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●
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
の
停
滞

保
護
貿
易
主
義
に
基
づ
く
経
済
的
ブ

ロ
ッ
ク
化
が
悲
惨
な
大
戦
に
結
び
つ
い

た
と
い
う
反
省
の
上
に
立
ち
、
世
界
の

先
進
工
業
国
は
「
自
由
、
無
差
別
、
多

角
主
義
」（
＝
誰
も
排
除
し
な
い
）
の

原
則
に
基
づ
く
国
際
的
な
貿
易
ル
ー
ル

の
枠
組
み
作
り
を
目
指
し
て
一
九
四
八

年
に
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
（
貿
易
と
関
税
に
関
す

る
一
般
協
定
）
に
合
意
し
た
。
そ
れ
以

後
、
世
界
貿
易
の
ル
ー
ル
作
り
の
作
業

は
こ
の
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ
と
そ
の
後
継
者
た
る

Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
を
舞
台
と

し
て
行
わ
れ
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
は
積
極
的
に
途

上
国
を
取
り
込
む
こ
と
に
努
め
て
き
た
。

そ
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
が
二
〇
〇
一
年
以
来
取

り
組
ん
で
い
る
多
角
的
貿
易
交
渉
は

「
ド
ー
ハ
開
発
ア
ジ
ェ
ン
ダ（
Ｄ
Ｄ
Ａ
）」

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
貿
易
の
恩
恵
に
浴

す
る
の
が
一
部
の
先
進
国
、
新
興
国
に

限
ら
れ
、
途
上
国
の
多
く
の
人
々
が
経

済
的
な
貧
困
状
況
に
取
り
残
さ
れ
る
な

ら
ば
、
彼
ら
の
不
満
が
途
上
国
の
政
情

不
安
、
紛
争
や
、
国
際
的
な
テ
ロ
を
生

む
温
床
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
証
拠

と
し
て
二
〇
〇
〇
年
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
シ
ア
ト

ル
会
議
が
自
由
貿
易
を
批
判
す
る
市
民

や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
デ
モ
に
よ
っ
て
失
敗
し
、

こ
れ
に
追
い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
二

〇
〇
一
年
の
９
・
11
同
時
多
発
テ
ロ
が

発
生
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た

が
っ
て
自
由
貿
易
体
制
の
拡
張
の
た
め

に
は
、
途
上
国
、
貧
困
層
も
そ
の
恩
恵

を
実
感
で
き
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
し

か
し
貿
易
そ
の
も
の
か
ら
の
恩
恵
が
不

十
分
で
あ
る
な
ら
ば
、「
開
発
」
に
よ
っ

て
そ
の
不
足
分
を
補
う
こ
と
も
ま
た
必

要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
に
基
づ

い
て
貿
易
交
渉
の
タ
イ
ト
ル
に「
開
発
」

が
含
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

二
〇
〇
一
年
の
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
発
足
が
、

二
〇
〇
〇
年
の
国
連
特
別
総
会
で
合
意

さ
れ
た
「
ミ
レ
ニ
ア
ム
開
発
目
標
（
Ｍ

Ｄ
Ｇ
）」
と
き
び
す
を
接
し
て
い
る
の

は
偶
然
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
の
国
際
目

標
も
、
世
界
の
貧
困
人
口
の
削
減
は
国

際
社
会
全
体
の
責
任
で
あ
る
、
と
い
う

時
代
の
空
気
を
共
有
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
の
Ｍ
Ｄ
Ｇ
は
目
標
年
の
二
〇
一

五
年
を
間
近
に
控
え
て
一
定
の
成
果
を

挙
げ
、
現
在
二
〇
一
五
年
以
降
の
国
際

目
標
を「
持
続
可
能
な
開
発（
Ｓ
Ｄ
Ｇ
）」

に
進
化
さ
せ
る
方
向
で
議
論
が
進
ん
で

い
る
。
他
方
Ｄ
Ｄ
Ａ
は
二
〇
一
三
年
一

二
月
の
バ
リ
閣
僚
会
議
で
部
分
合
意
が

得
ら
れ
た
と
は
い
え
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
本

体
の
「
開
発
」
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん

ど
進
展
が
み
ら
れ
て
い
な
い
。

●
何
が
問
題
な
の
か

｢

無
税
無
枠｣

原
則
な
ど
が
合
意
さ

れ
た
二
〇
〇
五
年
の
香
港
合
意
で
Ｄ
Ｄ

Ａ
は
ひ
と
つ
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
が
、

そ
の
後
、
開
発
問
題
は
Ｄ
Ｄ
Ａ
の
表
舞

台
か
ら
姿
を
消
し
、
Ｄ
Ｄ
Ａ
そ
の
も
の

も
停
滞
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
Ｄ
Ｄ

Ａ
の
停
滞
を
よ
そ
に
国
際
貿
易
の
主
役

た
ち
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
よ
り
も
Ｆ
Ｔ
Ａ
等
の

二
国
間
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
等
の
多
国
間
（
プ
ル

リ
ラ
テ
ラ
ル
）
合
意
に
関
心
を
移
し
て

い
る
。
し
か
し
、
メ
ガ
Ｆ
Ｔ
Ａ
が
世
界

を
覆
う
時
代
と
な
っ
て
も
「
取
り
残
さ

れ
る
」Ｌ
Ｄ
Ｃ
は
か
な
ら
ず
発
生
す
る
。

ま
た
、
現
在
輸
出
好
調
な
、
い
わ
ゆ
る

新
興
国
の
な
か
に
も
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
恩
恵
に
浴
せ
な
い
貧
困
層
は

拡
大
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
Ｇ
Ａ
Ｔ
Ｔ

設
立
以
来
の
「
誰
も
排
除
し
な
い
」
と

い
う
理
想
と
は
裏
腹
に
、
マ
ク
ロ
レ
ベ

ル
で
は
Ｌ
Ｄ
Ｃ
が
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で

は
貧
困
層
が
、
現
在
の
自
由
貿
易
体
制

の
恩
恵
か
ら
「
排
除
さ
れ
て
い
る
」
の

で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
課
題
は
ど

の
よ
う
に
「
包
摂
的
（Inclusive

）
な
」

世
界
貿
易
体
制
を
構
築
で
き
る
の
か
、

で
あ
る
。

●
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
研
究
会
の
取

り
組
み

ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
で
は
二
〇
一
二

年
度
か
ら
二
〇
一
三
年
度
に
か
け
て

「
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
は
Ｌ
Ｄ
Ｃ
に
何
を

も
た
ら
し
た
の
か
」
を
テ
ー
マ
と
す
る

研
究
事
業
を
行
っ
た
。
本
研
究
で
は
経

済
学
者
、
社
会
学
者
、
人
類
学
者
ら
を

動
員
し
て
、
マ
ク
ロ
、
メ
ゾ
（
国
別
）、

ミ
ク
ロ
の
三
層
で
こ
の
テ
ー
マ
に
取
り

組
ん
だ
。
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
で
は
無
税
無

枠
措
置
の
途
上
国
輸
出
へ
の
イ
ン
パ
ク

ト
（
伊
藤
論
文
）、
貿
易
の
た
め
の
援

特
集
に
あ
た
っ
て

 
―
ド
ー
ハ
ラ
ウ
ン
ド
は
Ｌ
Ｄ
Ｃ
に

　
 

何
を
も
た
ら
し
た
の
か
―
佐
藤 

寛

WTOドーハラウンドは
後発発展途上国に
何をもたらしたか

特　集
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特集にあたって　―ドーハラウンドは LDC に何をもたらしたのか―

助
（A

id for T
rade

）
の
効
果
（
大

野
論
文
）、
国
際
貿
易
体
制
に
お
け
る

Ｓ
＆
Ｄ
の
あ
り
方
（
箭
内
論
文
）、
途

上
国
に
お
け
る
労
働
条
件
の
改
善
を
目

指
す
動
き
（
中
村
論
文
）
な
ど
を
検
討

し
、
国
別
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
と
し
て

は
マ
ダ
カ
ス
カ
ル
の
縫
製
業
輸
出
と
ア

メ
リ
カ
の
政
策
の
イ
ン
パ
ク
ト
（
福
西

論
文
）、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟

の
背
景
と
産
業
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
（
初

鹿
野
論
文
）
を
検
証
し
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ

ル
で
は
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル（
上
江
洲
論
文
）

と
カ
ン
ボ
ジ
ア
（
秋
保
論
文
）
を
と
り

あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
〇
人
以
上
を
対

象
に
「
人
々
の
声
」
調
査
を
実
施
し
た
。

伊
藤
論
文
で
は
「
無
税
無
枠
」
措
置

の
導
入
が
、
ど
の
程
度
輸
出
拡
大
に
貢

献
し
た
か
を
、
通
関
統
計
を
用
い
て
計

量
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
無
税
無

枠
措
置
と
Ｌ
Ｄ
Ｃ
の
輸
出
の
間
に
は
ほ

と
ん
ど
正
の
効
果
が
み
ら
れ
ず
、「
関

税
措
置
だ
け
で
は
不
十
分
」
で
あ
る
こ

と
を
検
証
し
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

Ｌ
Ｄ
Ｃ
か
ら
の
輸
出
増
加
の
た
め
に
は

「
貿
易
の
た
め
の
援
助
（
Ａ
ｆ
Ｔ
）」
な

ど
の
追
加
的
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
大
野
論
文
で
は
こ

の
Ａ
ｆ
Ｔ
の
現
状
を
分
析
し
た
と
こ

ろ
、
輸
出
能
力
の
増
加
の
た
め
の
さ
ま

ざ
ま
な
援
助
は
一
定
の
効
果
が
あ
る
と

し
て
も
、
あ
る
国
を
自
由
貿
易
体
制
に

摩
擦
な
く
組
み
入
れ
る
た
め
に
は
国
内

の
「
負
け
組
産
業
」
に
対
す
る
対
応
と

し
て
、
貿
易
の
た
め
の
調
整
（T

rade 
A
djustm

ent

）
へ
の
資
源
配
分
が
必

要
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は

Ｍ
Ｄ
Ｇ
に
お
け
る
「
貧
困
削
減
」
と
の

親
和
性
が
高
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

他
方
箭
内
論
文
は
一
九
六
〇
代
以
降

「
特
別
か
つ
異
な
る
待
遇
（
Ｓ
＆
Ｄ
）」

は
自
由
貿
易
体
制
に
途
上
国
を
取
り
込

ん
で
い
く
重
要
な
ツ
ー
ル
で
あ
り
続
け

て
い
る
が
、
現
在
で
は
①
「
途
上
国
」

の
多
様
化 

②
特
恵
制
度
の
不
安
定
性

と
い
う
二
つ
の
限
界
を
抱
え
て
い
る
と

す
る
。
こ
の
限
界
を
乗
り
越
え
る
た
め

に
は
環
境
分
野
に
み
ら
れ
る
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ｒ 

（
共
通
だ
が
異
な
る
扱
い
）
原
則
を
適

用
す
る
こ
と
、
ま
た
特
恵
シ
ス
テ
ム
を

多
国
間
合
意
枠
組
み
の
な
か
に
制
度
化

す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
主
張

す
る
。
ま
た
、中
村
論
文
は
（
倫
理
的
）

消
費
者
運
動
に
着
目
し
、
途
上
国
で
の

労
働
条
件
の
改
善
が
労
賃
を
多
少
上
昇

さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
比
較
優
位
の
喪
失
よ
り
も
、
む
し

ろ
先
進
国
の
消
費
者
か
ら
評
価
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

福
西
論
文
は
、
対
米
輸
出
を
梃
子
と

し
て
縫
製
産
業
の
隆
盛
を
み
た
マ
ダ
ガ

ス
カ
ル
が
、ア
メ
リ
カ
の
優
遇
措
置（
Ａ

Ｇ
Ｏ
Ａ
）
撤
廃
に
よ
っ
て
大
き
な
打
撃

を
受
け
、
多
く
の
失
業
者
を
生
み
出
し

た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
優
遇
措
置
が
先

進
国
の
国
内
法
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る

状
況
は
不
安
定
で
あ
り
、
安
定
的
な
多

国
間
取
り
決
め
に
基
づ
く
こ
と
が
望
ま

し
い
と
す
る
。
初
鹿
野
論
文
は
、
Ｗ
Ｔ

Ｏ
に
加
入
し
た
Ｌ
Ｄ
Ｃ
の
第
一
陣
と

な
っ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
今
後
自
由
貿
易

体
制
か
ら
さ
ら
な
る
利
益
を
得
る
た
め

に
は
、
国
内
の
多
く
の
セ
ク
タ
ー
、
と

り
わ
け
中
小
企
業
を
巻
き
込
む
開
発
戦

略
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
示
唆

す
る
。

上
江
洲
論
文
（
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
）
と

秋
保
論
文
（
カ
ン
ボ
ジ
ア
）
と
は
、
本

研
究
の
特
徴
で
あ
る
「
人
々
の
声
」
調

査
の
報
告
で
あ
る
。
両
国
は
い
ず
れ
も

Ｌ
Ｄ
Ｃ
で
あ
り
、
稲
作
農
業
を
基
幹
産

業
と
し
、
近
年
は
縫
製
業
の
進
展
で
輸

出
力
を
伸
ば
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
国

で
も
庶
民
は
外
国
製
品
（
特
に
中
国
な

ど
安
価
な
商
品
）
の
輸
入
に
よ
っ
て
、

生
活
が
向
上
し
た
と
考
え
て
い
る
が
、

食
料
に
つ
い
て
は
自
国
産
品
の
ほ
う
が

高
品
質
で
安
全
で
あ
る
と
認
識
し
、
必

要
に
応
じ
て
輸
入
規
制
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
人
々
の
声

は
、
現
地
政
府
の
役
人
に
も
十
分
に
は

認
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
う
し
た
庶

民
の
貿
易
に
対
す
る
考
え
方
を
十
分
に

理
解
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
包
摂
的

か
つ
持
続
的
な
世
界
の
貿
易
体
制
は
構

築
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
研
究
を
踏
ま
え
て
、
わ
れ

わ
れ
は
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
の
Ｗ
Ｔ
Ｏ
パ
ブ

リ
ッ
ク
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
や
バ
リ
の
閣
僚

会
合
の
サ
イ
ド
イ
ベ
ン
ト
で
「
途
上
国

の
開
発
に
配
慮
し
、
多
国
間
取
り
決
め

に
組
み
入
れ
ら
れ
た
Ｓ
＆
Ｄ
（S&

D
 

ver.2

）」
と
「
負
け
組
産
業
に
配
慮
し

た
Ａ
ｆ
Ｔ(A

ft ver.2)

」
の
必
要
性
を

主
張
し
た
。
し
か
し
、
本
特
集
の
巻
頭

言
で
中
川
教
授
は
「
特
恵
と
非
相
互
主

義
は
途
上
国
の
通
商
政
策
に
望
ま
し
い

結
果
を
も
た
ら
さ
な
い
」
と
い
う
ヒ
ュ

デ
ッ
ク
の
批
判
を
紹
介
し
て
い
る
。

「
特
別
扱
い
」「
え
こ
ひ
い
き
」
が
ど

の
程
度
途
上
国
の
開
発
に
寄
与
す
る
の

か
、
し
な
い
の
か
。
こ
れ
は
開
発
援
助

の
世
界
で
も
常
に
問
わ
れ
る
テ
ー
マ
で

あ
る
。
ポ
ス
ト
Ｍ
Ｄ
Ｇ
と
ポ
ス
ト
Ｄ
Ｄ

Ａ
の
議
論
は
、
現
在
別
々
に
進
め
ら
れ

て
い
る
が
、
開
発
と
貿
易
が
と
り
わ
け

途
上
国
に
お
い
て
は
多
く
の
接
点
を

持
っ
て
い
る
以
上
、
二
つ
の
議
論
は
ま

す
ま
す
密
接
に
関
連
し
て
い
く
可
能
性

が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
今
後
と
も
「
開

発
と
貿
易
」
の
議
論
を
引
き
続
き
進
化

さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

（
さ
と
う　

ひ
ろ
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所　

研
究
企
画
部
長
）


