
－~宅~~山生？
近
年
の
自
由
貿
易
交
渉
（
F
T
A）

に
あ
た
っ
て
、
米
国
政
府
は

「サ
l

テ
ィ
フ
ィ
ケ
1
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
セ
ス

（
一
旗
認
手
続
き
）
」
と
い
う
手
段
を

使
っ
て
相
手
国
の
国
内
制
度
に
干
渉

し
て
き
ま
し
た
。
環
太
平
津
連
携
協

定
（
T
P
P）
で
も
米
国
は
お
な
じ

手
法
を
と
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危

倶
を
、

2
0
1
4年
7
月
頃
か
ら
一

部
の
国
際
N
G
Oが
指
摘
し
つ
づ
け

て
い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う
「
承
認
字
続
き
」
と

は
、
米
国
議
会
が
行
う
協
定
の
批
准

の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え

議
会
が
批
准
し
て
米
国
の
圏
内
手
続

き
を
完
了
し
て
い
た
と
し
て
も
、
交

渉
相
手
国
が
協
定
内
容
を
実
施
し

た
と
米
国
政
府
が
認
め
る
ま
で
発

効
を
遅
ら
せ
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

し
か
も
交
渉
で
合
意
し
た
こ
と
に

留
ま
ら
ず
、
合
意
に
な
い
事
項
に
つ

い
て
も
「
承
認
手
続
き
」
を
利
用
し
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て
追
加
的
な
要
求
を
す
る
こ
と
さ

え
あ
る
よ
う
で
す
。
実
際
に
米
国
は

過
去
に
結
ん
だ
F
T
Aで、
こ
の
手

法
を
駆
使
し
た
と
の
指
摘
が
あ
り
ま

す
。米

国
の
「
承
認
手
続
き
」
の
こ
と

は
、
臼
本
の
国
会
で
も
野
党
議
員
が

追
求
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

政
府
は
、
提
出
中
の
T
P
P関
連
法

案
は
協
定
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め

の
必
要
か
つ
十
分
な
も
の
で
、
修
正

や
追
加
は
不
要
で
あ
り
再
交
渉
も
し

な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。

T
P
P協
定
に
よ
っ
て
著
作
権
法

の
改
正
が
必
要
な
点
は

「保
護
期
間

の
延
長
」
「
一
部
非
親
告
罪
化
」
「
ア

ク
セ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
回
避
等
に

関
す
る
措
置
」

「配
信
音
源
の
二
次

使
用
に
対
す
る
使
用
料
請
求
権
の
付

与
」
「
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
程
の

見
直
し
」
の
5
項
目
で
す
。
保
護
期

間
延
長
に
つ
い
て
は
、
こ
の
連
載
で

「承認手続き」手法、Tp Pでも？

す
で
に
取
り
上
げ
ま
し
た
。
一
部
非

親
告
罪
化
に
つ
い
て
は
、
「
コ
ミ
ケ

な
ど
の
二
次
創
作
文
化
を
守
れ
」
と

い
っ
た
声
と
と
も
に
報
道
さ
れ
、

よ
く
知
ら
れ
る
話
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
他
の
こ
と
は
尊

門
家
で
な
い
と
理
解
し
切
れ
な
い
の

が
実
情
で
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

そ
れ
は
国
民
生
活
に
関
係
な
い
こ

と
か
と
い
う
と
、
ま
‘っ
た
く
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
国
で
は
著
作

権
侵
害
罪
の
非
親
告
罪
化
や
賠
償

を
め
ぐ
っ
て
、
青
少
年
を
巻
き
込
ん

だ
大
き
な
社
会
的
混
乱
が
広
が
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
こ
と
は
次
々
回
あ

た
り
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま

す。
さ
て
、
先
に
あ
げ
た
5
項
目
は
、

T
P
P協
定
を
日
本
が
履
行
す
る
た

め
に
法
改
正
を
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
逆
に

い
う
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
を
実
現
す
る

著
作
権
法
改
正
を
し
な
い
限
り
、
米

国
は

「承
認
手
続
き
」
を
使
っ
て
T

P
P自
体
を
発
効
さ
せ
な
い
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。そもつ
い
う
意
味
で
は
、

農
産
品
の
関
税
引
き
下
げ
と
同
様

に
、
著
作
権
法
改
正
も
T
P
P発
効

の
た
め
の
絶
対
必
要
条
件
の
ひ
と

つ
に
な
っ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

実
は
、
日
本
の
著
作
権
法
に
対
す

る
米
国
の
要
求
は
、

T
P
Pで
合
意

し
た
レ
ベ
ル
に
は
留
ま
っ
て
い
ま
せ

ん
。
ネ
ッ
ト
に
違
法
に
公
開
さ
れ
て

い
る
す
べ
て
の
種
類
の
情
報
を
、
そ

れ
と
知
り
な
が
ら
ダ
ウ
ン
ロ
l
ド
す

る
行
為
を
違
法
に
す
る
こ
と
な
ど

を
、
継
続
的
に
求
め
て
き
て
い
ま
す
。

T
P
Pに
な
い
こ
う
し
た
要
求
を

「承
認
手
続
き
」
を
使
っ
て
日
本
に

迫
る
こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う

カ
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授
）
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