ
け
が
際
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

江
沢
民
が
、
日
本
の
数
多
く
の
政
治
家
、
経
済
人
を
、
中
国
共
産
党
国
家
の
「
属
団
体
」
と
し
て
取
り

込
ん
だ
う
え
、
人
民
の
「
反
日
」
行
動
を
全
て
日
本
の
責
任
と
し
て
嘯
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
の

経
済
支
援
で
中
国
が
発
展
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
 
 

 
 

新
聞
報
道
さ
れ
た
中
国
要
人
の
談
話
は
更
に
明
確
で
「
中
国
は
韓
国
「
竹
島
」
問
題
で
連
携
す
る
」
と

も
語
っ
た
。
中
国
が
：
で
あ
る
。
自
国
と
無
関
係
な
問
題
に
口
出
し
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
両
国
が

明
確
な
日
本
の
「
敵
対
」
国
家
と
し
て
宣
言
し
た
に
等
し
い
。 

更
に
「
中
国
が
、
日
本
に
対
し
て
強
硬
姿
勢
を
取
る
の
は
、
日
本
に
、
中
国
の
主
権
に
対
す
る
決
意
を

見
せ
、
困
難
さ
を
知
ら
し
め
て
こ
の
問
題
を
妥
当
に
処
理
す
る
為
だ
」
と
語
り
、「
歴
史
認
識
」
で
批
判
を

続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、「
中
国
は
国
際
的
に
も
守
勢
に
回
る
か
ら
だ
」
と
ま
く
し

立
て
る
。
中
国
の
悲
鳴
に
似
た
主
張
は
戦
略
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。 

 

中
国
の
主
張
す
る
「
歴
史
」
が
守
勢
に
回
ら
な
い
た
め
の
、
先
手
必
勝
、
「
反
日
」
批
判
な
の
で
あ
る
。

脅
か
せ
ば
何
で
も
言
う
こ
と
を
聞
く
国
だ
と
思
っ
て
い
る
敵
対
宣
言
と
言
え
る
の
だ
が
、
全
て
は
過
去
の

親
中
政
治
家
の
足
跡
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。 

日
本
を
侮
っ
た
戦
略
が
高
ら
か
に
宣
言
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
日
本
の
政
治
家
の
勇
気
を
期
待
す
る
し
か

な
い
の
だ
が
、
親
中
政
治
家
が
健
在
な
か
ぎ
り
、
日
本
が
危
機
的
状
況
に
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

そ
れ
は
対
韓
国
事
情
も
同
じ
で
あ
る
。 

「
日
本
が
、
主
権
を
主
張
す
る
目
的
は
、
植
民
地
時
代
の
占
領
を
合
法
化
す
る
こ
と
が
狙
い
」
な
ど
と
、

井
戸
端
会
議
に
出
て
く
る
よ
う
な
発
言
は
、「
元
寇
」
の
侵
略
問
題
を
取
上
げ
ら
れ
て
守
勢
に
回
る
こ
と
を

極
度
に
嫌
が
り
、
日
本
の
主
権
さ
え
も
否
定
し
て
い
る
断
末
魔
な
の
で
あ
ろ
う
。 

更
に
「
日
本
の
目
的
は
、
独
島
（
竹
島
）
問
題
の
国
際
化
に
あ
る
。
歴
史
問
題
を
解
決
で
き
な
け
れ
ば
、

他
の
問
題
も
解
決
は
難
し
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。 

 

日
本
は
過
去
、
長
期
に
亘
り
、
歴
史
論
争
を
避
け
て
き
た
が
、
そ
れ
が
大
き
な
過
ち
で
あ
り
、
友
好
を

思
う
あ
ま
り
、
真
実
の
主
張
を
諦
め
て
は
侮
辱
さ
れ
る
こ
と
を
経
験
し
た
は
ず
で
あ
る
。 

韓
国
に
お
い
て
は
、
日
本
が
「
竹
島
」
と
い
う
日
本
固
有
の
領
土
を
放
棄
し
な
い
限
り
、
「
友
好
」
が

な
い
こ
と
を
宣
言
し
、
永
遠
に
、
「
対
等
」
の
外
交
関
係
は
無
い
と
言
っ
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。 


