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日
中
貿
易
が
急
速
に
拡
大
し
、
二
〇
〇
三
年

度
の
貿
易
総
額
は
前
年
度
を
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト

上
回
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
九
九
九
年
度
か

ら
五
年
続
き
で
前
年
の
記
録
（
ど
の
年
も
「
こ

れ
ま
で
の
最
高
」）
が
書
き
換
え
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
。
中
国
に
進
出
し
た
日
本
企
業
な
ど
へ
の

素
材
・
部
品
輸
出
が
増
え
、
テ
レ
ビ
や
携
帯
電

話
な
ど
日
本
製
の
製
品
輸
出
も
伸
び
て
い
る
た

め
だ
。

　

こ
の
日
中
貿
易
の
拡
大
が
、
長
期
低
迷
を
た

ど
っ
て
き
た
日
本
経
済
の
成
長
率
を
押
し
上
げ

た
。こ
う
し
た
情
況
は「
中
国
特
需
」と
呼
ば
れ
、

Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
や

経
済
誌
の
特
集
タ
イ
ト
ル
に
採
用
さ
れ
た
。

　
「
特
需
」
と
聞
く
と
、
半
世
紀
前
の
朝
鮮
戦

争
時
の
「
朝
鮮
特
需
」
を
思
い
出
す
。
朝
鮮
半

島
を
往
来
し
た
戦
火
の
ロ
ー
ラ
ー
を
玄
界
灘
の

莫
邦
富
著

中
国
の
心
を
つ
か
ん
だ
企
業
戦
略

―
―

日
米
欧
中
の
勝
ち
組
に
学
べ
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「
新
華
僑
」
の
代
表
の
手
に
な
る
「
架
橋
」
の
書

丹
藤
佳
紀

こ
ち
ら
側
か
ら
後
押
し
し
た
の
が
こ
の
特
需
。

そ
の
お
か
げ
で
戦
後
の
日
本
経
済
は
息
を
吹
き

返
し
た
と
い
う
。

　

朝
鮮
半
島
の
人
々
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
の
犠
牲

の
上
に
…
…
」
と
恨
ま
れ
る
所
以
だ
が
、
現
在

の
「
中
国
特
需
」
に
そ
ん
な
陰
は
な
い
。
あ
る

と
す
れ
ば
、〝
過
熱
〞
と
懸
念
さ
れ
る
中
国
経

済
の
落
ち
着
き
方
如
何
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
数
年
来
、
経
済
面
か
ら
中
国
を
見
る
目

は
、
日
本
で
「
失
わ
れ
た
一
〇
年
」
の
間
に
澱

の
よ
う
に
た
ま
っ
た
「
中
国
脅
威
論
」
や
、
そ

の
単
純
な
裏
返
し
の
「
中
国
崩
壊
論
」
か
ら
大

き
く
変
わ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
代
の
中
国
は
外

資
の
流
入
が
続
き
、「
世
界
の
工
場
」
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
経
済
規
模
の
拡

大
、
所
得
水
準
の
向
上
か
ら
、
今
、
中
国
は
最

終
消
費
地―

―

市
場
と
し
て
も
熱
い
注
目
を
浴

び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
携
帯

電
話
か
ら
ビ
ー
ル
ま
で
、
世
界
の
企
業
が
競
い

合
う
。

　

前
置
き
が
長
く
な
っ
た
。
本
書
は
、
こ
の

一
〇
年
で
大
き
く
変
貌
し
た
中
国
市
場
で
、

ど
う
す
れ
ば
消
費
者
の
関
心
を
引
き
寄
せ
ら
れ

る
か
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
を
高
め
て
製
品
の
販
売

に
結
び
つ
け
る
か
と
い
っ
た
ト
ピ
ッ
ク
に
つ
い

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
実
例
を
挙
げ
な
が
ら
報
告
・

検
証
し
た
。

　

そ
の
構
成
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

１　

中
国
で
注
目
を
浴
び
た
日
本
企
業

　

２　

異
文
化
を
「
武
器
」
に
成
功
し
た
多
国

　
　
　

籍
企
業

　

３　

中
国
企
業
の
知
ら
れ
ざ
る
競
争
力
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４　

消
費
者
の
心
に
ど
う
寄
り
添
う
か

　

あ
と
が
き

　

本
書
か
ら
汲
み
取
る
べ
き
点
の
第
一
は
、
中

国
人
（
こ
の
場
合
は
顧
客
な
い
し
消
費
者
）
と
日

本
の
企
業
（
メ
ー
カ
ー
あ
る
い
は
デ
ィ
ー
ラ
ー
）

と
の
間
に
文
化
・
価
値
意
識
の
面
で
ギ
ャ
ッ
プ

が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
説
得
力
の
あ
る

指
摘
を
し
た
こ
と
。

　

八
〇
年
代
か
ら
続
く
改
革
開
放
路
線
が
継
続

さ
れ
、
拡
大
さ
れ
て
国
民
大
衆
の
意
識
も
各
分

野
で
大
き
く
変
わ
っ
た
。一
口
で
言
え
ば「
売
っ

て
や
る
」
時
代
か
ら
「
お
客
様
は
神
様
」
の
時

代
へ
の
転
換
で
あ
り
、
消
費
者
の
権
利
へ
の
目

覚
め
で
あ
る
。
誇
張
し
て
言
え
ば
市
民
意
識
に

つ
な
が
る
も
の
だ
。
そ
れ
が
消
費
購
買
活
動
の

基
盤
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
本
書
は
通
奏
低
音

と
し
て
う
た
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
関
連
し
て
、
中
国
が
い
ま
や
世
界
を

相
手
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も

日
中
間
に
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
て
い
る
と

指
摘
さ
れ
る
。「
郷
に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
」

と
は
よ
く
い
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
進
出
先
の
事

情
に
明
る
い
現
地
側
と
日
本
の
本
社
と
の
意
思

疎
通
の
難
し
さ
も
絡
む
。

　

次
の
よ
う
な
報
道
も
あ
る
。
日
本
と
中
国
の

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
を
対
象
に
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調

査
で
、「
今
後
関
係
を
強
化
す
べ
き
国
」と
し
て
、

日
本
側
で
は
中
国
を
挙
げ
た
回
答
が
多
か
っ
た

（
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
に
対
し
、
中
国
側
は
米

国
（
三
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
だ
っ
た
（『
日
本
経
済
新

聞
』
六
月
二
二
日
）。

　

い
ま
ひ
と
つ
は
、
企
業
を
越
え
た
レ
ベ
ル
で

「
日
本
イ
メ
ー
ジ
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
認
識
す
る
必
要
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
個
々

の
企
業
に
と
っ
て
は
直
接
手
を
出
し
か
ね
る
問

題
だ
が
、
著
者
は
「
４　

消
費
者
の
心
に
ど
う

寄
り
添
う
か
」
の
章
で
あ
え
て
こ
の
問
題
に
踏

み
込
ん
だ
。

　

具
体
的
に
い
え
ば
、
北
京―

上
海
間
の
高
速

鉄
道
問
題
に
関
し
て
、
日
本
か
ら
新
幹
線
を
導

入
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
民
間
人
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
反
対
の
署
名
運
動
を
始
め
た

こ
と
。中
国
当
局
の
要
請
で
運
動
は
止
ん
だ
が
、

当
局
も
そ
う
し
た
動
き
を
無
視
は
で
き
な
い
こ

と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
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最
近
の
日
中
関
係
は
、「
政
冷
経
熱
」（
唐
家

璇
国
務
委
員
）
と
評
さ
れ
る
。
そ
の
「
政
冷
」

情
況
は
事
あ
る
ご
と
に
中
国
メ
デ
ィ
ア
の
日
本

関
係
報
道
に
反
映
さ
れ
、
時
に
増
幅
さ
れ
て
国

民
大
衆
の
「
日
本
イ
メ
ー
ジ
」
を
あ
ま
り
い
い

も
の
に
し
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

後
記
の
著
作
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
あ
る

べ
き
中
日
関
係
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
ち
、
ビ
ジ

ネ
ス
の
分
野
で
も
そ
れ
を
実
現
し
て
行
き
た
い

と
考
え
て
い
る
著
者
は
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り

上
げ
た
の
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
わ
っ
て
い
る
知

人
が
冗
談
め
か
し
て
い
っ
た
。

　
「
こ
の
分
野
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
い

ま
や
Ｍ
Ｂ
Ａ
じ
ゃ
な
く
て
Ｍ
Ｂ
Ｆ
だ
ね
」。

　

前
者
が
経
営
管
理
学
修
士
号
で
あ
る
こ
と
は

説
明
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
後
者
は

本
書
の
著
者･

莫
邦
富
と
い
う
姓
名
の
中
国
音

を
ロ
ー
マ
字
表
記
し
た
頭
文
字
で
あ
る
（
正
式

に
はM

o Bang
fu

）。

　

著
者
は
、
中
国
が
改
革･

対
外
開
放
に
転
じ

て
か
ら
海
外
に
進
出
し
た
中
国
人
に
注
目
し
、

こ
れ
ら
の
人
々
を
「
新
華
僑
」
と
名
付
け
て
レ

ポ
ー
ト
し
た
（『
新
華
僑
』
河
出
書
房
新
社
、
の

ち
中
公
文
庫
）。
そ
の
著
者
自
身
、
一
九
八
五
年

に
来
日
し
た
「
新
華
僑
」
の
草
分
け
だ
。

　

そ
の
こ
ろ
か
ら
日
本
に
や
っ
て
き
て
定
着
し

た
「
新
華
僑
」
は
い
ま
や
多
士
済
々
だ
。
こ
れ

ま
で
華
僑
総
会
し
か
な
か
っ
た
在
日
中
国
人
団

体
も
日
本
華
僑
華
人
聯
合
総
会
、
日
本
華
人
教

授
会
議
そ
し
て
日
本
中
華
総
商
会
な
ど
多
彩
に

な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
中
公
文
庫
版
の
巻
末
解
説
で
、「
旧
華

僑
」
の
代
表
格
の
邱
永
漢
氏
は
こ
う
書
い
て
い

る
。

　
「（
著
者
は
）
知
的
労
働
で
立
派
に
や
っ
て
行

け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
新
し
い
時
代

を
立
派
に
生
き
る
新
華
僑
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の

一
人
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
」。

　

さ
て
、「
Ｍ
Ｂ
Ａ
で
は
な
く
て
Ｍ
Ｂ
Ｆ
だ
ね
」

と
い
う
知
人
の
言
は
、
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
わ

る
人
た
ち
か
ら
莫
邦
富
氏
が
経
営
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
的
な
存
在
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る

事
情
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、「
新
華
僑
」の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・

莫
邦
富
氏
の
著
作
の
中
で
本
書
は
ど
の
よ
う
な
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）
が
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
本
書
の
「
１　

中
国
で
注
目
を

浴
び
た
日
本
企
業
」
の
二
つ
目
の
ト
ピ
ッ
ク
で

あ
る
蘇
州
の
邦
銀
駐
在
員
の
活
躍
は
、
こ
の
コ

ラ
ム
集
の
「
蘇
州
に
こ
の
日
本
人
あ
り
」
を
基

に
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
書
の
か
な
り
の
部
分
は
『
世
界

週
報
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
コ
ラ
ム

集
と
形
式･

内
容
と
も
似
通
っ
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
は
相
補
っ
て
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ

う
。
他
に
は
『
日
本
企
業
が
な
ぜ
中
国
に
敗
れ

る
の
か
』（
新
潮
社
）
な
ど
。

　

最
近
の
こ
の
系
列
と
は
違
っ
て
、
初
期
の
著

者
は
調
査
報
道
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
べ
き
著
作
を

相
次
い
で
刊
行
し
た
。
そ
れ
が
『
新
華
僑
』
で

あ
り
、『
蛇
頭
（
ス
ネ
ー
ク
ヘ
ッ
ド
）』（
草
思
社
、

の
ち
新
潮
文
庫
）
で
あ
る
。「
新
華
僑
の
明
暗
を

描
い
た
こ
の
二
部
の
作
品
」（
著
者
）
で
莫
邦
富

氏
は
在
日
中
国
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の

基
礎
を
築
い
た
。
こ
の
系
列
の
最
新
作
は
、
中

南
海
座
り
込
み
事
件
で
世
界
を
驚
か
せ
た
法
輪

功
の
存
在
を
描
い
た
『
北
京
有
事
』（
新
潮
社
）

で
あ
る
。

　

さ
て
、著
者
に
は
も
う
一
つ
の
分
野
が
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
二
つ
の
分
野
は
日
本
と
中
国
に
ま

た
が
る
も
の
だ
っ
た
が
、
三
番
目
は
中
国
紹
介

と
い
う
べ
き
も
の
だ
。
新
し
い
キ
ー
ワ
ー
ド
を

基
に
中
国
事
情
を
解
説
し
た
も
の
に
『
変
貌
す

る
中
国
を
読
み
解
く
新
語
事
典
』（
草
思
社
）
と

『
中
国「
新
語
」最
前
線
』（
新
潮
社
）が
あ
り
、〝
市

場
経
済
〞
地
誌
と
い
う
べ
き
も
の
に
『
中
国

全
省
を
読
む
地
図
』（
新
潮
文
庫
）
が
あ
る
。
さ

ら
に
、
こ
れ
は
訳
書
（
共
訳
）
だ
が
、『
ノ
ー
と

言
え
る
中
国
』（
日
本
経
済
新
聞
社
）
は
中
国
の

若
い
世
代
の
大
胆
な
発
言
と
し
て
話
題
に
な
っ

た
。　
　
　
　
　
　

     
  

(

東
洋
大
学)

位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

著
者
は
、
日
中
国
交
正
常
化
三
〇
周
年
に

当
た
る
二
〇
〇
二
年
九
月
、『
こ
れ
は
私
が
愛

し
た
日
本
な
の
か―

―

新
華
僑
三
〇
年
の
履
歴

書
』（
岩
波
書
店
）
を
上
梓
し
た
。
こ
れ
は
文
字

通
り
の
自
伝
で
、
文
化
大
革
命
時
代
を
含
む
中

国
篇
と
来
日
以
降
の
日
本
篇
で
構
成
さ
れ
て
い

る
。「
日
本
は
も
う
異
国
の
地
で
は
な
く
第
二

の
故
郷
だ
」
と
言
い
切
る
著
者
の
行
動
と
思
考

の
遍
歴
が
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
書
名

は
自
信
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
当
時
の
日
本
を
嘆

き
、
激
励
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
履
歴
書
」
で
あ
る
は
ず
の
同
書
の
、
末
尾

三
章
に
は
そ
こ
ま
で
の
自
伝
的
な
内
容
と
は
異

な
る
中
身
が
盛
ら
れ
て
い
る
。
見
出
し
で
言
え

ば
「
日
本
企
業
よ
、
あ
の
輝
き
を
も
う
一
度
」

（
第
一
五
章
）
な
ど
で
あ
る
。

　

そ
の
約
二
年
後
に
出
版
さ
れ
た
本
書
は
、

右
記
の
三
章
に
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
を
下
敷
き

に
一
種
の
企
業
文
化
論
を
展
開
し
た
。
こ
の
系

列
に
は
著
者
が
『
朝
日
新
聞
』
土
曜
版
に
連
載

し
て
い
る
コ
ラ
ム
を
ま
と
め
た
『m

o@
china

　

莫
邦
富
・
中
国
レ
ポ
ー
ト
』（T

he Japan 
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