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一
九
七
五
年
の
創
設
当
初
は
経
済
サ
ミ
ッ
ト
と
し
て
始
ま
っ
た
先

進
国
首
脳
会
議
は
、
一
九
八
〇
年
代
の
東
西
対
立
の
再
燃
に
よ
り
政

治
問
題
の
比
重
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
サ
ミ
ッ
ト
の

オ
リ
ジ
ナ
ル
・
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
日
本
は
、中
曽
根
康
弘
首
相
が
、「
ロ

ン
・
ヤ
ス
」
関
係
と
呼
ば
れ
る
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
と
の
個
人
的
な
信

頼
関
係
を
軸
に
、
西
側
が
結
束
し
て
ソ
連
に
対
抗
す
べ
し
と
主
張
す

る
こ
と
で
、
国
際
社
会
に
存
在
感
を
示
そ
う
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
九
八
九
年
に
東
西
冷
戦
が
事
実
上
収
束
に
向
か
う

と
、
西
側
諸
国
が
対
ソ
連
で
結
束
す
る
必
要
性
は
失
わ
れ
、
サ
ミ
ッ

ト
の
存
在
意
義
が
改
め
て
問
わ
れ
る
時
代
が
到
来
す
る
。
日
本
の

サ
ミ
ッ
ト
外
交
も
曲
が
り
角
を
迎
え
た
の
だ
。
そ
の
曲
が
り
角
が
、

八
九
年
七
月
の
フ
ラ
ン
ス
で
の
ア
ル
シ
ュ
・
サ
ミ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。

前
月
六
月
四
日
に
は
、
中
国
で
天
安
門
事
件
が
発
生
し
、
民
主
化
運

動
を
武
力
で
弾
圧
し
た
共
産
党
政
府
に
対
す
る
国
際
的
な
反
発
が
噴

北
海
学
園
大
学
教
授

若
月
秀
和

わ
か
つ
き　

ひ
で
か
ず　

二
〇
〇
二
年
立

教
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
修

了
、
博
士
（
政
治
学
）。
専
門
は
日
本
政
治

外
交
史
。
著
書
に
『
冷
戦
の
終
焉
と
日
本

外
交
』『「
全
方
位
外
交
」
の
時
代
』
な
ど
。

外
交
極
秘
解
除
文
書
連
載

③

一
九
八
九
年
・
天
安
門
事
件
と
冷
戦
終
結
前
夜

ソ
連
か
中
国
か

冷
戦
終
結
前
夜
に
顕
在
化
し
た

日
本
と
欧
米
の
亀
裂

ー
ー
七
月 
Ｇ
７
ア
ル
シ
ュ
・
サ
ミ
ッ
ト
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き
出
し
て
い
た
。

頭
を
悩
ま
す
外
交
当
局

　

サ
ミ
ッ
ト
開
催
を
約
一
カ
月
後
に
控
え
た
一
九
八
九
年
六
月
一
五

日
付
で
、
外
務
省
情
報
調
査
局
が
作
成
し
た
「
ア
ル
シ
ュ
・
サ
ミ
ッ

ト
（
政
治
問
題
を
め
ぐ
る
動
き
―
東
西
関
係
を
中
心
に
し
て
）」
と

い
う
極
秘
扱
い
の
文
書
が
あ
る
。
当
時
は
、
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
が
出
す

宣
言
の
う
ち
、「
政
治
宣
言
」
は
同
局
の
企
画
課
が
管
轄
し
て
い
た
。

　

同
文
書
は
、
日
本
が
注
意
を
向
け
て
い
た
の
が
東
西
関
係
と
人
権

で
あ
っ
た
と
示
す
。
東
西
関
係
に
つ
い
て
は
、「
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書

記
長
の
動
き
（
六
月
一
二
～
一
五
日
訪
西
独
、七
月
四
～
六
日
訪
仏
、

サ
ミ
ッ
ト
参
加
首
脳
へ
の
書
簡
発
出
の
可
能
性
）
が
サ
ミ
ッ
ト
直
前

ま
で
西
側
の
統
一
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
文
章
化
を
難
し
く
す
る
」
こ
と
で

あ
っ
た
。
人
権
に
関
し
て
は
、「
仏
革
命
二
〇
〇
周
年
と
の
関
係
で

高
ら
か
に
謳
い
上
げ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
関
連
で
中
国
を
具
体
的
に

ど
う
取
り
上
げ
る
か
の
困
難
に
逢
着
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
「
現
在
、
欧
州
で
進
め
ら
れ
て
い
る
東
西
関
係
の
再
構
築

に
対
す
る
欧
米
諸
国
の
思
い
入
れ
が
あ
り
、
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
『
新

思
考
』
外
交
は
そ
れ
を
加
速
し
、
ひ
い
て
は
（
天
安
門
事
件
を
引
き

起
こ
し
た
）
中
国
に
対
し
て
厳
し
い
姿
勢
が
出
て
く
る
素
地
を
つ
く

り
出
し
て
お
り
、
そ
れ
は
…
…
我
が
国
に
と
っ
て
最
も
望
ま
し
く
な

い
シ
ナ
リ
オ
で
あ
り
、
そ
う
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
」
と
い
う
の

で
あ
る
。
西
側
が
結
束
し
て
ソ
連
に
対
抗
し
て
い
く
と
い
う
基
本
的

枠
組
み
が
後
景
化
す
る
な
か
、
日
本
と
し
て
は
、
自
国
が
積
極
的
に

経
済
支
援
を
進
め
る
中
国
に
対
し
、
人
権
抑
圧
の
咎と

が

で
欧
米
か
ら
の

批
判
の
矛
先
が
集
中
す
る
事
態
を
回
避
し
た
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、「（
対
中
制
裁
措
置
に
つ
い
て
）
我
が
国
の
対
応
が
消
極

的
な
場
合
、
人
類
の
普
遍
的
な
価
値
を
大
事
に
し
な
い
国
家
、
と
い

う
こ
と
で
西
側
の
一
員
と
の
我
が
国
の
基
本
姿
勢
へ
の
疑
問
を
生

じ
、対
日
批
判
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
」と
指
摘
。
さ
ら
に
、「
サ

ミ
ッ
ト
の
場
で
他
の
西
側
諸
国
の
対
中
姿
勢
乃
至
措
置
が
よ
り
厳
し

い
場
合
に
は
」、
①
我
が
国
と
し
て
中
国
と
の
基
本
的
関
係
を
損
な

う
こ
と
な
く
、
西
側
の
一
員
と
し
て
の
立
場
を
維
持
で
き
る
の
か
、

②
こ
れ
ま
で
の
我
が
国
の
立
場
（
人
道
的
問
題
と
し
て
非
難
）
と
の

整
合
性
を
保
ち
得
る
の
か
、
と
い
う
「
難
し
い
選
択
の
問
題
が
生
ず

る
」
と
指
摘
す
る
。

　

戦
後
日
本
外
交
の
指
針
は
長
き
に
わ
た
り
「
外
交
三
原
則
」、
す

な
わ
ち
、
①
国
際
連
合
中
心
、
②
自
由
主
義
諸
国
と
の
協
調
、
③
ア

ジ
ア
の
一
員
と
し
て
の
立
場
の
堅
持
で
あ
っ
た
が
、
七
五
年
の
ラ
ン

ブ
イ
エ
以
来
、
今
回
ほ
ど
、
日
本
が
「
外
交
三
原
則
」
の
第
二
原
則

と
第
三
原
則
と
の
間
の
両
立
・
調
整
に
骨
を
折
っ
た
サ
ミ
ッ
ト
は
な

か
っ
た
。
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ア
ジ
ア
局
内
の
議
論 

独
自
の
立
場
へ
の
傾
斜

　

外
務
省
中
国
課
の
六
月
二
二
日
付
の
文
書
で
は
、「
基
本
的
考
え

方
」
と
し
て
、「
考
慮
す
べ
き
は
、（
イ
）
民
主
主
義
国
た
る
我
が
国

が
有
す
る
価
値
観
（
民
主
・
人
権
）
に
基
づ
き
今
回
の
中
国
の
事
態

に
対
し
如
何
な
る
立
場
を
示
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
と
、（
ロ
）
長

期
的
、
大
局
的
見
地
か
ら
み
て
中
国
の
改
革
・
開
放
政
策
は
支
持
す

べ
き
と
い
う
２
つ
の
相
反
す
る
側
面
の
調
整
」
と
指
摘
。
そ
の
う
え

で
、「
サ
ミ
ッ
ト
ま
で
は
『
模
様
な
が
め
』
の
姿
勢
を
と
り
、
中
国

側
が
改
革
開
放
路
線
を
今
後
と
も
維
持
し
て
い
く
こ
と
を
確
認
の

上
、
徐
々
に
関
係
を
正
常
化
し
て
い
く
と
の
方
針
。（
西
側
が
一
致

し
て
対
中
非
難
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
中
国
を
孤
立
化
、
対
ソ
傾
斜

に
追
い
や
る
よ
う
な
こ
と
は
得
策
で
な
い
）」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

六
月
二
九
日
、
サ
ミ
ッ
ト
を
睨
み
つ
つ
、
ア
ジ
ア
局
内
の
課
長
た

ち
が
非
公
式
の
意
見
交
換
を
し
た
。
そ
れ
を
記
録
し
た
中
国
課
「
今

次
中
国
情
勢
の
ア
ジ
ア
諸
国
に
及
ぼ
す
影
響
に
関
す
る
非
公
式
意
見

交
換
（
メ
モ
）」（
平
成
元
年
六
月
二
九
日
）
に
よ
る
と
、
大
塚
清
一

郎
地
域
政
策
課
長
は
、「（
人
権
や
価
値
観
を
め
ぐ
る
）
今
後
中
国
と

西
側
と
の
摩
擦
が
過
度
の
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
日
本
な
り
の
見

解
を
表
明
し
つ
つ
、
中
国
が
ア
ジ
ア
に
お
け
る
平
和
・
安
定
的
な
勢

力
と
し
て
と
ど
ま
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
外
交
的
努
力
を

行
っ
て
い
く
」
立
場
を
説
く
。
ま
た
、「（
中
国
に
配
慮
す
る
）
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
と
の
関
係
に
お
い
て
も
日
本
と
し
て
は
過
度
に
西
側
と
歩
調

を
合
わ
せ
て
反
応
し
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
」
と
発
言
し
た
。

　

さ
ら
に
、
小
野
正
昭
南
東
ア
ジ
ア
一
課
長
（
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部

を
管
轄
）
は
、
人
権
を
め
ぐ
る
対
中
姿
勢
に
関
し
、「『
西
側
の
一
員
』

と
い
う
要
素
が
あ
ろ
う
が
、
基
本
的
に
は
違
う
と
い
う
こ
と
を
堂
々

と
主
張
し
て
い
っ
て
も
よ
い
」
と
主
張
。
野
本
佳
夫
南
東
ア
ジ
ア
二

課
長
（
同
地
域
海
洋
部
を
管
轄
）
も
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
は
内
政

干
渉
を
嫌
う
点
を
指
摘
し
、「
東
南
ア
ジ
ア
で
は
お
し
な
べ
て
民
主

ルーブル美術館のピラミッド内で記念撮影するG７サミット参
加各国首脳。（左から）宇野宗佑首相、マーガレット・サッチャー
英首相、ジョージ・ブッシュ米大統領（第 41代）、フランソワ・ミッ
テラン仏大統領、ブライアン・マルルーニ加首相、ヘルムート・
コール西独首相、ジャック・ドロールＥＣ委員長（AFP=時事）
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化
よ
り
も
国
の
安
定
が
第
一
と
の
意
識
が
あ
る
」
と
発
言
し
た
。

　

し
か
し
、
田
中
均
北
東
ア
ジ
ア
課
長
だ
け
は
、「
西
側
の
パ
ー
セ

プ
シ
ョ
ン
を
考
え
る
べ
し
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、「
人
権
問
題
に

つ
い
て
は
、
認
識
が
違
っ
て
も
よ
い
と
言
っ
て
も
西
側
諸
国
に
は
通

用
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
『Japan�bashing

』
の
材
料

と
な
る
惧
れ
あ
り
」
と
警
告
し
た
。
北
米
局
勤
務
の
長
い
田
中
課
長

は
、
他
の
課
長
た
ち
よ
り
も
米
欧
寄
り
の
立
場
で
あ
っ
た
（
後
年
の

日
米
安
保
再
定
義
や
北
朝
鮮
と
の
交
渉
で
の
田
中
の
活
躍
は
、
広
く

知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。

　

意
見
交
換
の
最
後
、阿
南
惟
茂
中
国
課
長（
後
の
駐
中
国
大
使
）が
、

「
北
米
局
は
、（
中
国
に
宥
和
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
場
合
）
米
国
と
の

間
で
持
つ
か
、
サ
ミ
ッ
ト
が
持
つ
か
と
い
う
こ
と
で
危
機
感
を
抱
い

て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
現
実
に
は
西
側
の
ス
タ
ン
ス
を
と
っ

て
信
用
を
確
か
な
も
の
に
し
て
か
ら
、
ア
ジ
ア
の
状
況
・
感
情
を
西

側
に
対
し
代
弁
し
て
い
く
」
と
の
見
解
を
示
し
て
、
会
合
を
締
め
く

く
っ
て
い
る
。
中
国
へ
の
経
済
技
術
援
助
を
事
実
上
ス
ト
ッ
プ
す
る

一
方
、
強
い
対
中
非
難
は
抑
制
す
る
と
い
う
の
が
、
日
本
の
基
本
的

立
場
で
あ
っ
た
。

準
備
会
合
で
の
「
六
対
一
」
の
孤
立

　

と
こ
ろ
が
、
西
側
諸
国
と
の
関
係
調
整
は
想
像
以
上
の
難
題
と
な

る
。
サ
ミ
ッ
ト
に
向
け
て
最
も
困
難
な
問
題
は
、
や
は
り
政
治
宣
言

の
中
で
の
中
国
の
扱
い
で
あ
っ
た
。
六
月
二
七
日
、欧
州
共
同
体（
Ｅ

Ｃ
）
理
事
会
宣
言
は
、
人
権
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
や
、
軍
事
協

力
・
武
器
輸
出
の
停
止
、
新
規
の
経
済
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
延
期

と
い
っ
た
、
対
中
制
裁
措
置
を
発
表
し
た
。
米
国
も
す
で
に
対
中
制

裁
措
置
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。

　

一
方
、
サ
ミ
ッ
ト
の
シ
ェ
ル
パ
役
で
あ
っ
た
國
廣
道
彦
外
務
審
議

官
（
経
済
担
当
）
の
回
顧
録
に
よ
る
と
、
六
月
三
〇
日
の
サ
ミ
ッ
ト

準
備
会
合
の
帰
国
報
告
を
し
た
國
廣
に
対
し
て
、宇
野
宗
佑
首
相
は
、

「
具
体
的
制
裁
措
置
を
書
き
込
む
こ
と
は
日
本
一
国
に
な
っ
て
も
反

対
す
べ
き
で
あ
る
」
と
明
確
な
意
向
を
示
し
て
い
る
。
七
月
一
日
の

情
報
調
査
局
の
文
書
で
も
、「
サ
ミ
ッ
ト
参
加
国
が
共
同
で
中
国
に

対
処
し
て
い
る
と
の
印
象
を
避
け
る
た
め
に
」、
過
去
に
と
っ
た
各

国
の
具
体
的
措
置
に
つ
い
て
は
「
言
及
し
な
い
方
が
望
ま
し
い
」
と

し
た
う
え
で
、「
制
裁
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
は
基
本
的
に
は
反
対
」

と
表
記
さ
れ
て
い
た
。

　

七
月
七
日
の
サ
ミ
ッ
ト
の
準
備
会
合
に
お
い
て
、
日
本
の
孤
立
は

明
確
で
あ
っ
た
。
議
長
国
の
フ
ラ
ン
ス
が
、
改
め
て
中
国
問
題
に
つ

い
て
宣
言
を
発
出
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
き
、
各
国
の
見
解
を
徴
し

た
。日
本
は「
宣
言
を
発
す
る
こ
と
は
望
ん
で
い
な
い
」と
述
べ
る
も
、

そ
れ
以
外
の
六
ヵ
国
全
て
が
宣
言
発
出
に
賛
成
す
る
。
日
本
は
会
議
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を
ボ
イ
コ
ッ
ト
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、
フ
ラ
ン
ス
案
を
叩
き
台
と

し
た
議
論
を
強
い
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
木
内
昭あ

き
た
ね胤
大
使
か
ら
の
本
国

宛
の
電
信
を
見
る
と
、
日
本
は
宣
言
案
の
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
制
裁

措
置
に
つ
い
て
、「
こ
の
抑
圧
に
よ
り
わ
れ
わ
れ
は
強
い
非
難
の
気

持
を
表
現
す
る
た
め
、
適
当
な
措
置
を
と
る
に
至
っ
た
」
と
い
う
表

現
が
受
容
可
能
な
限
界
と
、
繰
り
返
し
主
張
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

結
局
、
サ
ミ
ッ
ト
宣
言
の
文
言
は
、
中
国
非
難
の
文
言
や
幾
つ

か
の
制
裁
措
置
を
盛
り
込
む
も
の
に
は
な
る
一
方
、「
中
国
当
局
が
、

政
治
、
経
済
改
革
と
開
放
へ
向
け
て
の
動
き
を
再
開
す
る
こ
と
に
よ

り
、
中
国
の
孤
立
化
を
避
け
、
可
能
な
限
り
早
期
に
協
力
関
係
へ
の

復
帰
を
も
た
ら
す
条
件
を
創
り
出
す
よ
う
期
待
す
る
」
と
し
た
表
現

も
入
り
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
内
容
に
な
っ
た
。

　

宣
言
の
文
言
が
比
較
的
日
本
が
望
む
ラ
イ
ン
と
な
っ
た
の
は
、「
日

本
を
孤
立
さ
せ
る
こ
と
だ
け
は
絶
対
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
考

え
る
親
中
国
派
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
意
向
に
よ
り
、
米
国
が
最
終

的
に
日
本
の
立
場
に
与
し
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
。

「
ア
ジ
ア
の
一
員
」
の
立
場
と
ソ
連
へ
の
強
い
懐
疑

　

さ
ら
に
、
七
月
一
四
日
の
サ
ミ
ッ
ト
の
外
相
個
別
会
合
に
お
い

て
、
三
塚
博
外
相
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
「
ア
ジ
ア
の
一
員
」

と
し
て
の
日
本
の
立
場
を
明
確
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
穏
健
で
安

定
し
た
中
国
が
、
こ
の
地
域
に
お
い
て
極
め
て
重
要
と
の
認
識
を

A
S
E
A
N
諸
国
と
共
有
し
て
い
る
旨
を
表
明
し
、「
我
々
は
中
国

を
孤
立
化
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て

我
が
国
と
中
国
と
の
経
済
関
係
の
価
値
を
重
視
し
て
い
る
か
ら
で
は

な
」
く
、「
む
し
ろ
、
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定
の
た
め
に
必
要
で
あ

る
か
ら
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
」
と
発
言
し
た
。
さ
ら
に
、「
中

国
は
価
値
判
断
の
基
準
が
異
な
り
、（
人
権
に
関
し
て
も
外
か
ら
圧

力
を
か
け
れ
ば
）
怒
ら
せ
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
の
リ
ー
・
ク
ア
ン
ユ
ー
首
相
が
自
身
に
語
っ
た
言
葉
を
紹
介
し
て

い
る
（
木
内
大
使
か
ら
の
電
信
）。

　

他
方
、
三
塚
は
、「
ソ
連
、
東
欧
に
お
け
る
物
事
の
急
ぎ
す
ぎ
に

は
注
意
す
べ
き
」
と
し
な
が
ら
、「
ソ
連
の
外
交
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
は
動
き
が
急
だ
が
、
ア
ジ
ア
で
は
、
ま
だ
動
き
が
鈍
い
」

と
指
摘
し
た
。
次
い
で
、「
領
土
問
題
に
つ
い
て
も
実
質
的
な
変
化

は
何
ら
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、「
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
ソ
連
の

平
和
攻
勢
は
、
米
海
軍
力
の
弱
体
化
を
狙
う
も
の
」
で
あ
り
、「
日

本
は
慎
重
に
対
応
」
す
べ
き
と
説
い
た
。
日
本
は
、
西
側
諸
国
が
中

国
の
改
革
開
放
を
支
援
す
る
一
方
、
結
束
し
て
ソ
連
に
対
抗
し
て
い

く
一
九
八
〇
年
代
の
基
本
的
構
図
を
あ
く
ま
で
維
持
し
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
●




