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一　

は
じ
め
に

二　

沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
の
背
景

　

㈠ 　

日
本
の
非
軍
事
化
と
沖
縄
基
地

―
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割

　

㈡　

米
ソ
協
調
の
破
綻
と
沖
縄
基
地

―
日
本
の
安
全
確
保
の
た
め
の
役
割

三　

朝
鮮
戦
争
と
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
の
質
的
変
化

　

㈠ 　

米
国
か
ら
の
再
軍
備
要
求

―
保
障
占
領
受
け
入
れ
義
務
の
免
除

　

㈡ 　

吉
田
・
ダ
レ
ス
会
談
時
の
対
応
策

―
信
託
統
治
の
受
け
入
れ
と
再
軍
備
拒
否

　
　
　

1　

信
託
統
治
の
回
避
可
能
性
に
関
す
る
悲
観
的
認
識

　
　
　

2　

再
軍
備
拒
否
の
建
前

四　

沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
の
萌
芽

　

㈠ 　

信
託
統
治
の
回
避
可
能
性
の
浮
上
と
領
土
主
権
の
残
存
、
再
軍
備
方
針
の
修
正

　

㈡　

沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
の
構
図

五　

お
わ
り
に
 

池

宮

城

陽

子

沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
の
変
質
、

　

一
九
五
〇
〜
一
九
五
一
年
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一　

は
じ
め
に

　

占
領
開
始
後
間
も
な
い
頃
か
ら
、
日
本
は
講
和
に
向
け
た
準
備
を
進
め
る
中
で
、
沖（
1
）縄に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
の
領
土
条
項
で
あ
る
第
八
項
が
、
本
州
、
北
海
道
、
九
州
お
よ
び
四
国
と
い
う
主
要
四
島
を
日
本
の
領
土
と
し
て
残

す
こ
と
を
確
約
す
る
反
面
、
沖
縄
の
帰
属
先
を
明
記
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ（
2
）る。

　

沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
確
保
に
向
け
た
対
応
を
練
る
際
に
日
本
が
注
目
し
て
い
た
の
が
、
米
国
の
対
日
方
針
と
沖
縄
基
地
の
役
割

と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
終
戦
直
後
か
ら
米
国
は
、
日
本
と
の
講
和
後
も
沖
縄
基
地
を
維
持
し
、
沖
縄
を
排
他
的
に
管
理
す
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
米
国
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
第
六
項
お
よ
び
第
七
項
で
日
本
に
非
軍
事
化
の
達
成
を
求
め
、
そ
の
要
件
と
し

て
、
武
装
解
除
と
と
も
に
、
こ
れ
を
監
督
す
る
た
め
に
日
本
に
駐
留
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
保
障
占（
3
）領の

実
施
を
明
言
し
て
い
た
。
そ
の

た
め
日
本
は
、
米
国
が
沖
縄
の
排
他
的
管
理
を
主
張
す
る
の
は
、
沖
縄
基
地
が
日
本
の
非
武
装
化
を
監
督
す
る
と
い
う
、
保
障
占
領
の
拠

点
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
日
本
に
と
っ
て
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
は
、
沖
縄
基
地
の
役
割
を

踏
ま
え
た
上
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

米
ソ
の
対
立
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
日
本
は
、
沖
縄
基
地
が
対
ソ
封
じ
込
め
の
拠
点
と
し
て
、
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
の
役
割
を
も

担
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
米
国
の
非
軍
事
化
方
針
に
変
化
が
な
い
と
理
解
す
る
日
本
は
、
保
障

占
領
の
拠
点
と
し
て
の
沖
縄
基
地
の
役
割
は
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
た
。

　

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
二
五
日
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
を
契
機
と
す
る
、
米
国
の
対
日
方
針
の
転
換
に
よ

り
一
変
し
た
。
米
国
が
非
軍
事
化
方
針
を
明
確
に
放
棄
し
、
日
本
に
再
軍
備
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て

そ
れ
は
、
沖
縄
基
地
が
日
本
の
非
軍
事
化
を
目
的
と
す
る
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
失
い
、
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
の
役
割
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の
み
を
担
う
よ
う
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
こ
う
し
て
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
は
変
質
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
朝
鮮
戦
争
と
い
う
国
際
環
境
の
変
動
を
受
け
て
行
わ
れ
た
米
国
に
よ
る
再
軍
備
要
求
と
、
こ
れ
に
伴
う
沖
縄
基
地
の
役
割
の
変

化
は
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
確
保
を
目
指
す
日
本
に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
、
日
本
政
府
は
ど
の
よ
う
な
認
識
や
意
図
に
基
づ
い

て
対
策
案
の
策
定
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
以
降
の
講
和
直
前
期
に
お
け
る
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
政
府
の
認
識
や
意
図
に

つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
な（
4
）い。
そ
の
理
由
は
、
先
行
研
究
が
冷
戦
の
論
理
の
中
に
お
け
る
沖
縄
基
地
の
役
割

へ
の
日
本
の
対
応
を
中
心
と
し
た
考
察
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
見
出
せ
る
。
沖
縄
基
地
の
役
割
の
変
化
と
い
う
事
象
を
軽
視
し
て
い
る
た

め
、
こ
れ
が
日
本
政
府
の
政
策
構
想
に
与
え
た
影
響
を
看
過
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
先
行
研
究
の
問
題
点
を
踏
ま
え
、
本
稿
は
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
五
一
年
に
か
け
て
の
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
を
め
ぐ

る
対
米
外
交
過
程
を
考
察
す
る
。
第
一
節
で
は
、
朝
鮮
戦
争
以
前
の
日
本
の
情
勢
認
識
を
ま
と
め
、
第
二
節
で
は
、
朝
鮮
戦
争
を
契
機
に

そ
の
情
勢
認
識
が
い
か
に
変
化
し
、
米
国
と
の
会
談
時
に
提
示
さ
れ
た
要
望
書
に
結
び
つ
い
た
の
か
を
考
察
す
る
。
第
三
節
で
は
、
米
国

と
の
会
談
を
経
た
結
果
生
ま
れ
た
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
の
構
図
を
明
ら
か
に
す
る
。

二　

沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
の
背
景

㈠　

日
本
の
非
軍
事
化
と
沖
縄
基
地

―
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割

　

冷
戦
発
生
以
前
の
時
期
に
お
い
て
、
連
合
国
は
米
ソ
協
調
を
前
提
と
し
た
国
際
秩
序
の
構
築
を
追
求
し
て
い
た
。
戦
後
も
米
ソ
二
大
国

が
協
調
関
係
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
、
世
界
の
平
和
と
安
定
に
不
可
欠
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
連
合
国
の
戦
後
国
際
秩
序
構
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想
に
お
い
て
、
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
地
域
は
、
米
国
の
勢
力
圏
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

米
国
は
、
地
域
の
秩
序
維
持
の
た
め
に
は
、
安
定
勢
力
と
し
て
の
民
主
的
な
中
国
の
創
出
と
と
も
に
、
日
本
を
徹
底
的
に
非
軍
事
化
す

る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
て
い（
5
）た。
そ
の
た
め
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
第
六
項
お
よ
び
第
七
項
に
お
い
て
、
日
本
に
対
し
て
武
装
解

除
を
求
め
る
と
と
も
に
、
日
本
が
戦
争
遂
行
能
力
を
失
う
ま
で
そ
の
領
域
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
保
障
占
領
を
実
施
す
る
こ
と

を
明
言
し（
6
）た。

　

こ
の
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
米
国
が
重
視
し
た
の
が
沖
縄
だ
っ
た
。
米
国
は
、
非
武
装
化
し
た
日
本
を
監
督
す
る
た
め
の
役
割
を
、

沖
縄
基
地
に
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
沖
縄
基
地
を
戦
後
も
維
持
す
べ
く
、
米
国
と
り
わ
け
軍
部
は
、
一
九
四
六

年
一
月
に
は
講
和
後
の
沖
縄
を
国
際
連
合
憲
章
に
基
づ
き
、
信
託
統
治
下
に
置
く
方
針
を
固
め（
7
）た。
沖
縄
に
お
い
て
信
託
統
治
を
実
施
す

る
こ
と
を
通
し
て
、
沖
縄
基
地
を
排
他
的
に
管
理
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ（
8
）る。

こ
の
方
針
に
基
づ
き
、
一
九
四
六
年
一
月
二
九
日
に
連
合

国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
は
、
沖
縄
を
日
本
か
ら
行
政
的
に
分
離
す
る
決
定
を
下
し
た
の
で
あ
っ（
9
）た。

　

他
方
、
日
本
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
お
い
て
沖
縄
が
自
ら
の
領
土
と
し
て
保
証
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
終
戦
後
間
も
な
い
時
期
か

ら
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確
保
す
べ
く
対
策
を
練
り
始
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
日
本
が
注
目
し
た
の
が
、
連
合
国
に
よ

る
非
軍
事
化
政
策
と
沖
縄
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。

　
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
や
占
領
政
策
か
ら
、
連
合
国
の
対
日
方
針
の
基
軸
が
「
日
本
の
非
軍
国
主
義
化
、
軍
事
能
力
の
徹
底
的
破
）
10
（
壊
」
に

あ
る
と
理
解
し
た
日
本
は
、
非
軍
事
化
の
達
成
こ
そ
が
講
和
の
絶
対
的
要
件
で
あ
る
と
考
え
た
。「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
に
基
づ
き
、
武
装

解
除
を
行
う
だ
け
で
な
く
、
保
障
占
領
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
敗
戦
国
の
義
務
と
捉
え
た
の
で
あ
）
11
（

る
。
そ
の
た
め
日
本
は
、
米
国
が
保
障

占
領
の
拠
点
と
し
て
重
視
し
て
い
た
沖
縄
基
地
の
受
け
入
れ
を
、
敗
戦
国
に
よ
る
義
務
の
履
行
の
一
環
と
位
置
づ
け
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
日
本
に
と
っ
て
、
一
九
四
六
年
一
月
に
実
施
さ
れ
た
沖
縄
の
行
政
的
分
離
と
、
同
年
三
月
に
明
ら
か
に
さ
れ
た

憲
法
第
九
条
は
、
米
国
を
中
心
と
す
る
連
合
国
が
講
和
後
も
日
本
の
徹
底
し
た
非
軍
事
化
を
追
求
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
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た
。
日
本
は
、
こ
れ
ら
の
政
策
か
ら
、
保
障
占
領
の
重
要
拠
点
で
あ
る
沖
縄
基
地
の
管
理
権
限
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
沖
縄
に
対

す
る
日
本
の
領
土
主
権
を
剝
奪
す
る
こ
と
も
い
と
わ
な
い
米
国
の
意
図
を
読
み
取
っ
て
い
た
。「
戦
略
的
意
義
重
大
」
で
あ
る
「
沖
縄
島

は
米
国
に
依
り
国
際
連
合
規
約
第
八
十
二
条
所
定
の
信
託
統
治
地
域
中
の
戦
略
的
地
域
に
指
定
」
さ
れ
、
日
本
は
沖
縄
に
対
す
る
「
主
権

の
放
棄
」
を
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
そ
う
予
想
し
た
の
だ
っ
）
12
（
た
。
米
国
に
よ
る
沖
縄
の
信
託
統
治
の
目
的
が
、
保
障
占
領
実
施
の
た
め

の
沖
縄
基
地
の
排
他
的
管
理
に
あ
り
、
そ
れ
が
敗
戦
国
に
対
す
る
懲
罰
を
意
味
す
る
以
上
、
日
本
は
そ
の
よ
う
な
米
国
の
方
針
に
従
わ
ざ

る
を
得
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
）
13
（
る
。

㈡　

米
ソ
協
調
の
破
綻
と
沖
縄
基
地

―
日
本
の
安
全
確
保
の
た
め
の
役

）
14
（割

　

沖
縄
基
地
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
す
る
日
本
の
理
解
は
、
米
ソ
協
調
関
係
が
破
綻
し
、
同
基
地
に

日
本
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
役
割
が
新
た
に
加
わ
っ
た
後
も
堅
持
さ
れ
た
。

　

一
九
四
七
年
六
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
欧
州
経
済
復
興
計
画
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
結

果
、
連
合
国
の
戦
後
国
際
秩
序
構
想
の
前
提
で
あ
っ
た
米
ソ
協
調
関
係
は
事
実
上
破
綻
し
た
。「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」
へ
の
参
加
を

め
ぐ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
事
実
上
二
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
、
米
ソ
の
対
立
は
国
際
政
治
を
二
極
化
す
る

構
造
的
な
対
立
で
あ
る
冷
戦
へ
と
発
展
し
）
15
（

た
。

　

日
本
は
、
そ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
情
勢
が
米
国
の
対
日
方
針
に
反
映
さ
れ
始
め
て
い
る
こ
と
を
感
知
し
て
い
た
。「
マ
ー
シ
ャ

ル
・
プ
ラ
ン
」
を
契
機
に
、「
東
欧
と
西
欧
と
の
関
係
ひ
い
て
は
米
ソ
の
関
係
は
愈
々
明
確
と
な
っ
）
16
（

た
」
こ
と
で
、
米
国
が
対
日
講
和
問

題
に
つ
い
て
も
ソ
連
と
の
対
立
を
い
と
わ
な
い
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
一
九
四
七
年
七
月
一
一
日
に
米

国
務
省
に
よ
っ
て
提
議
さ
れ
た
対
日
講
和
予
備
会
議
の
内
容
は
、
ソ
連
か
ら
反
対
意
見
が
出
る
こ
と
を
見
越
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
）
17
（

た
。

こ
れ
を
受
け
て
外
務
省
は
、「
米
国
側
の
今
回
の
提
案
は
最
近
の
米
ソ
関
係
を
反
映
し
対
日
問
題
に
つ
い
て
も
ソ
側
が
同
調
し
な
い
な
ら
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西
欧
民
主
国
家
だ
け
で
も
適
当
の
措
置
を
と
る
と
い
う
位
の
強
い
態
度
を
内
包
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
」
と
の
情
勢
認
識
を
披
露
し
て

い
）
18
（

た
。

　

ソ
連
と
の
関
係
悪
化
を
念
頭
に
お
い
た
米
国
の
対
応
は
、
沖
縄
基
地
を
め
ぐ
っ
て
も
看
取
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
既
述
の
よ
う

に
、
終
戦
以
来
日
本
は
、
米
国
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
沖
縄
基
地
を
重
視
し
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
四

七
年
九
月
に
入
る
頃
に
は
、
米
国
が
沖
縄
基
地
に
日
本
の
安
全
確
保
の
た
め
の
役
割
を
も
期
待
し
始
め
て
い
る
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
四
七
年
九
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た
鈴
木
九
萬
横
浜
終
戦
連
絡
事
務
局
長
と
ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
（Robert L. Eichelberger

）
第
八

軍
司
令
官
と
の
会
談
は
、
日
本
が
米
国
の
変
化
を
明
確
に
感
受
で
き
る
場
と
な
っ
た
。
ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
は
、
日
本
本
土
に
「『
ソ
』

兵
の
侵
入
す
る
よ
う
な
事
態
に
付
て
は
沖
縄
『
グ
ァ
ム
』
等
か
ら
睨
み
」
対
処
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
の
見
解
を
提
示
し
た
の
で

あ
）
19
（
る
。
ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
の
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
見
て
取
っ
た
鈴
木
は
、「
終
戦
以
来
、
平
和
条
約
成
立
後
の
保
障
占
領

―
然
も
相

当
長
期
の

―
が
云
々
さ
れ
て
居
た
が
、
最
近
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
様
に
思
う
」、「
現
在
の
国
際
情
勢
の
関
係
上
保
障
占
領
よ
り
は
次
第

に
国
際
安
全
保
障
の
一
環
と
し
て
の
日
本
の
安
全
の
問
題
と
言
う
方
面
に
移
行
し
て
行
き
つ
つ
あ
る
」
と
の
日
本
側
の
理
解
を
披
露
し
た
。

こ
れ
に
対
し
ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
は
、「
保
障
占
領
か
ら
安
全
駐
兵
へ
の
移
行
と
言
う
点
は
『
グ
ッ
ト
・
ポ
イ
ン
ト
』
だ
」
と
答
え
、
鈴

木
が
示
し
た
見
解
を
肯
定
す
る
姿
勢
を
示
し
た
の
だ
っ
）
20
（

た
。

　

つ
ま
り
日
本
は
、
米
ソ
関
係
の
悪
化
に
よ
っ
て
、
沖
縄
基
地
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
と
と
も
に
、
日
本
の
安
全
を
確
保
す

る
た
め
の
役
割
を
期
待
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
鈴
木
と
ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
に
よ
る
上
記
の
会
談

の
直
後
に
作
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
芦
田
書
簡
」
に
お
い
て
、「
日
本
に
近
い
外
側
の
地
域
の
軍
事
的
要
地
」
の
「
米
国
の
軍
隊
が
平

和
条
約
の
実
行
の
監
視
」
を
行
う
と
と
も
に
「
侵
略
の
保
障
」
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
の
）
21
（

は
、
以
上
の
よ
う
な
日

本
の
情
勢
認
識
を
背
景
と
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
日
本
の
理
解
は
、
一
九
四
七
年
八
月
以
降
、
米
国
務
省
政
策
企
画
室
長
の
ケ
ナ
ン
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（G
eorge F. Kennan

）
が
対
日
政
策
の
見
直
し
に
着
手
し
、
対
日
占
領
政
策
の
重
心
を
非
軍
事
化
お
よ
び
民
主
化
か
ら
政
治
的
経
済
的
安

定
化
へ
と
移
し
た
こ
と
）
22
（

で
、
一
層
強
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。

　

ケ
ナ
ン
は
、
対
日
政
策
の
変
更
を
図
る
中
で
、
そ
れ
ま
で
米
国
政
府
と
し
て
確
固
た
る
方
針
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
沖
縄
政
策
の
策

定
に
も
取
り
組
ん
だ
。
確
か
に
ケ
ナ
ン
は
、
ソ
連
が
世
界
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
り
続
け
る
場
合
に
は
、
将
来
的
に
日
本
の
再

軍
備
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
）
23
（

た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
る
ま
で
は
、
沖
縄
基
地
を
中
心
に
日
本
の
安
全
を
確

保
す
る
一
方
で
、
日
本
の
軍
事
的
無
力
化
を
図
る
こ
と
が
依
然
と
し
て
重
要
だ
と
考
え
て
い
）
24
（
た
。
米
国
に
よ
っ
て
沖
縄
を
排
他
的
に
管
理

す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
結
論
づ
け
た
ケ
ナ
ン
の
勧
）
25
（

告
を
受
け
て
、
一
九
四
九
年
五
月
に
米
国
政
府
は
、
沖
縄
の
米
軍
施
設
を
長
期
的
に

保
持
す
る
（retain on a long term

 basis the facilities at O
kinaw

a

）
こ
と
、
な
ら
び
に
沖
縄
お
よ
び
そ
の
周
辺
の
米
軍
事
基
地
を
さ
ら
に

拡
張
す
る
こ
と
を
正
式
に
決
定
し
）
26
（

た
。
こ
の
決
定
を
受
け
て
、
翌
一
九
五
〇
年
三
月
に
は
沖
縄
基
地
の
拡
張
工
事
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
っ
）
27
（
た
。

　

た
だ
し
、
米
国
が
、
日
本
に
対
し
て
は
米
ソ
対
立
を
踏
ま
え
た
以
上
の
よ
う
な
政
策
を
と
り
な
が
ら
、
一
方
で
中
国
に
対
し
て
は
前
述

し
た
戦
後
国
際
秩
序
構
想
に
基
づ
く
政
策
を
基
本
的
に
は
維
持
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
米
国
は
、
民
主
的
な
中
国
の
誕
生
と

い
う
目
論
み
が
外
れ
、
中
国
が
共
産
党
支
配
下
に
置
か
れ
て
も
な
お
、
中
国
を
安
全
保
障
上
の
脅
威
と
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
た
。
中
国
が
ソ
連
と
一
枚
岩
に
な
ら
な
い
限
り
は
、
こ
れ
を
主
権
国
家
と
し
て
受
容
し
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、「
中
国
チ
ト
ー

化
」
政
策
で
あ
）
28
（

る
。
こ
の
こ
と
は
、
米
国
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
冷
戦
戦
略
の
中
で
沖
縄
基
地
の
価
値
を
確
定
し
、
沖
縄
の
長
期
保
有
を
決
定

し
た
際
に
は
、
共
産
党
中
国
と
の
対
立
を
前
提
と
し
た
発
想
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
米
国
の
対
日
政
策
の
転
換
を
受
）
29
（
け
、
日
本
は
、
沖
縄
基
地
の
役
割
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
自
ら
の
理
解
が
正
し
い

こ
と
を
確
信
す
る
に
至
っ
た
。
外
務
省
は
、
一
九
四
八
年
一
二
月
に
作
成
し
た
文
書
に
お
い
て
、「
非
軍
事
化
の
完
了
、
民
主
化
の
進
行

及
び
右
の
よ
う
な
米
国
の
対
日
方
針
の
転
換
の
結
果
、
占
領
軍
駐
屯
及
び
こ
れ
に
伴
う
各
種
施
設
の
意
義
も
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
条
項
履
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行
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
防
共
と
い
う
こ
と
に
漸
次
転
移
」
し
て
い
る
と
の
認
識
を
示
し
て
い
）
30
（
た
。
保
障
占
領
の
重
要
拠
点
と
さ

れ
て
い
た
沖
縄
基
地
の
存
在
意
義
が
変
化
し
た
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
沖
縄
基
地
の
役
割
の
再
定
義
の
結
果
、
日
本
は
、
沖
縄
を
排
他
的
に
管
理
す
る
と
い
う
米
国
の
方
針
が
確
固
た
る
も
の
に

な
っ
た
と
理
解
し
た
。
一
九
四
九
年
末
頃
か
ら
、
沖
縄
に
お
け
る
恒
久
基
地
建
設
に
向
け
た
動
き
が
活
発
化
す
る
中
）
31
（
で
、
一
九
五
〇
年
一

月
に
は
、
ア
チ
ソ
ン
（D

ean G. Acheson

）
米
国
務
長
官
に
よ
っ
て
、「
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
列
島
か
ら
日
本
へ
達
し
、
さ
ら
に
沖
縄
へ
延

び
…
…
沖
縄
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
へ
至
る
」
米
国
の
「
不
後
退
防
衛
線
」、
い
わ
ゆ
る
「
ア
チ
ソ
ン
・
ラ
イ
ン
」
が
宣
言
さ
れ
て
い
）
32
（
た
。
そ

の
よ
う
な
米
国
の
動
き
か
ら
、「
中
国
本
土
の
状
況
や
台
湾
が
慌
た
だ
し
い
動
き
を
示
し
て
い
る
に
従
っ
て
沖
縄
の
地
位
が
戦
略
上
か
ら

飛
躍
的
に
重
大
と
な
り
米
国
の
ア
リ
ュ
ー
シ
ャ
ン
―
日
本
―
フ
ィ
リ
ピ
ン
防
衛
線
の
『
楔
』
と
し
て
長
期
に
亘
り
軍
事
基
地
と
し
て
確
保

す
る
決
心
を
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
情
勢
認
識
を
外
務
省
は
示
し
て
い
）
33
（

た
。
つ
ま
り
日
本
は
、
米
国
が
想
定
す
る
「
戦
略
的
防

衛
の
第
一
線
」
の
要
所
と
し
て
、
沖
縄
基
地
の
存
在
が
ま
す
ま
す
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
判
断
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
、
日
本
が
沖
縄
基
地
は
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
依
然
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
の
認
識
を
維

持
し
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
五
月
に
お
い
て
も
「
平
和
条
約
が
日
本
の
完
全
非
武
装
を
規
定
す
る
」
こ
と
を
所
与
と

し
て
い
た
日
本
）
34
（

は
、
連
合
国
が
「
日
本
の
対
外
的
安
全
の
保
障
、
又
は
、
自
国
の
安
全
保
障
、
又
は
西
太
平
洋
地
域
の
全
般
的
安
全
保

障
」
の
た
め
に
軍
事
基
地
を
保
有
す
る
一
方
で
、「
日
本
の
条
約
履
行
を
確
保
す
る
た
め
の
基
地
を
設
け
る
こ
と
」「
い
わ
ゆ
る
保
障
占

領
」
の
形
式
で
軍
事
基
地
を
設
定
す
る
と
の
理
解
を
有
し
て
い
）
35
（

た
。
日
本
は
、
保
障
占
領
を
名
目
に
沖
縄
に
お
い
て
信
託
統
治
を
実
施
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
沖
縄
基
地
の
排
他
的
な
管
理
を
行
お
う
と
す
る
米
国
の
方
針
に
変
化
が
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
）
36
（

る
。

　

要
す
る
に
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
の
直
前
ま
で
日
本
は
、
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
う
沖
縄
基
地
を
、
米
国
が
引
き
続
き

排
他
的
に
管
理
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
た
め
、
講
和
の
際
に
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
が
剝
奪
さ
れ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
考

え
て
い
た
。
米
国
が
沖
縄
に
お
い
て
信
託
統
治
を
実
施
す
る
こ
と
の
目
的
に
日
本
に
対
す
る
懲
罰
的
な
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
る
以
上
、
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日
本
は
敗
戦
国
と
し
て
そ
の
よ
う
な
方
針
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
お
か
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

三　

朝
鮮
戦
争
と
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
の
質
的
変
化

㈠　

米
国
か
ら
の
再
軍
備
要
求

―
保
障
占
領
受
け
入
れ
義
務
の
免
除

　

以
上
の
よ
う
な
日
本
の
構
想
は
、
一
九
五
〇
年
六
月
に
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
で
一
変
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
朝
鮮
戦
争
を
契
機

に
、
米
国
が
非
軍
事
化
政
策
を
明
確
に
放
棄
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
日
本
は
、
沖
縄
基
地
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
喪
失
し

た
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
五
〇
年
六
月
二
五
日
に
勃
発
し
た
朝
鮮
戦
争
に
よ
り
、
日
本
の
再
軍
備
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
米
国
の
方
針
は
決
定
的
な
も
の
と

な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
一
九
四
七
年
八
月
以
降
に
ケ
ナ
ン
に
よ
っ
て
対
日
占
領
政
策
の
見
直
し
が
図
ら
れ
る
中
で
、
日
本
の
非
軍
事
化
を

追
求
す
る
姿
勢
は
後
退
し
、
将
来
的
に
日
本
の
再
軍
備
が
必
要
と
な
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
米
国
政

府
が
日
本
の
再
軍
備
実
現
を
図
る
べ
く
、
具
体
策
を
講
じ
る
よ
う
に
な
る
の
は
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
の
こ
と
で
あ
っ
）
37
（

た
。
事
実
、
ケ
ナ
ン
に

代
わ
っ
て
政
策
企
画
室
長
に
な
っ
て
い
た
ニ
ッ
ツ
ェ
（Paul H

. N
itze

）
が
、
国
務
・
国
防
両
長
官
に
日
本
の
再
軍
備
の
た
め
の
方
策
を

具
体
的
に
検
討
す
る
よ
う
進
言
す
る
の
は
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
か
ら
一
ケ
月
後
の
七
月
二
六
日
の
こ
と
で
あ
っ
）
38
（
た
。
既
述
の
よ
う
に
、
朝
鮮

戦
争
の
勃
発
直
前
ま
で
、
日
本
が
非
軍
事
化
の
達
成
を
講
和
の
絶
対
的
要
件
だ
と
認
識
し
て
い
た
の
は
、
米
国
政
府
内
で
「
日
本
を
武
装

国
家
と
し
て
再
現
さ
せ
る
方
）
39
（
針
」
が
依
然
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

対
日
方
針
を
大
き
く
転
換
し
た
米
国
が
、
対
日
講
和
条
約
を
起
草
す
る
に
あ
た
っ
て
ま
ず
決
め
た
こ
と
は
、
講
和
条
約
上
、
将
来
的
な

日
本
の
再
軍
備
を
妨
げ
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
務
長
官
の
特
別
顧
問
で
あ
っ
た
ダ
レ
ス
（John F. D

ulles

）
の
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主
導
に
よ
っ
て
一
九
五
〇
年
九
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
、
対
日
講
和
交
渉
を
進
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
国
務
省
と
国
防
総
省
の
合
意
文
書
で

は
、「
日
本
の
自
衛
権
の
否
定
、
ま
た
は
自
衛
権
を
行
使
す
る
た
め
の
手
段
の
保
有
の
禁
止
が
含
ま
れ
て
は
い
け
な
い
」
こ
と
が
「
米
国

に
と
っ
て
死
活
的
で
、
講
和
条
約
で
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
安
全
保
障
上
の
要
請
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
）
40
（
た
。
合
意
文
書
の
要
旨
は
、

同
月
一
五
日
に
ダ
レ
ス
に
よ
っ
て
対
日
講
和
に
関
す
る
米
国
の
構
想
と
し
て
公
表
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

こ
の
米
国
の
対
日
講
和
構
想
の
公
表
は
、
米
国
が
も
は
や
日
本
に
非
軍
事
化
の
達
成
を
求
め
て
い
な
い
こ
と
を
詳
ら
か
に
し
た
と
い
う

意
味
で
、
日
本
に
と
っ
て
重
要
な
出
来
事
と
な
っ
た
。
米
国
の
構
想
を
受
け
て
、
外
務
省
は
、
米
国
が
「
日
本
の
再
軍
備
を
禁
止
な
い
し

制
限
し
な
い
こ
と
」
を
講
和
条
約
の
基
本
原
則
に
し
て
い
る
と
見
込
ん
）
41
（

だ
。
さ
ら
に
、「
米
国
政
府
と
し
て
は
、
そ
の
案
に
つ
い
て
、
あ

る
程
度
の
修
正
に
は
応
ず
る
が
、
そ
の
基
本
原
則
を
変
更
す
る
意
図
は
な
い
、
と
国
務
省
当
局
は
述
べ
て
い
る
」
こ
と
か
ら
、「
日
本
の

再
軍
備
を
禁
止
な
い
し
制
限
す
る
条
項
」
を
設
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
関
係
諸
国
が
強
く
反
対
し
て
も
、
譲
ら
な
い
」
で
あ
ろ
う

と
予
想
し
）
42
（
た
。
日
本
は
、
米
国
が
自
ら
に
対
す
る
軍
備
制
限
措
置
を
撤
回
し
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
非
軍
事
化
方
針
を
放
棄
し
た
こ
と
を
認

識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
）
43
（

る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
講
和
の
要
件
と
し
て
、
非
軍
事
化
の
達
成
と
い
う
敗
戦
国
の
義
務
の
履
行
を
日
本

が
免
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
日
本
は
、
沖
縄
が
保
障
占
領
の
拠
点
に
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
米
国
に

よ
る
非
軍
事
化
方
針
の
放
棄
は
、
沖
縄
基
地
の
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
が
消
滅
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
外
務
省

は
、
も
は
や
「
駐
兵
が
保
障
占
領
的
の
意
味
合
い
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て

い
）
44
（

た
。
つ
ま
り
日
本
は
、
沖
縄
に
お
い
て
、
保
障
占
領
の
受
け
入
れ
と
い
う
敗
戦
国
の
義
務
を
履
行
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
判
断
し

た
の
で
あ
っ
）
45
（
た
。
こ
れ
以
後
日
本
は
、
沖
縄
基
地
が
「
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
沖
縄
に
対
す
る
領

土
主
権
確
保
に
向
け
て
取
り
組
む
の
で
あ
る
。
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㈡　

吉
田
・
ダ
レ
ス
会
談
時
の
対
応
策

―
信
託
統
治
の
受
け
入
れ
と
再
軍
備
拒
否

1
　
信
託
統
治
の
回
避
可
能
性
に
関
す
る
悲
観
的
認
識

　

沖
縄
基
地
が
保
障
占
領
の
拠
点
に
な
る
こ
と
を
免
れ
た
一
方
で
、
講
和
後
の
沖
縄
を
信
託
統
治
下
に
お
く
こ
と
を
目
指
す
米
国
の
方
針

自
体
に
は
変
化
が
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
前
述
の
通
り
、
日
本
は
、
終
戦
直
後
か
ら
米
国
が
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
の
実
施
を

追
求
す
る
の
は
、
沖
縄
基
地
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
論
理
的
に
は
、
非

軍
事
化
政
策
の
放
棄
に
伴
い
沖
縄
基
地
が
そ
の
よ
う
な
役
割
を
失
っ
た
以
上
、
講
和
後
の
沖
縄
に
お
い
て
信
託
統
治
を
実
施
す
る
必
要
性

は
も
は
や
な
く
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
五
〇
年
九
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
明
ら
か
と
な
っ
た
、
沖
縄
を
め
ぐ
る
米
国

の
政
策
構
想
は
、
沖
縄
の
信
託
統
治
化
を
図
る
と
い
う
従
来
の
方
針
を
維
持
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
た
。
同
年
一
一
月
に
正
式
発
表
さ
れ

た
「
対
日
講
和
七
原
則
」
は
、
日
本
に
「
合
衆
国
を
施
政
権
者
と
す
る
琉
球
諸
島
（
中
略
）
の
国
際
連
合
に
よ
る
信
託
統
治
に
同
意
」
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
）
46
（

る
。

　

そ
の
た
め
日
本
は
、
沖
縄
基
地
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
と
い
う
、
日
本
に
対
す
る
懲
罰
的
な
意
味
合
い
を
持
た
な
く
な
っ

た
反
面
で
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
の
実
施
自
体
は
回
避
し
得
な
い
と
理
解
し
た
。
事
実
、
一
九
五
〇
年
一
〇
月
付
の
文
書
に
お
い
て

外
務
省
は
、
沖
縄
を
「
米
国
の
信
託
統
治
領
と
す
る
と
の
方
針
を
く
つ
が
え
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
」
で
あ
る
と
の
情
勢
認
識
を
披

露
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
同
時
に
「
米
国
の
決
定
に
は
多
大
の
無
理
が
あ
り
、
米
国
人
も
そ
れ
を
自
覚
し
て
い
る
」
と
も
考
え
て
い
た
。

そ
こ
で
日
本
は
、「
我
方
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
諸
島
の
全
部
に
つ
い
て
、
保
有
方
を
強
く
要
請
す
る
べ
き
」
と
の
意
気
込
み
の
も
と
、
講

和
が
現
実
味
を
帯
び
る
中
で
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
確
保
に
向
け
て
対
策
を
練
り
始
め
た
の
だ
っ
）
47
（
た
。

　

沖
縄
を
め
ぐ
る
政
策
構
想
の
改
編
作
業
に
取
り
組
み
始
め
た
日
本
が
注
目
し
た
の
は
、
沖
縄
を
信
託
統
治
下
に
お
く
こ
と
を
企
図
す
る

米
国
の
目
的
の
変
化
で
あ
っ
た
。
沖
縄
に
お
け
る
「
駐
兵
が
保
障
占
領
的
の
意
味
合
い
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
の
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も
の
で
あ
る
」
と
の
理
解
に
基
づ
け
ば
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
に
は
日
本
に
対
す
る
懲
罰
的
な
意
味
合
い
は
含
ま
れ
な
く
な
）
48
（
る
。
す

な
わ
ち
、
米
国
が
信
託
統
治
を
実
施
す
る
こ
と
の
目
的
は
、
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
に
沖
縄
を
排
他
的
に
管
理
す
る
と
い
う
、「
米
国

の
軍
事
上
の
必
）
49
（
要
」
に
集
約
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
日
本
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
日
本
の
安
全
保
障
を
目
的
と
し
て
沖
縄
基
地
を
排
他
的
に

管
理
す
る
必
要
が
な
く
な
り
次
第
、
米
国
に
よ
る
沖
縄
の
信
託
統
治
が
終
了
を
迎
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
）
50
（
た
。

　

実
際
日
本
は
、
そ
の
よ
う
な
軍
事
上
の
必
要
か
ら
、
米
国
が
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
の
実
施
を
企
図
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
で
き
る

状
況
に
あ
っ
た
。
一
九
五
〇
年
九
月
下
旬
か
ら
一
〇
月
中
旬
に
か
け
て
行
わ
れ
た
米
国
務
省
関
係
者
と
の
会
談
に
お
い
て
、
米
国
側
は
、

再
軍
備
に
関
す
る
日
本
へ
の
期
待
を
強
調
す
る
文
脈
の
中
で
、「
米
軍
の
駐
留
」
が
「
日
本
防
禦
の
た
め
」
で
あ
り
、「
何
時
ま
で
も
」
こ

れ
を
継
続
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
米
国
側
は
、「
沖
縄
に
つ
い
て
は
国
連
信
託

の
線
で
進
ん
で
い
る
」
が
、
こ
れ
は
「
必
し
も
国
務
省
の
意
見
で
は
な
い
が
軍
部
の
強
い
希
望
に
よ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、「
他
の
形

式
に
よ
る
基
地
設
定
に
つ
い
て
は
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
そ
の
他
の
関
係
で
軍
部
説
得
に
困
難
が
あ
る
」
こ
と
を
表
明
し
て
い
）
51
（
た
。
そ
の
よ
う
な

米
国
の
見
解
か
ら
は
、
米
軍
の
駐
留
が
日
本
の
安
全
保
障
を
主
要
目
的
に
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
沖
縄
を
信
託
統
治
す
る
こ
と
で
沖
縄
基

地
の
排
他
的
管
理
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
の
だ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
の
実
施
目
的
が
変
化
し
た
と
の
理
解
の
も
と
で
、
日
本
が
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
確

保
す
る
た
め
に
は
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
の
終
了
後
に
、
米
国
が
そ
の
施
政
権
（
統
治
権
）
を
日
本
に
委
譲
す
る
こ
と
が
不
可
欠
と

な
っ
）
52
（

た
。
そ
の
た
め
、
米
国
の
対
日
講
和
構
想
が
具
体
的
に
明
ら
か
に
な
り
始
め
た
一
九
五
〇
年
九
月
以
降
、
日
本
は
、
米
国
に
よ
る
沖

縄
の
信
託
統
治
の
終
了
の
際
に
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
を
引
き
継
ぐ
こ
と
を
目
指
し
）
53
（

た
。
一
九
五
一
年
一
月
三
一
日
の
領
土
問
題
を
め

ぐ
る
米
国
と
の
会
談
前
に
日
本
が
米
国
側
に
手
交
し
た
「
わ
が
方
見
解
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
問
題
意
識
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い

た
。
文
書
に
お
い
て
日
本
は
、「
信
託
統
治
の
必
要
が
解
消
し
た
暁
」
に
沖
縄
を
自
ら
に
返
還
す
る
こ
と
、
自
ら
も
「
合
衆
国
と
並
ん
で

共
同
施
政
権
者
に
さ
れ
る
」
こ
と
を
米
国
側
に
要
望
し
）
54
（
た
。
信
託
統
治
終
了
後
に
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
回
復
す
る
こ
と
の
保
証
を
、
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講
和
の
際
に
米
国
か
ら
得
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
沖
縄
が
信
託
統
治
に
付
さ
れ
た
時
点
で
、
日
本
は
沖
縄
に
対
す
る
領
土

主
権
を
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
の
理
解
を
有
し
て
い
た
朝
鮮
戦
争
以
前
の
時
期
か
ら
の
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。

2
　
再
軍
備
拒
否
の
建
前

　
「
わ
が
方
見
解
」
で
示
さ
れ
た
、
沖
縄
に
関
す
る
日
本
の
要
望
を
検
討
す
る
う
え
で
留
意
す
べ
き
は
、
当
時
の
日
本
が
米
国
に
対
し
て

再
軍
備
を
拒
否
す
る
方
針
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

米
国
が
非
軍
事
化
政
策
を
放
棄
し
、
日
本
の
再
軍
備
を
禁
止
し
な
い
方
針
を
明
示
し
た
こ
と
は
、
日
本
に
再
軍
備
の
実
現
に
向
け
た
具

体
的
行
動
を
と
ら
せ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
。
加
え
て
、
一
九
五
〇
年
一
一
月
末
に
朝
鮮
戦
争
に
中
国
義
勇
軍
が
本
格
的
に
参
戦
し
た

こ
と
を
契
機
）
55
（
に
、
日
本
防
衛
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
た
こ
と
で
、
日
本
の
再
軍
備
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
米
国
の
気
運
は
急
速
に
高
ま
っ

て
い
）
56
（

た
。
日
本
政
府
も
、
米
国
が
日
本
に
対
し
て
再
軍
備
を
制
約
し
な
い
ど
こ
ろ
か
、「
日
本
の
自
衛
能
力
の
急
速
な
る
強
化
（
究
極
に

お
け
る
再
武
装
を
含
む
）
を
強
く
要
望
し
て
い
る
こ
と
ま
た
確
実
で
あ
る
」
こ
と
を
感
知
し
て
い
）
57
（
た
。

　

そ
の
よ
う
な
国
際
情
勢
の
変
化
の
中
で
、
当
時
の
首
相
吉
田
茂
が
い
ず
れ
本
格
的
な
再
軍
備
に
乗
り
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た

こ
と
は
、
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
形
成
過
程
に
関
す
る
従
来
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
で
あ
）
58
（
る
。
例
え
ば
、
一
九
五
〇
年
一

〇
月
に
行
わ
れ
た
講
和
後
の
日
本
の
安
全
保
障
の
あ
り
方
を
議
題
と
し
た
会
議
に
お
い
て
吉
田
は
、「
日
本
の
再
軍
備
と
い
う
て
も
一
朝

一
夕
で
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
。
立
派
な
も
の
を
作
る
た
め
に
は
、
事
前
か
ら
よ
く
研
究
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
）
59
（
ぬ
」
と
発
言
し
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
吉
田
の
意
向
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
一
九
五
一
年
一
月
付
の
文
書
に
お
い
て
、
米
軍
に
よ
る
「
永
久
駐
兵
の
結
果
を
招
来
す

る
可
能
性
」
が
生
じ
る
こ
と
は
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
問
題
意
識
が
示
さ
れ
た
の
）
60
（

は
、
日
本
政
府
が
将
来
的
な
再
軍
備
の
実

現
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と
の
表
れ
だ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
吉
田
は
、
講
和
の
段
階
で
急
速
な
再
軍
備
を
行
う
こ
と
は
回
避
す
べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
下
し
た
。
そ
こ
に
は
、
経

済
復
興
が
最
優
先
課
題
で
あ
る
日
本
に
は
再
軍
備
を
す
る
余
裕
が
な
い
こ
と
、
ま
た
軍
国
主
義
者
の
復
活
へ
の
懸
念
や
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
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反
発
が
予
想
さ
れ
る
と
の
判
断
が
あ
っ
）
61
（
た
。
再
軍
備
の
必
要
性
は
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
将
来
的
な
課
題
で
あ
り
、

日
本
に
と
っ
て
性
急
な
再
軍
備
は
、
講
和
後
の
国
家
再
建
を
阻
害
す
る
要
因
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
日
本
政
府
は
、

「
遠
い
将
来
は
い
ざ
知
ら
ず
、
当
面
の
問
題
と
し
て
、
再
武
装
す
る
こ
と
を
欲
し
な
）
62
（
い
」
こ
と
を
前
提
に
、
ダ
レ
ス
会
談
に
向
け
た
準
備

を
進
め
た
の
だ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
一
九
五
一
年
一
月
末
か
ら
の
ダ
レ
ス
会
談
に
際
し
て
日
本
が
「
わ
が
方
見
解
」
で
示
し
た
、
信
託
統
治
後
に
沖
縄
に
対

す
る
領
土
主
権
を
回
復
す
る
こ
と
の
保
証
を
得
る
た
め
の
要
望
案
は
、
当
面
は
再
軍
備
を
行
わ
な
い
と
す
る
文
脈
の
中
で
策
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
は
、
再
軍
備
を
拒
否
す
る
姿
勢
を
堅
持
し
な
が
ら
、
信
託
統
治
後
に
お
け
る
、
沖
縄

に
対
す
る
自
ら
の
領
土
主
権
の
回
復
を
ダ
レ
ス
に
要
請
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
段
階
で
は
、
日
本
の
再
軍
備
と
沖
縄
に
対
す
る
領
土

主
権
問
題
が
連
関
す
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
日
本
の
要
望
は
、
同
年
一
月
三
一
日
に
行
わ
れ
た
会
談
に
お
い
て
ダ
レ
ス
に
よ
っ
て
一
蹴
さ
れ
た
。
ダ
レ
ス
は
、
領
土

を
め
ぐ
る
問
題
に
関
し
て
は
、「
国
民
感
情
は
よ
く
解
る
が
、
降
伏
条
項
で
決
定
済
み
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
持
ち
だ
さ
れ
る
こ
と
は
、
ア

ン
フ
ォ
ー
チ
ュ
ー
ネ
ー
ト
で
あ
る
。
セ
ッ
ト
ル
し
た
こ
と
と
し
て
考
え
て
貰
い
た
い
」
と
し
）
63
（
て
、
日
本
の
要
請
を
一
切
受
け
つ
け
な
い
姿

勢
を
示
し
、
沖
縄
を
信
託
統
治
に
付
す
る
方
針
を
あ
く
ま
で
維
持
す
る
構
え
を
示
し
た
の
だ
っ
た
。

　

沖
縄
基
地
の
役
割
と
信
託
統
治
の
目
的
が
変
化
し
た
こ
と
で
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
将
来
的
に
回
復
で
き
る
可
能
性
を
想
定
し

て
い
た
日
本
に
と
っ
て
、
ダ
レ
ス
の
対
応
は
予
想
以
上
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
条
約
局
長
で
あ
っ
た
西
村
熊
雄
は
、「
わ
が
方

見
解
」
に
対
す
る
ダ
レ
ス
の
反
応
が
「
ほ
ぼ
こ
ち
ら
の
予
期
し
た
と
お
り
」
だ
っ
た
が
、「
た
だ
、
一
点
『
領
土
』
に
つ
い
て
」
の
反
応

だ
け
は
「
ま
こ
と
に
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
っ
た
」
と
の
感
想
を
残
し
て
い
）
64
（
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
日
本
政
府
が
、
沖
縄
に
対
す
る
自
ら

の
要
望
を
ダ
レ
ス
が
一
定
程
度
は
聞
き
入
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
米
国
政
府
内
で
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
沖
縄
の
処
遇
に
つ
い
て
見
解
が
ま
と
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。「
対
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日
講
和
七
原
則
」
が
公
表
さ
れ
た
翌
月
の
一
二
月
一
三
日
に
は
、
ア
チ
ソ
ン
国
務
長
官
が
、
沖
縄
の
地
位
を
考
慮
し
た
上
で
策
定
す
る
軍

事
的
安
全
保
障
協
定
上
の
規
定
を
条
件
と
す
る
こ
と
で
、
沖
縄
を
日
本
に
返
還
で
き
な
い
か
、
マ
ー
シ
ャ
ル
（G

eorge C. M
arshall

）
国

防
長
官
に
打
診
し
て
い
た
。

　

む
ろ
ん
、
沖
縄
の
排
他
的
管
理
を
追
求
す
る
軍
部
側
は
、
軍
事
的
観
点
か
ら
そ
の
よ
う
な
提
案
は
全
く
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と

し
て
、
こ
れ
に
反
対
し
）
65
（

た
。
日
本
に
再
軍
備
を
求
め
る
以
上
、
米
国
が
沖
縄
基
地
か
ら
日
本
の
非
武
装
化
を
監
視
す
る
必
要
は
既
に
な
く

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
軍
部
内
で
は
日
本
に
対
す
る
不
信
感
が
依
然
と
し
て
根
強
か
っ
た
。
沖
縄
を
日
本
に
返
還
し
た
場
合

に
、
米
国
の
必
要
に
応
じ
た
沖
縄
基
地
の
使
用
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
の
で
あ
）
66
（

る
。
そ
の
た
め
、
一
九
五
一
年
一
月
末
か

ら
ダ
レ
ス
を
日
本
に
派
遣
す
る
に
際
し
て
は
、
沖
縄
を
信
託
統
治
に
付
す
と
い
う
、
一
九
五
〇
年
九
月
の
合
意
文
書
に
基
づ
い
た
交
渉
を

あ
く
ま
で
進
め
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
）
67
（

た
。
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
に
関
す
る
要
望
を
表
明
し
た
日
本
側
に
ダ
レ
ス
が
示
し
た
厳
し
い
態

度
は
、
米
国
政
府
内
に
お
け
る
以
上
の
政
策
的
考
慮
を
背
景
と
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
既
存
の
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

通
り
、
一
九
五
一
年
一
月
末
か
ら
二
月
に
か
け
て
行
わ
れ
た
日
米
会
談
後
、
徐
々
に
ダ
レ
ス
は
、
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
日
本
に
認

め
る
べ
き
だ
と
す
る
国
務
省
の
見
解
に
沿
っ
た
方
針
を
明
確
に
と
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
）
68
（
る
。

　

要
す
る
に
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
後
の
日
本
は
、
沖
縄
基
地
が
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
の
役
割
の
み
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
と
理
解
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ダ
レ
ス
会
談
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
は
回
避
困
難
で
あ
る
こ
と
、
再
軍
備
を
し
な
い
こ

と
の
二
点
を
前
提
と
し
た
上
で
、
日
本
は
信
託
統
治
後
に
お
け
る
、
沖
縄
に
対
す
る
自
ら
の
領
土
主
権
の
回
復
を
追
求
し
た
の
だ
っ
た
。
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四　

沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
の
萌
芽

㈠　

信
託
統
治
の
回
避
可
能
性
の
浮
上
と
領
土
主
権
の
残
存
、
再
軍
備
方
針
の
修
正

　

日
本
と
の
会
談
を
終
え
た
後
の
ダ
レ
ス
は
、
会
談
の
際
に
示
し
た
態
度
と
は
裏
腹
に
、
日
本
に
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
残
す
べ
く
、

講
和
条
約
草
案
の
策
定
に
取
り
組
ん
）
69
（

だ
。
先
述
の
通
り
、
吉
田
と
の
会
談
に
お
い
て
は
、
軍
部
側
と
の
合
意
内
容
に
沿
っ
て
、
ダ
レ
ス
は

沖
縄
に
お
い
て
信
託
統
治
を
実
施
す
る
米
国
の
構
想
に
変
化
が
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ダ
レ
ス
が
新
た

に
作
成
し
た
一
九
五
一
年
三
月
二
三
日
付
の
草
案
で
は
、
領
土
条
項
に
お
い
て
以
下
の
二
点
が
明
記
さ
れ
た
。
第
一
に
、
米
国
が
自
ら
を

施
政
権
者
と
し
て
沖
縄
を
信
託
統
治
下
に
お
く
こ
と
を
国
際
連
合
に
提
案
で
き
る
こ
と
、
こ
れ
に
つ
い
て
日
本
は
い
か
な
る
提
案
に
も
同

意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
提
案
を
行
う
ま
で
、
米
国
は
沖
縄
に
対
す
る
行
政
、
立
法
、
そ
し
て
司

法
の
全
部
お
よ
び
一
部
の
権
利
を
行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
で
あ
）
70
（

る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
平
和
条
約
に
お
い
て
沖
縄
に
対
す
る

米
国
の
排
他
的
な
管
理
権
限
を
保
証
す
る
こ
と
を
定
め
た
前
年
九
月
の
軍
部
と
の
合
意
内
容
に
明
ら
か
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、

軍
部
か
ら
の
反
対
に
あ
う
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
立
案
さ
れ
た
も
の
と
い
え
た
。
実
際
、
一
九
五
一
年
四
月
以
降
、
国
務
省
お
よ
び
ダ
レ

ス
は
、
同
年
三
月
に
作
成
し
た
草
案
に
お
け
る
沖
縄
の
扱
い
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
る
軍
部
を
説
得
す
る
の
で
あ
っ
）
71
（

た
。

　

一
九
五
一
年
三
月
二
七
日
、
シ
ー
ボ
ル
ト
（W

illiam
 J. Sebald

）
大
使
か
ら
吉
田
に
米
国
の
対
日
講
和
条
約
草
案
を
手
交
さ
れ
た
こ
と

で
、
日
本
は
、
米
国
が
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
放
棄
す
る
よ
う
日
本
に
命
じ
る
意
図
の
な
い
こ
と
を
了
解
し
た
。
米
国
側
か
ら
新
た

に
示
さ
れ
た
講
和
条
約
草
案
で
は
、
米
国
が
自
ら
を
施
政
権
者
と
す
る
沖
縄
の
信
託
統
治
化
を
国
連
に
提
案
す
る
可
能
性
を
明
記
す
る
一

方
で
、
そ
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
米
国
が
沖
縄
に
対
す
る
一
切
の
権
力
、
権
限
を
行
使
す
る
旨
が
示
さ
れ
て
い
）
72
（

た
。
西
村
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条
約
局
長
は
、「
条
文
は
沖
縄
を
必
ず
信
託
統
治
に
す
る
、
と
は
い
っ
て
い
な
い
、
ア
メ
リ
カ
が
国
連
に
信
託
統
治
を
提
議
す
る
こ
と
に

同
意
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
考
え
た
と
い
う
。
米
国
の
講
和
条
約
草
案
が
、
沖
縄
に
お
い
て
排
他
的
な
統
治
を
行
う
方
針
を
明
記
す

る
一
方
で
、
日
本
に
「
沖
縄
に
対
す
る
主
権
の
放
棄
を
求
め
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
」
し
た
の
だ
っ
）
73
（
た
。
前
述
の
通
り
、
ダ
レ
ス
会
談
前

の
日
本
は
、
沖
縄
に
お
い
て
信
託
統
治
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
が
、
米
国
の
対
日
講
和
条
約
草
案
を
受
領

し
た
こ
と
を
契
機
に
、
信
託
統
治
の
回
避
可
能
性
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

実
際
、
以
上
の
よ
う
な
日
本
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
米
国
側
か
ら
も
肯
定
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
た
。
一
九
五
一
年
四
月
二
一
日
に

西
村
条
約
局
長
が
、
当
時
ダ
レ
ス
の
補
佐
役
を
務
め
て
い
た
フ
ィ
ア
リ
ー
（Robert A. Fearey

）
と
会
談
し
た
際
に
、
米
国
の
対
日
講
和

条
約
草
案
が
沖
縄
に
対
す
る
「
日
本
の
主
権
放
棄
に
触
れ
て
い
な
い
点
」
に
着
目
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
フ
ィ
ア
リ
ー
は
「
こ
の
点
、
わ

が
意
を
得
た
と
い
う
ふ
う
に
う
な
ず
い
た
」
た
め
、
西
村
は
「
米
案
の
ワ
ー
ジ
ン
グ
が
単
な
る
無
意
識
的
な
オ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
な
か
っ
た

こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
え
た
」
と
の
感
触
を
得
た
の
だ
っ
）
74
（
た
。
こ
の
後
、
沖
縄
に
関
す
る
当
該
条
項
は
そ
の
趣
旨
を
変
え
る
こ

と
な
く
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
第
三
条
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
）
75
（
る
。
沖
縄
に
対
す
る
日
本
の
領
土
主
権
の
回

復
可
能
性
が
残
さ
れ
た
こ
と
で
、
講
和
後
の
日
本
の
課
題
は
、
施
政
権
返
還
の
実
現
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

加
え
て
日
本
は
、
ダ
レ
ス
と
の
会
談
を
通
し
て
、
再
軍
備
に
関
す
る
方
針
の
修
正
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
ダ
レ
ス
会
談
前
の
日
本
が
、
再

軍
備
を
拒
否
す
る
建
前
の
も
と
で
政
策
構
想
を
練
っ
て
い
た
こ
と
は
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
年
の
再
軍
備
に
関
す
る

研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
再
軍
備
を
強
く
迫
る
ダ
レ
ス
に
対
し
て
、
吉
田
首
相
は
、
講
和
実
現
の
た
め
に
再
軍
備
を

約
束
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
判
断
を
下
し
て
い
た
。
一
九
五
一
年
二
月
三
日
の
会
談
に
お
い
て
、
日
本
は
「
再
軍
備
計
画
の
た
め
の
当
初

措
置
」
を
ダ
レ
ス
に
提
示
し
、
小
規
模
な
が
ら
も
、
講
和
に
伴
い
再
軍
備
に
着
手
す
る
こ
と
を
約
し
た
の
だ
っ
）
76
（
た
。

　

日
米
会
談
を
境
に
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
の
実
施
は
避
け
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
と
、
再
軍
備
を
拒
否
す
る
方
針
と
い
う
、
そ
れ

ま
で
の
日
本
の
政
策
構
想
を
構
成
し
て
い
た
二
つ
の
前
提
は
と
も
に
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
講
和
後
の
日
本
は
、
小
規
模
な
が
ら
再
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軍
備
を
進
め
る
こ
と
を
前
提
に
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

㈡　

沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
の
構
図

　

講
和
に
際
し
て
日
本
が
再
軍
備
を
確
約
し
た
こ
と
は
、
再
軍
備
と
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
が
連
関
す
る
構
図
を
生
み
出
す
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
の
構
図
を
浮
き
彫
り
に
し
た
と
い
う
意
味
で
重
要
で
あ
る
の
が
、
日
米
安
全
保
障
条
）
77
（
約
（
以
下
、
安
保
条
約
）
第
四
条

で
あ
る
。

　

従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
安
保
条
約
は
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
措
置
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
策
定
さ
れ
て
い
）
78
（
た
。
そ
の
た

め
、
安
保
条
約
第
四
条
は
、
日
米
が
安
保
条
約
を
必
要
と
し
な
く
な
る
こ
と
の
要
件
、
す
な
わ
ち
条
約
の
効
力
終
了
の
要
件
を
規
定
し
て

い
）
79
（

た
。
第
一
に
、
国
際
連
合
の
安
全
保
障
措
置
に
よ
っ
て
、「
日
本
区
域
」
の
平
和
と
安
定
が
実
現
す
る
場
合
で
あ
る
。
国
際
連
合
が
設

立
当
初
に
期
待
さ
れ
た
機
能
を
発
揮
す
る
情
勢
が
訪
れ
、
安
全
保
障
に
関
す
る
何
ら
か
の
措
置
の
実
施
が
可
能
に
な
れ
ば
、
日
米
は
安
保

条
約
を
必
要
と
し
な
く
な
り
、
条
約
の
効
力
は
失
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
国
際
連
合
の
措
置
に
代
わ
る
安
全
保
障
措
置
に
よ
っ
て
、「
日
本
区
域
」
の
平
和
と
安
定
が
実
現
す
る
場
合
で
あ
る
。
国
際

連
合
の
措
置
以
外
の
個
別
的
、
な
い
し
集
団
的
安
全
保
障
措
置
が
確
立
さ
れ
次
第
、
安
保
条
約
の
効
力
は
失
わ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て

い
た
。

　

そ
し
て
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
が
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
放
棄
を
免
れ
た
こ
と
で
、
沖
縄
が
安
保
条
約
第
四
条
の
い
う

「
日
本
区
域
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
点
で
あ
る
。
実
際
日
本
は
、
一
九
五
一
年
四
月
の
米
国
側
と
の
交
渉
で
、
日
米
間
に
集
団
的

自
衛
の
関
係
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
主
張
を
す
る
中
で
、「
仮
り
に
日
本
区
域
に
お
け
る
合
衆
国
の
支
配
下
に
あ
る
地
点

（
た
と
え
ば
沖
縄
）
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
と
き
は
、
日
本
に
あ
る
米
国
軍
隊
は
こ
れ
に
対
し
軍
事
行
動
を
と
る
」
こ
と
に
な
る

と
し
て
、「
日
本
区
域
」
に
沖
縄
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
）
80
（
た
。
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要
す
る
に
、
沖
縄
を
含
め
た
「
日
本
区
域
」
の
防
衛
を
米
国
が
担
う
必
要
が
な
く
な
る
状
況
の
創
出
こ
そ
が
、
日
米
が
安
保
条
約
を
必

要
と
し
な
く
な
る
た
め
の
要
件
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
日
本
の
安
全
保
障
を
目
的
に
、
米
国
が
沖
縄
基
地
を
排
他
的

に
管
理
す
る
必
要
が
な
く
な
る
際
に
、
日
米
は
安
保
条
約
を
終
了
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
安
保
条
約
の
効
力

が
終
了
す
る
こ
と
の
要
件
に
お
い
て
も
、
米
国
が
沖
縄
基
地
の
排
他
的
管
理
を
必
要
と
し
な
く
な
る
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
重

要
と
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
し
て
沖
縄
基
地
に
対
す
る
米
国
の
排
他
的
管
理
の
必
要
を
な
く
す
か
、
と
い
う
共

通
の
論
点
を
媒
介
と
し
て
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
は
、
安
保
条
約
の
効
力
終
了
問
題
と
密
接
に
連
関
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
当
時
の
米
国
は
日
本
の
再
軍
備
を
強
く
望
ん
で
お
り
、
吉
田
自
身
も
、
条
件
が
整
え
ば
将
来
的
に
立
派
な
軍
隊
を
持
つ
こ
と

を
望
ん
で
い
）
81
（

た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
当
時
の
日
米
両
国
が
現
実
的
に
想
定
し
て
い
た
の
は
、
将
来
的
に
日
本
が
本
格
的
に
再
軍

備
す
る
こ
と
で
、
二
つ
目
の
要
件
で
あ
る
、
国
際
連
合
の
措
置
に
代
わ
る
安
全
保
障
措
置
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
よ

う
。

　

実
際
、
当
時
外
務
省
条
約
局
長
で
あ
っ
た
西
村
熊
雄
は
、「
国
際
連
合
の
措
置
に
代
わ
る
個
別
的
の
安
全
保
障
措
置
と
は
、
具
体
的
に

い
え
ば
、
日
本
の
再
軍
備
の
ご
と
き
も
の
」
で
あ
）
82
（

り
、「
日
本
が
『
継
続
的
で
効
果
的
な
』
援
助
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
日
本
の
意

図
し
た
よ
う
な
、
国
連
憲
章
の
原
則
に
従
っ
て
運
用
さ
れ
る
、
よ
り
恒
常
的
な
安
全
保
障
取
決
め
と
交
代
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
考
え

て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
83
（

る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
日
本
区
域
」
の
防
衛
責
任
を
負
え
る
程
度
に
ま
で
日
本
が
再
軍
備
を

実
現
す
る
こ
と
が
、
沖
縄
を
含
め
た
「
日
本
区
域
」
に
お
け
る
米
軍
駐
留
の
必
要
を
軽
減
さ
せ
る
、
現
実
的
に
想
定
さ
れ
て
い
た
安
保
条

約
の
効
力
終
了
要
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
）
84
（
う
。
そ
れ
は
、
日
本
の
再
軍
備
の
実
現
に
よ
っ
て
、
米
国
が
沖
縄
基
地
の
排
他
的
管
理
を
必
要

と
し
な
く
な
る
状
況
が
創
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
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五　

お
わ
り
に

　

本
稿
の
考
察
か
ら
、
一
九
五
〇
年
か
ら
一
九
五
一
年
に
か
け
て
の
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
を
め
ぐ
る
対
米
外
交
過
程
に
は
、
以

下
の
三
つ
の
要
素
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

第
一
に
、
沖
縄
基
地
の
役
割
に
懲
罰
的
な
意
味
合
い
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
日
本
政
府
の
理
解
で
あ
る
。
朝
鮮
戦
争
を
契
機
に
米
国
が

日
本
に
対
し
て
再
軍
備
を
要
求
し
た
こ
と
で
、
日
本
は
非
軍
事
化
と
い
う
敗
戦
国
と
し
て
の
義
務
を
履
行
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
。
こ

れ
に
よ
り
日
本
は
、
沖
縄
基
地
か
ら
保
障
占
領
の
拠
点
と
い
う
日
本
に
対
す
る
懲
罰
的
な
役
割
が
な
く
な
り
、
同
基
地
が
日
本
の
安
全
保

障
の
た
め
の
役
割
の
み
を
担
う
こ
と
を
前
提
に
、
問
題
へ
の
対
応
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
米
国
に
よ
る
沖
縄
統
治
の
終
了
要
件
と
し
て
の
、
沖
縄
基
地
を
排
他
的
に
管
理
す
る
必
要
性
の
解
消
で
あ
る
。
日
本
は
、
米

国
が
沖
縄
の
統
治
を
企
図
す
る
の
は
、
沖
縄
基
地
が
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
同
基
地
を
排

他
的
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
と
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
沖
縄
基
地
の
排
他
的
管
理
の
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
が
、
米
国

に
よ
る
沖
縄
統
治
が
終
了
し
、
自
ら
が
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
を
回
復
す
る
た
め
の
要
件
だ
と
位
置
づ
け
て
い
た
。

　

第
三
に
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
と
、
安
保
条
約
の
効
力
終
了
問
題
と
の
連
関
で
あ
る
。
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
放
棄

を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
日
本
に
と
っ
て
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
を
取
り
戻
し
、
領
土
主
権
を
回
復
す
る
こ
と
が
講
和
後
の
重
要
な

外
交
課
題
の
一
つ
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
課
題
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
米
国
に
よ
る
沖
縄
統
治
の
終
了
要
件
と
し
て
、
沖
縄
基
地

の
排
他
的
管
理
の
消
滅
が
引
き
続
き
必
須
と
な
っ
て
い
た
。
同
時
に
日
本
は
、
安
保
条
約
の
効
力
終
了
の
要
件
と
し
て
も
、
米
国
に
よ
る

沖
縄
基
地
の
排
他
的
管
理
の
必
要
が
な
く
な
る
状
況
を
必
要
と
し
て
い
た
。
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
の
解
決
と
、
安
保
条
約
の

効
力
終
了
要
件
の
充
足
の
た
め
に
は
、
沖
縄
基
地
の
排
他
的
管
理
と
い
う
、
沖
縄
に
お
け
る
米
国
の
軍
事
上
の
必
要
が
軽
減
さ
れ
る
こ
と
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が
肝
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
沖
縄
基
地
が
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
を
失
い
、
ま
た
、
い
ず
れ
は
日
本
が
本
格
的
な
再
軍
備
を

行
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
関
係
性
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
の
対
米
外
交
過
程
か
ら
は
、
沖
縄
基
地
の
役
割
に
対
す
る
認
識
の
変
化

を
基
盤
と
し
て
、
日
本
が
当
該
問
題
へ
の
対
応
策
を
策
定
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
講
和
条
約
締
結
に
至
る
過
程
に
お
い
て
日
本
が
米

国
の
方
針
に
対
応
す
る
中
で
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
の
要
件
が
、
安
保
条
約
の
効
力
終
了
の
要
件
と
密
接
に
連
関
す
る
と
い
う
、

日
本
に
と
っ
て
の
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
の
構
図
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
の
構
図
の
存
在
は
、
論
理
的
に
は
、
講
和
後
の
日
本
に
本
格
的
な
再
軍
備
を
通
じ
て
米
国
に
よ
る
沖
縄
基
地
の
排
他
的
管
理

を
終
了
さ
せ
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
の
実
現
を
選
択
さ
せ
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
講
和
後
の
吉
田
は
一
定

の
再
軍
備
を
進
め
つ
つ
も
、
急
速
な
再
軍
備
要
求
に
は
あ
く
ま
で
抵
抗
し
な
が
ら
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
に
対
応
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
）
85
（
る
。

【
付
記
】
本
研
究
は
、
慶
應
義
塾
大
学
博
士
課
程
学
生
研
究
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
平
成
二
五
年
度
全
塾
選
抜
枠
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）  

日
米
の
外
交
文
書
に
お
い
て
は
、「
琉
球
列
島
」「
沖
縄
」「
南
西
諸
島
」
な
ど
様
々
な
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
引
用
部

分
を
除
き
名
称
を
「
沖
縄
」
に
統
一
す
る
。
名
称
の
用
い
方
に
つ
い
て
は
、
我
部
政
明
「
米
統
合
参
謀
本
部
に
お
け
る
沖
縄
保
有
の
検
討
・
決
定

過
程

―
一
九
四
三
年
か
ら
一
九
四
六
年
」『
法
学
研
究
』
第
六
九
巻
七
号
（
一
九
九
六
年
）
七
六
―
七
七
頁
参
照
。

（
2
）  

連
合
国
は
、「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
の
領
土
条
項
で
あ
る
第
八
項
に
お
い
て
、「
日
本
国
の
主
権
は
、
本
州
、
北
海
道
、
九
州
及
四
国
並
に
吾
等
の

決
定
す
る
諸
小
島
に
局
限
せ
ら
る
」
と
規
定
し
、
日
本
の
領
土
と
し
て
主
要
四
島
を
残
す
こ
と
を
確
約
す
る
一
方
で
、
沖
縄
等
の
日
本
本
土
周
辺

の
島
々
の
帰
属
決
定
を
留
保
し
て
い
た
。
奥
脇
直
也
他
編
『
国
際
条
約
集
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
八
五
八
頁
。

（
3
）  

本
稿
に
お
い
て
「
保
障
占
領
」
と
い
う
場
合
、
戦
時
な
い
し
平
時
に
お
け
る
、
条
約
や
協
定
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
占
領
を
指

す
こ
と
と
す
る
。
講
和
条
約
の
履
行
確
保
を
目
的
と
す
る
平
時
の
保
障
占
領
は
、
何
ら
か
の
合
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
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保
障
占
領
に
つ
い
て
は
、
筒
井
若
水
編
『
国
際
法
辞
典
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
三
一
三
頁
参
照
。

（
4
）  

本
稿
の
対
象
時
期
に
お
け
る
日
本
の
沖
縄
政
策
を
分
析
し
た
研
究
と
し
て
、
主
に
以
下
の
著
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。
明
田
川
融
『
沖
縄
基
地
問
題

の
歴
史

―
非
武
の
島
、
戦
の
島
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
八
年
）、
河
野
康
子
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交

―
日
米
関
係
史
の
文

脈
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）、
平
良
好
利
『
戦
後
沖
縄
と
米
軍
基
地

―
「
受
容
」
と
「
拒
絶
」
の
は
ざ
ま
で　

一
九
四
五
〜
一
九

七
二
年
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
）、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起
源

―
戦
後
日
米
関
係
に
お
け
る
沖
縄
一

九
四
五
―
一
九
五
二
年
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年
）、
渡
辺
昭
夫
『
戦
後
日
本
の
政
治
と
外
交

―
沖
縄
問
題
を
め
ぐ
る
政
治
過

程
』（
福
村
出
版
、
一
九
七
〇
年
）。

（
5
）  

冷
戦
以
前
の
連
合
国
の
戦
後
国
際
秩
序
構
想
と
米
国
の
ア
ジ
ア
政
策
に
つ
い
て
は
、Akira Iriye, The Cold W

ar in A
sia: A

 H
istorical 

Introduction 

（Englew
ood Cliffs: Prentice -H

all, 1974

）, Chapter 3, 

添
谷
芳
秀
「
東
ア
ジ
ア
の
『
ヤ
ル
タ
体
制
』」『
法
学
研
究
』
第
六
四

巻
二
号
（
一
九
九
一
年
）
三
八
頁
参
照
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冷
戦
構
造
の
形
成
過
程
に
関
す
る
先
行
研
究
の
議
論
を
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
松

村
史
紀
『「
大
国
中
国
」
の
崩
壊

―
マ
ー
シ
ャ
ル
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
ア
ジ
ア
冷
戦
へ
』（
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
―
一
八
頁
参
照
。

（
6
）  

奥
脇
直
也
・
小
寺
彰
編
『
国
際
条
約
集
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
八
五
八
頁
。

（
7
）  JCS570/50 

“Strategic Control by the U
nited States of Certain Pacific Areas,

” （21 January, 1946

）; CCS360

（12 -9 -42

） Sec-
tion13; JCS1946 -47, RG

218. 

沖
縄
県
公
文
書
館
（O

kinaw
a Prefectural Archives

）、
資
料
コ
ー
ド0000037305

。

　
　
　

国
際
連
合
に
お
け
る
信
託
統
治
制
度
は
、
国
際
連
盟
の
下
で
の
委
任
統
治
制
度
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
信
託
統
治
の
方
式
に
は
通
常
の

信
託
統
治
と
、
該
当
地
域
の
軍
事
的
利
用
を
認
め
る
戦
略
的
信
託
統
治
が
あ
る
。
制
度
上
、
信
託
統
治
地
域
の
統
治
は
信
託
統
治
理
事
会
と
総
会

（
戦
略
的
信
託
統
治
の
実
施
地
域
に
つ
い
て
は
総
会
に
代
わ
っ
て
安
全
保
障
理
事
会
）
の
監
督
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
質
的
に
は
施
政
権

者
と
な
る
国
の
意
向
が
大
き
く
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
国
際
連
合
の
信
託
統
治
に
つ
い
て
は
、
小
野
寺
彰
他
編
『
講
義
国
際
法
』（
有
斐
閣
、

二
〇
〇
四
年
）
一
九
二
―
一
九
三
頁
、
波
多
野
里
望
・
小
川
芳
彦
編
『
国
際
法
講
義
﹇
新
版
増
補
﹈』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
一
五
二
―
一
五

三
頁
、
松
井
芳
郎
他
編
『
国
際
法
﹇
第
五
版
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
七
八
―
七
九
頁
参
照
。

（
8
）  

た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
米
軍
部
の
方
針
に
す
ぎ
ず
、
少
な
く
と
も
一
九
四
七
年
半
ば
ま
で
、
米
国
政
府
内
に
お
い
て
沖
縄
の
処
遇
に
関
す

る
方
針
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
沖
縄
の
排
他
的
管
理
を
目
指
す
軍
部
と
、
非
軍
事
化
の
上
で
沖
縄
を
日
本
に
返
還
す
べ
き
だ
と
主
張

す
る
国
務
省
と
の
間
で
意
見
が
対
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起
源
』
第
四
章
、
宮
里
『
ア
メ
リ
カ
の
対
外
政
策

決
定
過
程
』
一
九
九
―
二
一
〇
頁
参
照
。
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（
9
）  

「
若
干
の
外
郭
地
域
を
政
治
上
行
政
上
日
本
か
ら
分
離
す
る
こ
と
に
関
す
る
覚
書
」（
一
九
四
六
年
一
月
二
九
日
）
外
務
省
外
交
史
料
館
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
、
リ
ー
ル
番
号A

’0121/1

。

（
10
）  

「
想
定
さ
れ
る
連
合
国
側
平
和
条
約
案
と
我
が
方
希
望
と
の
比
較
検
討
」（
一
九
四
六
年
一
月
二
六
日
） 『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
準
備

対
策
（
以
下
、
準
備
対
策
）』（
外
務
省
、
二
〇
〇
六
年
）
一
六
―
二
一
頁
。

（
11
）  
「
平
和
条
約
締
結
の
方
式
お
よ
び
時
期
に
関
す
る
考
察
」（
一
九
四
五
年
一
〇
月
二
二
日
）『
準
備
対
策
』
三
―
一
一
頁
。

（
12
）  

「
平
和
条
約
問
題
研
究
幹
事
会
に
よ
る
第
一
次
研
究
報
告
」（
一
九
四
六
年
五
月
）『
準
備
対
策
』
八
六
―
一
一
四
頁
。

（
13
）  

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
四
七
年
半
ば
に
か
け
て
の
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
問
題
に
つ
い
て
は
、
池
宮
城
陽
子
「
戦
後
日
本
の
沖
縄
基
地
問
題

の
起
源

―
日
本
の
非
軍
事
化
と
沖
縄
に
対
す
る
領
土
主
権
の
追
求
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
七
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
九
―
一
八
三
頁

参
照
。

（
14
）  

後
述
す
る
よ
う
に
、
む
ろ
ん
、
沖
縄
基
地
が
「
日
本
の
安
全
を
確
保
す
る
」
こ
と
の
背
後
に
は
、
対
ソ
（
の
ち
に
中
）
封
じ
込
め
、
極
東
の
安

定
確
保
と
い
っ
た
意
味
合
い
も
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
沖
縄
基
地
の
役
割
に
関
す
る
日
本
の
認
識
の
変
化
を
重
視
す
る
本
稿
で
は
、
そ
の
変
化
の

様
子
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
沖
縄
基
地
の
役
割
を
「
保
障
占
領
の
拠
点
と
し
て
の
役
割
」
と
「
日
本
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
役
割
」
の
二

つ
に
絞
っ
た
表
現
を
用
い
る
。

（
15
）  

佐
々
木
卓
也
『
封
じ
込
め
の
形
成
と
変
容

―
ケ
ナ
ン
、
ア
チ
ソ
ン
、
ニ
ッ
ツ
ェ
と
ト
ル
ー
マ
ン
政
権
の
冷
戦
戦
略
』（
三
嶺
書
房
、
一
九
九

三
年
）
一
一
五
―
一
二
二
頁
、
細
谷
雄
一
『
戦
後
国
際
秩
序
と
イ
ギ
リ
ス
外
交

―
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
形
成
一
九
四
五
年
〜
一
九
五
一
年
』

（
創
文
社
、
二
〇
〇
一
年
）
第
二
章
参
照
。「
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
」
に
つ
い
て
は
、
永
田
実
『
マ
ー
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン

―
自
由
世
界
の
命

綱
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
参
照
。

（
16
）  

「
対
日
平
和
予
備
会
議
の
招
集
と
同
会
議
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
に
つ
い
て
」（
一
九
四
七
年
七
月
一
八
日
）『
準
備
対
策
』
二
三
九
頁
。

（
17
）  

一
九
四
七
年
七
月
一
一
日
に
米
国
務
省
が
提
案
し
た
対
日
講
和
予
備
会
議
は
、
極
東
委
員
会
一
一
ケ
国
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
と

な
っ
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
当
時
の
ソ
連
は
、
四
ケ
国
（
米
・
英
・
ソ
・
中
）
の
外
相
に
よ
っ
て
同
会
議
は
行
わ
れ
る
べ
き
だ
と
の
考
え
を
表
明

し
て
い
た
。
ソ
連
は
、
七
月
二
二
日
付
エ
イ
ド
・
メ
モ
ワ
ー
ル
に
お
い
て
、
正
式
に
米
国
案
に
対
す
る
反
論
を
行
っ
た
。
細
谷
千
博
『
サ
ン
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
講
和
へ
の
道
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
四
年
）
一
八
―
二
〇
頁
。

（
18
）  

「
対
日
平
和
予
備
会
議
の
招
集
と
同
会
議
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
に
つ
い
て
」『
準
備
対
策
』
二
三
九
頁
。

（
19
）  

ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
は
、
こ
の
会
談
の
約
一
ケ
月
前
に
鈴
木
と
会
見
し
た
際
に
も
「
米
の
空
軍
は
沖
縄
等
か
ら
睨
ん
で
居
れ
ば
」、「『
ソ
ヴ
ィ
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エ
ッ
ト
』
乃
至
共
産
主
義
が
日
本
に
這
入
る
」
よ
う
な
事
態
に
対
応
で
き
る
と
主
張
し
て
い
た
。「
鈴
木
・
ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
会
談　

付
記
1　

昭
和
二
二
年
九
月
一
三
日　

ア
イ
ケ
ル
バ
ー
ガ
ー
に
手
交
し
た
平
和
条
約
締
結
後
に
お
け
る
米
軍
の
駐
屯
に
関
す
る
文
書
、
付
記
2　

上
記
和

文
」（
一
九
四
七
年
九
月
一
三
日
）『
準
備
対
策
』
二
八
六
―
二
九
六
頁
。

（
20
）  
同
右
文
書
。

（
21
）  
同
右
文
書
。「
芦
田
書
簡
」
に
「
日
本
を
対
象
と
す
る
」
安
全
保
障
と
「
日
本
の
た
め
の
」
安
全
保
障
と
い
う
二
つ
の
概
念
が
併
存
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
坂
元
一
哉
『
日
米
同
盟
の
絆

―
安
保
条
約
と
相
互
性
の
模
索
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
―
一
五
頁

参
照
。

（
22
）  

ケ
ナ
ン
に
よ
る
対
日
政
策
の
見
直
し
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
楠
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
第
二
章
第
二
節
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の

絆
』
第
一
章
第
二
節
、
柴
山
『
日
本
再
軍
備
へ
の
道

―
一
九
四
五
〜
一
九
五
四
年
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
〇
年
）
第
一
章
第
七
―
八

節
参
照
。

（
23
）  PPS28 

“Recom
m
endations w

ith Respect to U.S. Policy tow
ard Japan

” （M
arch 25, 1948

）, U
.S. D

epartm
ent of State, Foreign 

Relations of the U
nites States D

iplom
atic Papers 

（
以
下
、FRU

S

と
略
す
。）, 1948, Vol.VI, The Far East and A

ustralasia 

（W
ash-

ington D.C.: U.S. G
overnm

ent Printing O
ffice, 1974

）, p. 713.

（
24
）  PPS65th M

tg. 

（Septem
ber 22, 1947
） RG

 59. 

国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
。
“PPS10 M

em
orandum

 by the D
irector of the 

Policy Planning Staff （Kennan

）” （O
ctober 14, 1947

）, FRU
S, 1947, Vol.VI, The Far East （W

ashington D.C.: U.S. G
overnm

ent 
Printing O

ffice, 1972

）. N
icholas Evan Sarantakes, Keystone; The A

m
erican O

ccupation of O
kinawa and U

.S.- Japanese Rela-
tions （Texas A&

M
 U
niversity Press, 2000

）, pp. 42 -46. 

柴
山
『
日
本
再
軍
備
へ
の
道
』）
三
七
―
三
八
頁
。

（
25
）  PPS28, FRU
S, 1948, Vol.VI, p. 692.

（
26
）  N

SC13/3 

“Report by the N
ational Security Council on Recom

m
endations w

ith Respect to U
nited States Policy tow

ard Ja-
pan

” （M
ay 6, 1949

）, FRU
S, 1949, The Far East and A

ustralasia, Vol.VII, Part 2 （W
ashington D.C.: U.S. G

overnm
ent Printing 

O
ffice, 1976

）, p. 731.

（
27
）  

「
沖
縄
に
於
け
る
米
軍
工
事
に
関
す
る
件
」（
一
九
五
〇
年
三
月
二
四
日
）
外
交
史
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
リ
ー
ル
番
号H

’0001

、
フ

ラ
ッ
シ
ュ
番
号
8
。

（
28
）  Iriye, The Cold W

ar in A
sia, pp. 153 -163, 

添
谷
「
東
ア
ジ
ア
の
『
ヤ
ル
タ
体
制
』」
五
一
―
五
二
頁
。
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（
29
）  

「
対
日
平
和
問
題
の
現
段
階
と
『
事
実
上
の
平
和
』
の
可
能
性
に
つ
い
て
」（
一
九
四
八
年
六
月
三
〇
日
）『
準
備
対
策
』
三
五
四
―
三
七
五
頁
。

（
30
）  

「
日
本
管
理
の
現
段
階
と
ド
・
フ
ァ
ク
ト
・
ピ
ー
ス
」（
一
九
四
八
年
一
二
月
二
〇
日
）
外
交
史
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
リ
ー
ル
番
号 

B

’0001

。

（
31
）  
一
九
四
九
年
一
一
月
一
〇
日
に
は
、
琉
球
軍
政
長
官
シ
ー
ツ
少
将
に
よ
り
、
約
五
千
万
ド
ル
の
軍
民
施
設
復
興
予
算
が
可
決
さ
れ
た
こ
と
が
日

本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
（「
沖
縄
に
於
け
る
米
軍
工
事
に
関
す
る
件
」）。

（
32
）  
細
谷
千
博
・
有
賀
貞
・
石
井
修
・
佐
々
木
卓
也
編
『
日
米
関
係
資
料
集
一
九
四
五
―
九
七
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
六
九
頁
。

（
33
）  

外
務
省
は
一
九
五
〇
年
一
月
一
四
日
の
総
司
令
部
と
の
会
談
に
お
い
て
、
沖
縄
に
お
け
る
大
規
模
な
基
地
建
設
工
事
が
近
く
始
ま
る
こ
と
を
知

ら
さ
れ
た
（「
沖
縄
に
於
け
る
米
軍
工
事
に
関
す
る
件
」）。

（
34
）  

「
安
全
保
障
（
特
に
軍
事
基
地
）
に
関
す
る
基
本
的
立
場
」（
一
九
五
〇
年
五
月
三
一
日
）『
準
備
対
策
』
四
八
三
―
四
八
七
頁
。

（
35
）  

同
右
文
書
。

（
36
）  

日
本
は
、
一
九
四
九
年
八
月
時
点
で
も
、
沖
縄
が
米
国
の
信
託
統
治
領
に
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
の
情
勢
判
断
を
下
し
て
い
た
（「
対
日

平
和
條
約
想
定
大
綱
」（
一
九
四
九
年
八
月
）
外
交
史
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
リ
ー
ル
番
号B

’0008

、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
番
号
4
）。
一
九
四
七

年
九
月
以
降
の
沖
縄
基
地
の
役
割
に
関
す
る
認
識
に
基
本
的
に
変
化
が
な
い
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
五
月
時
点
に
お
い
て
も
な
お
、
沖

縄
が
信
託
統
治
に
付
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

（
37
）  

朝
鮮
戦
争
勃
発
以
前
に
お
け
る
、
日
本
の
再
軍
備
に
関
す
る
米
国
政
府
内
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
菅
英
輝
『
米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア

政
策
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
二
年
）
第
五
章
、
柴
山
『
日
本
再
軍
備
へ
の
道
』
第
一
章
、
第
五
章
参
照
。

（
38
）  

“Assum
ption by Japan of a G

reater M
easure of Responsibility for its ow

n Security, Both Internal and External,

” FRU
S, 

1950, Vol.VI, East A
sia and The Pacific （W

ashington D.C.: U.S. G
overnm

ent Printing O
ffice, 1976

）,pp. 1255 -1257. 

（
39
）  

入
江
昭
『
日
本
の
外
交

―
明
治
維
新
か
ら
現
代
ま
で
』（
中
央
公
論
新
社
、
一
九
六
六
年
）
一
五
四
頁
。

（
40
）  

“The Secretary of State to the Secretary of D
efense 

（Johnson

）” （Septem
ber 7, 1950

）, w
ith Enclosure, 

“Mem
orandum

 for 
the President

” （Septem
ber 7, 1950

）, FRU
S, 1950, Vol.VI, pp. 1293 -1296. 

国
務
国
防
両
省
が
合
意
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
楠

『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
一
一
一
―
一
二
八
頁
参
照
。

（
41
）  

「
Ａ-

2　

米
国
の
対
日
平
和
条
約
案
の
構
想
」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
二
日
）『
平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
調
書
第
一
冊
（
以
下
、
調
書
第

一
冊
）』（
外
務
省
、
二
〇
〇
二
年
）
六
四
二
頁
。
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（
42
）  

た
だ
し
、
外
務
省
は
、
米
国
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
の
日
本
の
軍
国
主
義
復
活
を
懸
念
す
る
国
へ
の
配
慮
を
迫
ら
れ
、
何
ら
か
の
妥
協
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
指
摘
し
て
い
た
（『
調
書
第
一
冊
』
六
四
二
―
六
四
三
頁
）。

（
43
）  

後
述
す
る
よ
う
に
、
一
一
月
末
に
中
国
義
勇
軍
が
朝
鮮
戦
争
に
本
格
介
入
し
、
米
国
側
で
日
本
の
再
軍
備
に
関
す
る
議
論
が
一
層
活
発
化
し
て

い
る
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
米
国
が
日
本
の
再
軍
備
を
禁
止
し
な
い
ば
か
り
か
、「
日
本
の
自
衛
能
力
の
急
速
な
る

強
化
（
究
極
に
お
け
る
再
武
装
を
含
む
）
を
強
く
希
望
し
て
い
る
こ
と
ま
た
確
実
で
あ
る
」
と
の
情
勢
判
断
を
下
す
よ
う
に
な
る
。

（
44
）  

「
Ａ-
3　

米
国
の
対
日
平
和
条
約
案
の
構
想
に
対
応
す
る
わ
が
方
要
望
方
針
（
案
）」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
四
日
）
同
右
、
六
四
九
頁
、

「
Ａ-
4　

対
米
陳
述
書
（
案
）」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
四
日
）
同
右
、
六
六
一
頁
。
む
ろ
ん
、
日
本
は
「
日
本
の
安
全
保
障
」
と
「
極
東
に
お

け
る
平
和
と
安
全
」
を
不
可
分
の
関
係
だ
と
捉
え
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
西
村
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
・
日
米
安
保
条
約
』

二
四
頁
参
照
。
ま
た
、
文
書
上
も
、「
日
本
の
安
全
保
障
」
の
前
提
と
し
て
、「
極
東
に
お
け
る
平
和
と
安
全
」
の
確
保
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識

が
繰
り
返
し
示
さ
れ
て
い
た
（
例
え
ば
、「
Ｄ
作
業　

ダ
レ
ス
氏
訪
日
に
関
す
る
件　

別
添
第
３　

安
全
保
障
の
た
め
の
日
米
協
力
に
関
す
る
提

案
」（
一
九
五
〇
年
一
二
月
二
七
日
）『
調
書
第
一
冊
』
八
五
三
―
八
五
七
頁
）。

（
45
）  

日
本
は
、
保
障
占
領
の
受
け
入
れ
義
務
が
免
除
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
盟
邦
の
盟
邦
に
対
す
る
侵
略
の
可
能
性
を
予
見
し
、
こ
れ
に
対

し
実
力
行
使
の
義
務
を
定
め
る
」
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
、
太
平
洋
協
定
の
よ
う
な
安
全
保
障
取
極
め
に
よ
っ
て
「
日
本
の
安
全
保
障
の
た
め
の
駐

屯
軍
が
日
本
の
侵
略
に
対
す
る
監
視
軍
に
性
質
を
一
変
し
う
る
こ
と
」
を
警
戒
し
て
い
た
（「
安
全
保
障
に
つ
い
て
の
問
題
点
」（
一
九
五
一
年
一

月
二
四
日
）『
調
書
第
一
冊
』
八
六
八
―
八
六
九
頁
）。
太
平
洋
協
定
に
つ
い
て
は
、
浜
井
和
史
「
対
日
講
和
と
ア
メ
リ
カ
の
『
太
平
洋
協
定
』
構

想

―
国
務
省
に
お
け
る
安
全
保
障
取
極
め
構
想
、
一
九
四
九
―
五
一
年
」『
史
林
』
第
八
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
―
三
五
頁
参
照
。

（
46
）  

「
米
国
の
対
日
講
和
7
原
則
の
公
表

―
ソ
連
邦
の
覚
書
と
中
華
人
民
共
和
国
声
明

―
」『
調
書
第
一
冊
』
六
一
三
頁
。

（
47
）  

「
平
和
条
約
対
策
（
案
）」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
一
三
日
）
外
交
史
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
、
リ
ー
ル
番
号B

’0010

、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
番
号
4
。

（
48
）  

信
託
統
治
制
度
は
、
も
と
も
と
後
進
的
な
地
域
を
対
象
と
し
、
そ
の
自
治
ま
た
は
独
立
の
達
成
を
目
的
と
し
て
い
る
（
国
連
憲
章
第
七
六
条
）。

ま
た
、
国
連
憲
章
第
七
七
条
は
、
信
託
統
治
制
度
の
下
に
お
か
れ
る
地
域
と
し
て
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
二
つ
目
と
し
て
、

「
第
二
次
世
界
戦
争
の
結
果
と
し
て
敵
国
か
ら
分
離
さ
れ
る
地
域
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
以
上
の
国
際
信
託
統
治
制
度
に
関
す
る
条
文
に
つ
い

て
は
、
奥
脇
他
編
『
国
際
条
約
集
』
三
一
―
三
三
頁
）。
沖
縄
を
信
託
統
治
の
下
に
お
く
こ
と
の
正
当
性
を
国
連
憲
章
に
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、

沖
縄
は
こ
の
二
つ
目
の
パ
タ
ー
ン
に
当
て
は
ま
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
信
託
統
治
の
目
的
に
懲
罰
的
な
意
味
合
い
が
な
く
、
ま
た
沖
縄
が
少

な
く
と
も
終
戦
時
ま
で
名
実
と
も
に
日
本
の
主
権
の
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
米
国
が
沖
縄
に
対
し
て
信
託
統
治
を
実
施
す
る
こ
と
の
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法
的
正
当
性
は
な
い
に
等
し
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
49
）  

「
Ｄ
作
業
ダ
レ
ス
顧
問
訪
日
に
関
す
る
件
」（
一
九
五
〇
年
一
二
月
二
七
日
）『
調
書
第
一
冊
』
八
五
〇
―
八
五
七
頁
。

（
50
）  

む
ろ
ん
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
自
体
を
回
避
す
る
こ
と
が
理
想
で
は
あ
っ
た
。
実
際
、
日
本
は
信
託
統
治
回
避
の
要
求
を
一
九
五
一
年
一

月
三
一
日
に
行
わ
れ
た
日
米
会
談
に
お
い
て
行
っ
て
は
い
た
。
し
か
し
、
当
時
の
国
際
情
勢
、
お
よ
び
先
述
し
た
「
米
国
の
信
託
統
治
領
と
す
る

と
の
方
針
を
く
つ
が
え
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
困
難
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
情
勢
判
断
に
基
づ
け
ば
、
信
託
統
治
の
回
避
の
実
現
可
能
性
に
つ
い
て

日
本
は
悲
観
的
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

（
51
）  

「
講
和
問
題
に
関
す
る
国
務
省
係
官
の
談
話
に
関
す
る
件
」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
一
四
日
） 『
調
書
第
一
冊
』
七
七
一
―
七
八
三
頁
。
当
該
文

書
は
、「
九
月
下
旬
か
ら
一
〇
月
上
旬
ま
で
の
間
に
フ
ェ
ア
リ
氏
と
３
回
会
談
し
た
際
得
た
情
報
を
中
心
と
し
て
ラ
ス
ク
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
オ
バ

ト
ン
、
ウ
ォ
ー
ナ
ー
氏
等
と
の
会
談
の
要
旨
を
附
加
し
た
も
の
」
で
あ
っ
た
。

（
52
）  

国
際
法
上
、
領
土
主
権
は
、
他
国
が
施
政
権
（
統
治
権
）
を
行
使
し
て
い
る
間
は
「
裸
の
（
実
態
の
な
い
）
権
利
」
と
な
る
が
、
施
政
権
（
統

治
権
）
が
委
譲
さ
れ
れ
ば
、
も
と
の
完
全
な
領
土
主
権
へ
と
自
動
的
に
回
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
小
寺
他
編
『
講
義
国
際
法
』
二
二
七
―
二
二

八
頁
）。
こ
の
法
理
論
に
基
づ
け
ば
、
沖
縄
に
お
け
る
信
託
統
治
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
日
本
の
対
処
案
は
、
米
国
か
ら
の
統
治
権

（
施
政
権
）
返
還
後
に
完
全
に
領
土
主
権
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
の
確
約
を
追
求
す
る
内
容
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。

（
53
）  

「
Ａ-

３
米
国
の
対
日
平
和
条
約
案
の
構
想
に
対
す
る
わ
が
方
要
望
方
針
（
案
）」（
一
九
五
〇
年
一
〇
月
四
日
） 『
調
書
第
一
冊
』、
六
四
五
―

六
六
二
頁
。「
米
国
が
沖
縄
、
小
笠
原
諸
島
の
信
託
統
治
を
固
執
す
る
場
合
の
措
置
」（
一
九
五
一
年
一
月
二
六
日
）
同
右
、
八
六
九
―
八
七
〇
頁
。

（
54
）  

「
一
九
五
一
年
一
月
三
〇
日
先
方
に
交
付
し
た
『
わ
が
方
見
解
』（
英
文
）

―
付
、
和
文

―
」『
平
和
条
約
の
締
結
に
関
す
る
調
書
第
二
冊

（
以
下
、
調
書
第
二
冊
）』（
外
務
省
、
二
〇
〇
二
年
）
一
四
五
―
一
五
四
頁
。

（
55
）  

朝
鮮
戦
争
へ
の
中
国
の
参
戦
に
よ
っ
て
米
中
が
対
立
す
る
構
図
が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
戦
時
中
か
ら
連
合
国
が
実
現
を
目
指
し
て
い
た
ア
ジ
ア

に
お
け
る
戦
後
国
際
秩
序
が
崩
壊
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、Iriye, The Cold W

ar in A
sia, pp. 176 -182, 

添
谷
「
東
ア
ジ
ア
の

『
ヤ
ル
タ
体
制
』」
五
七
―
五
九
頁
参
照
。
ま
た
、
朝
鮮
戦
争
へ
の
中
国
の
参
戦
を
め
ぐ
る
米
国
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
小
此
木
政
夫
『
朝
鮮
戦

争
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
六
年
）
第
五
章
、
第
六
章
参
照
。

（
56
）  

菅
『
米
ソ
冷
戦
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
政
策
』
二
五
八
―
二
五
九
頁
、
楠
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
一
三
三
頁
、
柴
山
『
日
本
再

軍
備
へ
の
道
』
三
六
五
頁
。

（
57
）  

「
Ｄ
作
業　

ダ
レ
ス
氏
訪
日
に
関
す
る
件
」（
一
九
五
〇
年
一
二
月
二
七
日
）『
調
書
第
一
冊
』
八
五
〇
―
八
五
七
頁
。
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（
58
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
植
村
秀
樹
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
制
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
）
四
一
―
四
三
頁
、
楠
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の

形
成
』
一
八
〇
頁
、
柴
山
『
日
本
再
軍
備
へ
の
道
』
四
〇
六
―
四
〇
八
頁
参
照
。

（
59
）  

「
一
九
五
〇
年
一
〇
月
二
四
日
目
黒
官
邸
に
お
け
る
特
別
集
会
議
事
要
録
」『
調
書
第
一
冊
』
六
八
八
―
六
九
三
頁
。

（
60
）  
「
安
全
保
障
に
つ
い
て
の
問
題
点
」（
一
九
五
一
年
一
月
二
四
日
）
同
右
、
八
六
八
―
八
六
九
頁
。

（
61
）  
「
Ｄ
作
業
（
再
訂
版
）」（
一
九
五
一
年
一
月
一
九
日
）『
調
書
第
一
冊
』
八
六
四
―
八
六
八
頁
。
楠
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
一
八

〇
―
一
八
二
頁
、
添
谷
芳
秀
「
吉
田
路
線
と
吉
田
ド
ク
ト
リ
ン

―
序
に
代
え
て
」『
国
際
政
治
』
第
一
五
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
五
頁
。
吉
田

が
、
急
速
な
再
軍
備
を
回
避
す
べ
き
要
因
、
と
り
わ
け
経
済
的
制
約
が
解
消
す
る
ま
で
に
長
期
間
を
要
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も

の
と
し
て
、
大
嶽
秀
夫
『
再
軍
備
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

―
戦
後
日
本
の
防
衛
観
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
）
三
三
頁
参
照
。

（
62
）  

「
Ｄ
作
業
（
訂
正
版
）
ダ
レ
ス
顧
問
訪
日
に
関
す
る
件　

別
添
３　

再
武
装
に
関
す
る
所
見
」（
一
九
五
一
年
一
月
五
日
）『
調
書
第
一
冊
』
八

六
二
―
八
六
四
頁
。

（
63
）  

「
一
九
五
一
年
一
月
三
一
日
第
二
次
会
談
メ
モ
」『
調
書
第
二
冊
』
一
五
七
―
一
六
〇
頁
。

（
64
）  

「
一
月
三
一
日
の
総
理
ダ
レ
ス
会
談
」
同
右
、
三
五
―
三
八
頁
。

（
65
）  

“Report by the Joint Strategic Survey Com
m
ittee to the Joint Chiefs of Staff

” （D
ecem

ber 28, 1950

）, FRU
S, 1950, Vol.VI, 

pp. 1385 -1392.

（
66
）  Sarantakes, Keystone, pp. 56 -59. 
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
平
良
『
戦
後
沖
縄
と
米
軍
基
地
』
六
七
―
六
九
頁
参
照
。
そ
の
意
味
で
、
朝
鮮

戦
争
以
降
、
沖
縄
基
地
の
役
割
お
よ
び
そ
の
存
在
意
義
に
関
し
て
、
日
米
間
に
は
認
識
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
朝
鮮
戦
争
勃

発
以
降
、
米
国
が
沖
縄
基
地
に
期
待
し
た
役
割
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
67
）  

“The Secretary of State to the Secretary of D
efense 

（M
arshall

）” （January 9, 1951

）, Enclosure 1, M
em
orandum

 for the 
President, and Enclosure 2, D

raft Letter to M
r. D
ulles, FRU

S, 1951, Vol.VI, East A
sia and the Pacific, 

（in two parts

） Part 1 

（W
ashington D.C.: U.S. G

overnm
ent Printing O

ffice, 1977
）, pp. 787 -789. 

（
68
）  

河
野
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
四
四
頁
。

（
69
）  

沖
縄
を
め
ぐ
る
吉
田
と
ダ
レ
ス
の
会
談
後
の
米
国
の
政
策
決
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
沖
縄
問
題
の
起
源
』
二
一
五
―
二
二
五

頁
、
河
野
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
五
〇
―
六
一
頁
、
宮
里
政
玄
『
日
米
関
係
と
沖
縄
一
九
四
五
―
一
九
七
二
』（
岩
波
書
店
、
二

〇
〇
〇
年
）
五
五
―
六
一
頁
参
照
。
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（
70
）  

“Provisional U
nited States D

raft of a Japanese Peace Treaty

” （M
arch 23, 1951

）, FRU
S, 1951, Vol.VI, p. 945.

（
71
）  

ダ
レ
ス
が
吉
田
と
の
会
談
後
に
、
日
本
の
「
潜
在
主
権
」
を
強
調
す
る
方
向
に
傾
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
見
解
は
一
致

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
ダ
レ
ス
の
行
動
の
背
景
に
つ
い
て
、
ひ
い
て
は
講
和
条
約
第
三
条
と
「
潜
在
主
権
」
の
形
成
過
程
に

つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
統
一
し
た
見
解
は
存
在
し
て
い
な
い 

（
明
田
川
融
『
沖
縄
基
地
問
題
の
歴
史
』
一
五
三
頁
、
河
野
康
子
「
沖
縄

問
題
の
起
源
を
め
ぐ
っ
て

―
課
題
と
展
望
」『
国
際
政
治
』
第
一
四
〇
号
、
一
四
五
頁
）。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
の
分
析
は
、
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

（
72
）  

沖
縄
に
関
す
る
条
項
で
は
、「
合
衆
国
は
、
北
緯
二
九
度
以
南
の
琉
球
諸
島
、
西
之
島
を
含
む
小
笠
原
諸
島
、
火
山
列
島
、
沖
の
鳥
島
及
び
南

鳥
島
を
合
衆
国
を
施
政
権
者
と
す
る
信
託
統
治
制
度
の
下
に
置
く
こ
と
を
国
際
連
合
に
対
し
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
国
は
、
こ
の
よ
う

な
提
案
に
同
意
す
る
。
こ
の
よ
う
な
提
案
が
な
さ
れ
、
且
つ
、
こ
れ
を
確
認
す
る
行
動
が
執
ら
れ
る
ま
で
の
間
は
、
合
衆
国
は
、
領
水
を
含
む
右

の
諸
島
の
領
域
と
住
民
に
対
し
て
行
政
、
立
法
、
及
び
司
法
上
の
一
切
の
権
力
及
び
い
か
な
る
権
力
を
も
行
使
す
る
権
利
を
有
す
る
」
こ
と
が
規

定
さ
れ
て
い
た
。『
調
書
第
二
冊
』
五
二
五
頁
。

（
73
）  

西
村
熊
雄
「
沖
縄
帰
属
の
き
ま
る
ま
で

―
求
め
る
に
急
で
あ
っ
た
日
本
の
世
論
」『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
一
巻
一
五
号
（
一
九
五
九
年
）

一
九
―
二
〇
頁
。

（
74
）  

「
英
国
案
に
た
い
し
口
頭
陳
述
し
た
わ
が
見
解
を
収
め
た
四
月
二
一
日
の
西
村
条
約
局
長
・
フ
ィ
ア
リ
ー
会
談 

（
午
前
一
〇
時
―
午
後
三
時
三

〇
分
）
記
録
」（
一
九
五
一
年
四
月
二
五
日
作
成
）『
調
書
第
二
冊
』
六
二
八
―
六
三
七
頁
。

（
75
）  

西
村
「
沖
縄
帰
属
の
き
ま
る
ま
で
」
一
九
頁
。

（
76
）  

『
調
書
第
二
冊
』
一
九
二
頁
。
こ
の
背
景
に
は
、
日
本
の
防
衛
努
力
に
関
す
る
意
思
表
示
を
せ
ず
に
日
米
協
定
だ
け
を
ま
と
め
る
こ
と
は
、
到

底
見
込
み
が
な
い
と
す
る
吉
田
の
判
断
が
あ
っ
た
（
吉
田
『
回
想
十
年
』
第
三
巻
、
一
四
六
頁
。『
調
書
第
二
冊
』
五
三
頁
）。

（
77
）  

本
稿
で
「
日
米
安
全
保
障
条
約
」
と
い
う
場
合
、
一
九
五
一
年
九
月
一
八
日
に
締
結
さ
れ
た
（
旧
）
日
米
安
全
保
障
条
約
（
日
本
国
と
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
）
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

（
78
）  

安
保
条
約
締
結
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
楠
『
吉
田
茂
と
安
全
保
障
政
策
の
形
成
』
第
六
章
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
第
一
章
、
柴
山

『
日
本
再
軍
備
へ
の
道
』
第
七
章
参
照
。

（
79
）  

「
日
米
安
全
保
障
条
約
（
旧
）」（
一
九
五
一
年
九
月
八
日
） 

第
四
条
【
効
力
終
了
】
こ
の
条
約
は
、
国
際
連
合
又
は
そ
の
他
に
よ
る
日
本
区
域

に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の
維
持
の
た
め
充
分
な
定
を
す
る
国
際
連
合
の
措
置
又
は
こ
れ
に
代
る
個
別
的
若
し
く
は
集
団
的
安
全
保
障
措
置
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が
効
力
を
生
じ
た
と
日
本
国
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
政
府
が
認
め
た
時
は
い
つ
で
も
効
力
を
失
う
も
の
と
す
る
（
奥
脇
等
編
『
国
際
条
約
集
』

六
九
四
頁
）。

（
80
）  

「
日
米
協
定
案
の
性
質
に
つ
い
て
」『
調
書
第
二
冊
』
六
〇
〇
―
六
〇
二
頁
。
日
本
側
の
主
張
に
米
国
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
た
か
は
明
ら

か
で
な
い
（
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
五
五
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
日
本
側
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

（
81
）  
吉
田
茂
『
回
想
十
年
』
第
二
巻
、
一
七
五
頁
。
植
村
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
制
』
四
一
頁
。

（
82
）  
西
村
熊
雄
『
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
・
日
米
安
保
条
約
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
九
）
四
三
頁
。

（
83
）  

同
右
、
二
四
頁
。

（
84
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
七
六
頁
参
照
。

（
85
）  

河
野
『
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
政
治
と
外
交
』
第
三
章
参
照
。
講
和
後
に
お
け
る
日
本
の
再
軍
備
問
題
と
、
沖
縄
に
対
す
る
施
政
権
返
還
問
題
を

め
ぐ
る
日
本
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

池
宮
城
　
陽
子
（
い
け
み
や
ぎ　

よ
う
こ
）

　

所
属
・
現
職　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　

最
終
学
歴　
　

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　

所
属
学
会　
　

日
本
国
際
政
治
学
会

　

専
攻
領
域　
　

日
本
政
治
外
交
史

　

主
要
著
作　
　

 「
戦
後
日
本
の
沖
縄
基
地
問
題
の
起
源

―
日
本
の
非
軍
事
化
と
沖
縄
に
対
す
る
領

土
主
権
の
追
求

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
十
七
号
（
二
〇
一
三
年
）


