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一
　
問
題
の
所
在

　
一
九
七
七
年
五
月
二
日
、
日
本
の
国
会
は
領
海
を
既
存
の
三
カ
イ
リ
か
ら
一
二
カ
イ
リ
に
拡
大
し
、
二
〇
〇
カ
イ
リ
の
漁
業
水
域
を
設

定
す
る
た
め
の
法
律
を
成
立
さ
せ
た
。
し
か
し
、
津
軽
海
峡
を
含
む
五
つ
の
海
峡
で
は
従
来
の
三
カ
イ
リ
領
海
を
維
持
さ
せ
る
こ
と
で
、

他
国
の
自
由
な
通
航
の
た
め
の
道
を
残
し
て
い
た
。
本
稿
の
目
的
は
、
日
本
が
な
ぜ
七
〇
年
代
に
お
い
て
海
洋
制
度
の
転
換
に
踏
み
切
っ

た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
転
換
が
い
か
に
し
て
特
定
海
峡
を
除
外
す
る
形
で
行
わ
れ
た
の
か
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
海
洋
に
お
け
る
日
本
の
行
動
を
分
析
す
る
際
に
直
面
す
る
根
本
的
な
問
題
は
、
日
本
の
行
動
が
、
海
に
囲
ま
れ
て
い
る
地
理
的
条
件
と

ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
五
百
旗
頭
真
は
、
日
本
を
取
り
巻
く
海
が
「
自
然
の
濠
」
と
「
交
通
路
」
の
相
反

す
る
よ
う
に
見
え
る
二
つ
の
機
能
を
果
た
し
て
き
た
と
指
摘
し
、
海
の
利
点
を
生
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
影
響
力
の
源
泉
と
し
て
海
を
活

用
す
る
国
を
海
洋
国
家
と
し（
1
）た。
五
百
旗
頭
の
指
摘
は
、
与
え
ら
れ
た
地
理
的
条
件
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す

る
か
に
よ
っ
て
国
家
の
行
動
の
性
質
が
変
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
高
坂
正
堯
は
、
地
理
的
条
件
が
国
際
政
治
に
影
響
を
与
え
る

要
因
を
内
外
へ
の
交
通
・
通
信
と
資
源
の
分
布
の
二
つ
に
整
理
し
、
そ
の
影
響
力
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
と
指
摘
し（
2
）た。
時
代
の
変
化

と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
る
技
術
の
発
展
は
、
従
来
、
活
用
で
き
な
か
っ
た
地
理
空
間
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
、
新
し
い
資
源
を
開
発
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
国
家
間
の
近
接
性
や
利
害
関
係
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
地
理
的
条
件
は
人
間
の
活

動
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
空
間
の
価
値
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ（
3
）り、

そ
れ
は
海
洋
と
い
う
交
通
・
資
源
獲
得
の
空
間
に
お
い
て
も
同
じ
で

あ
る
。
地
理
的
条
件
と
国
際
政
治
と
の
間
の
関
係
性
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
地
理
的
条
件
の
影
響
力
を

考
慮
し
、
そ
の
変
化
の
な
か
で
国
家
の
取
る
行
動
を
分
析
す
る
必
要
性
を
示
し
て
い
る
。
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
海
洋
に
お
け
る
日
本

の
行
動
を
分
析
す
る
上
で
次
の
二
点
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
時
代
の
変
化
に
伴
い
、
交
通
と
資
源
の
両
面
に
お
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い
て
、
海
洋
の
価
値
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
そ
の
変
化
に
対
し
て
、
国
家

は
ど
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
の
か
を
描
く
必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
で
取
り
上
げ
る
一
九
七
〇
年
代
の
日
本
の
海
洋
制
度
の
転
換
を
直
接
対
象
と
し
て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
赤
羽
恒
雄
の
研
究

が
あ
る
。
主
に
漁
業
政
策
の
転
換
に
焦
点
を
当
て
た
赤
羽
は
、
政
策
担
当
者
の
学
習
能
力
や
戦
略
が
欠
如
し
て
い
た
た
め
、
日
本
が
海
洋

へ
の
管
轄
権
拡
大
と
い
う
世
界
的
趨
勢
に
乗
り
遅
れ
た
形
で
海
洋
制
度
を
転
換
し
た
と
分
析
し
て
い
る
。
赤
羽
は
、
官
僚
組
織
の
利
害
関

係
や
慣
習
化
し
た
政
策
決
定
過
程
に
焦
点
を
当
て
、
日
本
の
制
度
転
換
を
論
じ（
4
）た。
一
方
、
山
内
康
英
は
、
日
本
の
行
動
の
合
理
性
に
注

目
す
る
た
め
、
国
際
海
洋
法
会
議
の
推
移
で
は
な
く
、
七
六
年
か
ら
七
七
年
ま
で
の
日
本
の
漁
業
交
渉
に
注
目
し
て
い
る
。
山
内
は
、
日

本
の
海
洋
制
度
転
換
が
交
渉
の
カ
ー
ド
と
し
て
の
性
格
を
持
ち
、
日
本
の
政
策
担
当
者
の
選
択
は
短
期
的
に
は
合
理
的
で
あ
っ
た
と
結
論

づ
け
て
い（
5
）る。

上
述
の
問
題
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
研
究
は
一
つ
の
限
界
を
持
つ
。
そ
れ
は
、
時
代
に
よ
る
国
際
環
境
の
変
化
を
、

日
本
の
行
動
に
影
響
を
与
え
た
所
与
の
要
因
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
た
め
、
そ
の
変
化
の
背
景
や
変
化
そ
の
も
の
に
お
け
る
日
本
の
役

割
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
際
環
境
の
変
化
に
お
け
る
日
本
の
役
割
に
ほ
と
ん
ど
注
目
し
な
い
研
究
傾
向

は
、
近
年
の
研
究
に
お
い
て
も
表
れ
て
い（
6
）る。

　
し
か
し
、
海
洋
と
関
連
し
て
七
〇
年
代
に
生
じ
た
国
際
環
境
の
変
化
は
、
海
洋
空
間
の
管
轄
権
を
め
ぐ
る
開
発
途
上
国
と
先
進
国
の
間

の
対
立
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぼ
全
て
の
国
が
自
国
の
利
害
関
係
を
主
張
す
る
形
で
進
ん
だ
。
大
き
く
見
れ
ば
、
そ
の
変
化
は
、

「
自
由
の
海
」
か
ら
「
海
の
囲
い
込
み
」
へ
と
い
う
、
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
過
程
で
も
あ
っ（
7
）た。

各
国
の
利
害
関
係
は
、

国
家
が
い
か
に
海
洋
を
管
轄
す
る
か
と
い
う
、
新
た
な
秩
序
の
形
成
過
程
の
な
か
で
熾
烈
に
調
整
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日

本
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
は
、
通
商
国
家
・
漁
業
大
国
と
し
て
「
自
由
の
海
」
と
い
う
既
存
の
原
則
を
守
る
必
要
が

あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
の
原
則
の
変
動
に
対
し
て
、
先
進
諸
国
の
一
員
と
し
て
歩
調
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を

抱
え
て
い
た
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
と
日
本
と
の
間
の
相
互
作
用
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
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一
方
、
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
流
れ
の
な
か
で
海
洋
に
お
け
る
日
本
の
行
動
を
分
析
し
た
研
究
が
存
在
す
る
。
グ
ラ

ハ
ム
の
研
究
は
、
七
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
の
安
全
保
障
に
注
目
し
、
そ
の
変
化
の
様
相
を
日
米
防
衛
協
力
と
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
シ
ー

レ
ー
ン
外
交
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
。
彼
の
研
究
に
お
い
て
、
日
本
の
自
国
周
辺
の
海
峡
に
対
す
る
政
策
は
安
全
保
障
の
論
理
に
、
マ

ラ
ッ
カ
海
峡
に
対
す
る
政
策
論
理
は
経
済
的
利
益
に
基
づ
い
た
と
さ
れ
て
い（
8
）る。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
を
取
り
巻
く
国
際
環
境
は
激
し

い
変
化
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
中
ソ
対
立
の
拡
大
を
背
景
と
し
た
ソ
連
脅
威
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
が
あ
っ（
9
）た。

こ
う
し
た

ソ
連
の
脅
威
は
、
海
洋
に
お
い
て
は
七
〇
年
代
初
頭
か
ら
イ
ン
ド
洋
と
太
平
洋
を
つ
な
ぐ
形
で
拡
大
し
て
き
て
お
り
、
自
国
利
益
の
保
護

と
米
国
と
の
協
調
と
い
う
課
題
が
日
本
に
迫
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
と
ソ
連
脅
威
の
拡
大
と
い
う
二

つ
の
大
き
な
国
際
環
境
の
変
化
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
で
、
日
本
に
と
っ
て
海
洋
空
間
の
持
つ
諸
価
値
の
変
化
を
で
き
る
限
り
包
括
的
に

考
察
す
る
。
ま
た
、
そ
の
変
化
に
お
け
る
国
際
的
要
因
と
国
内
の
利
害
関
係
の
圧
力
の
間
で
、
日
本
が
ど
の
よ
う
に
相
互
作
用
し
た
の
か

に
注
目
し
、
日
本
の
海
洋
制
度
の
転
換
と
そ
の
特
殊
性
を
分
析
し
た
い
。

　
分
析
の
順
序
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
か
ら
生
じ
始
め
た
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
が
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確
認
す
る
。
開
発
途
上
国
の
海
洋
へ
の
管
轄
権
拡
大
の
要
求
に
よ
り
、
資
源
を
め
ぐ
る
対
立
が
激
化
し
た
だ
け

で
な
く
、
国
際
海
峡
に
お
け
る
通
航
問
題
が
新
た
な
課
題
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
三
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
前
半
に
お

け
る
日
本
の
対
応
を
検
討
す
る
。
通
商
国
家
で
あ
り
漁
業
大
国
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
、
通
商
と
漁
業
の
利
益
保
護
が
対
応
課

題
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
よ
う
な
日
本
の
立
場
が
、
軍
事
戦
略
を
重
視
し
た
米
国
と
の
間
で
い
か
な
る
齟
齬
を
生
み
出
し

た
の
か
を
分
析
す
る
。
続
く
第
四
章
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
お
い
て
、
日
本
が
対
応
課
題
の
再
設
定
に
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
。
と
り
わ
け
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
拡
散
が
、
日
本
の
周
辺
海
峡
に
お
け
る
特
定
海
域
の
設
置
に
影
響
し
た
過
程
を

分
析
す
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
米
国
の
影
響
力
が
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
日
本
の
海
洋
制
度
の
転
換
は
、
互
い
に
矛

盾
す
る
日
本
の
利
害
関
係
を
調
整
し
よ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
第
五
章
で
は
以
上
の
分
析
を
ま
と
め
、
結
論
を
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提
示
す
る
。

　
本
稿
が
使
用
す
る
資
料
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
く
。
第
一
に
、
米
国
で
公
刊
さ
れ
た
外
交
文
書
で
あ
る
。
米
国
務
省
が
刊
行
す
る
『
米

国
の
外
交
関
係
（Foreign Relations of the U

nited States

）』
の
み
な
ら
ず
、
米
国
立
公
文
書
館
が
公
開
し
た
七
〇
年
代
の
米
国
務
省
外

交
電
文
を
多
く
利
用
し
）
10
（
た
。
第
二
に
、
開
示
請
求
に
よ
り
日
本
外
交
史
料
館
が
公
開
し
た
外
交
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
通
じ
て
、

本
稿
が
注
目
す
る
国
際
環
境
の
変
動
、
と
り
わ
け
米
国
の
影
響
を
明
ら
か
に
し
、
日
本
政
府
の
対
応
の
検
証
を
試
み
た
。
そ
れ
以
外
に
、

当
時
の
日
本
の
新
聞
・
雑
誌
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
日
本
経
済
界
や
利
益
団
体
な
ど
国
内
社
会
の
動
向
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
。

二
　
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
と
米
国
の
海
洋
戦
略

㈠
　
資
源
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
台
頭
と
海
の
囲
い
込
み

　
海
洋
は
、
古
代
か
ら
地
域
間
の
交
流
を
可
能
に
す
る
交
易
路
の
機
能
を
果
た
し
な
が
ら
、
漁
業
が
行
わ
れ
る
資
源
獲
得
の
空
間
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
そ
の
海
洋
の
恩
恵
に
恵
ま
れ
た
の
は
、
主
に
自
由
な
航
行
に
足
る
技
術
を
持
つ
、
そ
の
時
代
を
代
表
す
る
先
進

国
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
先
進
国
の
権
利
は
「
公
海
の
自
由
」
と
い
う
原
則
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
長
い
間
、
固
く
守
ら
れ
て
き
た
。
国

際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
は
、
実
際
に
海
洋
を
利
用
で
き
る
小
数
の
大
国
の
漁
業
・
通
航
の
利
益
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
）
11
（
る
。

　
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
以
来
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
見
直
し
が
必
要
だ
と
い
う
声
は
絶
え
ず
提
起
さ
れ
て
い
た
。

史
上
初
め
て
国
際
法
の
法
典
化
を
試
み
た
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
（
五
八
年
）
で
は
、
領
海
条
約
、
大
陸
棚
条
約
、
公
海
条
約
、
公
海

生
物
資
源
保
存
条
約
の
い
わ
ゆ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
海
洋
法
四
条
約
が
成
立
し
た
が
、
そ
の
締
約
国
は
少
な
か
っ
た
。
ま
た
、
最
も
重
要
な
争

点
で
あ
っ
た
領
海
の
幅
員
に
つ
い
て
は
合
意
に
至
ら
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
た
め
、
三
カ
イ
リ
の
領
海
は
国
際
慣
習
法
と
し
て
維
持
さ
れ
）
12
（
た
。
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国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
が
確
実
な
形
で
現
れ
た
の
は
、
新
興
独
立
国
が
出
現
し
自
国
の
主
張
を
強
め
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
六
〇

年
代
か
ら
で
あ
る
。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
で
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
増
え
て
き
た
新
興
国
が
、
大
陸
棚
の
海
底
資
源
や
沿
岸
海
域
の
漁
業
資

源
、
そ
し
て
領
海
に
対
す
る
自
国
の
管
轄
権
を
拡
大
し
た
い
と
い
う
意
向
を
積
極
的
に
示
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
開
発
途
上
国

の
漁
業
資
源
に
対
す
る
需
要
の
拡
大
と
、
そ
れ
に
伴
う
先
進
漁
業
国
へ
の
反
感
も
働
い
て
い
）
13
（
た
。
六
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
、
海
洋
開
発

技
術
の
急
激
な
発
展
に
よ
り
海
底
資
源
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
六
七
年
に
は
国
連
総
会
に
お
い
て
大
陸
棚
以
遠
の
深
海
底
を
「
人
類
の
共

同
財
産
」
に
す
る
べ
き
と
い
う
提
案
が
、
マ
ル
タ
政
府
代
表
の
パ
ル
ド
に
よ
り
行
わ
れ
）
14
（
た
。
こ
の
「
パ
ル
ド
提
案
」
に
よ
り
、
海
底
の
鉱

物
資
源
も
新
た
な
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。
新
興
国
の
資
源
に
対
す
る
経
済
的
権
利
の
主

張
は
、「
天
然
の
富
と
資
源
に
対
す
る
永
久
的
主
権
」（
六
一
年
）
や
「
諸
国
家
の
経
済
権
利
義
務
憲
章
」（
七
四
年
）
な
ど
一
連
の
国
連
総

会
決
議
の
採
択
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
発
展
途
上
国
の
み
な
ら
ず
国
際
社
会
全
体
に
徐
々
に
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
っ
）
15
（

た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
の
な
か
で
、
七
三
年
一
一
月
、
国
連
は
海
洋
問
題
の
全
般
を
見
直
す
た
め
の
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
を
開
催
す
る
よ
う
決
議
す
る
に

至
る
。

　
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
形
成
さ
れ
た
発
展
途
上
国
の
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
へ
の
要
求
は
、
次
の
三
点
に

大
別
さ
れ
る
。
第
一
に
、
大
陸
棚
の
よ
う
に
、
海
底
資
源
開
発
の
独
占
権
が
認
め
ら
れ
る
海
域
を
な
る
べ
く
拡
大
し
た
い
と
い
う
主
張
で

あ
る
。
ま
だ
海
底
資
源
開
発
の
た
め
の
十
分
な
水
準
の
技
術
を
持
た
な
い
発
展
途
上
国
も
、
将
来
の
開
発
可
能
性
を
見
込
み
、
沿
岸
か
ら

遠
く
ま
で
自
国
の
管
轄
権
を
延
ば
そ
う
と
し
た
。
第
二
に
、
水
中
・
水
面
の
海
洋
生
物
資
源
を
排
他
的
に
管
轄
で
き
る
よ
う
、
海
洋
の
再

区
分
を
求
め
た
。
こ
の
要
求
は
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
排
他
的
経
済
水
域
の
概
念
と
し
て
整
理
・
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
第
三
に
、
技
術
の
発
達
に
よ
り
既
存
の
三
カ
イ
リ
領
海
が
狭
く
な
っ
た
と
い
う
認
識
か
ら
、
自
国
の
沿
岸
か
ら
主
権
行
使
の
で
き
る

領
海
の
幅
を
拡
大
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
動
き
は
、
自
国
沿
岸
の
海
上
交
通
と
そ
の
管
轄
権
に
重
要
な
利
害
関
係
を
持
つ
群
島
国
家
や
海

峡
周
辺
国
が
中
心
と
な
っ
て
主
導
し
て
い
た
。
七
〇
年
代
全
体
を
通
じ
て
通
商
国
家
で
あ
り
漁
業
大
国
で
あ
っ
た
日
本
は
、
上
記
の
動
き
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の
う
ち
、
と
り
わ
け
漁
業
水
域
の
設
定
と
領
海
の
拡
大
に
強
い
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

㈡
　
米
ソ
の
海
洋
戦
略
と
国
際
海
峡
の
通
航
問
題

　
一
九
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
時
期
に
お
い
て
、
海
洋
の
自
由
と
は
主
に
航
行
の
自
由
を
意
味
し
て
い
た
。
交
通
路
と
し
て
の
海
を
自
由

に
航
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
進
国
中
心
の
海
洋
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
核
心
的
利
益
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
世
界
各
国
は
長
い
間
、
砲
弾
の
届
く
距
離
ま
で
を
沿
岸
国
の
主
権
が
届
く
範
囲
と
す
る
「
着
弾
距
離
説
」
に
基
づ
き
、

領
海
を
三
カ
イ
リ
に
し
、
そ
れ
以
遠
の
海
は
自
由
に
航
行
で
き
る
と
し
て
き
）
16
（
た
。
こ
の
よ
う
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
以
降
も
基
本
的
に
は
維
持
さ
れ
、
五
八
年
に
開
か
れ
た
第
一
次
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
も
公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
は
保
障
さ

れ
て
い
た
。

　
し
か
し
、
前
述
し
た
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
は
、
既
存
の
海
洋
レ
ジ
ー
ム
か
ら
利
益
を
享
受
し
て
い
た
米
ソ
両
超
大
国
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
。
と
り
わ
け
海
に
対
す
る
主
権
行
使
の
範
囲
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
開
発
途
上
国
の
動
き
は
、
米
ソ
の
軍
事
戦
略
上
に

お
い
て
重
大
な
障
害
に
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。
新
興
国
に
よ
る
海
の
囲
い
込
み
が
、
海
洋
資
源
へ
の
管
轄
権
の
み
な
ら
ず
、
領
海

を
一
二
カ
イ
リ
、
ま
た
は
よ
り
広
い
範
囲
に
ま
で
拡
大
す
べ
き
と
い
う
主
張
と
し
て
力
を
得
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　
既
存
の
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
で
保
護
さ
れ
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
公
海
に
お
け
る
航
行
の
自
由
で
あ
り
、
沿
岸
国
の
主
権
が
及
ぶ
範

囲
と
し
て
の
領
海
に
お
い
て
は
、
航
行
の
制
限
や
規
制
措
置
が
可
能
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
前
節
で
言
及
し
た
五
八
年
の
領
海

条
約
は
、
領
海
内
に
お
け
る
船
舶
の
航
行
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
同
条
約
に
よ
れ
ば
、
沿
岸
国
は
自
国
の
平
和
と
安
全
を
害
し
な
い

他
国
船
の
航
行
を
無
害
通
航
（innocent passage

）
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
通
航
に
関
す
る
国
内
法
令
を
制
定
・
執

行
し
、
航
路
指
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
領
海
を
航
行
す
る
潜
水
艦
は
旗
を
揚
げ
て
海
面
上
を
航
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
管

轄
国
の
規
制
に
従
わ
な
い
軍
艦
に
対
す
る
退
去
要
請
や
、
領
海
を
航
行
す
る
船
舶
に
対
す
る
一
時
的
な
通
航
停
止
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
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で
あ
っ
）
17
（
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
沿
岸
国
に
よ
る
航
行
の
規
制
を
受
け
や
す
い
領
海
の
拡
大
は
、
冷
戦
構
造
の
な
か
で
隠
密
な
軍
事
行
動
を
必
要
と
し
て

い
た
米
ソ
両
国
に
と
っ
て
、
決
し
て
望
ま
し
く
な
い
事
態
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
公
海
と
公
海
を
結
ぶ
国
際
海
峡
は
、
軍
事
戦
略
の
上
で

非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
が
、
世
界
の
全
て
の
国
が
領
海
の
一
二
カ
イ
リ
拡
大
を
実
施
す
る
場
合
、
一
一
六
の
海
峡
が
領
海
化

す
る
と
予
想
さ
れ
て
い
た
。
国
際
航
行
に
使
用
さ
れ
る
海
峡
が
領
海
化
す
る
と
、
軍
艦
や
潜
水
艦
の
行
動
に
は
大
き
な
支
障
が
も
た
ら
さ

れ
る
。
ま
た
、
領
海
に
お
け
る
無
害
通
航
の
概
念
は
船
舶
の
み
を
そ
の
対
象
と
し
て
い
た
た
め
、
領
海
の
上
空
を
航
行
す
る
飛
行
機
に
つ

い
て
は
想
定
し
て
お
ら
ず
、
長
距
離
の
軍
事
行
動
を
大
き
く
制
約
す
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
米
ソ
を
筆
頭
に
し
た
先
進
諸
国
は
、

海
洋
に
お
け
る
軍
事
戦
略
や
交
通
の
自
由
を
強
く
求
め
て
い
）
18
（
た
。

　
米
ソ
両
国
は
、
国
際
海
峡
に
お
け
る
航
行
の
自
由
を
守
る
こ
と
に
つ
い
て
、
戦
略
的
利
害
の
一
致
を
見
て
い
た
。
一
九
六
七
年
七
月
、

来
る
べ
き
海
洋
法
会
議
に
お
い
て
一
二
カ
イ
リ
領
海
制
度
の
設
立
を
試
み
て
接
近
し
て
き
た
ソ
連
に
対
し
、
米
国
は
国
際
海
峡
に
お
け
る

通
航
お
よ
び
上
空
飛
行
の
権
利
が
先
決
条
件
で
あ
る
と
応
え
た
。
意
見
調
整
を
経
た
米
ソ
両
国
は
、
翌
年
七
月
、
新
し
い
海
洋
法
条
約
案

を
検
討
す
る
た
め
の
非
公
開
交
渉
を
行
い
、
一
二
カ
イ
リ
領
海
の
導
入
の
代
わ
り
に
国
際
海
峡
に
お
け
る
通
航
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と

に
関
し
て
暫
定
的
合
意
に
達
し
）
19
（

た
。
新
興
独
立
国
の
領
海
拡
大
の
主
張
が
激
し
く
な
っ
て
き
た
同
年
一
二
月
、
両
国
は
既
存
の
三
カ
イ
リ

領
海
を
貫
徹
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
判
断
し
、
領
海
の
一
二
カ
イ
リ
拡
大
を
認
め
る
代
わ
り
に
、
国
際
海
峡
の
自
由
通
航
を
認
め
る
内
容

の
海
洋
法
条
約
草
案
を
共
同
で
作
成
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
翌
年
の
六
九
年
に
は
、
同
草
案
へ
の
支
持
を
要
請
す
る
た
め
、
米
ソ
両
国

の
代
表
が
各
陣
営
の
諸
国
を
訪
問
し
て
い
）
20
（

た
。
米
ソ
両
軍
事
大
国
に
と
っ
て
、
国
際
海
峡
に
お
け
る
航
行
の
自
由
は
死
活
的
利
益
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
米
国
の
海
洋
戦
略
は
、
安
全
保
障
を
日
米
同
盟
に
依
存
し
て
い
る
日
本
に
と
っ
て
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変

動
に
対
応
す
る
際
に
考
慮
す
べ
き
も
う
一
つ
の
重
大
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
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三
　
通
商
国
家
日
本
と
漁
業
利
益
の
保
護
：
七
〇
年
代
前
半

㈠
　
日
本
国
内
の
利
害
関
係
：
通
商
と
漁
業
の
強
い
影
響
力

　
前
述
の
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
時
点
で
開
発
途
上
国
が
拡
大
を
要
求
し
始
め
た
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
に
は
、
海
底
資

源
・
海
洋
生
物
資
源
・
領
海
の
拡
大
と
い
う
三
つ
の
利
害
関
係
が
結
び
つ
い
て
い
た
。
海
に
囲
ま
れ
た
地
理
的
条
件
を
有
す
る
日
本
に

と
っ
て
、
上
記
の
い
ず
れ
も
重
要
な
争
点
で
は
あ
っ
た
が
、
技
術
の
限
界
と
産
業
構
造
の
違
い
か
ら
、
海
底
資
源
は
現
在
の
よ
う
に
二
国

間
関
係
の
重
要
な
争
点
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
資
源
の
自
主
開
発
を
強
調
し
て
い
た
通
産
省
は
、
六
〇
年
代
後
半
か
ら
海
洋
開

発
の
可
能
性
に
注
目
し
、
大
陸
棚
鉱
物
資
源
開
発
促
進
法
案
を
作
成
し
て
海
底
資
源
開
発
を
促
そ
う
と
し
て
い
）
21
（
た
。
し
か
し
、
水
産
団
体

の
強
い
反
発
と
と
も
）
22
（

に
、
農
林
省
（
水
産
庁
）
の
反
対
に
直
面
し
、
国
会
へ
の
提
出
は
挫
折
さ
せ
ら
れ
）
23
（

た
。
産
業
構
造
の
な
か
で
漁
業
の

占
め
る
割
合
が
高
い
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
、
漁
場
に
汚
染
を
起
こ
し
漁
業
資
源
を
減
少
さ
せ
る
可
能
性
の
あ
る
海
底
資
源
開
発
の
推
進

は
容
易
で
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
七
〇
年
代
前
半
の
段
階
で
日
本
政
府
は
、
中
国
に
対
し
て
東
シ
ナ
海
大
陸
棚
の
管
轄
権
問
題
を

積
極
的
に
提
起
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
外
務
省
の
国
広
道
彦
中
国
課
長
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
日
中
実
務
協
定
交
渉
や
日
韓

間
の
大
陸
棚
問
題
と
と
も
に
、「
日
本
の
石
油
産
業
界
が
海
洋
開
発
の
問
題
で
政
府
を
圧
迫
し
て
い
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
て
い
）
24
（

た
。
エ
ネ

ル
ギ
ー
供
給
の
ほ
と
ん
ど
を
輸
入
に
依
存
し
て
い
た
当
時
の
産
業
構
造
か
ら
、
日
本
の
経
済
界
は
良
好
な
日
中
関
係
を
損
な
う
リ
ス
ク
を

負
う
よ
り
は
、
原
油
輸
入
に
頼
る
ほ
う
が
賢
明
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
）
25
（
る
。

　
結
局
、
七
〇
年
代
に
お
い
て
、
日
本
が
海
洋
に
対
し
て
持
っ
て
い
た
最
も
重
要
な
利
害
関
係
は
貿
易
と
漁
業
で
あ
っ
た
。
ま
ず
貿
易
に

関
し
て
言
え
ば
、
戦
後
日
本
は
輸
出
に
よ
る
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
て
い
く
過
程
の
中
で
、
貿
易
の
死
活
的
な
重
要
性
を
強
く
認
識

し
て
い
た
。
著
名
な
国
際
政
治
学
者
の
高
坂
正
堯
は
、
高
度
成
長
初
期
の
六
四
年
、
日
本
は
海
外
と
の
貿
易
を
通
じ
て
し
か
生
存
を
担
保
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で
き
な
い
と
指
摘
し
、
長
期
的
な
戦
略
的
構
想
を
持
つ
こ
と
で
真
の
海
洋
通
商
国
家
に
な
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
）
26
（
た
。
ま
た
、
漁
業
に
関

し
て
は
、
敗
戦
前
か
ら
日
本
国
民
の
動
物
蛋
白
摂
取
の
相
当
部
分
は
漁
業
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
日
本
は
主
権
を
回
復
し
て
か
ら
、
米

国
・
カ
ナ
ダ
と
の
漁
業
条
約
（
五
二
年
）、
日
中
民
間
漁
業
協
定
（
五
五
年
）、
日
ソ
漁
業
条
約
（
五
六
年
）、
日
韓
漁
業
条
約
（
六
五
年
）

を
締
結
す
る
こ
と
で
次
々
と
漁
場
を
拡
大
さ
せ
、
遠
洋
漁
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
七
〇
年
代
に
は
世
界
一
の
水
産
大
国
の
地
位
を
占

め
て
い
た
。
領
海
三
カ
イ
リ
・
公
海
自
由
の
原
則
と
い
う
既
存
の
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
か
ら
、
日
本
ほ
ど
多
く
の
経
済
的
利
益
を
引
き
出

し
た
国
は
他
に
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
）
27
（
い
。

　
海
洋
に
お
け
る
二
つ
の
核
心
的
国
内
利
益
を
守
る
た
め
に
、
七
〇
年
代
前
半
の
日
本
は
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
た
の
か
。
ま
ず
貿
易

の
た
め
の
通
航
に
関
し
て
は
、
六
〇
年
代
後
半
か
ら
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
お
け
る
通
航
船
舶
の
安
全
確
保
が
議
論
さ
れ
て
い
た
。
高
度
経
済

成
長
に
伴
い
莫
大
な
規
模
に
増
加
し
た
輸
出
入
の
ほ
と
ん
ど
は
海
上
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
も
日
本
が
輸
入
す
る
原
油

の
九
割
が
中
東
か
ら
タ
ン
カ
ー
で
運
ば
れ
る
た
め
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
七
〇
年
の
時
点
で
、
日
本
の

原
油
輸
入
量
二
億
ト
ン
の
ほ
ぼ
全
量
が
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
と
推
計
さ
れ
、
経
済
界
で
は
い
わ
ゆ
る
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
自
主
防
衛

論
」
が
議
論
さ
れ
て
い
）
28
（
た
。
こ
の
よ
う
な
要
求
に
呼
応
す
る
形
で
日
本
政
府
内
で
現
れ
た
の
が
、
中
曾
根
康
弘
の
自
主
防
衛
論
で
あ
る
。

中
曾
根
は
防
衛
庁
長
官
に
就
任
し
た
七
〇
年
、
日
本
か
ら
南
西
・
南
東
方
向
に
各
々
一
千
カ
イ
リ
に
及
ぶ
航
路
帯
の
防
衛
が
必
要
と
唱
え
、

そ
の
た
め
に
海
上
自
衛
隊
の
増
強
と
い
う
構
想
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
中
曾
根
構
想
を
支
持
し
た
の
は
経
済
界
で
あ
り
、
日
本
の
海
上
交

通
の
安
全
保
障
と
安
定
し
た
貿
易
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
）
29
（

た
。
こ
う
し
た
構
想
は
、
高
度
経
済
成
長
と
輸
出
増
大
に
伴
う
船
団
保
護
の
重

要
性
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
議
論
の
争
点
は
商
船
の
自
由
通
航
や
物
資
の
確
保
に
あ
り
、
他
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
を
強
く
意
識
し
た

も
の
で
は
な
か
っ
）
30
（
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
海
上
航
行
へ
の
日
本
の
関
心
は
、
安
全
保
障
よ
り
は
主
に
経
済
的
利
益
に
向
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

　
一
方
、
そ
れ
ま
で
二
国
間
条
約
に
よ
っ
て
漁
場
を
決
め
て
い
た
日
本
に
と
っ
て
、
そ
の
方
式
を
根
本
か
ら
見
直
す
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
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の
変
動
は
、
漁
業
利
益
に
対
す
る
大
き
な
打
撃
を
意
味
し
た
。
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
お
よ
び
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
諸
国
が
二
〇
〇
カ
イ
リ

の
経
済
水
域
を
主
張
し
始
め
、
そ
れ
が
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
と
い
う
新
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
の
場
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
以
上
、
日
本
の
対
応
も
国
連
で
の
外
交
と
い
う
形
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
述
の
パ
ル
ド
提
案
か
ら
構
成
さ
れ
た
国
連
海

底
平
和
利
用
委
員
会
は
、
七
一
年
、
海
洋
法
全
体
を
包
括
す
る
形
に
拡
大
改
編
さ
れ
、
第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
を
準
備
す
る
段
階
に

な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
の
日
本
国
内
で
は
、
海
を
ま
だ
「
自
由
な
漁
業
の
海
」
と
捉
え
る
認
識
が
強
く
、
沿
岸
国
の
管
轄
権
拡
大

の
動
き
は
自
由
な
漁
業
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
か
映
ら
な
か
っ
）
31
（
た
。

　
し
か
し
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
諸
国
の
動
き
は
、
日
本
に
警
戒
感
を
与
え
た
。
五
六
年
に
発
足
し
た
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
法
律
諮
問
委

員
会
（
Ａ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｃ
）
に
お
け
る
議
論
が
、
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
同
委
員
会
は
、
加
盟
国
が
付
託
す
る
法
律
問
題
を
審
議
し
、
適
当
な

措
置
を
加
盟
国
政
府
に
勧
告
す
る
議
論
の
場
で
あ
っ
た
が
、
コ
ロ
ン
ボ
会
議
（
七
一
年
）
に
お
い
て
海
洋
法
問
題
を
取
り
上
げ
、
ラ
ゴ
ス

会
議
（
七
二
年
）
で
は
沿
岸
沖
二
〇
〇
カ
イ
リ
の
排
他
的
経
済
水
域
の
概
念
を
公
式
に
提
案
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
参

加
し
た
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
諸
国
が
「
二
〇
〇
カ
イ
リ
領
海
」
を
求
め
る
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
沿
岸
国
の
一
方
的
な
管
轄
権
拡
大
が

無
秩
序
な
状
態
を
も
た
ら
す
と
い
う
日
本
の
主
張
は
、
も
は
や
力
を
得
る
こ
と
は
な
か
っ
）
32
（
た
。
国
連
海
洋
法
会
議
が
予
定
さ
れ
た
七
三
年

三
月
、
日
本
政
府
は
外
務
省
を
中
心
に
水
産
、
通
産
、
運
輸
、
防
衛
な
ど
関
連
一
〇
省
庁
か
ら
な
る
海
洋
法
会
議
関
連
事
務
推
進
本
部

（
海
洋
法
本
部
）
を
設
置
し
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
に
対
す
る
国
内
の
利
害
関
係
調
整
と
と
も
に
、
日
本
の
利
益
保
護
の
た
め
の
体

制
を
整
え
）
33
（

た
。
七
四
年
八
月
に
開
か
れ
た
国
連
海
洋
法
会
議
第
二
会
期
に
お
い
て
、
日
本
は
最
初
か
ら
先
進
漁
業
国
の
立
場
を
堅
持
し
、

沿
岸
国
の
海
洋
に
お
け
る
主
権
行
使
の
拡
大
や
領
海
以
遠
に
お
け
る
経
済
水
域
の
設
定
に
強
い
反
対
の
意
を
表
明
し
）
34
（

た
。
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㈡
　
米
国
の
海
峡
レ
ジ
ー
ム
構
想
と
日
米
間
の
齟
齬

1　

マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
る
思
惑
の
違
い

　
一
九
七
〇
年
代
初
頭
に
お
い
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
と
の
間
の
関
係
性
は
、
日
本
国
内
で
あ
ま
り
強
く
認

識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
初
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
対
し
て
日
本
が
持
っ
て
い
た
利
害
関
係
は
主
に
経
済
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
年
間
マ

ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
四
万
五
〇
〇
隻
（
七
一
年
度
）
の
船
舶
の
う
ち
四
分
の
一
が
日
本
船
で
あ
る
状
況
の
な
か
で
、
日
本
が
海
峡
通

航
の
安
全
改
善
に
興
味
を
示
し
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
六
七
年
六
月
に
勃
発
し
た
中
東
六
日
戦
争
に
よ
る
ス
エ
ズ
運
河

の
閉
鎖
は
タ
ン
カ
ー
の
大
型
化
を
も
た
ら
し
、
多
く
の
巨
大
タ
ン
カ
ー
を
運
用
す
る
日
本
は
、
同
海
峡
の
安
全
航
行
路
の
発
見
・
管
理
に

積
極
的
に
な
っ
て
い
）
35
（

た
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
対
す
る
日
本
の
姿
勢
に
は
、
経
済
的
側
面
を
重
視
す
る
傾
向
が
強

か
っ
た
。
日
本
の
周
辺
地
域
に
対
す
る
関
心
に
は
、
経
済
や
安
全
保
障
な
ど
問
題
領
域
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
階
層
が
存
在
し
て
い
た
わ

け
で
あ
る
が
、
七
〇
年
代
初
頭
の
日
本
に
と
っ
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
地
域
に
お
け
る
安
全
保
障
の
側
面
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
は

な
か
っ
た
と
言
え
）
36
（
る
。

　
し
か
し
、
自
国
の
経
済
的
利
益
の
み
を
重
視
し
て
い
た
日
本
の
立
場
と
は
異
な
っ
て
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
問
題
は
よ
り
大
き
な
国
際
的
問

題
と
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
米
国
の
海
峡
レ
ジ
ー
ム
構
想
と
の
関
係
で
あ
る
。
日
本
は
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
の
な
か
で
、

一
貫
し
て
海
峡
に
お
け
る
自
由
航
行
を
主
張
す
る
米
国
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
領
海
の
一
二
カ
イ
リ
拡
大
の
趨
勢
が
止
め

ら
れ
な
い
も
の
と
判
断
し
た
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
（Richard N

ixon
）
米
大
統
領
は
、
七
〇
年
五
月
、
一
二
カ
イ
リ
領
海
確
立
の
必

要
性
を
認
め
る
一
方
、
国
際
海
峡
に
お
け
る
自
由
な
通
航
が
守
ら
れ
る
べ
き
と
の
声
明
を
発
表
し
て
い
）
37
（
た
。
米
国
は
海
峡
に
お
け
る
自
国

の
利
益
を
守
る
べ
く
、
ソ
・
英
・
仏
・
日
と
と
も
に
秘
密
交
渉
グ
ル
ー
プ
（
Ｇ
５
）
を
構
成
し
、
海
洋
法
会
議
で
の
交
渉
内
容
に
つ
い
て

緊
密
に
協
力
し
て
い
）
38
（
た
。
し
か
し
、
七
〇
年
代
前
半
の
段
階
で
、
日
本
の
立
場
は
極
め
て
不
明
瞭
な
も
の
で
あ
っ
た
。
七
四
年
三
月
の
Ｇ
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５
会
合
に
お
い
て
、
日
本
は
米
国
と
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
同
会
合
で
日
本
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
の
重
要
性
を
強

調
し
、
商
船
の
自
由
通
航
を
求
め
な
が
ら
も
、
国
際
海
峡
に
お
け
る
上
空
飛
行
や
潜
水
艦
の
潜
没
航
行
は
支
持
し
な
い
と
す
る
こ
と
で
、

軍
事
戦
略
上
の
自
由
を
重
視
す
る
米
国
と
の
間
で
摩
擦
が
生
じ
る
可
能
性
を
示
し
た
の
で
あ
）
39
（
る
。
同
様
の
認
識
は
、
七
四
年
六
月
、
領
海

化
し
た
国
際
海
峡
に
お
け
る
軍
艦
の
通
航
制
限
と
商
船
の
自
由
通
航
を
求
め
た
小
木
曾
本
雄
国
連
海
洋
法
会
議
日
本
首
席
代
表
の
発
言
か

ら
も
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
態
度
は
、
経
済
的
利
害
関
係
か
ら
軍
事
的
側
面
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
試
み
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も

の
で
あ
っ
）
40
（
た
。

　
海
峡
に
お
け
る
自
由
航
行
を
最
優
先
し
た
米
国
の
海
峡
レ
ジ
ー
ム
構
想
は
、
七
七
ヵ
国
の
グ
ル
ー
プ
（
Ｇ
77
）
と
し
て
団
結
し
て
い
た

開
発
途
上
国
に
対
抗
す
る
た
め
に
も
、
日
本
を
含
む
先
進
諸
国
の
統
一
し
た
立
場
を
必
要
と
し
て
い
た
。
日
米
協
調
の
必
要
性
は
、
マ

ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
国
の
動
き
が
激
し
く
な
っ
た
こ
と
で
い
っ
そ
う
増
大
し
て
い
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
六
八
年
、
英
国
が
七
一
年
末
ま

で
ス
エ
ズ
以
東
か
ら
自
国
軍
を
撤
収
す
る
と
発
表
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
時
を
同
じ
く
し
た
ソ
連
の
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
勢
力
拡
張

は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
国
に
不
安
を
抱
か
せ
、
周
辺
海
域
へ
の
管
轄
権
強
化
を
求
め
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。
六
六
年
に
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
と
の
対
立
を
終
結
さ
せ
た
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
六
九
年
、
領
海
の
一
二
カ
イ
リ
拡
大
を
宣
言
す
る
こ
と
で
主
権
強
化
を
図
る
と
同
時
に
、

都
市
国
家
と
し
て
開
か
れ
た
海
を
求
め
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
領
海
化
の
味
方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
）
41
（
た
。
七
一
年
一
一
月
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
三
ヵ
国
は
共
同
声
明
を
発
表
し
、
三
ヵ
国
の
み
で
構
成
さ
れ
る

協
力
機
構
の
発
足
に
合
意
し
た
。
同
声
明
は
、
海
峡
に
お
け
る
他
国
の
無
害
通
航
を
認
め
な
が
ら
も
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

海
峡
は
国
際
海
峡
で
な
い
と
主
張
し
）
42
（

た
。
こ
れ
は
、
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
に
お
け
る
国
際
海
峡
の
問
題
を
明
ら
か
に
念
頭
に
置
い

た
も
の
で
あ
り
、
海
峡
へ
の
主
権
行
使
拡
大
の
意
志
を
強
く
表
し
た
声
明
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
国
内
の
利
害
関
係
を
重
視
し
た
日
本
の
態
度
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
め
ぐ
っ
て
米
国
と
の
摩
擦
を
も
た
ら

す
可
能
性
を
潜
め
て
い
た
。
七
四
年
一
一
月
、
日
本
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
対
し
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
海
軍
艦
艇
に
関
す
る
事
前



法学政治学論究　第108号（2016.3）

106

通
知
の
枠
組
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
。
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
防
衛
駐
在
官
を
通
じ
て
行
わ
れ
た
こ
の
要
求
は
、
原
子
力
ま
た
は
核
兵
器
搭
載
艦

船
の
日
本
領
海
進
入
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
日
本
は
事
前
通
知
の
枠
組
を
作
る
た
め
に
、
海
上
自
衛
隊
の
艦
艇

の
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
通
過
を
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
に
通
知
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
英
国
の
外
務
省
を
通
じ
て
こ
の
動
き
を
把
握
し
た
米
国
務

省
は
、
日
本
に
対
し
厳
し
い
抗
議
を
行
う
よ
う
駐
日
米
国
大
使
館
に
命
じ
た
。「
米
国
は
、
主
要
海
洋
国
と
と
も
に
、
海
洋
法
会
議
に
お

い
て
国
際
海
峡
の
妨
げ
ら
れ
な
い
通
航
の
権
利
を
求
め
て
お
り
、
そ
の
権
利
は
事
前
通
告
や
海
峡
国
の
合
意
を
要
し
な
い
」
た
め
、
日
本

の
行
動
は
「
満
足
で
き
る
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
チ
ャ
ン
ス
を
損
な
い
、
海
洋
法
会
議
を
危
険
に
晒
す
」
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
米
国
は
、
日
本
の
立
場
修
正
と
と
も
に
、
海
峡
に
対
す
る
政
策
の
維
持
を
強
く
要
求
し
）
43
（

た
。

2　

ソ
連
脅
威
の
拡
大
と
日
本
周
辺
海
峡
の
封
鎖
構
想

　
海
峡
に
お
け
る
通
航
問
題
は
、
ソ
連
脅
威
の
拡
大
と
い
う
も
う
一
つ
の
国
際
環
境
の
変
化
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
マ
ラ
ッ
カ
海
峡

を
め
ぐ
っ
て
は
、
独
立
国
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
誕
生
を
招
き
、
イ
ン
ド
洋
の
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
一
九
七
一
年
一
二

月
の
イ
ン
ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
戦
争
（
第
三
次
印
パ
戦
争
）
が
、
そ
の
環
境
変
化
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
中
ソ
対
立
の
影
響
で
五
〇
年
代
後

半
か
ら
イ
ン
ド
を
支
援
し
て
い
た
ソ
連
は
、
戦
争
直
前
の
八
月
に
印
ソ
平
和
友
好
協
力
条
約
を
締
結
し
、
戦
争
の
結
果
、
独
立
し
た
ば
か

り
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
と
国
交
を
樹
立
（
一
二
月
）
し
た
。
ま
た
、
ソ
連
海
軍
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
チ
ッ
タ
ゴ
ン
港
に
海
軍
基
地
を
建

設
す
る
こ
と
ま
で
検
討
し
て
い
）
44
（

た
。
こ
う
し
た
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
ソ
連
の
パ
ワ
ー
拡
張
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
諸
国
の
み
な
ら
ず
、

ソ
連
と
対
立
し
な
が
ら
、
パ
キ
ス
タ
ン
と
と
も
に
イ
ン
ド
を
共
通
の
敵
と
し
て
い
た
中
国
を
当
惑
さ
せ
）
45
（

た
。
七
二
年
三
月
に
は
、
ト
ロ
ヤ

ノ
フ
ス
キ
ー
駐
日
ソ
連
大
使
が
森
治
樹
外
務
次
官
に
対
し
「
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
は
国
際
水
路
で
あ
る
」
と
述
べ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
中
国
の

強
い
反
発
を
招
い
た
。
そ
こ
に
は
、
当
時
行
わ
れ
て
い
た
米
中
接
近
を
警
戒
し
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
影
響
力
を
維
持
す
る
た
め
、
マ
ラ
ッ

カ
問
題
で
日
本
を
味
方
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
ソ
連
の
意
図
が
あ
っ
）
46
（
た
。
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ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
と
ソ
連
へ
の
対
抗
と
い
う
必
要
性
か
ら
戦
略
的
利
害
の
一
致
を
見
て
い
た
米
中
両
国
は
、
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る

ソ
連
の
パ
ワ
ー
拡
張
に
つ
い
て
も
、
立
場
の
差
は
あ
る
も
の
の
類
似
し
た
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
米
ソ
両

大
国
の
進
出
と
対
立
が
、
イ
ン
ド
洋
と
太
平
洋
の
両
大
洋
が
分
離
可
能
だ
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
認
識
を
打
ち
破
り
、
両
大
洋
を
結
び
付
け

る
こ
と
）
47
（
で
、
ソ
連
の
脅
威
を
グ
ロ
ー
バ
ル
化
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
国
に
と
っ
て
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
ソ
連
の
動
き
は
、
海
洋

に
お
け
る
米
国
と
の
覇
権
競
争
を
い
っ
そ
う
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
黒
海
、
地
中
海
、
紅
海
、
イ
ン
ド
洋
、
西
太
平
洋
か

ら
日
本
海
に
至
る
海
上
覇
権
」
の
掌
握
、
す
な
わ
ち
中
国
包
囲
網
の
布
石
に
も
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
）
48
（
る
。

　
米
国
も
、
ソ
連
の
脅
威
が
イ
ン
ド
洋
か
ら
日
本
海
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
共
有
し
て
い
た
。
七
三
年
一
一
月
の
毛
沢

東
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
（H

enry A. Kissinger

）
会
談
に
お
い
て
、
ソ
連
海
軍
の
津
軽
海
峡
通
過
や
太
平
洋
で
の
ミ
サ
イ
ル
実
験
が
、
米

軍
を
太
平
洋
側
に
留
ま
ら
せ
る
た
め
の
意
図
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
毛
沢
東
の
憂
慮
に
対
し
て
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
同

意
を
示
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
洋
に
あ
る
英
国
領
の
デ
ィ
エ
ゴ
・
ガ
ル
シ
ア
島
に
基
地
を
建
設
し
て
い
る
と
説
明
し
）
49
（
た
。
米
国
は
デ
ィ
エ

ゴ
・
ガ
ル
シ
ア
基
地
の
建
設
が
、
日
本
に
駐
留
し
て
い
る
第
七
艦
隊
の
配
置
問
題
と
直
接
関
連
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
日
米
安
全
保
障
に

影
響
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
米
国
は
イ
ン
ド
洋
に
お
け
る
基
地
建
設
の
計
画
を
日
本

に
説
明
し
、
日
本
国
内
の
世
論
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
）
50
（

た
。

　
以
上
の
ソ
連
脅
威
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
た
の
か
。
日
本
の
対
ソ
脅
威
認
識
が
七
〇
年
代
後
半

か
ら
高
ま
っ
た
と
い
う
一
般
的
認
識
は
、
国
内
社
会
に
お
い
て
は
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
ソ
連
の
軍
拡
、
と
り
わ
け
海
軍
の
拡
張
は
七

〇
年
代
初
頭
か
ら
既
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
七
〇
年
ま
で
艦
艇
の
ト
ン
数
・
隻
数
の
両
面
で
保
た
れ
て
い
た
米
海
軍
の
対
ソ
優
位
は
、
七
一

年
に
な
る
と
隻
数
で
は
ソ
連
を
下
回
り
、
ト
ン
数
で
は
四
倍
近
く
の
差
が
半
分
に
ま
で
縮
む
な
ど
、
急
激
に
減
少
し
て
い
）
51
（
た
。
こ
の
よ
う

に
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
影
響
で
軍
事
費
を
削
減
さ
せ
海
軍
を
縮
小
し
て
い
た
米
国
に
と
っ
て
、
ソ
連
の
海
軍
増
強
は
脅
威
の
さ
ら
な
る
増

大
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
海
上
自
衛
隊
の
対
潜
能
力
は
、
ソ
連
の
太
平
洋
艦
隊
に
対
す
る
貴
重
な
戦
力
と
考
え
ら
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れ
、
日
米
海
軍
の
協
力
は
い
っ
そ
う
深
ま
っ
）
52
（
た
。
日
本
の
安
全
保
障
関
連
省
庁
の
関
係
者
も
、
ソ
連
脅
威
の
拡
大
を
七
〇
年
代
初
頭
か
ら

懸
念
し
て
い
た
。
日
米
防
衛
協
力
に
深
く
携
わ
っ
た
元
米
国
務
省
日
本
部
長
の
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ア
ワ
ー
（Jam

es E. Auer

）
に
よ
れ
ば
、

六
九
年
の
ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
代
表
さ
れ
る
米
国
の
極
東
撤
退
か
ら
生
じ
た
脅
威
の
対
象
は
、
中
国
で
は
な
く
ソ
連
か
ら
来
る
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
認
識
は
、
防
衛
庁
、
と
り
わ
け
海
上
自
衛
隊
や
外
務
省
の
ソ
連
担
当
者
を
中
心
に
七
〇
年
代
初
頭
か
ら
発
生

し
、
七
〇
年
代
全
体
を
通
じ
て
徐
々
に
増
加
し
て
い
っ
た
と
言
え
）
53
（

る
。

　
上
述
し
た
認
識
に
基
づ
き
、
石
油
危
機
や
国
内
の
反
発
で
自
主
防
衛
が
挫
折
し
た
防
衛
庁
は
、
拡
大
す
る
ソ
連
の
脅
威
に
対
す
る
日
本

周
辺
海
域
の
防
衛
に
い
っ
そ
う
敏
感
に
な
る
。
そ
の
代
表
論
者
は
、
七
三
年
五
月
に
防
衛
庁
長
官
に
就
任
し
た
山
中
貞
則
で
あ
っ
た
。
国

連
海
洋
法
会
議
第
二
会
期
を
目
前
に
し
た
七
四
年
六
月
、
山
中
は
防
衛
庁
に
対
し
て
「
海
峡
に
お
け
る
自
由
な
航
行
が
認
め
ら
れ
る
と
日

本
の
国
防
に
明
ら
か
に
不
利
益
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
海
洋
法
に
関
す
る
研
究
を
指
示
し
た
。
無
害
通
航
と
自
由
通
航
の
中
間
的
構
想
な

ど
を
検
討
し
た
結
果
、
防
衛
庁
は
最
終
的
に
海
峡
に
お
け
る
無
害
通
航
、
す
な
わ
ち
海
峡
の
領
海
化
へ
の
支
持
を
決
定
し
）
54
（
た
。
こ
れ
は
明

ら
か
に
ソ
連
の
海
峡
通
過
を
意
識
し
た
構
想
で
あ
り
、
海
峡
の
封
鎖
が
米
国
よ
り
は
ソ
連
を
不
利
に
す
る
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
も
の
で

あ
っ
た
。

　
日
本
政
府
内
部
に
お
い
て
、
周
辺
海
峡
の
通
航
問
題
は
外
務
省
と
防
衛
庁
の
対
立
と
い
う
様
相
と
な
っ
て
い
た
。
大
平
正
芳
外
相
と
外

務
省
は
、
国
連
海
洋
法
会
議
に
お
け
る
立
場
や
日
米
関
係
か
ら
、
日
本
は
米
国
の
海
峡
案
を
支
持
す
べ
き
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

杉
原
真
一
海
洋
法
本
部
長
を
含
む
外
務
官
僚
は
、
米
国
が
提
案
し
た
「
妨
げ
ら
れ
な
い
通
航
（unim

peded transit

）」
の
海
峡
レ
ジ
ー
ム

に
お
い
て
、
核
搭
載
艦
船
の
日
本
海
峡
通
航
が
非
核
三
原
則
の
違
反
に
な
ら
な
い
こ
と
を
防
衛
庁
に
説
得
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
試
み

は
失
敗
に
終
わ
っ
）
55
（
た
。
結
局
、
防
衛
庁
の
無
害
通
航
へ
の
支
持
は
、
山
中
の
防
衛
庁
長
官
と
し
て
の
任
期
が
終
わ
る
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ

た
。
任
期
終
了
直
前
の
七
四
年
一
〇
月
に
開
か
れ
た
シ
ュ
レ
ジ
ン
ジ
ャ
ー
（Jam

es Schlesinger

）
米
国
防
長
官
と
の
会
談
に
お
い
て
、
山

中
は
米
国
の
海
軍
力
増
強
の
要
請
に
対
し
そ
の
必
要
性
を
認
め
た
上
で
、
ソ
連
の
海
峡
通
過
を
防
げ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
日
本
周
辺
の
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海
峡
に
お
け
る
航
行
の
自
由
に
反
対
す
る
意
見
を
明
ら
か
に
し
て
い
）
56
（
た
。

四
　
変
化
す
る
国
際
レ
ジ
ー
ム
の
な
か
で
の
制
度
転
換
：
七
〇
年
代
後
半

㈠
　
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
拡
散
と
対
応
課
題
の
再
設
定

　
一
九
七
四
年
六
月
、
カ
ラ
カ
ス
で
開
催
さ
れ
た
国
連
海
洋
法
会
議
第
二
会
期
（
以
下
、
カ
ラ
カ
ス
会
議
）
は
、
六
〇
年
代
か
ら
形
成
さ
れ

て
き
た
新
し
い
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
世
界
的
拡
散
を
明
白
に
示
し
、
日
本
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
同
会
議
に
お
い
て
、
世
界
の
趨

勢
は
既
に
領
海
の
一
二
カ
イ
リ
拡
大
や
二
〇
〇
カ
イ
リ
経
済
水
域
設
定
に
移
り
、「
反
対
す
る
の
は
日
本
だ
け
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
た
。

杉
原
海
洋
法
本
部
長
は
、
二
〇
〇
カ
イ
リ
時
代
が
到
来
す
る
と
な
れ
ば
、「
新
し
い
生
き
方
を
真
剣
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述

べ
る
ほ
ど
で
あ
っ
）
57
（

た
。
翌
年
三
月
の
第
三
会
期
で
配
布
さ
れ
た
新
た
な
海
洋
法
条
約
の
単
一
草
案
に
は
、
領
海
一
二
カ
イ
リ
と
経
済
水
域

二
〇
〇
カ
イ
リ
が
明
記
さ
れ
、
日
本
が
固
執
し
て
き
た
「
領
海
三
カ
イ
リ
・
公
海
自
由
」
の
原
則
は
、
七
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
守
り
抜

く
こ
と
が
不
可
能
な
状
況
に
な
っ
て
い
た
。

　
カ
ラ
カ
ス
会
議
が
日
本
の
立
場
を
弱
化
さ
せ
た
こ
と
は
、
二
〇
〇
カ
イ
リ
経
済
水
域
と
海
峡
の
自
由
通
航
の
条
件
付
承
認
を
日
本
政
府

が
検
討
し
て
い
る
と
の
同
年
七
月
の
報
道
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
カ
イ
リ
制
度
の
拡
散
と
い
う
趨
勢
か
ら
日
本
が
孤
立
す
る

と
、
漁
業
権
の
協
議
か
ら
除
外
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
憂
慮
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
）
58
（

る
。
外
務
省
は
、
日
本
の
方
針
転
換
に
つ

い
て
確
認
を
求
め
て
き
た
米
国
に
対
し
、
そ
の
報
道
が
歪
曲
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
否
定
し
た
。
し
か
し
、
カ
ラ
カ
ス
会
議
を
契
機
と
し

て
、
漁
業
の
自
由
を
強
く
主
張
し
て
い
た
水
産
庁
の
立
場
に
変
化
が
生
じ
た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
。
水
産
庁
は
、
会
議
の
状
況
を
把
握
す

る
た
め
、
海
洋
漁
業
部
長
の
松
浦
昭
と
海
洋
漁
業
部
審
議
官
の
米
澤
邦
男
を
会
期
中
の
カ
ラ
カ
ス
に
送
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
）
59
（
る
。
新
た
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な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
と
拡
散
は
、
依
然
と
し
て
貿
易
と
漁
業
を
重
要
な
利
害
関
係
と
し
て
い
た
日
本
に
対
し
、
対
応
す
べ
き
課

題
の
内
容
を
再
設
定
さ
せ
る
よ
う
働
き
か
け
た
と
言
え
る
。
七
〇
年
代
前
半
の
日
本
に
と
っ
て
、
既
存
の
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
か
ら
享
受

し
て
き
た
「
狭
い
領
海
・
広
い
公
海
に
お
け
る
自
由
な
漁
業
」
と
い
う
原
則
の
保
護
が
対
応
課
題
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
七
〇
年
代
後
半

の
日
本
に
は
「
新
た
な
海
洋
レ
ジ
ー
ム
と
日
本
周
辺
海
域
に
お
け
る
利
益
」
の
保
護
が
新
た
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
初
、
水
産
庁
は
、
遠
洋
漁
業
が
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
た
日
本
の
水
産
業
の
構
造
か
ら
、
沿
岸
国
の
管
轄
権
拡
大
に
否
定
的
な
立

場
を
と
っ
て
い
た
。
そ
の
態
度
は
カ
ラ
カ
ス
会
議
の
直
前
ま
で
堅
持
さ
れ
、「
仮
に
二
百
カ
イ
リ
の
経
済
水
域
が
実
施
さ
れ
て
も
、
日
本

は
こ
れ
を
突
っ
ぱ
ね
、
二
百
カ
イ
リ
内
で
の
実
績
を
で
き
る
だ
け
守
り
抜
く
べ
き
」
と
い
う
立
場
を
示
し
て
い
）
60
（

た
。
し
か
し
、
カ
ラ
カ
ス

会
議
後
の
七
五
年
に
な
る
と
、
日
本
の
水
産
業
界
は
そ
れ
ま
で
の
絶
対
反
対
の
立
場
を
変
え
、
内
容
次
第
で
は
経
済
水
域
を
認
め
る
と
い

う
方
向
へ
と
姿
勢
を
転
換
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
二
〇
〇
カ
イ
リ
経
済
水
域
設
定
の
趨
勢
に
乗
り
遅
れ
る
よ
り
、
議
論
に
参
加
し
て
日

本
の
利
益
を
反
映
さ
せ
た
方
が
得
策
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
業
界
の
意
向
を
受
け
、
内
村
良
英
水
産
庁
長
官
は
、
経

済
水
域
設
定
反
対
の
立
場
は
捨
て
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
内
容
を
議
論
す
る
テ
ー
ブ
ル
に
は
つ
く
と
発
表
し
）
61
（

た
。
同
年
一
二
月
に
な
る
と
、

水
産
庁
は
領
海
の
拡
大
は
い
ず
れ
訪
れ
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
。
米
澤
海
洋
漁
業
部
審
議
官
は
、「
日
本
政
府
が
一
二
カ
イ
リ

領
海
を
設
定
す
る
か
否
か
で
は
な
く
、
い
つ
ど
の
よ
う
に
す
る
か
が
問
題
」
で
あ
り
、
一
二
カ
イ
リ
の
排
他
的
漁
業
水
域
も
検
討
し
て
い

る
が
、
ソ
連
の
領
海
進
入
を
防
げ
な
い
点
を
憂
慮
し
て
い
る
と
述
べ
）
62
（
た
。

　
領
海
拡
大
と
漁
業
水
域
設
定
と
い
う
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
拡
散
は
、
米
ソ
両
大
国
に
と
っ
て
も
例
外
の
現
象
で
は
な
か
っ
た
。

二
〇
〇
カ
イ
リ
経
済
水
域
を
め
ぐ
っ
て
、
米
政
府
内
で
は
以
前
か
ら
対
立
が
目
立
っ
て
い
た
。
国
務
省
と
国
防
総
省
が
海
洋
法
条
約
交
渉

で
の
主
導
権
を
握
る
た
め
に
一
貫
し
た
立
場
を
重
視
し
て
い
た
の
に
対
し
、
水
産
業
界
の
圧
力
を
受
け
て
い
た
議
会
と
商
務
省
は
、
二
〇

〇
カ
イ
リ
法
案
を
強
力
に
進
め
て
い
た
。
ウ
ォ
ー
タ
ー
ゲ
ー
ト
事
件
の
後
遺
症
で
議
会
に
傾
い
た
政
府
―
議
会
間
の
力
関
係
を
背
景
に
、

七
六
年
四
月
、
フ
ォ
ー
ド
（G

erald R. Ford

）
米
大
統
領
は
漁
業
保
存
管
理
法
（
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
法
）
に
署
名
し
）
63
（
た
。
同
法
律
に
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基
づ
き
、
日
米
漁
業
交
渉
が
七
六
年
六
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
七
五
年
の
時
点
で
世
界
一
の
漁
業
国
で
あ
っ
た
日
本
は
、

総
漁
獲
量
一
〇
五
〇
万
ト
ン
の
う
ち
、
一
四
〇
万
ト
ン
（
全
体
の
約
一
三
％
）
を
米
国
沿
岸
二
〇
〇
カ
イ
リ
内
で
獲
っ
て
い
た
た
め
、
そ

の
打
撃
は
大
き
か
っ
た
。
三
木
武
夫
首
相
は
、
米
国
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
立
法
が
成
立
す
る
前
の
七
六
年
一
月
、
米
国
議
会
の
立
法
の
動
き

に
対
し
て
憂
慮
を
表
明
す
る
書
簡
を
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
宛
に
送
っ
て
い
）
64
（
た
。
ま
た
、
米
国
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
法
が
成
立
し
た
後
の
同
年
六

月
、
ワ
シ
ン
ト
ン
で
開
か
れ
た
三
木
・
フ
ォ
ー
ド
会
談
に
お
い
て
、
三
木
首
相
は
再
び
日
本
に
と
っ
て
の
米
国
沿
岸
漁
場
の
重
要
性
に
言

及
し
、
法
律
の
発
効
に
際
し
て
日
本
の
利
益
を
考
慮
す
る
よ
う
促
し
た
。
し
か
し
、
フ
ォ
ー
ド
大
統
領
の
返
答
は
、
法
律
発
効
の
期
日
を

で
き
る
限
り
延
ば
し
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
成
立
に
期
待
す
る
と
い
う
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ
）
65
（

た
。
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
拡
散

の
な
か
で
、
米
国
が
自
国
の
戦
略
的
意
図
、
す
な
わ
ち
海
峡
に
お
け
る
自
由
通
航
と
周
辺
海
域
に
対
す
る
管
轄
権
の
現
状
維
持
を
両
立
さ

せ
る
形
で
海
洋
政
策
を
進
め
る
こ
と
は
、
も
は
や
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
日
本
沿
岸
海
域
に
お
け
る
ソ
連
漁
船
の
操
業
問
題
は
、
日
本
国
内
で
圧
力
を
か
け
て
い
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
。
日
本

は
三
カ
イ
リ
領
海
を
維
持
し
て
い
た
た
め
、
領
海
を
拡
大
し
た
ソ
連
の
漁
船
は
日
本
北
東
部
・
北
海
道
周
辺
海
域
に
お
け
る
沖
合
漁
業
と

競
合
し
、
日
本
の
水
産
業
界
で
は
不
満
が
続
出
し
て
い
た
。
七
五
年
末
以
降
、
北
海
道
・
岩
手
県
議
会
、
漁
業
危
機
突
破
全
国
漁
民
大
会
、

全
国
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
西
日
本
都
市
漁
業
対
策
協
議
会
等
か
ら
領
海
一
二
カ
イ
リ
拡
大
を
求
め
る
陳
情
・
請
願
が
相
次
い
）
66
（

だ
。
七

六
年
一
一
月
、
北
海
道
外
国
漁
船
対
策
特
別
委
員
会
は
政
府
に
提
出
し
た
要
望
書
に
お
い
て
、「
ソ
連
漁
船
団
の
本
道
近
海
操
業
に
よ
る

被
害
は
、
依
然
と
し
て
頻
発
」
し
て
い
る
た
め
、「
漁
具
損
壊
・
休
業
等
に
伴
う
逸
失
利
益
に
よ
る
経
済
的
困
窮
、
精
神
的
負
担
」
が
莫

大
で
あ
る
と
訴
え
た
。
同
委
員
会
に
よ
る
と
、
七
三
年
一
月
か
ら
七
六
年
一
一
月
ま
で
の
ソ
連
漁
船
に
よ
る
漁
具
被
害
は
件
数
で
一
五
○

九
件
、
そ
の
被
害
額
は
約
四
億
二
千
万
円
に
上
り
、
そ
れ
に
よ
る
逸
失
利
益
は
約
三
億
六
千
万
円
と
推
計
さ
れ
）
67
（
た
。
ま
た
、
ソ
連
は
日
本

の
予
想
よ
り
早
い
七
六
年
一
二
月
に
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
を
宣
言
し
、
翌
年
初
頭
に
予
定
さ
れ
て
い
た
日
ソ
漁
業
交
渉
に
同
漁
業
水

域
を
適
用
す
る
と
発
表
し
た
。
日
本
の
沿
岸
・
遠
洋
漁
業
に
お
い
て
重
要
な
漁
場
で
あ
っ
た
米
ソ
両
国
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
宣
言
は
、
日
本
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周
辺
海
域
に
お
け
る
主
権
お
よ
び
遠
洋
漁
業
の
権
利
確
保
と
い
う
対
応
課
題
の
再
設
定
を
よ
り
喫
緊
の
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。

㈡
　
通
過
通
航
制
度
の
確
立
と
米
国
の
圧
力

　
国
際
海
峡
の
通
航
問
題
を
め
ぐ
る
海
峡
国
と
先
進
諸
国
の
間
の
対
立
は
一
九
七
〇
年
代
前
半
か
ら
続
い
た
が
、
そ
の
突
破
口
を
開
い
た

の
は
Ｇ
５
会
合
に
お
い
て
英
国
が
提
案
し
た
「
通
過
通
航
（transit passage

）」
の
概
念
で
あ
っ
）
68
（
た
。
国
際
海
峡
の
領
海
化
が
自
由
通
航

に
与
え
る
影
響
は
、
無
害
通
航
に
よ
る
軍
事
戦
略
上
の
制
約
と
上
空
飛
行
の
制
限
で
あ
っ
た
が
、
通
過
通
航
案
は
国
際
海
峡
に
お
け
る
軍

艦
と
飛
行
機
の
航
行
を
認
め
る
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
公
海
と
公
海
を
結
ぶ
国
際
海
峡
は
、
原
則
と
し
て
沿
岸
国
の
主
権
下

に
あ
る
も
の
の
、
全
て
の
船
舶
、
潜
水
艦
、
そ
し
て
航
空
機
に
航
行
の
自
由
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
）
69
（

た
。
こ
う
し
た
内
容
の
イ
ギ

リ
ス
案
は
、
七
五
年
六
月
に
開
催
さ
れ
た
国
連
海
洋
法
会
議
第
三
会
期
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ
以
降
、
国
際
海
峡
問
題
は
通
過
通
航
制
度
を

中
心
に
急
速
に
終
息
し
て
い
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
国
際
海
峡
に
お
け
る
通
過
通
航
の
権
利
の
引
き
換
え
と
し
て
、
深
海
底
問
題
や
二

〇
〇
カ
イ
リ
経
済
水
域
で
譲
歩
す
る
と
い
う
米
ソ
の
戦
略
が
存
在
し
て
い
）
70
（

た
。
七
〇
年
代
に
お
け
る
米
国
の
海
洋
戦
略
は
、
開
発
途
上
国

の
反
発
や
米
政
府
内
の
意
見
対
立
か
ら
、
自
国
の
軍
事
戦
略
的
意
図
に
修
正
を
加
え
る
形
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
海
峡

に
お
け
る
通
航
問
題
に
お
い
て
最
も
劇
的
に
表
れ
た
と
言
え
）
71
（

る
。

　
一
方
、
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
拡
散
と
通
過
通
航
制
度
の
確
立
は
、
日
本
国
内
に
お
け
る
制
度
転
換
の
圧
力
を
高
め
て
い
た
。

日
本
政
府
は
、
非
核
三
原
則
に
よ
る
国
内
の
圧
力
を
懸
念
し
て
い
た
。
そ
の
憂
慮
と
は
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
周
辺
国
な
ど
が
通
過
通
航
制
度

に
強
い
反
対
を
表
明
し
て
い
た
こ
と
を
背
景
に
、
新
た
な
海
峡
レ
ジ
ー
ム
に
非
核
三
原
則
を
反
映
す
べ
き
と
い
う
圧
力
が
、
国
内
社
会
か

ら
か
か
る
こ
と
で
あ
っ
）
72
（
た
。
米
国
は
日
本
の
海
洋
制
度
の
転
換
が
日
本
周
辺
海
峡
の
封
鎖
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
国
連
海
洋
法
会
議
に
お

け
る
Ｇ
５
の
立
場
を
揺
る
が
す
可
能
性
を
強
く
懸
念
し
、
日
本
の
外
務
省
と
密
接
な
連
携
を
と
り
な
が
ら
、
日
本
国
内
の
動
向
を
常
に
注

視
し
て
い
た
。
七
五
年
一
二
月
に
入
る
と
、
海
洋
制
度
の
転
換
に
対
す
る
日
本
国
内
の
議
論
も
活
発
に
な
る
が
、
領
海
拡
大
に
賛
成
（
水
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産
庁
）、
慎
重
（
外
務
省
）、
反
対
（
防
衛
庁
）
と
い
う
対
立
構
造
は
自
民
党
内
で
も
再
現
さ
れ
、
そ
の
議
論
の
論
点
は
米
核
艦
艇
の
津
軽

海
峡
通
過
を
認
め
る
か
否
か
に
あ
っ
た
。
日
本
政
府
は
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
お
け
る
通
航
の
利
益
と
海
洋
法
会
議
の
趨
勢
か
ら
、
領
海
化
し

た
海
峡
に
自
由
通
航
の
可
能
な
航
行
海
域
を
設
け
る
案
を
考
え
て
い
た
が
、
米
国
は
そ
れ
が
日
本
国
内
の
反
対
勢
力
を
満
足
さ
せ
な
い
だ

ろ
う
と
判
断
し
て
い
）
73
（
た
。

　
一
二
月
一
九
日
、
日
本
が
単
独
で
一
二
カ
イ
リ
領
海
を
宣
言
す
る
予
定
で
あ
る
と
い
う
日
本
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
な
さ
れ
る
と
、
米
国

は
こ
れ
に
厳
し
い
反
応
を
示
し
た
。
日
本
政
府
の
こ
う
し
た
変
化
は
、
山
中
前
防
衛
庁
長
官
を
中
心
と
し
た
反
対
派
が
米
国
の
立
場
を
理

解
し
支
持
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
る
が
、
イ
ン
ガ
ー
ソ
ル
（Robert S. Ingersoll

）
米
国
務
副
長
官
は
安
川
壮
駐
米
日
本
大
使
を

招
致
し
、
日
本
政
府
の
動
向
に
憂
慮
を
表
明
し
た
。
イ
ン
ガ
ー
ソ
ル
は
、
日
本
の
単
独
行
動
が
日
米
関
係
を
複
雑
化
さ
せ
る
可
能
性
が
あ

る
と
し
、
国
連
海
洋
法
会
議
で
の
交
渉
に
対
す
る
悪
影
響
を
強
調
し
た
。
こ
の
際
、
米
国
側
は
一
二
カ
イ
リ
領
海
の
代
わ
り
に
一
二
カ
イ

リ
漁
業
水
域
の
設
置
を
日
本
に
提
案
し
て
い
）
74
（
た
。
七
六
年
八
月
、
日
本
が
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
を
慣
習
化
し
た
国
際
法
と
し
て
認
め

る
予
定
と
い
う
報
道
に
対
し
、
米
国
は
日
本
政
府
内
の
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
同
報
道
が
領
海
拡
大
を
求
め
る
水
産

庁
の
世
論
打
診
で
あ
っ
た
と
判
断
し
て
い
）
75
（
た
。

　
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
お
け
る
日
本
の
利
害
関
係
と
日
本
周
辺
海
域
の
領
海
化
の
問
題
が
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
に
よ
り
結
び
付
い

た
こ
と
は
、
前
章
で
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
通
商
国
家
と
し
て
海
峡
に
お
け
る
自
由
通
航
を
求
め
る
一
方
、
ソ
連
脅
威
の
拡
大
と
非
核

三
原
則
か
ら
自
国
周
辺
海
峡
の
領
海
化
を
試
み
た
日
本
の
複
雑
な
立
場
は
、
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
通
過
通
航
の
海
峡
レ
ジ
ー
ム
に
も
影
響

を
与
え
た
。
七
六
年
八
月
、
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
に
お
け
る
汚
染
事
故
を
恐
れ
た
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
海
峡
条
項
に
船
舶
の

吃
水
線
制
限
を
取
り
入
れ
る
こ
と
を
米
国
に
求
め
て
い
た
。
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
を
通
過
す
る
多
く
の
巨
大
タ
ン
カ
ー
に
輸
出
入
を
依
存
す
る

日
本
に
と
っ
て
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
行
動
は
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
小
木
曾
に
継
い
で
海
洋
法
会
議
日

本
代
表
を
務
め
た
藤
崎
萬
里
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
要
求
を
米
国
が
受
容
す
る
場
合
、
日
本
も
海
峡
に
お
け
る
潜
水
艦
の
海
面
上
航
行
を
条
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約
案
に
取
り
入
れ
る
し
か
な
い
と
主
張
し
た
。
日
本
国
内
で
核
艦
艇
の
津
軽
海
峡
通
過
問
題
が
争
点
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
海
峡
条
項
に

修
正
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
、
国
内
勢
力
か
ら
も
条
約
案
に
対
す
る
非
核
三
原
則
反
映
の
圧
力
が
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
米
国
は
日
本
の
立
場
に
理
解
を
示
し
、
マ
レ
ー
シ
ア
の
提
案
は
受
容
さ
れ
な
か
っ
）
76
（
た
。

㈢
　
政
府
内
の
合
意
形
成
と
海
洋
制
度
の
転
換

　
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
は
、
広
い
公
海
・
自
由
な
漁
業
原
則
の
保
護
を
目
標
と
し
て
い
た
日
本
の
対
応
課
題
を
再
設
定
さ
せ
、
い

か
に
日
本
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
業
権
を
確
保
し
、
領
海
の
拡
大
と
米
国
主
導
の
海
峡
レ
ジ
ー
ム
と
を
調
和
さ
せ
る
か
を
喫
緊
の
課
題
に

し
た
。
そ
う
し
た
変
化
の
な
か
で
、
日
本
は
ど
の
よ
う
に
再
設
定
さ
れ
た
課
題
に
対
応
し
て
い
っ
た
の
か
。

　
カ
ラ
カ
ス
会
議
以
降
、
海
洋
制
度
転
換
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
た
日
本
政
府
は
、
ソ
連
と
の
漁
業
交
渉
が
予
定
さ
れ
た
一
九
七
七
年
か

ら
、
領
海
の
拡
大
に
本
格
的
に
取
り
組
み
始
め
た
。
福
田
赳
夫
内
閣
が
成
立
し
て
間
も
な
い
七
六
年
一
二
月
三
一
日
の
経
済
閣
僚
懇
談
会

に
お
い
て
、
外
務
大
臣
に
農
林
次
官
が
、
農
林
大
臣
に
外
務
次
官
が
二
〇
〇
カ
イ
リ
問
題
に
関
す
る
方
針
を
説
明
す
る
「
ク
ロ
ス
省
議
」

を
行
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
翌
年
一
月
七
日
か
ら
同
省
議
が
行
わ
れ
、
政
府
内
の
意
見
調
整
は
徐
々
に
進
む
こ
と
に
な
）
77
（

る
。
そ
の
結
果
、

一
月
二
六
日
、
日
本
政
府
内
で
は
領
海
の
拡
大
に
対
す
る
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
初
め
て
得
ら
れ
た
。
こ
の
合
意
は
、
領
海
拡
大
を
め
ぐ
り
対

立
し
て
い
た
鈴
木
善
幸
農
相
と
鳩
山
威
一
郎
外
相
の
間
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
官
房
長
官
で
あ
っ
た
園
田
直
の
役
割
が

大
き
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
米
国
を
支
持
す
る
立
場
に
立
っ
て
い
た
外
務
省
は
領
海
拡
大
の
代
わ
り
に
一
二
カ
イ

リ
の
排
他
的
漁
業
水
域
を
提
案
し
た
が
、
そ
の
努
力
は
同
合
意
に
よ
り
頓
挫
す
）
78
（

る
。
漁
業
団
体
や
北
海
道
漁
民
等
か
ら
の
圧
力
は
、
沿
岸

漁
業
が
行
わ
れ
る
周
辺
海
域
の
漁
業
権
の
み
な
ら
ず
、
同
海
域
で
操
業
す
る
ソ
連
漁
船
に
対
す
る
主
権
行
使
の
拡
大
を
求
め
て
い
た
た
め
、

漁
業
水
域
の
設
置
よ
り
は
領
海
の
拡
大
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
政
府
内
の
合
意
に
基
づ
き
、
二
月
か
ら
内
閣
官
房
に
領
海
法
準
備
室
が
設
置
さ
れ
、
農
林
省
を
中
心
と
し
た
関
連
省
庁
が
領
海
拡
大
の
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た
め
の
法
案
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
。
法
案
は
初
期
段
階
か
ら
、
領
海
化
か
ら
除
外
さ
れ
る
国
際
海
峡
を
明
記
す
る
形
に
な
る
と
予
想
さ

れ
て
い
た
が
、
米
国
は
日
本
国
内
の
反
核
勢
力
の
反
対
を
憂
慮
し
て
い
た
。
外
務
省
国
際
連
合
局
政
治
課
長
の
渡
辺
允
は
、
海
峡
に
お
け

る
自
由
通
航
の
レ
ジ
ー
ム
を
固
く
支
持
す
る
と
い
う
日
本
政
府
の
立
場
を
米
国
に
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
定
海
峡
を
列
挙

す
る
方
式
よ
り
、
国
際
海
峡
の
定
義
を
示
す
こ
と
を
望
ん
だ
米
国
の
提
案
に
対
し
て
、
渡
辺
は
否
定
的
な
反
応
を
示
し
）
79
（
た
。
前
述
の
よ
う

に
、
漁
業
団
体
は
日
本
沿
岸
か
ら
外
国
漁
船
を
排
除
す
べ
く
、
領
海
か
ら
除
外
さ
れ
る
海
域
の
最
小
化
を
強
く
求
め
て
い
た
。
ま
た
、
野

党
は
非
核
三
原
則
の
立
場
か
ら
政
府
に
厳
し
い
攻
撃
を
加
え
て
い
た
。
例
え
ば
、
法
案
の
審
議
過
程
に
お
い
て
民
社
党
は
、
全
て
の
海
峡

を
領
海
化
し
、
特
定
海
峡
に
お
け
る
核
艦
船
の
通
航
に
は
通
過
通
航
の
概
念
を
導
入
す
る
修
正
案
を
出
し
て
い
）
80
（

た
。
そ
れ
は
、
軍
事
行
動

の
自
由
を
保
ち
た
い
米
国
は
も
ち
ろ
ん
、
非
核
三
原
則
か
ら
生
じ
る
問
題
を
回
避
し
た
い
日
本
政
府
と
し
て
も
受
け
入
れ
難
い
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
国
際
海
峡
の
定
義
の
み
を
示
す
場
合
、
六
〇
以
上
の
海
峡
が
国
際
海
峡
で
あ
る
と
い
う
誤
解
を

与
え
、
漁
業
団
体
と
反
核
グ
ル
ー
プ
が
連
携
を
と
る
リ
ス
ク
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
月
二
三
日
、
日
本
政
府
は
領
海
問
題
に
関
す
る
統
一
見
解
を
発
表
し
た
。
そ
の
内
容
と
は
、
当
面
の
対
応
策
と
し
て
国
際
海
峡
に
お

け
る
通
航
は
現
状
を
変
更
し
な
い
で
お
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
国
連
海
洋
法
会
議
で
よ
り
自
由
な
通
航
制
度
を
認
め
る
方
向
で

審
議
が
進
め
ら
れ
て
」
お
り
、「
資
源
の
大
部
分
を
海
外
か
ら
輸
入
し
、
貿
易
、
海
運
に
特
に
大
き
く
依
存
す
る
海
洋
国
家
と
し
て
の
わ

が
国
独
自
の
立
場
か
ら
し
て
」、
海
峡
に
お
け
る
自
由
通
航
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
、
国
内
の
不
満
を
意
識
し
、
国

際
海
峡
に
お
け
る
現
状
維
持
は
非
核
三
原
則
と
関
係
が
な
い
と
言
明
し
）
81
（

た
。
米
国
主
導
の
海
峡
レ
ジ
ー
ム
へ
の
対
応
と
貿
易
の
利
害
関
係

か
ら
海
峡
に
お
け
る
自
由
通
航
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
非
核
三
原
則
と
の
関
係
性
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
安
全
保
障
に

関
す
る
国
内
の
懸
念
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
三
月
一
日
、
藤
崎
海
洋
法
会
議
日
本
代
表
は
、
米
国
に
対
し
て
領
海
を
一
二
カ
イ
リ
に
拡
大
す
る
計
画
を
説
明
し
、「
四
か
五
の
海

峡
」
で
領
海
三
カ
イ
リ
を
維
持
す
る
と
い
う
方
針
を
正
式
に
伝
え
た
。
ま
た
、
海
峡
の
名
称
の
列
挙
よ
り
国
際
海
峡
の
定
義
の
明
記
を
勧
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め
た
米
国
の
提
案
に
対
し
て
、
外
務
省
は
再
び
難
色
を
示
し
）
82
（
た
。
日
本
は
国
際
海
峡
の
自
由
航
行
に
対
す
る
支
持
の
立
場
を
繰
り
返
し
表

明
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
国
は
注
意
深
く
行
動
し
た
。
米
国
務
省
は
、
日
本
の
領
海
一
二
カ
イ
リ
拡
大
が
、
三
月
二
一
日
に
予

定
さ
れ
て
い
た
福
田
総
理
と
カ
ー
タ
ー
（Jam

es E. Carter

）
米
大
統
領
の
会
談
の
前
に
公
表
さ
れ
る
場
合
、
米
国
主
導
の
海
峡
レ
ジ
ー

ム
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
恐
れ
、
日
本
政
府
に
「
妨
げ
ら
れ
な
い
航
行
」
の
重
要
性
を
再
強
調
し
て
い
）
83
（
た
。

　
米
国
は
、
日
本
が
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
の
設
定
に
踏
み
切
る
こ
と
も
懸
念
し
て
い
た
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
三
月
一
四
日
の
時

点
で
、
日
本
政
府
内
で
は
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
の
設
定
に
つ
い
て
の
合
意
は
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
外
務
省
条
約
局
長
の
中
島
敏

次
郎
は
、
米
国
の
そ
う
し
た
憂
慮
に
対
し
、
海
峡
に
お
け
る
自
由
通
航
の
レ
ジ
ー
ム
が
日
本
の
主
要
目
標
で
も
あ
る
と
説
明
し
、「
二
〇

〇
海
里
の
専
管
漁
業
水
域
設
定
」
を
近
い
う
ち
に
行
う
と
い
う
鈴
木
農
相
の
発
言
に
つ
い
て
は
、
中
国
・
韓
国
と
の
関
係
へ
の
影
響
を
挙

げ
て
否
定
し
て
い
）
84
（

た
。
し
か
し
、
三
月
中
旬
を
過
ぎ
て
か
ら
、
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
の
設
定
は
急
速
に
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
に
は
、
二
月
八
日
か
ら
始
ま
っ
た
日
ソ
漁
業
交
渉
の
停
滞
と
、
そ
の
交
渉
を
担
当
し
て
い
た
鈴
木
農
相
の
影
響
力
が
強
く
働
い
た
。

鈴
木
は
岩
手
県
の
水
産
加
工
業
者
の
家
に
生
ま
れ
、
水
産
学
校
を
卒
業
し
て
か
ら
政
界
に
入
る
ま
で
は
大
日
本
水
産
会
、
全
国
漁
業
組
合

連
合
会
、
県
漁
業
組
合
連
合
会
に
勤
務
し
た
人
物
で
、
そ
の
経
歴
か
ら
水
産
業
界
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
）
85
（
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
漁

業
交
渉
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
水
産
業
界
の
利
益
を
最
大
限
に
保
護
す
る
形
で
条
約
を
締
結
す
る
た
め
、
業
界
と
意
見
交
換
を
行
っ
て

い
）
86
（
た
。
ま
た
、
日
ソ
漁
業
交
渉
と
の
関
係
で
は
、
三
月
末
、
ソ
連
が
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
を
発
効
さ
せ
る
と
同
時
に
、
同
海
域
に
お

け
る
日
本
漁
船
に
一
斉
退
去
命
令
を
出
し
た
こ
と
で
、
問
題
が
深
刻
化
し
て
い
た
。
と
り
わ
け
ソ
連
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
内
に
北
方
領
土
が

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
交
渉
に
は
行
き
詰
ま
り
が
生
じ
、
交
渉
の
停
滞
を
対
等
な
立
場
に
立
つ
こ
と
で
打
開
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
、
鈴
木
は
強
力
に
日
本
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
を
推
進
し
た
の
で
あ
）
87
（
る
。

　
た
だ
、
日
本
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
の
設
定
は
、
周
辺
国
の
影
響
を
懸
念
し
た
た
め
、
特
殊
な
形
で
の
管
轄
権
拡
大
と
な
っ
た
。

第
三
次
国
連
海
洋
法
会
議
の
結
論
が
ま
だ
定
ま
っ
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
、
中
国
・
韓
国
と
の
紛
争
を
懸
念
し
、
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
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水
域
は
北
海
道
及
び
太
平
洋
海
岸
に
の
み
適
用
し
、
中
国
、
韓
国
に
面
す
る
日
本
海
、
東
シ
ナ
海
の
海
岸
に
は
適
用
し
な
い
こ
と
に
し
た

の
で
あ
る
。
海
洋
法
本
部
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
韓
国
と
の
大
陸
棚
協
定
や
竹
島
問
題
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、「
経
済
水
域
が
重
複
す
る

相
対
す
る
国
の
境
界
線
画
定
の
ル
ー
ル
と
し
て
」「
中
国
及
び
韓
国
共
に
中
間
線
原
則
の
自
動
的
適
用
に
反
対
」
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ

て
い
）
88
（
る
。
す
な
わ
ち
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
に
伴
い
新
た
に
区
切
ら
れ
た
経
済
水
域
と
い
う
海
洋
空
間
に
お
い
て
、
周
辺
国
と
の

対
立
が
起
こ
る
可
能
性
を
で
き
る
限
り
減
少
さ
せ
、
自
国
の
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
漁
業
に
お
け
る
技
術
格
差

は
、
中
国
の
漁
業
を
自
国
の
沿
岸
に
留
ま
ら
せ
た
た
め
、
東
シ
ナ
海
へ
の
管
轄
権
拡
大
を
緊
急
の
課
題
と
し
な
か
っ
た
。
外
務
省
は
、
米

国
に
対
し
二
〇
〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
設
定
を
説
明
す
る
場
に
お
い
て
、
中
国
の
漁
業
が
小
規
模
で
あ
る
た
め
、
漁
業
水
域
設
定
に
よ
る
問

題
は
管
理
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
て
い
）
89
（
た
。

　
日
本
政
府
は
三
月
二
九
日
の
閣
議
決
定
に
お
い
て
、
領
海
拡
大
の
た
め
の
法
案
内
容
を
正
式
に
決
定
す
る
と
と
も
に
、
日
ソ
漁
業
交
渉

の
影
響
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
に
踏
み
切
る
こ
と
を
決
め
た
。
領
海
法
準
備
室
が
早
急
に
作
成
し
た
二
〇
〇
カ
イ
リ
関
連
法
案
（
漁
業
水
域

暫
定
措
置
法
案
）
は
、
領
海
拡
大
の
た
め
の
法
案
（
領
海
法
案
）
と
と
も
に
四
月
一
九
日
、
第
八
〇
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
両
法
案
の
審

議
は
、
非
核
三
原
則
の
見
地
か
ら
憂
慮
を
示
し
た
野
党
側
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
急
速
に
進
展
し
、
四
月
二
九
日
に
衆
議
院
本
会
議
で

可
決
さ
れ
、
五
月
二
日
、
参
議
院
に
お
い
て
領
海
拡
大
と
漁
業
水
域
設
定
の
た
め
の
法
律
が
成
立
し
）
90
（

た
。
宗
谷
、
津
軽
、
対
馬
（
東
、

西
）、
大
隅
の
五
海
峡
を
「
特
定
海
域
」
に
指
定
す
る
こ
と
で
海
峡
通
航
の
自
由
を
維
持
さ
せ
、
日
本
海
お
よ
び
東
シ
ナ
海
側
に
は
二
〇

〇
カ
イ
リ
漁
業
水
域
を
適
用
し
な
か
っ
た
こ
の
海
洋
二
法
は
、
一
九
九
六
年
、
日
本
が
国
連
海
洋
法
条
約
を
批
准
す
る
ま
で
の
二
〇
余
年

間
、
日
本
の
海
洋
制
度
の
基
礎
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
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五
　
終
わ
り
に

　
本
稿
の
分
析
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
増
加
し
た
新
興
独
立
国
は
、
資
源
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
基
づ
き
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
転
換
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
七
〇
年
代
か
ら
沿
岸
国
の
海
洋
空
間
に
対
す
る
囲
い
込
み
現
象

が
生
じ
た
が
、
そ
れ
は
海
底
資
源
・
漁
業
資
源
・
主
権
行
使
の
範
囲
拡
大
と
い
う
三
つ
の
側
面
で
新
た
な
課
題
を
提
示
し
た
。
ま
た
、
領

海
拡
大
へ
の
動
き
が
生
み
出
し
た
国
際
海
峡
の
通
航
問
題
は
、
軍
事
戦
略
上
、
移
動
の
自
由
を
必
要
と
し
て
い
た
米
ソ
両
大
国
が
新
た
な

海
峡
レ
ジ
ー
ム
構
想
を
打
ち
出
す
よ
う
に
促
し
た
。

　
第
二
に
、
六
〇
年
代
か
ら
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
て
き
た
日
本
に
と
っ
て
、
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
変
動
の
な
か
で
守
る
べ
き
利

益
と
は
、
貿
易
と
漁
業
で
あ
っ
た
。
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
基
本
理
念
が
「
狭
い
領
海
、
広
い
公
海
」
か
ら
「
広
い
領
海
、
狭
い
公
海
」
に
変

化
し
て
い
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
〇
年
代
前
半
ま
で
の
日
本
は
既
存
の
利
益
を
担
保
す
る
公
海
の
自
由
原
則
を
貫
徹
し
よ
う
と
し
た
。

日
本
の
そ
う
し
た
立
場
は
、
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
形
成
過
程
に
お
い
て
協
力
を
求
め
て
い
た
米
国
と
の
間
で
摩
擦
を
起
こ
す
原
因
と
な
っ
て

い
た
。

　
第
三
に
、
日
本
は
七
四
年
の
カ
ラ
カ
ス
会
議
を
機
に
、
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
が
世
界
的
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
が
、

そ
の
認
識
変
化
は
、
既
存
の
公
海
の
自
由
原
則
を
保
護
す
る
と
い
う
日
本
の
対
応
課
題
を
、
自
国
周
辺
の
漁
業
権
を
保
護
す
る
方
向
へ
と

再
設
定
さ
せ
た
。
そ
の
再
設
定
の
過
程
に
お
い
て
は
、
日
本
の
水
産
業
界
お
よ
び
水
産
庁
の
姿
勢
変
化
が
、
領
海
拡
大
の
動
き
に
大
き
な

影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、
日
本
の
海
洋
制
度
転
換
に
対
し
て
、
日
本
国
内
の
反
発
に
よ
る
海
峡
封
鎖
を
憂
慮
し
た
米
国
の
関
与
は
、
日
本

の
領
海
拡
大
が
五
つ
の
海
峡
を
除
外
す
る
特
殊
な
形
で
成
立
す
る
よ
う
に
し
た
。

　
日
本
が
海
洋
制
度
の
転
換
に
踏
み
切
っ
た
直
接
的
原
因
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
漁
業
交
渉
に
あ
る
こ
と
は
否
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定
で
き
な
い
。
た
だ
、
漁
業
交
渉
の
原
因
と
な
っ
た
米
ソ
の
二
〇
〇
カ
イ
リ
宣
言
も
、
新
た
な
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
世
界
的
拡
散
と
い

う
圧
力
の
産
物
で
あ
っ
た
。
七
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
の
海
洋
制
度
の
転
換
は
、
そ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の
変
動
の
な
か
で
再
設
定
さ
れ

進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
貿
易
と
漁
業
と
い
う
、
既
存
の
海
洋
レ
ジ
ー
ム
で
は
両
立
可
能
で
あ
っ
た
海
洋
に
対
す
る
日
本
の
利
害
関
係
は
、

レ
ジ
ー
ム
の
変
動
の
な
か
で
日
本
の
立
場
に
矛
盾
を
生
じ
さ
せ
、
米
国
と
の
間
に
齟
齬
を
生
み
出
し
た
。
七
七
年
の
領
海
法
に
お
け
る
特

定
海
域
の
設
置
は
、
そ
の
対
応
の
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
本
稿
の
考
察
は
、
日
本
の
持
つ
地
理
的
条
件
か
ら
生
じ
る
様
々
な
利
害
関

係
を
一
つ
の
枠
組
み
の
な
か
で
理
解
す
る
た
め
の
糸
口
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
日
本
の
海
洋
制
度
に
大
転
換
が
生
じ
た
後
、
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
〇
年
代
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
拡
大
し
た
ソ
連
脅
威
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
を
背
景
に
新
冷
戦
が
到
来
す
る
。
こ
の
時
期
、
日
本
は
、
八
二
年
に
採
択
さ
れ
る
国
連
海
洋
法
条
約
の
最
終
段
階
に
参
加
し
な
が
ら
、

日
米
安
全
保
障
協
力
の
強
化
を
通
じ
て
シ
ー
レ
ー
ン
防
衛
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
一
九
八
〇
年
代
日
本
の

海
洋
に
お
け
る
行
動
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）  

五
百
旗
頭
真
編
『
戦
後
日
本
外
交
史
　
第
三
版
』
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
、
一
〇
頁
、
二
四
八
頁
。

（
2
）  

高
坂
正
堯
「
日
本
の
外
交
・
防
衛
の
地
理
的
条
件
」『
防
衛
論
集
』
第
七
巻
第
一
号
、
一
九
六
八
年
、
一
九
―
三
四
頁
。

（
3
）  Jakub J. G
rygiel, G

reat Powers and G
eopolitical Change （Baltim

ore: Johns H
opkins U

niversity Press, 2006

）, pp. ix-x.

（
4
）  Tsuneo Akaha, 

“Cybernetic Analysis of Japan

’s Fishery Policy Process,

” Robert L. Fiedheim
 et al. eds., Japan and the N

ew 
O
cean Regim

e （Boulder and London: W
estview

 Press, 1984
）, pp. 173 -226.

（
5
）  

山
内
康
英
『
交
渉
の
本
質

―
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
転
換
と
日
本
外
交
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
。

（
6
）  

栗
林
忠
男
「
国
際
海
洋
秩
序
と
日
本
の
法
的
対
応
」
栗
林
忠
男
・
秋
山
昌
廣
編
著
『
海
の
国
際
秩
序
と
海
洋
政
策
』
東
信
堂
、
二
〇
〇
六
年
、

三
―
一
八
頁
。

（
7
）  

こ
こ
で
言
う
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
と
は
、
海
洋
と
い
う
領
域
に
お
い
て
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
が
共
有
す
る
基
本
理
念
（principle

）、
行
動
の

原
則
（norm

）、
ル
ー
ル
や
手
続
き
（rule and procedure

）
な
ど
の
諸
要
素
の
集
合
体
を
指
し
、
そ
れ
は
諸
国
際
制
度
（
条
約
、
協
定
、
合
意
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書
な
ど
）
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
る
。
レ
ジ
ー
ム
を
構
成
す
る
諸
要
素
は
、
他
の
国
際
制
度
と
同
様
に
不
断
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
変
化

に
よ
っ
て
レ
ジ
ー
ム
の
性
格
も
変
わ
っ
て
く
る
。
本
稿
で
取
り
扱
う
国
際
海
洋
レ
ジ
ー
ム
に
お
い
て
は
、「
狭
い
領
海
、
広
い
公
海
」
と
い
う
レ

ジ
ー
ム
の
基
本
理
念
が
七
〇
年
代
に
か
け
て
「
広
い
領
海
、
狭
い
公
海
」
に
変
わ
り
、
そ
の
理
念
を
具
体
化
す
る
国
際
制
度
も
国
連
海
洋
法
条
約

と
い
う
形
に
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
山
内
康
英
「
海
洋
レ
ジ
ー
ム
の
現
状
と
日
本
の
対
応
」『
国
際
問
題
』
第
四
三
八
号
、
一
九
九
六
年

九
月
、
四
七
―
四
八
頁
。

（
8
）  Euan G

raham
, Japan

’s Sea Lane Security, 1940 -2004: A
 m

atter of life and death? 

（N
ew

 York: Routledge, 2006

）, Chapter 
4 -6.

（
9
）  

佐
藤
晋
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
日
本
外
交

―
国
際
経
済
混
乱
と
中
国
台
頭
の
『
シ
ョ
ッ
ク
』
の
中
で
」
波
多
野
澄
夫
編
著
『
冷
戦
変
容
期
の
日

本
外
交

―
「
ひ
よ
わ
な
大
国
」
の
危
機
と
模
索
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
五
頁
。

（
10
）  

『
米
国
の
外
交
関
係
』
の
う
ち
、
米
国
の
海
洋
政
策
に
関
連
す
る
文
書
の
多
く
は
電
子
版
の
形
で
の
み
公
開
さ
れ
て
お
り
、
次
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
で
確
認
で
き
る
。http://history.state.gov/historicaldocum

ents

。
ま
た
、
本
稿
の
用
い
る
米
国
務
省
の
外
交
電
文
は
七
三
年
か
ら
七
八
年

ま
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
レ
コ
ー
ド
・
グ
ル
ー
プ
59
に
属
す
る
。
米
国
立
公
文
書
館
が
「
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
・
ア
ク
セ
ス
（Access 

to Archival D
atabases

：
以
下
、
Ａ
Ａ
Ｄ
）」
を
通
じ
て
電
子
公
開
し
て
お
り
、
次
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
可
能
で
あ
る
。https://aad.ar-

chives.gov/aad/series-list.jsp?cat=W
R43 （

最
終
ア
ク
セ
ス
：
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
一
日
）。

（
11
）  

深
津
栄
一
「
海
洋
は
管
理
で
き
る
か
：
海
洋
法
論
争
の
過
去
・
現
在
・
未
来
」『
国
際
問
題
』
第
一
六
九
号
、
一
九
七
三
年
、
四
―
六
頁
。

（
12
）  

島
田
征
夫
・
林
司
宣
『
国
際
海
洋
法
』
有
信
堂
高
文
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一
一
頁
。

（
13
）  

都
留
康
子
「『
海
洋
の
自
由
』
か
ら
『
海
洋
の
管
理
』
の
時
代
へ

―
環
境
問
題
と
の
連
関
に
よ
る
国
際
海
洋
漁
業
資
源
の
規
範
変
化
の
過

程
」『
国
際
政
治
』
第
一
四
三
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
〇
頁
。

（
14
）  

島
田
・
林
、
前
掲
書
、
一
二
―
一
三
頁
。

（
15
）  

筒
井
若
水
「
領
域
法
体
制
と
そ
の
動
揺
」『
国
際
政
治
』
第
二
〇
四
号
、
一
九
七
七
年
、
七
頁
。

（
16
）  

栗
林
忠
男
『
現
代
国
際
法
』
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義
塾
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学
出
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会
、
一
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九
年
、
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頁
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）  

栗
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、
前
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、
二
七
一
頁
。

（
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）  
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、
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。

（
19
）  M

em
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nder Secretary of State for Political Affairs 
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S 1969 ‒1976, 
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）, D
ocum

ents on G
lobal Issues, 1969‒1972, D
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ent 334.

（
20
）  Jose A. de Yturriaga, Straits U

sed for International N
avigation （D

ordrecht: M
artinus N

ijhoff Publishers, 1991

）, p. 46.
（
21
）  
「
秘
・
大
陸
棚
鉱
物
資
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開
発
促
進
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要
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案
）」
一
九
六
九
年
九
月
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四
日
、
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務
省
公
開
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交
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録
「
諸
外
国
海
洋
開
発
」
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〇
一
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八
一
四
、
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交
史
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館
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（
22
）  
大
日
本
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産
会
「
大
陸
棚
鉱
物
資
源
開
発
促
進
法
案
に
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す
る
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産
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の
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書
」
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、
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務
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交
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録

「
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邦
海
洋
開
発
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〇
一
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九
、
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交
史
料
館
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（
23
）  

石
井
恂
「
総
合
的
な
海
洋
開
発
政
策
は
幻
想
か
？
」『
海
洋
時
報
』
一
九
七
八
年
一
〇
月
、
一
九
頁
。

（
24
）  Tokyo to D

epartm
ent of State, 

“JAPAN

’S ATTITU
D
E O

N
 JU

RISD
ICTIO
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 O
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AST,
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（
25
）  

セ
リ
グ
・
Ｓ
・
ハ
リ
ソ
ン
著
、
中
原
伸
之
訳
『
中
国
の
石
油
戦
略

―
大
陸
棚
資
源
開
発
を
め
ぐ
っ
て
』
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
七
八
年
、

一
五
六
―
一
五
八
頁
。

（
26
）  

高
坂
正
堯
「
海
洋
国
家
日
本
の
構
想
」『
中
央
公
論
』
一
九
六
四
年
九
月
、
四
八
―
八
〇
頁
。

（
27
）  

山
内
、
前
掲
書
、
四
一
―
五
〇
頁
。

（
28
）  

今
川
瑛
一
「
独
走
す
る
マ
ラ
ッ
カ
海
峡
自
主
防
衛
論
」『
別
冊
潮
』
一
九
六
九
年
一
〇
月
、
二
一
六
―
二
二
五
頁
お
よ
び
壺
井
玄
剛
「
二
億
ト

ン
の
原
油
が
通
過
す
る
」『
世
界
週
報
』
一
九
七
一
年
一
二
月
一
四
日
、
四
六
―
四
九
頁
。

（
29
）  Euan G

raham
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’s Sea Lane Security, pp. 102 ‒104.

（
30
）  

中
馬
清
福
『
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軍
備
の
政
治
学
』
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社
、
一
九
八
五
年
、
一
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―
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一
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（
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「
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序
」『
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五
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四
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。
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、
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新
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一
九
七
三
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月
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八
日
。
こ
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洋
法
本
部
体
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、
日
本
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国
連
海
洋
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約
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一
九
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六
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と
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海
洋
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の
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。
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革
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。
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「
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「
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の
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ocum

ent 376.
（
38
）  M
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岡
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「
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カ
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と
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岸
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国
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世
界
週
報
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一
九
七
一
年
一
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四
日
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四
〇
―
四
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頁
。
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）  D
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ent of State to Tokyo, 
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IEW

S O
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「
マ
ラ
ッ
カ
海
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」『
世
界
週
報
』
一
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七
二
年
四
月
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日
、
一
四
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一
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よ
び
「
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マ
ラ
ッ
カ
海

峡
」『
世
界
週
報
』
一
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七
二
年
四
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二
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日
、
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―
一
三
頁
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）  
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Ｇ
・
ト
ム
ソ
ン
「
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カ
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世
界
週
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な
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。
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igital N

ational Security Archive （D
N
SA

）. D
N
SA

は
、
米
国
家
安
全
保
障
文
書
館
が
提
供

す
る
デ
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ェ
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提
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と
り
わ
け
遠
洋
漁
業
に
依
存
す
る
日
本
と
の
貿
易
摩
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す
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D
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ocum

ent 225.

（
66
）  

外
務
省
公
開
外
交
記
録
「
領
海
／
12
海
里
問
題
」
二
〇
一
二
―
二
七
〇
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史
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／
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史
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。
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築
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。
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。
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epartm
ent of State, 

“LO
S: STRAITS AN

D
 JAPAN,
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検
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漁
業
水
域
問
題
」
一
九
七
七
年
三
月
三
〇
日
、
外
務
省
公
開
外
交
記
録
「
2
0
0
海
里
漁
業
水
域
設
定
」
二
〇

一
二
―
二
六
七
九
、
外
交
史
料
館
。

（
89
）  Tokyo to D

epartm
ent of State, 

“JAPA
N
 TO

 A
N
N
O
U
N
CE IN

TEN
T TO

 ESTA
BLISH

 200 M
ILE EXCLU

SIV
E FISH

IN
G
 

ZO
N
E,

” M
arch 26, 1977, AAD.

（
90
）   

山
内
、
前
掲
書
、
一
六
六
―
一
七
五
頁
、
二
六
二
―
二
六
三
頁
。
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許　

元
寧
（
ホ
　
ウ
ォ
ニ
ョ
ン
）

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
　
　
高
麗
大
学
大
学
院
中
日
語
文
学
科
修
士
課
程

専
攻
領
域
　
　
国
際
関
係
論
、
日
中
関
係

主
要
著
作
　
　「
日
本
の
認
識
変
化
と
海
洋
政
策
の
転
換

―
東
シ
ナ
海
大
陸
棚
紛
争
を
中
心
に
」

　
　
　
　
　
　『
韓
日
軍
事
文
化
研
究
』
第
一
七
輯
（
二
〇
一
四
年
）（
韓
国
語
）


