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安保条約の条約期限に関する考察（二・完）　

安
保
条
約
の
条
約
期
限
に
関
す
る
考
察
（
二
・
完
）　

鍛　
　

治　
　

一　
　

郎

は
じ
め
に

第
一
章　

条
約
期
限
の
不
備

第
二
章　

条
約
期
限
と
憲
法
改
正
（
以
上
、
第
六
九
巻
第
五
号
）

第
三
章　

条
約
期
限
と
沖
縄
返
還

結
論
（
以
上
、
本
号
）

　

さ
て
、
他
の
条
項
の
問
題
も
含
め
、
安
保
改
定
に
ま
つ
わ
る
米
国
政
府
内
の
調
整
を
終
え
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
一
〇
月
四
日
、
日

本
側
に
米
国
側
の
草
案
を
交
付
し
た
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
条
約
期
限
に
つ
い
て
日
米
両
国
は
同
じ
方
針
に
達
し
て
お
り
、

最
終
的
に
出
来
上
が
っ
た
条
文
は
こ
の
と
き
両
者
が
考
え
て
い
た
も
の
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
条
約
は
一
〇
年
間
固
定

さ
れ
、
そ
れ
以
降
は
無
期
限
に
続
く
が
、
一
年
の
猶
予
の
の
ち
、
日
米
い
ず
れ
か
一
方
の
意
思
の
み
で
条
約
の
廃
棄
が
可
能
と
な
る
条

約
期
限
で
あ
る
。
だ
が
、
日
米
交
渉
の
結
果
、
い
く
つ
か
の
修
正
と
問
題
が
浮
上
し
た
。

　

交
渉
の
焦
点
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
、
重
光
試
案
で
問
題
と
な
っ
た
、
条
約
期
限
と
条
約
の
適
用
地
域
の
関
係

で
あ
る
。
新
し
い
安
保
条
約
の
適
用
地
域
の
範
囲
を
ど
こ
ま
で
に
す
る
か
は
、
大
ま
か
に
三
通
り
の
考
え
方
が
あ
っ
た
。（
西
）
太
平

（
76
）
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論　　　説

洋
、
日
本
本
土
と
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
、
そ
し
て
日
本
本
土
の
み
、
で
あ
る
。
太
平
洋
が
適
用
地
域
な
ら
日
米
が
互
い
に
守
り
あ
う
か

た
ち
と
な
り
条
約
の
相
互
性
は
保
た
れ
る
が
、
日
本
に
と
っ
て
憲
法
上
の
疑
念
が
生
じ
、
日
本
本
土
を
日
米
が
守
り
あ
う
か
た
ち
に
す

れ
ば
条
約
の
相
互
性
が
不
明
瞭
に
な
る
問
題
が
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
適
用
地
域
に
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
が
含
ま
れ
る
場
合
、
重
光
の
試
案
が
示
し
た
よ
う
に
、
固
定
期
限
の
長
さ
と
両
諸
島
の

施
政
権
返
還
の
問
題
が
あ
っ
た
。
も
し
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
を
適
用
地
域
に
入
れ
て
、
日
米
が
日
本
本
土
と
沖
縄
・
小
笠
原
諸
島
を
守

り
あ
う
場
合
、「
沖
縄
の
施
政
権
が
返
還
さ
れ
れ
ば
、
条
約
の
相
互
性
が
失
わ
れ
、
し
た
が
つ
て
、
条
約
の
存
立
の
基
礎
が
失
わ
れ

る
」
こ
と
に
な
る
た
め
、「
日
本
は
沖
縄
の
施
政
権
返
還
を
当
分
（
少
く
と
も
条
約
の
確
定
有
効
期
間
は
）
あ
き
ら
め
た
と
い
う
こ
と

を
、
公
け
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
」。
そ
の
た
め
、
外
務
省
は
条
約
期
限
を
「
条
約
地
域
、
駐
兵
な
ど
を
中
心
と
す
る
条
約
の
性
格
い

か
ん
に
よ
り
影
響
を
う
け
る
」
も
の
と
考
え
た
。

　

こ
の
問
題
は
、
米
国
の
求
め
る
「
持
続
性
が
あ
り
且
つ
信
頼
性
の
あ
る
」
条
約
の
あ
り
方
と
も
ぶ
つ
か
っ
た
。
仮
に
返
還
に
よ
っ
て

相
互
性
の
基
礎
が
失
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
日
米
関
係
を
安
定
せ
る
基
礎
」
と
し
て
の
「
永
続
性
あ
る
条
約
」
に
傷
を
つ
け
る
恐
れ
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
時
期
、
外
務
省
は
条
約
の
固
定
期
限
を
五
年
に
縮
め
る
こ
と
も
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　

最
終
的
に
こ
の
問
題
は
、
日
本
が
沖
縄
を
軸
に
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
い
う
批
判
が
日
本
国
内
に
起
き
た
こ
と
や
、
沖
縄
を
適
用

地
域
に
入
れ
る
こ
と
で
沖
縄
の
施
政
権
問
題
が
か
ら
む
こ
と
を
米
国
が
懸
念
し
た
た
め
、
適
用
地
域
を
日
本
本
土
に
限
定
す
る
こ
と
で

決
着
が
つ
い
た
。
同
時
に
、
固
定
期
限
も
一
〇
年
に
戻
す
こ
と
で
落
ち
着
い
た
。

　

条
約
期
限
に
関
す
る
二
つ
目
の
争
点
は
、
無
期
限
を
ど
う
表
記
す
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
の
三
月
に
入
り
、
日
本
側
は

無
期
限
と
い
う
表
現
を
、
国
連
の
措
置
が
有
効
と
日
米
両
政
府
が
認
め
る
ま
で
、
と
い
っ
た
か
た
ち
に
字
句
修
正
す
る
よ
う
、
米
国
側

に
求
め
た
。
こ
の
と
き
の
日
本
側
の
目
的
は
、
日
本
国
内
に
よ
り
な
じ
み
や
す
い
よ
う
国
連
と
の
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
り
、

（
77
）

（
78
）

（
79
）

（
80
）

（
81
）

（
82
）

（
83
）
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安保条約の条約期限に関する考察（二・完）　

無
期
限
の
趣
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
無
期
限
の
表
記
で
は
条
約
の
永
続
性
が
強
く
出
す
ぎ
て
し
ま
い
、
か

え
っ
て
日
本
国
内
の
批
判
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
を
懸
念
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
日
本
側
の
要
求
に
米
国
側
は
難
色
を
示
し
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
「
嫌
々
十
年
経
っ
た
ら
そ
れ
で
終
了
と
云
ふ
感
じ
で

あ
る
」
と
そ
の
消
極
性
を
批
判
し
た
。
だ
が
、
最
終
的
に
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
修
正
が
無
期
限
の
趣
旨
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判

断
し
、
い
く
つ
か
問
題
視
し
た
表
現
を
修
正
し
た
う
え
で
日
本
の
提
案
に
同
意
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

第
三
の
争
点
と
な
っ
た
の
は
、
一
〇
年
の
固
定
期
限
に
対
す
る
解
釈
で
あ
る
。
一
九
五
九
年
秋
、
自
民
党
内
で
河
野
一
郎
を
中
心
に
、

改
定
内
容
の
再
交
渉
を
求
め
る
運
動
が
起
き
た
。
河
野
の
要
求
の
な
か
に
は
、
固
定
期
限
が
有
効
の
あ
い
だ
で
も
条
約
の
再
検
討
が
可

能
に
な
る
よ
う
な
合
意
議
事
録
を
つ
く
る
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
河
野
は
、
国
務
次
官
補
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
対
し
、

憲
法
改
正
が
実
現
し
日
本
が
米
国
と
防
衛
責
任
を
分
担
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
条
約
が
再
改
定
出
来
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
説
明

し
て
い
る
。

　

だ
が
、
米
国
は
こ
の
要
求
を
拒
否
し
た
。
そ
の
よ
う
な
議
事
録
は
、
条
約
再
検
討
の
問
題
を
常
に
呼
び
起
こ
す
危
険
が
あ
り
、
そ
も

そ
も
米
国
は
条
約
再
検
討
の
よ
う
な
事
態
を
防
ぐ
た
め
に
固
定
期
限
を
設
定
し
た
わ
け
で
あ
る
。
河
野
の
要
求
は
、
米
国
の
目
的
と
相

反
し
て
い
た
。
最
終
的
に
こ
の
提
案
は
取
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
合
意
議
事
録
を
め
ぐ
る
日
米
交
渉
で
、
固
定
期
限
内

に
条
約
の
改
定
は
困
難
で
あ
る
と
の
解
釈
が
日
米
両
政
府
間
で
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

新
安
保
条
約
が
調
印
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
の
一
月
で
あ
る
。
こ
の
条
約
の
期
限
は
第
一
〇
条
に
置
か
れ
、
次
の
よ
う
に
規
定

し
た
。

　
「
こ
の
条
約
は
、
日
本
区
域
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
十
分
な
定
め
を
す
る
国
際
連
合
の
措
置
が
効
力
を
生

（
84
）

（
85
）

（
86
）

（
87
）

（
88
）

（
89
）
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じ
た
と
日
本
国
政
府
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
が
認
め
る
時
ま
で
効
力
を
有
す
る
。

　

も
つ
と
も
、
こ
の
条
約
が
一
〇
年
間
効
力
を
存
続
し
た
後
は
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
、
他
方
の
締
約
国
に
対
し
こ
の
条
約
を
終
了
さ

せ
る
意
思
を
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
場
合
に
は
、
こ
の
条
約
は
、
そ
の
よ
う
な
通
告
が
行
な
わ
れ
た
後
一
年
で
終
了
す
る
。」

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
新
安
保
条
約
の
期
限
は
、
日
米
両
国
の
主
張
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
な
っ
た
。
ま
ず
、
廃
棄
通
告
の

規
定
は
、
主
権
国
家
と
し
て
米
国
と
対
等
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
日
本
が
求
め
続
け
て
き
た
条
約
期
限
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
規
定

が
条
約
の
存
続
を
さ
ま
た
げ
る
可
能
性
を
考
慮
し
た
米
国
は
、
条
約
を
継
続
さ
せ
る
最
低
限
の
保
証
と
し
て
、
一
〇
年
の
固
定
期
限
を

条
文
に
挿
入
さ
せ
た
。

　

固
定
期
限
を
必
要
と
し
た
の
は
日
本
も
同
じ
だ
が
、
そ
の
事
情
は
米
国
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
日
本
は
当
初
、
固
定
期
限
を
米
国
と

相
互
的
な
防
衛
条
約
を
つ
く
る
た
め
の
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
み
な
し
た
。
つ
ま
り
、
日
本
は
固
定
期
限
を
米
国
と
よ
り
対
等
な

関
係
を
つ
く
る
た
め
の
手
段
と
考
え
た
。
安
保
改
定
交
渉
が
始
ま
る
と
、
期
限
を
日
米
対
等
化
の
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
す
る
考

え
は
明
示
的
で
は
な
く
な
っ
た
が
、
岸
は
固
定
期
限
が
き
れ
た
あ
と
の
条
約
再
改
定
を
期
待
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
新
安
保
条
約
の

国
会
審
議
に
お
い
て
、
公
聴
人
と
し
て
条
約
期
限
の
意
義
を
評
し
た
大
平
善
梧
一
橋
大
学
教
授
の
次
の
言
葉
は
、
日
本
の
立
場
や
岸
の

期
待
な
ど
を
も
っ
と
も
よ
く
要
約
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
今
後
十
年
に
よ
っ
て
日
本
は
ま
す
ま
す
国
力
を
充
実
い
た
し
ま
し
て
、
さ
ら
に
よ
り
よ
き
発
展
を
遂
げ
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
ま
で
の

間
十
年
は
必
要
で
あ
ろ
う
、
そ
う
考
え
ま
す
と
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
終
わ
り
が
こ
れ
か
ら
約
十
年
、
ち
ょ
う
ど
終
わ
り
が
一
致
す
る
わ
け
で

あ
り
ま
し
て
、
十
年
は
相
当
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
無
期
限
が
十
年
に
な
っ
た
。
十
年
後
に
お
き
ま
し
て
は
日
本
は
非
常
な
強
い
立
場

（阪大法学）69（6-94）　1278〔2020.3〕
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に
立
ち
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
法
律
的
に
も
政
治
的
に
も
、
新
し
い
安
保
体
制
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
が
約
束
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
か
ら
、
私
は
こ
の
条
約
の
最
大
の
利
点
と
い
た
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。」

　

だ
が
、
か
つ
て
米
国
が
懸
念
し
た
よ
う
に
、
こ
の
条
約
期
限
に
は
も
う
一
つ
可
能
性
が
あ
っ
た
。
新
安
保
条
約
承
認
の
強
行
採
決
を

き
っ
か
け
に
、
国
会
は
空
転
し
、
大
規
模
な
安
保
反
対
運
動
、
い
わ
ゆ
る
安
保
騒
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
固
定
期
限
が

き
れ
、
条
約
の
廃
棄
が
可
能
と
な
る
一
九
七
〇
年
に
安
保
騒
動
が
再
現
し
、
条
約
が
解
消
さ
れ
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
い

わ
ゆ
る
「
一
九
七
〇
年
問
題
」
で
あ
り
、
固
定
期
限
が
切
れ
る
一
九
七
〇
年
に
、
安
保
条
約
を
続
け
る
の
か
、
変
え
て
続
け
る
の
か
、

そ
れ
と
も
、
止
め
る
の
か
。
安
保
条
約
を
め
ぐ
る
、
日
米
両
国
の
新
た
な
課
題
と
な
っ
た
。

第
三
章　

条
約
期
限
と
沖
縄
返
還

　

安
保
改
定
の
交
渉
当
事
者
の
一
人
で
あ
っ
た
東
郷
は
、
安
保
条
約
の
将
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

　
「
現
行
安
保
条
約
は
相
互
防
衛
と
日〈

マ

マ

〉

本
憲
法
を
両
立
さ
せ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
所
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
を
右
の
よ
う
な

方
向
（
よ
り
双
務
的
な
条
約
。
筆
者
注
）
で
改
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
改
正
と
云
わ
ぬ
迄
も
、
少
な
く
と
も
集
団
的
自
衛
権

は
行
使
で
き
な
い
と
云
う
憲
法
解
釈
を
改
め
て
か
か
ら
な
け
れ
ば
出
来
な
い
相
談
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。」

　

新
安
保
条
約
を
さ
ら
に
対
等
な
か
た
ち
に
改
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
憲
法
を
は
じ
め
と
し
た
、
日
本
の
国
内
法
制
度
の
変
更
が
不
可
欠

と
な
る
。
前
章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
安
保
改
定
の
際
、
日
本
に
は
条
約
期
限
を
て
こ
に
、
憲
法
改
正
と
安
保
条
約
の
相
互
防
衛
化
の
実

（
90
）

（
91
）

（
92
）
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現
を
は
か
る
構
想
が
存
在
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
安
保
条
約
の
延
長
議
論
を
き
っ
か
け
に
、
自
民
党
、
特
に
、
岸
な
ど
の

右
派
や
防
衛
族
議
員
な
ど
が
、
憲
法
改
正
や
日
本
の
安
全
保
障
政
策
の
転
換
を
主
張
し
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
固
定
延
長
論
と
呼
ば
れ

る
議
論
で
あ
る
。

　

安
保
騒
動
の
責
任
を
と
り
首
相
を
辞
任
し
た
岸
は
、
一
九
六
五
年
一
〇
月
、「
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
誌
（ForeignA

f-

fairs

）」
に
ひ
と
つ
の
論
文
を
投
稿
し
た
。「
日
本
の
政
治
の
動
向
」
と
題
し
た
論
文
で
岸
は
、
自
民
党
の
政
策
課
題
の
中
心
に
憲
法
改

正
を
す
え
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
岸
に
と
っ
て
憲
法
改
正
は
、
日
本
の
敗
戦
・
占
領
の
残
滓
を
払
拭
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
り
、「
こ

こ
数
年
間
は
安
保
再
改
定
と
並
ん
で
日
本
の
政
治
が
当
面
す
る
最
大
課
題
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
論
文
の
中
で
岸
は
「
安
保
再
改
定

問
題
に
は
一
九
七
〇
年
に
必
然
的
に
直
面
す
る
。
私
は
憲
法
改
正
問
題
に
積
極
的
に
挑
む
こ
と
が
自
民
党
の
体
質
改
善
に
も
効
果
的
で

あ
る
と
確
信
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
岸
は
「
安
保
再
改
定
問
題
」、
つ
ま
り
固
定
期
限
が
き
れ
る
一
九
七
〇
年
に
、
安
保
条

約
を
ど
う
す
る
か
の
問
題
と
憲
法
改
正
を
セ
ッ
ト
で
論
じ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
の
と
き
岸
は
、
憲
法
改
正
と
安
保
条
約
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
安
保
条
約
に
つ
い

て
だ
が
、
一
九
六
三
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
岸
は
、
安
保
改
定
の
狙
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
。
安
保
改
定

の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
は
一
〇
年
の
固
定
期
限
で
あ
り
、
そ
の
ね
ら
い
は
、「
そ
れ
は
十
年
経
て
ば
国
際
情
勢
が
か
わ
る
。
そ

の
と
き
改
め
て
再
検
討
し
よ
う
と
い
う
の
だ
」
と
、
固
定
期
限
が
条
約
再
検
討
の
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
あ
る
点
を
解
説
し
て
い
る
。

　

だ
と
す
る
と
、
岸
は
一
九
七
〇
年
に
安
保
条
約
の
再
検
討
、
つ
ま
り
安
保
再
改
定
を
行
う
べ
き
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
や
ら
、

岸
は
条
約
内
容
を
変
え
る
こ
と
ま
で
は
、
こ
の
と
き
考
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
条
約
期
限
は
別
だ
っ
た
。
一
九
六
六
年
に

発
表
し
た
論
考
に
お
い
て
岸
は
、
安
保
条
約
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
「
今
日
ま
で
の
運
用
の
実
際
を
み
る
に
、
さ
し
た
る
不
つ

ご
う
は
感
じ
ら
れ
な
い
」
が
、
国
内
外
の
安
保
反
対
運
動
を
考
慮
す
れ
ば
、「
結
論
的
に
、
ど
う
し
て
も
日
米
安
保
条
約
の
期
限
を
一
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九
七
〇
年
を
機
会
に
、
あ
ら
た
め
て
一
定
期
間
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
、
固
定
期
限
を
さ
ら
に
一
〇
年
延
ば
す
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

こ
の
と
き
の
岸
の
主
張
は
、
固
定
期
限
を
さ
ら
に
一
〇
年
延
長
す
る
よ
う
安
保
条
約
を
改
定
し
、
同
時
に
自
民
党
が
憲
法
改
正
に
取

り
組
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
前
章
で
ふ
れ
た
、
安
保
改
定
時
の
岸
の
構
想
と
後
年
の
回
想
を
あ
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
お
そ
ら
く
岸
は
固
定

期
限
の
再
延
長
に
、
以
下
の
役
割
を
期
待
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
が
、
日
本
国
内
で
の
安
全
保
障
議
論
の
活
性
化
で
あ
る
。

条
約
期
限
の
変
更
は
国
会
審
議
の
対
象
と
な
る
た
め
、
必
然
的
に
国
会
で
安
保
条
約
に
関
す
る
議
論
が
行
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
議
論
を

き
っ
か
け
に
憲
法
改
正
に
対
す
る
日
本
国
民
の
意
識
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
が
岸
の
ね
ら
い
と
み
ら
れ
る
。
岸
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

「
憲
法
改
正
を
す
べ
き
で
あ
る
、
あ
る
い
は
改
正
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
し
め
る
よ
う
な
宣
伝
、
教
育
」
で

あ
る
。
実
際
、
一
九
六
八
年
に
行
わ
れ
た
講
演
の
な
か
で
岸
は
、
自
身
の
遊
説
が
日
本
国
民
の
理
解
を
得
つ
つ
あ
り
、
ま
た
各
紙
が
安

全
保
障
問
題
を
検
討
す
る
委
員
会
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
、
固
定
延
長
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
が
、
そ
う
し
て
活
性
化
し
た
議
論
を
背
景
に
安
保
条
約
の
相
互
防
衛
化
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
岸
に
、

憲
法
改
正
と
相
互
防
衛
条
約
化
を
直
接
結
び
付
け
る
言
動
は
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
に
は
、
岸
の

固
定
延
長
論
が
「
期
間
を
長
期
固
定
化
し
て
、
現
行
の
片
務
的
な
内
容
を
双
務
的
な
も
の
に
改
め
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
観
測
す
る
も

の
が
あ
っ
た
。
ま
た
岸
は
、
安
保
条
約
が
相
互
防
衛
的
で
な
い
こ
と
に
内
心
の
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
。
さ
き
に
触
れ
た
一
九
六
八
年

の
講
演
で
、
岸
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
も
し
も
日
本
が
安
全
を
侵
さ
れ
る
と
き
は
、
ア
メ
リ
カ
は
兵
隊
を
出
し
て
と
こ
と
ん
ま
で
守
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ア
メ
リ
カ
が
ど

こ
か
か
ら
や
ら
れ
た
と
き
は
日
本
が
行
っ
て
助
け
る
。
こ
れ
で
初
め
て
双
務
的
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
が
ど
う
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
が
助
け
る
と
い
う
こ
と
は
条
約
に
一
つ
も
書
い
て
な
い
。」
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お
そ
ら
く
岸
は
、
一
九
七
〇
年
ま
で
に
憲
法
改
正
を
お
こ
な
い
、
安
保
条
約
を
相
互
防
衛
条
約
に
き
り
か
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
判

断
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
岸
の
後
継
首
相
と
な
っ
た
池
田
勇
人
は
、
憲
法
の
問
題
な
ど
、
安
保
騒
動
の
再
来
を
引
き
起
こ
し
か

ね
な
い
安
全
保
障
関
係
の
議
論
を
棚
上
げ
し
て
い
た
。
ま
た
、
衆
議
院
で
も
参
議
院
で
も
自
民
党
が
三
分
の
二
を
超
え
る
議
席
を
も
つ

見
込
み
も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
自
身
の
念
願
の
実
現
を
さ
ら
に
一
〇
年
、
一
九
八
〇
年
ま
で
延
ば
す
こ
と
の
含
み
も
込
め
て
、
安

保
条
約
の
固
定
延
長
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

岸
と
同
様
の
考
え
は
、
自
民
党
の
右
派
・
防
衛
族
議
員
の
な
か
に
も
見
ら
れ
た
。
議
論
の
中
心
と
な
っ
た
の
が
、
自
民
党
の
安
全
保

障
調
査
会
だ
っ
た
。
安
全
保
障
調
査
会
は
池
田
政
権
の
方
針
で
あ
る
憲
法
改
正
の
棚
上
げ
に
批
判
的
で
あ
り
、
一
九
六
三
年
に
出
し
た

報
告
書
に
お
い
て
も
、
一
九
七
〇
年
問
題
に
つ
い
て
「
ま
だ
約
七
年
も
あ
る
な
ど
と
ノ
ン
キ
に
な
っ
て
お
れ
な
い
の
で
あ
る
」
と
、
池

田
政
権
の
対
応
を
批
判
し
た
。

　

安
全
保
障
調
査
会
が
一
九
七
〇
年
問
題
へ
の
対
応
作
業
を
始
め
た
の
は
、
池
田
首
相
が
退
陣
し
、
後
継
に
佐
藤
栄
作
が
選
ば
れ
て
か

ら
だ
っ
た
。
見
直
し
作
業
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、
太
平
洋
戦
争
時
の
海
軍
省
軍
務
局
長
で
あ
り
、
戦
後
に
政
治
家
へ
と
転
身
し
、
当

時
は
安
全
保
障
調
査
会
副
会
長
で
あ
っ
た
保
科
善
四
郎
で
あ
る
。

　

保
科
は
日
本
の
安
全
保
障
体
制
の
強
化
を
主
張
し
、
安
全
保
障
会
議
の
設
置
や
防
諜
法
令
の
制
定
、
防
衛
庁
の
省
昇
格
な
ど
を
重
視

し
た
が
、
特
に
関
心
を
寄
せ
た
の
が
、
安
保
条
約
の
継
続
と
運
用
で
あ
っ
た
。
保
科
は
、
廃
棄
通
告
の
規
定
を
問
題
視
し
、「
日
米
安

保
体
制
を
つ
ね
に
安
定
し
た
基
礎
の
上
に
お
く
べ
き
だ
」
と
の
考
え
か
ら
、
第
一
〇
条
の
改
定
、
つ
ま
り
、
固
定
期
限
を
一
〇
年
再
延

長
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

ま
た
保
科
は
、
岸
と
同
じ
く
、
安
保
条
約
が
相
互
的
で
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
っ
て
い
た
。
安
保
条
約
は
「
日
本
が
攻
撃
さ
れ
た
と

き
は
、
ア
メ
リ
カ
が
守
っ
て
く
れ
、
ア
メ
リ
カ
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
は
、
日
本
は
守
る
こ
と
は
し
な
く
て
い
い
と
い
う
偏
務
的
な
条
約
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で
、
日
本
は
基
地
だ
け
を
与
え
て
い
る
の
が
現
実
」
で
あ
り
、「
核
持
ち
込
み
を
や
ら
な
い
と
か
、
海
外
派
兵
は
や
ら
な
い
と
か
こ
ん

な
考
え
は
、
国
民
感
情
を
気
に
し
す
ぎ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
保
科
の
認
識
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
保
科
も
一
九
七
〇
年
に
安
保
条
約
の
内
容
を
改
め
る
こ
と
は
主
張
し
な
か
っ
た
。
保
科
に
と
っ
て
当
面
の
課
題
は
、
一
九

七
〇
年
は
現
行
条
約
の
ま
ま
一
〇
年
固
定
延
長
し
、
そ
の
間
、
日
本
の
安
全
保
障
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
会
長
代
理

と
し
て
安
全
保
障
調
査
会
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
保
科
は
、
一
九
六
六
年
五
月
六
日
、
一
九
七
〇
年
問
題
へ
の
対
応
も
含
め
た
安
全

保
障
政
策
構
想
を
私
見
の
か
た
ち
で
発
表
す
る
。「
保
科
試
案
」
と
呼
ば
れ
た
そ
の
内
容
は
、
そ
れ
ま
で
保
科
が
発
表
し
て
き
た
論
文

を
下
敷
き
に
し
た
も
の
だ
が
、
中
国
の
核
実
験
や
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
な
ど
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
安
保
条
約
を
一
〇

年
さ
ら
に
固
定
延
長
し
、
そ
の
後
は
五
年
ず
つ
延
長
し
て
い
く
方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
憲
法
改
正
へ
の
取
り
組
み
や
、
核

の
持
ち
込
み
の
容
認
な
ど
、
日
本
の
安
全
保
障
政
策
を
全
面
的
に
見
直
す
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

だ
が
、
こ
う
し
た
固
定
延
長
論
に
は
、
国
内
世
論
の
み
な
ら
ず
、
自
民
党
内
か
ら
も
批
判
が
出
た
。
批
判
の
中
心
に
い
た
の
は
、
池

田
前
首
相
の
側
近
た
ち
だ
っ
た
。
岸
が
「
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
誌
」
に
論
文
を
掲
載
し
た
の
と
同
じ
一
九
六
五
年
、
宮
澤
喜

一
は
自
身
の
著
作
の
な
か
で
、
安
保
条
約
を
よ
り
相
互
化
す
る
考
え
を
批
判
し
た
。
安
保
条
約
が
「
か
り
に
双
務
的
な
も
の
で
な
く
、

片
務
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
な
に
も
ア
メ
リ
カ
は
日
本
の
た
め
に
、
日
米
安
保
条
約
を
結
ん
で
い
る
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
「
自
分
の

た
め
に
も
な
る
と
思
っ
て
、
や
っ
て
い
る
ん
で
す
か
ら
、
そ
れ
だ
け
日
本
に
価
値
が
あ
る
、
と
思
っ
て
お
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
」
と
い

う
の
が
、
宮
澤
の
主
張
だ
っ
た
。

　
「
保
科
試
案
」
が
発
表
さ
れ
る
と
、
池
田
政
権
で
外
相
を
つ
と
め
、
当
時
、
外
交
調
査
会
会
長
代
理
だ
っ
た
小
坂
善
太
郎
が
保
科
へ

の
反
論
を
展
開
し
た
。
小
坂
の
論
文
「
も
う
一
つ
の
自
民
党
安
保
構
想
」
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
一
九
七
〇
年
を
危
機
の
年
と
考
え
、

安
保
反
対
運
動
と
の
対
決
を
呼
び
か
け
る
考
え
自
体
が
間
違
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
そ
の
よ
う
な
不
安
定
な
政
治
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情
勢
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
り
に
十
年
延
長
し
て
も
意
味
が
な
い
。
条
約
は
関
係
国
の
信
頼
感
が
な
け
れ
ば
空
洞
化
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。

　

固
定
延
長
に
反
対
す
る
グ
ル
ー
プ
は
、
安
保
条
約
を
守
る
た
め
改
定
を
行
う
こ
と
自
体
が
条
約
を
解
消
の
危
険
に
さ
ら
す
と
考
え
た
。

彼
ら
は
、
固
定
期
限
が
き
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
廃
棄
通
告
が
有
効
に
な
る
だ
け
で
条
約
自
体
は
無
期
限
に
続
く
の
で
、
条
約
を
い

じ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
延
長
さ
せ
る
こ
と
を
支
持
し
た
。
こ
う
し
た
立
場
は
自
動
延
長
論
と
呼
ば
れ
た
。

　

内
外
の
反
発
を
受
け
、
安
全
保
障
調
査
会
は
、
保
科
を
委
員
長
と
し
、
池
田
政
権
で
官
房
長
官
、
外
相
を
つ
と
め
た
、
自
動
延
長
派

の
大
平
正
芳
も
加
え
た
小
委
員
会
を
つ
く
り
、
そ
こ
で
調
整
を
は
か
っ
た
。
そ
の
後
に
完
成
し
た
第
一
次
中
間
報
告
は
、
大
平
ら
の
意

見
も
あ
っ
て
憲
法
改
正
な
ど
の
項
目
が
取
り
除
か
れ
た
が
、
一
〇
年
の
固
定
延
長
は
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
安
全
保
障
調
査

会
が
第
一
次
中
間
報
告
を
自
民
党
執
行
部
に
提
出
し
た
の
は
一
九
六
六
年
六
月
の
こ
と
で
あ
る
。

　

日
本
国
内
で
ふ
た
つ
の
延
長
論
が
そ
れ
ぞ
れ
展
開
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
米
国
も
一
九
七
〇
年
問
題
へ
の
対
応
を
検
討
し
始
め
て
い
た
。

米
国
は
当
初
、
安
保
条
約
の
延
長
を
楽
観
視
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
国
務
省
は
、
少
な
く
と
も
一
九
六
九
年
か
一
九
七
〇
年
ま
で
は

保
守
勢
力
が
日
本
の
政
権
を
担
う
と
分
析
し
、
駐
日
大
使
館
も
、
日
本
を
自
由
主
義
世
界
と
協
調
さ
せ
る
米
国
の
政
策
が
成
功
を
お
さ

め
た
と
評
価
し
た
。

　

米
国
政
府
が
一
九
七
〇
年
問
題
へ
の
対
処
方
針
策
定
を
急
い
だ
き
っ
か
け
は
、
一
九
六
五
年
二
月
に
開
始
し
た
米
国
の
北
爆
と
、
そ

れ
に
対
す
る
日
本
国
内
の
動
揺
だ
っ
た
。
同
年
五
月
一
九
日
、
駐
日
大
使
館
は
、
北
爆
に
よ
っ
て
日
本
の
対
米
感
情
が
悪
化
し
た
こ
と

を
指
摘
し
、「
六
〇
年
安
保
騒
動
以
来
の
日
米
関
係
の
危
機
」
と
ワ
シ
ン
ト
ン
に
警
告
し
た
。

　

駐
日
大
使
館
が
本
格
的
な
対
日
政
策
の
再
検
討
を
要
請
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
二
か
月
後
の
こ
と
だ
っ
た
。
七
月
一
四
日
、
ラ
ス
ク

（D
avidD

eanRusk

）
国
務
長
官
宛
て
の
メ
モ
の
中
で
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
（Edw

inO
.Reischauer

）
駐
日
米
国
大
使
は
、
日
本
の

左
派
が
安
保
条
約
の
廃
棄
が
可
能
と
な
る
一
九
七
〇
年
を
狙
っ
て
い
る
危
険
性
を
指
摘
し
、「
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
い
て
は
、
一

（
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九
七
〇
年
ま
で
の
日
米
関
係
を
十
分
に
保
障
す
る
よ
う
な
、
友
好
的
な
長
期
傾
向
を
も
は
や
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
た
め
、

「
日
米
関
係
の
中
で
最
も
脆
弱
な
」
問
題
で
あ
る
沖
縄
問
題
も
含
め
、
復
活
し
た
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
応
し
た
、
新
た
な
対

日
政
策
の
研
究
を
開
始
す
る
よ
う
進
言
し
た
。

　

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
の
要
請
を
受
け
、
ワ
シ
ン
ト
ン
は
対
日
政
策
の
検
討
作
業
に
乗
り
出
し
た
。
ラ
ス
ク
は
、
国
務
省
と
国
防
総
省
と
の

間
で
合
同
研
究
を
開
始
す
る
よ
う
マ
ク
ナ
マ
ラ
（RobertStrangeM

cN
am

ara

）
国
防
長
官
に
勧
告
し
、
省
庁
間
上
級
グ
ル
ー
プ

（SeniorInterdepartm
entalGroup,SIG

）、
次
い
で
Ｓ
Ｉ
Ｇ
の
下
級
組
織
で
あ
る
地
域
研
究
極
東
班
（Interdepartm

ental

RegionalGroup/FarEast,IRG/FE

）
に
検
討
を
委
ね
た
結
果
、
四
つ
の
対
日
政
策
文
書
が
出
来
上
が
っ
た
。
そ
の
中
で
、
一
九

七
〇
年
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
が
「
日
米
安
保
条
約
」
で
あ
っ
た
。

　

一
九
六
六
年
五
月
に
出
来
上
が
っ
た
「
日
米
安
保
条
約
」
は
、
米
国
政
府
が
と
る
べ
き
一
九
七
〇
年
問
題
へ
の
対
処
方
針
と
し
て
次

の
三
つ
を
決
定
し
た
。
ひ
と
つ
目
が
、
一
九
七
〇
年
以
降
も
現
在
の
安
保
条
約
を
維
持
す
る
こ
と
。
ふ
た
つ
目
が
、
条
約
の
修
正
や
固

定
延
長
を
し
な
い
こ
と
。
み
っ
つ
目
が
、
一
九
七
〇
年
以
降
も
条
文
を
変
え
ず
に
条
約
を
維
持
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は

佐
藤
首
相
と
協
議
す
る
こ
と
、
ま
た
、
今
後
日
米
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
予
想
さ
れ
る
沖
縄
問
題
は
別
個
に
検
討
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

同
文
書
は
、
安
保
条
約
の
変
更
に
反
対
す
る
理
由
と
し
て
、
そ
も
そ
も
米
国
は
安
保
条
約
を
無
期
限
と
想
定
し
て
い
た
こ
と
を
あ
げ

て
い
る
。
ま
た
、
仮
に
条
約
を
修
正
す
る
と
な
れ
ば
、
安
保
改
定
の
た
め
に
行
っ
た
様
々
な
妥
協
が
両
国
の
国
会
・
議
会
審
議
で
攻
撃

さ
れ
、
様
々
な
付
属
協
定
の
「
明
確
化
」
や
「
再
定
義
」
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
条
約
期
限
の
み
の
改
定
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
条
約
の
他
の
部
分
の
再
検
討
を
呼
び
起
こ
し
て
し
ま
い
、
結
果
、
安
保
条
約
そ
の
も
の
の
安
定
性
を
壊
し
て
し
ま
う
と

指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
安
保
条
約
の
こ
う
し
た
状
態
を
、
同
文
書
は
「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
に
な
ぞ
ら
え
た
。

　

安
保
改
定
の
と
き
と
異
な
り
、
安
保
延
長
の
議
論
で
は
、
米
国
政
府
は
固
定
期
限
を
つ
け
る
こ
と
を
望
ま
な
か
っ
た
。「
日
米
安
保
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条
約
」
は
、
付
属
協
定
も
再
交
渉
の
対
象
に
な
る
、
つ
ま
り
、
条
約
の
再
交
渉
が
「
密
約
」
に
波
及
す
る
の
を
米
国
が
恐
れ
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。
安
保
改
定
時
に
固
定
期
限
を
主
張
し
た
米
軍
部
を
は
じ
め
、
こ
の
と
き
米
国
政
府
が
固
定
延
長
を
取
り
上
げ
な
か
っ

た
の
は
、
こ
の
「
密
約
」
再
交
渉
の
回
避
も
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
安
保
条
約
を
自
動
延
長
す
る
と
し
て
、
条
約
廃
棄
の
可
能
性
を
米
国
政
府
は
ど
う
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
条
約
廃
棄
の
問
題

に
つ
い
て
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
対
日
政
策
の
見
直
し
を
進
言
し
た
一
九
六
五
年
七
月
一
四
日
の
メ
モ
で
、
日
本
の
左

派
が
一
九
七
〇
年
に
安
保
条
約
の
廃
棄
を
ね
ら
っ
て
い
る
と
警
戒
す
る
一
方
、
日
本
は
経
済
力
を
増
強
し
、
政
治
的
緊
張
が
や
わ
ら
い

で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
米
国
に
と
っ
て
好
ま
し
い
傾
向
は
一
九
七
〇
年
ま
で
続
く
と
分
析
し
た
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
傾
向
の
阻
害

要
因
と
な
っ
た
の
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
で
あ
り
、
沖
縄
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
や
や
時
代
は
飛
ぶ
が
、
一
九
六
八
年
一

月
、
米
国
政
府
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
、
日
本
が
今
後
五
年
か
ら
一
〇
年
は
自
由
世
界
と
の
協
調
を
維
持
し
、
一

九
七
〇
年
以
後
の
安
保
条
約
の
維
持
も
、
沖
縄
問
題
を
別
に
す
れ
ば
大
き
な
反
対
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
予
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
米

国
政
府
は
、
安
保
条
約
の
延
長
に
支
障
を
き
た
す
要
因
は
沖
縄
問
題
で
あ
り
、
そ
の
問
題
を
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
れ
ば
、
条
約
の

延
長
は
順
調
に
進
む
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
一
九
七
〇
年
問
題
に
対
し
、
日
本
政
府
は
ど
の
よ
う
な
考
え
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
外
務
省
は
一
九
六
六
年
四
月
、

「
日
米
安
保
条
約
の
問
題
点
」
と
題
す
る
公
式
見
解
を
発
表
し
た
。
こ
の
「
日
米
安
保
条
約
の
問
題
点
」
の
中
で
外
務
省
は
、
安
保
条

約
の
第
一
〇
条
は
、
一
〇
年
過
ぎ
た
ら
期
限
が
切
れ
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
単
に
固
定
期
限
が
切
れ
る
だ
け
で
、

条
約
は
そ
の
後
、
何
も
し
な
く
て
も
自
動
的
に
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
述
べ
た
。
条
約
を
ど
う
延
長
す
る
か
は
政
府
が
選

択
す
る
問
題
で
あ
る
と
明
言
は
避
け
た
が
、
外
務
省
の
方
針
は
自
動
延
長
を
示
唆
し
て
い
た
。

　

当
時
、
北
米
局
長
と
し
て
「
日
米
安
保
条
約
の
問
題
点
」
を
作
成
し
た
安
川
壮
は
、
の
ち
に
回
想
録
で
、
固
定
延
長
に
反
対
し
た
理
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由
を
二
点
あ
げ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
条
約
の
固
定
延
長
の
た
め
に
条
約
を
改
正
す
れ
ば
国
会
の
承
認
が
必
要
と
な
り
、
こ
ち
ら
の
方

が
第
二
の
安
保
騒
動
を
招
来
す
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
が
、
固
定
期
限
を
延
長
す
る
だ
け
の
改
定
案
が
米
国
に
提
示

さ
れ
れ
ば
、
米
上
院
で
日
本
の
よ
り
大
き
な
軍
事
負
担
を
求
め
る
動
き
を
引
き
起
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
、
首
相
で
あ
る
佐
藤
は
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
。
米
国
や
外
務
省
と
違
い
、
佐
藤
は
必
ず
し
も
固
定
延
長
に
反
対
で
は
な
か
っ

た
。
そ
も
そ
も
佐
藤
政
権
自
体
が
池
田
政
権
に
反
発
す
る
議
員
に
支
持
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
佐
藤
自
身
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
首

相
就
任
直
後
、
憲
法
改
正
な
ど
に
積
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。

　

一
九
六
四
年
一
月
、
佐
藤
は
自
民
党
総
裁
選
挙
へ
の
出
馬
の
準
備
と
し
て
、
自
身
の
政
権
構
想
を
ま
と
め
る
ブ
レ
ー
ン
・
グ
ル
ー
プ

を
立
ち
上
げ
て
い
る
。「
Ｓ
オ
ペ
」
の
名
で
知
ら
れ
る
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
討
議
の
結
果
、
沖
縄
問
題
が
佐
藤
政
権
の
中
心
課
題
の
ひ
と

つ
に
す
え
ら
れ
る
が
、
大
き
な
論
争
の
的
と
な
っ
た
の
が
、
佐
藤
政
権
が
憲
法
改
正
に
取
り
組
む
か
ど
う
か
だ
っ
た
。
最
終
的
に
憲
法

改
正
は
佐
藤
の
政
権
構
想
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
首
相
就
任
直
後
の
記
者
会
見
で
佐
藤
が
「
み
ん
な
で
も
う
一
度
、
憲
法
を
よ

く
読
み
直
そ
う
」
と
発
言
す
る
こ
と
で
こ
の
問
題
は
い
っ
た
ん
幕
が
引
か
れ
た
。

　

だ
が
、
一
九
六
四
年
一
二
月
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
大
使
と
会
談
し
た
際
、
佐
藤
は
、
核
兵
器
へ
の
関
心
を
示
し
、
今
後
数
年
で
日
本
は

防
衛
問
題
を
見
直
し
、
今
は
ま
だ
機
が
熟
し
て
い
な
い
が
、
憲
法
も
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
発
言
を
行
っ
た
。
そ
し
て
一
九

六
六
年
二
月
五
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
佐
藤
は
、
次
の
よ
う
な
答
弁
を
行
っ
て
固
定
延
長
を
示
唆
し
た
。

　
「
こ
の
安
全
保
障
条
約
の
そ
の
期
限
が
到
来
い
た
し
ま
し
た
際
に
、
た
だ
単
に
条
文
上
の
た
て
ま
え
か
ら
、
一
方
が
通
告
し
な
い
限

り
こ
れ
は
存
続
す
る
の
だ
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
け
で
一
国
の
安
全
は
確
保
さ
れ
る
と
は
実
は
考
え
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
や
は
り
長

期
的
な
防
衛
計
画
と
い
う
も
の
は
絶
対
に
必
要
だ
、
か
よ
う
な
立
場
で
安
全
保
障
条
約
と
取
り
組
む
べ
き
だ
、
か
よ
う
に
私
は
考
え
て
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お
る
の
で
あ
り
ま
す
。」

　

ま
た
、
三
月
九
日
に
行
わ
れ
た
参
議
院
予
算
委
員
会
で
も
同
様
に
、
長
期
の
防
衛
計
画
の
も
と
延
長
問
題
を
考
え
て
い
る
と
答
弁
し
、

同
じ
文
言
の
条
約
を
再
び
締
結
す
る
こ
と
を
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
さ
き
の
、
米
国
政
策
文
書
「
日
米
安
保
条
約
」
は
、

佐
藤
に
は
条
約
改
定
の
意
図
は
な
い
と
分
析
し
つ
つ
も
、
条
約
の
継
続
な
り
、
条
文
を
改
定
し
な
い
旨
な
り
を
佐
藤
が
意
思
表
示
す
れ

ば
米
国
は
歓
迎
す
る
。
条
約
延
長
に
つ
い
て
の
米
国
の
意
図
も
含
め
、
そ
の
こ
と
を
佐
藤
に
伝
え
る
よ
う
、
同
文
書
は
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー

に
勧
告
し
て
い
る
。

　

果
た
し
て
佐
藤
の
真
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
佐
藤
の
「
長
期
的
な
防
衛
計
画
」
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
答
弁
が
、
翌
三
月
一

〇
日
参
議
院
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
日
佐
藤
は
、
米
国
の
施
政
権
下
に
あ
る
沖
縄
が
攻
撃
さ
れ
れ
ば
、
日
本
も
沖
縄
の
防
衛
に
参
加
す
る

意
欲
が
あ
る
と
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
佐
藤
の
沖
縄
防
衛
発
言
は
野
党
の
反
発
に
あ
い
、
一
六
日
、
答
弁
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ

れ
る
が
、
も
し
佐
藤
が
、
こ
の
沖
縄
防
衛
参
加
発
言
と
、
一
連
の
固
定
延
長
発
言
を
連
動
し
て
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
佐
藤
に
と
っ

て
固
定
延
長
は
、
条
約
期
限
と
、
安
保
条
約
の
適
用
地
域
の
変
更
を
伴
う
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
佐
藤
は
そ
れ
以
上
自
説
を
展
開
せ
ず
、
固
定
延
長
論
か
ら
の
軌
道
修
正
を
は
か
り
は
じ
め
る
。
四
月
、
外
務
省
は
「
日
米
安

保
条
約
の
問
題
点
」
を
発
表
す
る
が
、
そ
の
前
月
の
三
月
二
九
日
、
佐
藤
は
日
記
に
「
外
務
省
と
安
保
で
打
合
せ
を
す
る
」
と
書
き
込

む
な
ど
、
外
務
省
の
延
長
方
針
に
関
与
し
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
民
党
の
安
全
保
障
調
査
会
の
中
間
報
告
が
六

月
二
二
日
に
発
表
さ
れ
、
翌
月
の
七
月
一
日
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
佐
藤
に
米
国
政
府
の
見
解
を
説
明
し
た
。

　

同
月
七
日
、
日
米
貿
易
経
済
合
同
委
員
会
へ
の
出
席
の
た
め
来
日
し
た
ラ
ス
ク
は
、
佐
藤
と
会
談
を
行
う
。
こ
の
会
談
で
佐
藤
は
、

一
九
七
〇
年
以
降
、
安
保
条
約
を
一
〇
年
固
定
延
長
す
る
と
の
新
聞
報
道
が
あ
る
が
、
日
本
政
府
は
そ
う
し
た
決
定
を
し
て
お
ら
ず
、
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安
保
条
約
は
引
き
続
き
存
続
す
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
最
善
の
方
法
を
考
慮
し
て
い
る
旨
を
ラ
ス
ク
に
伝
え
た
。
ラ
ス
ク
も
、
重
要
な

の
は
両
国
が
条
約
の
存
続
を
望
む
か
ど
う
か
で
あ
る
と
応
じ
て
い
る
。
そ
し
て
佐
藤
は
、
安
保
条
約
の
変
更
は
米
上
院
よ
り
も
日
本
の

国
会
に
困
難
が
あ
り
、
自
民
党
の
中
間
報
告
も
政
府
の
政
策
と
は
考
え
て
い
な
い
、
と
述
べ
た
。
ラ
ス
ク
は
、
安
保
条
約
の
議
論
が
俎

上
に
載
れ
ば
、
米
国
内
で
も
安
保
条
約
へ
の
批
判
、
条
約
が
米
国
に
と
っ
て
一
方
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
が
生
じ
る
こ
と
を
佐
藤

に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
佐
藤
・
ラ
ス
ク
会
談
が
、
条
約
延
長
方
式
に
対
す
る
、
日
米
両
政
府
の
事
実
上
の
合
意
の
場
と
な
っ
た
。

　

こ
の
と
き
佐
藤
は
、
固
定
延
長
論
を
否
定
し
つ
つ
も
、
延
長
方
式
の
選
択
に
つ
い
て
明
言
を
避
け
て
い
る
。
し
か
し
、
米
国
側
は
、

こ
う
し
た
佐
藤
の
態
度
に
不
安
を
抱
か
な
か
っ
た
。
ま
た
佐
藤
も
、
翌
年
の
一
九
六
七
年
三
月
一
〇
日
の
日
記
に
「
又
日
米
安
保
体
制

の
堅
持
と
延
長
の
型〈

マ
マ
〉式

等
に
つ
き
意
見
交
換
。
か
ね
て
の
方
針
の
確
認
」
を
外
務
省
と
行
っ
た
と
書
き
込
ん
で
お
り
、
佐
藤
が
自
動
延

長
の
方
針
を
選
ん
だ
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

　

こ
の
佐
藤
・
ラ
ス
ク
会
談
以
降
、
自
動
延
長
の
方
針
は
日
米
間
で
徐
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。
一
九
六
七
年
に
入
り
、
一
月
の
総
選

挙
で
保
科
ら
固
定
延
長
論
の
議
員
が
落
選
し
た
。
続
く
三
月
に
訪
米
し
た
岸
は
、
ラ
ス
ク
や
マ
ク
ナ
マ
ラ
と
会
談
し
た
際
、
ラ
ス
ク
か

ら
固
定
延
長
は
困
難
と
の
見
解
を
聞
か
さ
れ
る
。
こ
の
岸
訪
米
の
結
果
は
、
延
長
方
式
の
議
論
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
、
自
民
党

内
で
固
定
延
長
論
が
し
ぼ
む
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
ま
た
、
ラ
ス
ク
が
岸
に
自
動
延
長
を
表
明
し
た
こ
と
は
、
米
国
政
府
の
延
長
方
針

が
初
め
て
内
外
に
明
示
さ
れ
た
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

こ
の
一
連
の
流
れ
に
よ
り
、
岸
が
の
ぞ
ん
だ
固
定
延
長
の
実
現
は
困
難
と
な
り
、
憲
法
改
正
と
条
約
再
改
定
の
連
動
も
難
し
く
な
っ

た
。
安
保
騒
動
の
影
響
は
大
き
く
、
外
務
省
も
米
国
も
、
条
約
を
さ
ら
に
対
等
に
す
る
こ
と
よ
り
も
、
条
約
が
不
安
定
に
な
る
こ
と
の

回
避
に
つ
と
め
た
。
の
ち
に
宮
澤
喜
一
は
、
安
保
改
定
後
、
憲
法
改
正
を
、
岸
は
弟
で
あ
る
佐
藤
が
実
現
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た

と
推
測
し
た
。
ま
た
、
岸
自
身
、
後
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
池
田
や
佐
藤
が
憲
法
改
正
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
た
め
、
佐
藤
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の
あ
と
に
も
う
一
度
首
相
に
復
帰
す
る
こ
と
す
ら
考
え
た
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
佐
藤
も
岸
の
固
定
延
長
論
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

佐
藤
自
身
、
条
約
を
ど
う
延
長
す
る
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
模
索
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
最
終
的
に
選
択
し
た
の
は
自
動
延
長
で

あ
っ
た
。
固
定
延
長
論
か
ら
軌
道
修
正
し
た
経
緯
を
見
る
限
り
、
佐
藤
が
自
動
延
長
を
選
ん
だ
理
由
も
、
外
務
省
や
米
国
と
同
一
の
も

の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
佐
藤
は
自
動
延
長
の
方
針
を
内
外
に
公
表
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
。
一
九
六
八
年
六
月
一
一
日
、
船
田
中
安
全
保
障

調
査
会
長
が
自
動
延
長
の
方
針
を
発
表
し
た
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
船
田
個
人
の
見
解
と
さ
れ
た
。
日
本
政
府
と
し
て
自
動
延
長
の
方

針
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
一
九
六
九
年
五
月
、
沖
縄
返
還
交
渉
の
開
始
と
と
も
に
愛
知
揆
一
外
相
か
ら
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（W

illiam
P.

Rogers

）
国
務
長
官
に
申
し
入
れ
た
と
き
で
あ
り
、
正
式
な
自
民
党
の
党
議
と
な
っ
た
の
は
一
〇
月
で
あ
っ
た
。

　

佐
藤
が
こ
う
し
た
慎
重
姿
勢
を
と
っ
た
理
由
は
、
佐
藤
・
ラ
ス
ク
会
談
の
翌
年
、
一
九
六
七
年
か
ら
本
格
化
し
た
、
沖
縄
返
還
交
渉

が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
延
長
方
式
を
公
言
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
は
安
保
反
対
運
動
を
刺
激
し
、
沖
縄
返
還
交
渉
に
支

障
が
出
る
恐
れ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
の
様
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
か
も
不
明
で
あ
っ
た
。
沖
縄
返
還
問

題
は
、
佐
藤
政
権
の
中
心
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
条
約
の
延
長
方
式
も
、
沖
縄
返
還
の
様
態
が
定
ま
る
ま

で
明
言
を
避
け
る
。
佐
藤
の
慎
重
姿
勢
の
裏
に
は
、
そ
う
し
た
考
え
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

安
保
条
約
の
延
長
の
た
め
に
は
沖
縄
の
施
政
権
返
還
問
題
の
進
展
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
は
、
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
外
務

省
や
国
務
省
・
国
防
総
省
の
中
堅
幹
部
を
中
心
に
広
が
り
始
め
た
。
や
が
て
一
九
六
七
年
に
入
る
と
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
が
本
格
的

に
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

例
え
ば
、
一
九
六
七
年
八
月
、
バ
ン
デ
ィ
（W

illiam
P.Bundy

）
国
務
次
官
補
は
米
軍
が
沖
縄
基
地
を
自
由
に
使
用
で
き
る
か
た

ち
の
沖
縄
施
政
権
の
返
還
を
検
討
し
た
が
、
バ
ン
デ
ィ
の
判
断
の
裏
に
は
一
九
七
〇
年
問
題
に
つ
い
て
の
懸
念
が
あ
っ
た
。
バ
ン
デ
ィ
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は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
日
本
は
一
九
七
〇
年
ま
で
に
返
還
を
可
能
と
す
る
交
渉
が
完
了
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
こ
の
期
日
は
重
要
だ
。
こ
の
年
に

野
党
は
、
一
九
六
〇
年
以
来
初
め
て
、
安
保
条
約
廃
棄
と
日
米
同
盟
否
定
の
た
め
の
運
動
を
高
め
る
機
会
を
得
る
。
ア
メ
リ
カ
の
琉
球

占
領
を
、
野
党
は
そ
の
た
め
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。」

　

日
本
政
府
も
外
務
省
を
中
心
に
、
沖
縄
施
政
権
返
還
の
様
態
を
検
討
し
て
い
た
。
外
務
省
幹
部
を
中
心
に
支
持
さ
れ
て
い
た
の
は
、

米
軍
が
沖
縄
の
基
地
を
安
保
条
約
の
制
約
（
事
前
協
議
）
な
し
に
使
用
で
き
る
、
特
別
取
り
決
め
の
下
で
の
返
還
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
方
針
を
佐
藤
は
取
り
入
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
と
き
日
本
国
内
で
は
、
沖
縄
を
日
本
本
土
と
同
じ
条
件
で
復
帰
さ
せ
る
「
核
抜
き
・

本
土
並
み
」
の
要
望
が
強
ま
っ
て
い
た
。

　

こ
の
と
き
佐
藤
が
選
択
し
た
の
は
、
情
勢
の
変
化
を
待
ち
つ
つ
、
か
つ
返
還
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
た
め
、
一
九
七
〇
年
ま
で
に
返
還

時
期
を
決
定
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
両
三
年
」
の
方
針
で
あ
っ
た
。「
両
三
年
」
に
返
還
時
期
を
決
定
す
る
考
え
は
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
元

駐
日
大
使
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
大
濱
信
泉
沖
縄
問
題
等
懇
談
会
座
長
が
中
心
と
な
っ
て
練
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
述
し
た
よ

う
に
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
米
国
政
府
内
で
、
安
保
条
約
の
延
長
の
た
め
に
、
米
国
の
対
日
政
策
見
直
し
を
主
導
し
た
人
物
で
あ
る
。
一

九
七
〇
年
ま
で
に
沖
縄
返
還
の
時
期
を
決
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
安
保
条
約
が
延
長
さ
れ
る
ま
で
に
、
沖
縄
の
施
政
権
問
題
に
決
着
を

つ
け
、
条
約
の
安
定
を
は
か
る
方
策
で
あ
る
。
一
九
六
七
年
一
一
月
に
行
わ
れ
た
日
米
首
脳
会
談
の
結
果
、
こ
の
方
針
は
佐
藤
首
相
の

要
望
の
か
た
ち
で
共
同
声
明
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

翌
一
九
六
八
年
に
入
り
、
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
寄
港
問
題
、
王
子
野
戦
病
院
問
題
、
九
大
フ
ァ
ン
ト
ム
墜
落
事
件
な
ど
が
重
な
っ
た
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結
果
、
駐
日
米
国
大
使
館
は
一
九
七
〇
年
の
安
保
条
約
延
長
の
確
実
性
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
分
析
を
行
っ
た
。
同
年
一
一
月
一
〇

日
の
琉
球
主
席
選
挙
で
革
新
側
の
屋
良
朝
苗
が
当
選
す
る
と
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
（RichardL.Sneider

）
国
務
省
日
本
部
長
は
、
沖
縄

返
還
の
取
り
決
め
な
し
に
一
九
七
〇
年
を
迎
え
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
間
接
的
に
米
国
次
期
政
権
に
警
告
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
ニ
ク
ソ
ン
（RichardM

.N
ixon

）
へ
と
大
統
領
が
交
代
し
た
米
国
は
、
改
め
て
延
長
方
式
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
一
九

六
九
年
四
月
二
八
日
に
提
出
さ
れ
た
最
終
版
の
国
家
安
全
保
障
研
究
覚
書
（
Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｍ
五
）
の
な
か
で
、
米
国
新
政
権
は
次
の
三
つ
の

方
法
を
検
討
し
た
。
条
約
強
化
の
た
め
の
改
定
、
固
定
延
長
、
自
動
延
長
で
あ
る
。
改
定
と
固
定
延
長
は
、
日
本
の
役
割
強
化
や
沖
縄

返
還
へ
の
取
引
を
日
本
か
ら
引
き
出
せ
る
メ
リ
ッ
ト
が
あ
っ
た
が
、
一
九
六
六
年
の
と
き
と
同
じ
く
、
改
定
に
と
も
な
う
リ
ス
ク
が
指

摘
さ
れ
た
。
他
方
、
自
動
延
長
は
条
約
の
廃
棄
が
可
能
に
な
り
、
条
約
が
常
に
安
保
反
対
運
動
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
る
が
、
両
国
の
議

会
審
議
な
ど
、
条
約
の
安
定
を
損
な
う
リ
ス
ク
は
最
小
化
で
き
る
と
判
断
し
た
。
米
国
は
廃
棄
通
告
が
有
効
に
な
っ
て
も
条
約
が
廃
棄

さ
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
判
断
し
、
改
め
て
自
動
延
長
が
最
善
と
確
認
し
た
。

　

米
国
が
安
保
条
約
の
延
長
方
式
を
再
確
認
す
る
な
か
、
一
九
六
九
年
六
月
、
岸
は
一
冊
の
小
冊
子
を
自
民
党
広
報
委
員
会
か
ら
出
版

し
た
。『
安
保
条
約
改
定
の
い
き
さ
つ
と
そ
の
背
景
』
と
題
し
た
そ
の
著
作
の
な
か
で
、
岸
は
安
保
条
約
の
延
長
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　
「
私
は
、
現
下
内
外
の
情
勢
か
ら
み
て
、
自
動
延
長
が
最
も
適
当
だ
と
考
え
て
い
る
。」

　

一
九
六
八
年
の
時
点
で
岸
は
固
定
延
長
を
諦
め
て
い
な
か
っ
た
が
、
自
民
党
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
か
た
ち
で
固
定
延
長
の
断
念
を
表

明
し
、
自
動
延
長
の
支
持
に
ま
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
六
九
年
一
二
月
、
沖
縄
返
還
の
日
米
合
意
が
実
現
し
、
同
月
の
総
選
挙
で

（
149
）（

150
）

（
151
）

（
152
）

（
153
）
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安
保
条
約
の
自
動
延
長
を
か
か
げ
た
自
民
党
が
勝
利
す
る
。
安
保
条
約
が
自
動
延
長
を
迎
え
た
の
は
一
九
七
〇
年
六
月
二
三
日
の
こ
と

で
あ
り
、
無
期
限
と
廃
棄
通
告
規
定
を
組
み
合
わ
せ
た
条
約
期
限
は
、
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。

結
論

　

安
保
条
約
に
ど
の
よ
う
な
期
限
を
つ
け
る
か
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
米
国
は
条
約
の
安
定
装
置
と
し
て
期
限
を
と
ら
え
、

日
本
は
対
等
な
日
米
関
係
を
構
築
す
る
手
段
と
し
て
そ
れ
を
と
ら
え
た
。
安
保
条
約
に
お
け
る
条
約
期
限
の
歴
史
は
、
こ
の
両
者
の
と

ら
え
方
の
違
い
が
せ
め
ぎ
あ
う
歴
史
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

旧
安
保
条
約
の
第
四
条
は
、
条
約
を
無
期
限
に
す
る
こ
と
で
米
軍
駐
留
の
安
定
を
確
保
し
た
い
米
国
の
主
張
を
取
り
入
れ
た
も
の
だ

っ
た
。
米
軍
の
駐
留
が
占
領
の
継
続
と
と
ら
え
ら
れ
、
日
本
人
の
独
立
心
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
懸
念
し
た
日
本
政
府
は
一
〇
年
の
固
定

期
限
を
主
張
し
た
が
、
か
な
わ
な
か
っ
た
。

　

無
期
限
に
続
く
条
約
に
は
、
条
約
関
係
を
永
久
に
固
定
す
る
も
の
だ
と
の
批
判
が
あ
っ
た
。
仮
に
米
国
と
の
安
全
保
障
関
係
の
継
続

を
是
認
す
る
と
し
て
も
、
他
の
不
平
等
な
条
項
を
無
期
限
に
固
定
し
て
し
ま
う
よ
う
に
と
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
日
本
国
内
の
安
保

条
約
に
対
す
る
反
発
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
高
ま
り
、
条
約
の
安
定
に
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
結
果
と
な
っ
た
。

　

日
本
は
条
約
期
限
の
問
題
も
含
め
、
旧
安
保
条
約
の
不
備
を
是
正
し
、
条
約
を
対
等
な
も
の
に
す
る
改
定
を
望
ん
だ
。
条
約
期
限
の

問
題
で
は
、
日
本
は
自
国
の
意
思
だ
け
で
条
約
の
存
廃
を
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
新
安
保
条
約
の
第
一
〇
条
は
そ

の
日
本
の
主
張
を
組
み
入
れ
た
も
の
と
な
り
、
一
〇
年
の
固
定
期
限
が
お
か
れ
、
そ
れ
が
満
了
す
る
と
条
約
は
無
期
限
に
続
く
が
、
日

米
い
ず
れ
か
の
意
思
の
み
で
条
約
を
廃
棄
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

日
本
国
内
に
は
、
こ
の
固
定
期
限
を
条
約
再
改
定
の
タ
イ
ム
・
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
し
て
考
え
る
構
想
が
あ
っ
た
。
一
九
五
七
年
に
訪
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米
し
た
時
点
で
岸
は
、
旧
安
保
条
約
の
不
平
等
な
部
分
を
改
め
た
あ
と
憲
法
を
改
正
し
、
固
定
期
限
が
切
れ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
相
互
防

衛
条
約
へ
と
切
り
替
え
る
、
二
段
階
の
安
保
改
定
を
構
想
し
て
い
た
。
一
九
六
〇
年
に
旧
条
約
が
改
定
さ
れ
新
安
保
条
約
が
で
き
た
後

も
岸
は
、
条
約
を
よ
り
対
等
な
相
互
防
衛
条
約
に
再
改
定
す
る
た
め
に
固
定
期
限
を
利
用
し
よ
う
と
考
え
た
。
一
九
六
〇
年
代
半
ば
に

は
一
九
七
〇
年
に
固
定
期
限
が
切
れ
る
条
約
を
ど
う
す
る
か
が
日
米
両
国
で
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
岸
は
、
憲
法
改

正
と
条
約
再
改
定
に
は
も
う
少
し
時
間
が
か
か
る
と
の
判
断
も
恐
ら
く
含
め
、
固
定
期
限
を
さ
ら
に
一
〇
年
、
一
九
八
〇
年
ま
で
延
長

す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

し
か
し
日
米
両
政
府
は
、
条
約
を
再
改
定
し
、
固
定
期
限
を
さ
ら
に
一
〇
年
延
ば
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
岸
の
考
え
は
安
保
条
約

を
さ
ら
に
相
互
的
な
も
の
に
す
る
の
に
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、
安
保
反
対
運
動
を
刺
激
し
安
保
騒
動
の
よ
う
な
事
態
の
再
来
を
招

く
か
も
し
れ
ず
、
条
約
の
安
定
を
そ
こ
な
う
、
と
危
惧
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
た
め
新
安
保
条
約
に
お
け
る
一
〇
年
の
固
定
期
限
は
、
憲
法
改
正
や
安
保
再
改
定
の
契
機
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、

沖
縄
返
還
の
進
展
に
貢
献
す
る
。

　

日
米
両
政
府
は
安
保
条
約
を
自
動
延
長
す
る
こ
と
に
決
め
た
が
、
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
以
降
、
両
国
ど
ち
ら
か
の
通
告
後
一
年
で
条

約
の
廃
棄
が
可
能
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
も
し
沖
縄
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
放
置
す
れ
ば
米
国
の
沖
縄
統
治
へ
の
批
判
が

高
ま
り
、
そ
れ
が
反
米
運
動
と
な
っ
て
安
保
条
約
廃
棄
の
圧
力
と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
し
た
不
安
か
ら
、
日
米
両
政
府
は
一
九
七
〇

年
ま
で
に
沖
縄
施
政
権
の
返
還
問
題
が
進
展
す
る
こ
と
を
望
み
、
一
九
六
七
年
に
、「
両
三
年
」
内
、
つ
ま
り
一
九
七
〇
年
ま
で
に
沖

縄
返
還
の
時
期
を
決
定
す
る
こ
と
に
事
実
上
合
意
し
た
。
そ
し
て
一
九
六
九
年
に
沖
縄
返
還
の
日
米
合
意
が
で
き
た
こ
と
で
、
安
保
条

約
は
安
定
的
に
自
動
延
長
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
一
〇
条
は
、
沖
縄
返
還
を
促
進
し
、
広
い
意
味
で
の
日
米
関
係
の
対
等
化
に
寄

与
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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安
保
条
約
は
一
九
七
〇
年
以
降
、
日
本
の
意
思
の
み
で
廃
棄
が
可
能
な
状
態
に
な
っ
た
。
か
つ
て
の
米
国
に
は
、
そ
う
い
う
状
態
に

は
条
約
解
消
の
危
険
が
常
に
あ
り
、
日
米
関
係
を
不
安
定
に
す
る
と
の
懸
念
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
日
本
が
条
約
廃
棄
を
米

国
に
提
起
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
い
つ
で
も
条
約
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
必
ず
し
も
条
約
を
危
機
に
さ
ら
す
こ
と
に
は
な

ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
な
っ
た
理
由
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
安
保
条
約
の
不
備
が
是
正
さ
れ
、
日
本
国

民
に
受
け
入
れ
や
す
い
も
の
に
な
っ
た
こ
と
や
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
問
題
と
い
っ
た
、
条
約
関
係
を
見
直
す
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う

な
問
題
が
解
消
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
も
ち
ろ
ん
あ
げ
ら
れ
る
。

　

だ
が
本
稿
の
関
心
か
ら
い
え
ば
、
固
定
期
限
の
よ
う
な
、
条
約
内
容
の
見
直
し
を
促
す
規
定
が
効
力
を
失
っ
た
こ
と
自
体
も
理
由
と

し
て
無
視
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
固
定
さ
れ
た
期
限
を
迎
え
る
こ
と
は
、
締
約
国
が
そ
の
条
約
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考
え

る
き
っ
か
け
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
の
情
勢
次
第
で
メ
リ
ッ
ト
が
評
価
さ
れ
る
と
は
限
ら
ず
、
デ
メ
リ
ッ
ト
の
方
が
強
調
さ
れ
る
こ
と

も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
日
米
両
国
は
日
米
安
保
条
約
の
成
立
以
来
、
約
二
〇
年
間
、
条
約
の
期
限
に
つ
い
て
様
々
な
か
た
ち
を
模
索

し
た
が
、
一
九
七
〇
年
の
安
保
条
約
自
動
延
長
に
よ
り
、
日
本
が
求
め
る
対
等
性
と
米
国
が
求
め
る
安
定
性
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
条

約
期
限
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
米
国
の
同
意
な
し
に
条
約
を
廃
棄
で
き
る
こ
と
は
、
日
本
が
独
立
国
家
と
し
て
米
国
と
対
等
に
条
約

を
結
ん
で
い
る
と
い
う
形
式
を
日
本
に
与
え
た
。
条
約
に
固
定
期
限
が
な
く
な
っ
た
こ
と
は
日
米
の
安
全
保
障
関
係
を
安
定
的
な
も
の

に
し
た
。
日
米
両
国
は
互
い
が
望
む
限
り
（
一
年
後
の
廃
棄
を
通
告
し
な
い
限
り
）、
無
期
限
に
条
約
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　

こ
う
い
う
条
約
期
限
の
か
た
ち
は
日
米
両
国
の
安
全
保
障
協
力
に
お
け
る
信
頼
関
係
の
成
長
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
旧
安
保
条
約

締
結
の
際
に
米
国
が
固
定
期
限
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
期
間
満
了
後
に
日
本
が
条
約
を
解
消
す
る
可
能
性
が
高
い
と
判
断
し
た
た
め
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で
あ
っ
た
。
旧
安
保
条
約
を
改
定
す
る
際
、
日
本
を
満
足
さ
せ
る
た
め
米
国
は
廃
棄
通
告
権
を
認
め
た
も
の
の
、
そ
れ
と
同
時
に
、
す

ぐ
に
条
約
が
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
一
〇
年
の
固
定
期
限
を
つ
け
て
条
約
を
守
ろ
う
と
し
た
。
だ
が
一
九
七
〇
年
に
安
保
条

約
が
自
動
延
長
さ
れ
る
と
き
ま
で
に
は
、
条
約
が
廃
棄
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
も
日
本
は
そ
の
権
利
を
行
使
し
な
い
と
判
断
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
米
国
の
姿
勢
の
変
化
は
、
米
国
が
同
盟
国
と
し
て
日
本
を
信
頼
し
て
い
く
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
日
米
両
国
が
「
持
続
性
が
あ
り
且
つ
信
頼
性
の
あ
る
」
関
係
と
な
る
過
程
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
意
味
で
今
日
、
条
約
期
限
が
忘
れ
ら
れ
た
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
日
米
の
安
全
保
障
関
係
が
相
互
の
信
頼
に
基
づ
き
相
当

に
永
続
性
の
あ
る
同
盟
関
係
と
な
っ
て
い
る
、
何
よ
り
の
証
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
と
き
の
米
国
草
案
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
一
四
一
─
一
四
七
頁
。

安
保
条
約
と
適
用
地
域
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
第
五
章
。

前
掲
「
安
全
保
障
調
整
に
関
す
る
基
本
方
針
（
案
）」『
経
緯
①
』。

「
沖
縄
を
条
約
区
域
に
含
ま
せ
る
場
合
の
問
題
点
」（
昭
和
三
三
年
一
〇
月
九
日
、
条
約
局
参
事
官
）『
経
緯
①
』。

「
安
保
条
約
改
正
試
案
の
問
題
点
」（
一
九
五
八
年
一
〇
月
一
四
日
、
ア
メ
リ
カ
局
参
事
官
）『
経
緯
①
』。

「
日
米
安
全
保
障
新
条
約
に
於
け
る
沖
縄
小
笠
原
の
取
扱
に
つ
い
て
」（
昭
和
三
三
年
一
一
月
一
〇
日
、
ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
）『
経

緯
①
』。「

安
全
保
障
に
関
す
る
日
米
新
条
約
案
（
三
三
・
一
一
・
四
）
に
関
す
る
説
明
」（
昭
和
三
三
年
一
一
月
五
日
、
ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課

長
）『
経
緯
①
』。

坂
元
『
日
米
同
盟
の
絆
』
二
四
六
─
二
四
七
頁
。

「
日
米
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
交
渉
経
緯
」（
昭
和
三
五
年
六
月
、
ア
メ
リ
カ
局
安
全
保
障
課
長
）
外
務
省
サ
イ
ト
「
い
わ
ゆ
る

「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
結
果　

報
告
対
象
文
書
（
三
五
点
）」https://w

w
w

.m
ofa.go.jp/m

ofaj/gaiko/m
itsuyaku/pdfs/t_1960kaku.

pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
76
）

（
77
）

（
78
）

（
79
）

（
80
）

（
81
）

（
82
）

（
83
）

（
84
）
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「
三
月
二
八
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
」『
経
緯
③
』（0611-2010-0791-03,H

22-003,

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。

「
四
月
一
日
藤
山
大
臣
在
京
米
大
使
会
談
録
」『
経
緯
③
』。

原
『
日
米
関
係
の
構
図
』
一
七
三
─
一
七
五
頁
。

「
河
野
一
郎
氏
の
ハ
ー
タ
ー
国
務
長
官
及
パ
ー
ソ
ン
ズ
国
務
次
官
補
と
の
会
談
内
容
に
関
す
る
件
」（
昭
和
三
四
年
一
一
月
一
一
日
、
島
大

使
）『
経
緯
⑤
』（0611-2010-0791-05,H

22-003,

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。
も
っ
と
も
、
当
時
の
河
野
は
自
民
党
内
で
反
主
流
派
の
立
場

に
あ
り
、
こ
う
し
た
発
言
が
河
野
の
真
意
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
時
の
河
野
の
政
治
的
立
場
に
つ
い
て
は
、

原
彬
久
『
戦
後
日
本
と
国
際
政
治
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
第
八
章
参
照
。
な
お
、
こ
の
河
野
の
提
案
に
つ
い
て
岸
は
、
後
年
「
ど
う

せ
（
ア
メ
リ
カ
と
）
交
渉
な
ど
で
き
っ
こ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
て
お
っ
た
ん
で
す
」
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
原
編
『
岸
信
介

証
言
録
』
二
二
三
─
二
二
四
頁
。

T
elegram

From
theD

epartm
entofStatetotheEm

bassyinJapan,W
ashington,D

ecem
ber9,1959,FR

U
S, 1958-

1960,V
olum

e.X
V

III,JA
PA

N
;K

O
REA

,pp.242-243,T
elegram

From
theEm

bassyinJapantotheD
epartm

entofState,
T

okyo,D
ecem

ber14,1959,FR
U

S, 1958-1960,V
olum

e.X
V

III,JA
PA

N
;K

O
REA

,pp.245-246.

「
昭
和
三
五
年
五
月
一
四
日
衆
議
院
日
米
安
全
保
障
条
約
等
特
別
委
員
会
公
聴
会
二
号
」
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ムhttp://kokkai.ndl.

go.jp

（
二
〇
一
九
年
七
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

「
一
九
七
〇
年
問
題
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
朝
日
新
聞
安
全
保
障
問
題
調
査
会
『
朝
日
市
民
教
室
「
日
本
の
安
全
保
障
」
別
巻　

安
保
問

題
用
語
・
資
料
集
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
）
一
一
一
─
一
一
二
頁
。

東
郷
『
日
米
外
交
三
十
年
』
九
九
─
一
〇
〇
頁
。

N
obusukeK

ishi,Political M
ovem

ents in Japan, Foreign A
ffairs, O

ctober,1966.

な
お
同
論
文
の
日
本
国
内
に
お
け
る
反
響
の
大

き
さ
か
ら
、
の
ち
に
日
本
語
の
原
文
が
公
開
さ
れ
る
。
岸
信
介
「
日
本
の
政
治
の
動
向
─
自
民
、
社
会
、
公
明
三
党
の
将
来
」『
世
界
週
報
』
第

四
六
巻
第
四
二
号
（
一
九
六
五
年
一
〇
月
一
九
日
）
六
二
─
六
九
頁
。

岸
信
介
「
岸
信
介
、
沈
黙
を
破
る
」『
実
業
の
世
界
』
第
六
〇
巻
第
六
号
（
実
業
之
世
界
社
、
一
九
六
三
年
六
月
）
四
九
頁
。

岸
信
介
「
十
年
の
確
定
延
長
が
必
要
で
あ
る
」
読
売
新
聞
国
際
情
勢
調
査
会
編
『
一
九
七
〇
年
─
安
保
改
定
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
』（
読
売
新

聞
社
、
一
九
六
六
年
）
二
二
二
頁
。
た
だ
し
、
一
九
六
八
年
の
講
演
で
は
、
岸
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
自
民
党
の
政
治
家
は
安
保
条
約

（
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）
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）
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）
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論　　　説

の
問
題
と
い
う
非
常
に
重
大
な
問
題
に
関
し
て
は
、
少
な
く
と
も
各
条
を
検
討
し
て
、
も
し
そ
の
内
容
に
お
い
て
間
違
っ
て
お
る
な
ら
ば
、
こ
れ

を
今
度
の
一
九
七
〇
年
に
は
改
定
を
す
る
し
、
ま
た
よ
け
れ
ば
こ
れ
で
い
く
と
い
う
こ
と
を
ひ
と
つ
十
分
に
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
。」
岸
信
介
『
日
本
の
進
路
』（
自
由
民
主
同
志
会
、
一
九
六
八
年
）
一
七
頁
。
た
だ
し
、
岸
が
一
九
七
〇
年
ま
で
に
憲
法
改
正
や
安
保

再
改
定
が
で
き
る
と
現
実
的
に
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
六
七
年
を
境
に
固
定
延
長
論
は
徐
々

に
力
を
失
っ
て
お
り
、
日
米
間
の
中
心
的
な
問
題
も
、
沖
縄
の
施
政
権
返
還
問
題
に
移
っ
て
い
た
。
こ
の
と
き
の
岸
の
力
点
は
、
自
民
党
内
で
の

安
保
条
約
に
対
す
る
認
識
の
向
上
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』
一
四
五
頁
。

岸
『
日
本
の
進
路
』
二
九
頁
。

「
特
集　

日
本
の
防
衛
と
安
保
改
定
」『
経
済
時
代
』
第
三
一
巻
第
四
号
（
一
九
六
六
年
四
月
）
八
─
九
頁
。

岸
『
日
本
の
進
路
』
二
八
頁
。

こ
の
時
の
中
間
報
告
に
つ
い
て
は
、
自
民
党
安
全
保
障
調
査
会
編
『
日
本
の
安
全
と
防
衛
』（
原
書
房
、
一
九
六
六
年
）
二
九
─
四
四
頁
。

自
民
党
内
に
お
け
る
池
田
政
権
へ
の
批
判
勢
力
に
つ
い
て
は
、
池
田
慎
太
郎
「
池
田
外
交
と
自
民
党
─
政
権
前
半
期
を
中
心
と
し
て
」
波
多

野
澄
雄
編
著
『
池
田
・
佐
藤
政
権
期
の
日
本
外
交
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

防
衛
官
僚
だ
っ
た
海
原
治
に
よ
る
と
、
海
空
技
術
懇
談
会
な
ど
旧
海
軍
の
団
体
が
こ
う
し
た
作
業
に
関
わ
っ
た
と
い
う
。
政
策
研
究
大
学
院

大
学C.O

.E.

オ
ー
ラ
ル
政
策
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
『
海
原
治
（
元
内
閣
国
防
会
議
事
務
局
長
）
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー　

下
巻
』
二
一
〇
─
二

一
一
頁
。

保
科
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
保
科
善
四
郎
『
大
東
亜
戦
争
秘
史
─
失
わ
れ
た
和
平
工
作　

保
科
善
四
郎
回
想
記
』（
原
書
房
、
一
九
七
五
年
）、

河
村
幸
一
郎
編
『
至
誠
動
天
』（
日
本
国
防
協
会
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。

保
科
善
四
郎
「
国
連
強
化
ま
で
安
保
体
制
を
長
期
・
安
定
の
基
礎
の
上
に
」
読
売
新
聞
国
際
情
勢
調
査
会
編
『
一
九
七
〇
年
─
安
保
改
定
へ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
』
二
三
六
─
二
四
〇
頁
。

保
科
善
四
郎
「
積
極
的
防
衛
と
安
全
保
障
問
題
─
日
米
安
保
を
背
景
に
自
主
防
衛
推
進
」『
経
済
時
代
』
第
三
一
巻
第
四
号
（
一
九
六
六
年

四
月
）
二
〇
─
二
二
頁
。

他
方
、
同
じ
固
定
延
長
論
で
も
、
賀
屋
興
宣
は
一
九
八
〇
年
以
降
で
あ
っ
て
も
条
約
内
容
の
改
定
は
不
必
要
で
あ
る
と
の
立
場
で
あ
っ
た
。
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安保条約の条約期限に関する考察（二・完）　

賀
屋
興
宣
「
日
本
の
防
衛
と
安
全
保
障
─
日
米
安
全
保
障
条
約
の
意
義
と
効
力
」『
経
済
時
代
』
第
三
一
巻
第
四
号
（
一
九
六
六
年
四
月
）
一
四

─
一
七
頁
。

「
保
科
試
案
」
の
作
成
は
、
保
科
自
身
が
構
想
を
ま
と
め
、
保
科
と
同
じ
旧
海
軍
軍
人
で
あ
り
、
軍
事
評
論
家
で
あ
っ
た
久
住
忠
男
が
内
容

を
仕
上
げ
た
と
い
う
。
朝
日
新
聞
社
『
自
民
党
─
保
守
権
力
の
構
造
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
〇
年
）
八
六
頁
。

「
保
科
試
案
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
六
年
五
月
七
日
朝
刊
一
、
二
面
。

宮
澤
喜
一
『
社
会
党
と
の
対
話
─
ニ
ュ
ー
・
ラ
イ
ト
の
考
え
方
』（
講
談
社
ミ
リ
オ
ン
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
六
五
年
）
二
〇
一
頁
。
宮
澤
の
同

著
作
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
中
島
信
吾
『
戦
後
日
本
の
防
衛
政
策
─
「
吉
田
路
線
」
を
め
ぐ
る
政
治
・
外
交
・
軍
事
』（
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
二
〇
四
─
二
〇
八
頁
参
照
。

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
六
年
七
月
一
九
日
朝
刊
一
面
。

小
坂
善
太
郎
「
も
う
一
つ
の
自
民
党
安
保
構
想
─
一
九
七
〇
年
は
危
機
の
年
な
の
か
」『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
八
巻
第
三
三
号
（
一
九
六

六
年
八
月
七
日
）
八
八
─
九
三
頁
。

中
間
報
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
洋
三
、
岡
倉
古
志
郎
編
『
日
米
安
保
条
約
─
そ
の
解
説
と
資
料
』（
労
働
旬
報
社
、
一
九
六
八
年
）

一
四
八
─
一
六
二
頁
。

D
epartm

entofStatePolicyPaper,W
ashington,June26,1964, FR

U
S, 1964-1968,V

ol.X
X

IX
,Part2,Japan,p.16.

A
irgram

From
theEm

bassyinJapantotheD
epartm

entofState,T
okyo,D

ecem
ber4,1964,FR

U
S, 1964-1968,V

ol.
X

X
IX

,Part2,Japan,pp.51-52.
T

elegram
From

theEm
bassyinJapantotheD

epartm
entofState,T

okyo,M
ay19,1965,FR

U
S, 1964-1968,V

ol.X
X


IX

,Part2,Japan,pp.86-90.
M

em
orandum

From
theA

m
bassadortoJapan

（Reischauer

）toSecretaryofStateRusk,T
okyo,July14,1965,FR

U
S, 

1964-1968,V
ol.X

X
IX

,Part2,Japan,pp.104-110.
LetterFrom

SecretaryofStateRusktoSecretaryofD
efenseM

cN
am

ara,W
ashington,Septem

ber25,1965,FR
U

S, 
1964-1968,V

ol.X
X

IX
,Part2,Japan,pp.127-129.

四
つ
の
覚
書
の
う
ち
、「
日
本
防
衛
力
」「
日
米
安
保
条
約
」「
日
米
関
係
全
般
」
は

一
九
六
六
年
五
月
二
七
日
に
完
成
し
、「
我
が
琉
球
基
地
」
は
同
年
八
月
二
四
日
に
完
成
し
た
。
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論　　　説
U

.S.-JapanSecurityT
reaty,M

ay27,1966,N
ational Security A

rchives

（
以
下
、N

SA

と
略
す
。）,00571.

Ibid.

河
野
康
子
「
沖
縄
返
還
と
地
域
的
役
割
分
担
論
（
一
）
─
危
機
認
識
の
位
相
を
め
ぐ
っ
て
」『
法
学
志
林
』
第
一
〇
六
巻
第
一
号
（
二
〇
〇

八
年
）
四
六
頁
。

M
em

orandum
From

theA
m

bassadortoJapan(Reischauer)toSecretaryofStateRusk,T
okyo,July14,1965,FR

U
S, 

1964-1968,V
ol.X

X
IX

,Part2,Japan,p.105.
N

ationalIntelligenceEstim
ate,W

ashington,January11,1968,FR
U

S, 1964-1968,V
ol.X

X
IX

,Part2,Japan,pp.256-257.

「
日
米
安
保
条
約
の
問
題
点
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
世
界
と
日
本
』http://w

orldjpn.grips.ac.jp/docum
ents/

texts/JPU
S/19660416.O

1J.htm
l

（
二
〇
一
九
年
七
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）。

安
川
壮
『
忘
れ
得
ぬ
思
い
出
と
こ
れ
か
ら
の
日
米
外
交　

パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
か
ら
半
世
紀
』（
世
界
の
動
き
社
、
一
九
九
一
年
）
七
六
頁
。

自
民
党
憲
法
調
査
会
長
で
あ
っ
た
愛
知
揆
一
が
憲
法
改
正
を
佐
藤
政
権
の
課
題
と
し
て
支
持
し
、
他
の
メ
ン
バ
ー
は
憲
法
が
国
民
に
定
着
し

て
い
る
こ
と
を
理
由
に
反
対
し
た
。
千
田
恒
『
佐
藤
内
閣
回
想
』（
中
公
新
書
、
一
九
八
七
年
）
一
一
八
頁
。

楠
田
實
「「
啐
啄
同
機
」
の
政
治
─
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
楠
田
實
『
楠
田
實
日
記
─
佐
藤
栄
作
総
理
首
席
秘
書
官
の
二
〇
〇
〇
日
』（
中
央

公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）
八
六
五
頁
。

T
elegram

From
theEm

bassyinJapantotheD
epartm

entofState,T
okyo,D

ecem
ber29,1964,FR

U
S, 1964-1968,

V
ol.X

X
IX

,Part2,Japan,pp.55-56.

佐
藤
の
こ
う
し
た
発
言
の
裏
に
は
、
吉
田
茂
の
影
響
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
佐
藤
が
ラ
イ
シ
ャ

ワ
ー
と
会
う
直
前
、
吉
田
は
辰
巳
栄
一
宛
て
の
書
簡
の
な
か
で
、「
国
防
問
題
の
現
在
ニ
付
深
く
責
任
を
感
し
居
候
次
第
ハ
先
日
申
上
候
通
ニ
有

之
、
佐
藤
首
相
其
他
ニ
も
右
親
敷
申
通
居
候
」
と
、
国
防
問
題
に
つ
い
て
佐
藤
に
進
言
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
財
団
法
人
吉
田
茂
記
念
事
業

財
団
編
『
吉
田
茂
書
簡
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年
）
三
九
四
頁
。

「
昭
和
四
一
年
二
月
五
日
衆
議
院
予
算
委
員
会
六
号
」
国
会
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ムhttp://kokkai.ndl.go.jp

（
二
〇
一
九
年
七
月
二
〇
日

ア
ク
セ
ス
）

「
昭
和
四
一
年
三
月
九
日
参
議
院
予
算
委
員
会
一
〇
号
」
国
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ムhttp://kokkai.ndl.go.jp

（
二
〇
一
九
年
七
月
二
〇

日
ア
ク
セ
ス
）
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安保条約の条約期限に関する考察（二・完）　
N

SA
,00571.

「
昭
和
四
一
年
三
月
一
〇
日
参
議
院
予
算
委
員
会
一
一
号
」
国
会
議
事
録
検
索
シ
ス
テ
ムhttp://kokkai.ndl.go.jp

（
二
〇
一
九
年
七
月
二

〇
日
ア
ク
セ
ス
）。
な
お
、
こ
の
日
も
佐
藤
は
条
約
延
長
と
長
期
防
衛
計
画
に
ふ
れ
た
答
弁
を
し
て
い
る
。

『
佐
藤
榮
作
日
記　

第
二
巻
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
四
〇
三
頁

T
elegram

From
theEm

bassyinJapantotheD
epartm

entofState,T
okyo,July2,1966,FR

U
S, 1964-1968,V

ol.X
X


IX

,Part2,Japan,pp.142-146.
M

em
orandum

ofConversation,T
okyo,July7,1966,FR

U
S, 1964-1968,V

ol.X
X

IX
,Part2,Japan,pp.149-150.

例
え
ば
、
一
九
六
七
年
八
月
三
〇
日
に
開
か
れ
た
国
家
安
全
保
障
会
議
で
ラ
ス
ク
は
、
米
国
が
安
保
条
約
の
改
定
を
望
ま
な
い
の
と
同
様
、

日
本
も
そ
れ
を
望
ん
で
い
な
い
と
発
言
し
た
。M

em
orandum

fortheRecord,W
ashington,A

ugust30,1967,FR
U

S, 1964-1968,
V

ol.X
X

IX
,Part2,Japan,p.200.

『
佐
藤
榮
作
日
記　

第
三
巻
』
四
七
頁
。

武
内
大
使
発
外
務
大
臣
宛
電
信
「
岸
元
総
理
と
ラ
ス
ク
国
務
長
官
及
び
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
と
の
会
談
に
つ
い
て
」（
昭
和
四
二
年
三
月

二
三
日
）『
日
米
関
係
（
沖
縄
返
還
）47
』（0600-2010-00038,H

22-021,

外
務
省
外
交
史
料
館
所
蔵
）。

こ
の
と
き
の
状
況
に
つ
い
て
安
川
は
、
自
身
が
在
フ
ィ
リ
ピ
ン
大
使
に
転
出
す
る
一
九
六
七
年
ま
で
は
自
民
党
内
で
固
定
延
長
論
は
強
い
勢

力
で
あ
っ
た
が
、
岸
・
ラ
ス
ク
会
談
を
経
て
、
一
九
六
九
年
頃
に
な
る
と
固
定
延
長
論
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
た
と
回
想
し
て
い
る
。
安
川

『
忘
れ
得
ぬ
思
い
出
と
こ
れ
か
ら
の
日
米
外
交
』
七
七
頁
。

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
七
年
三
月
二
四
日
夕
刊
一
面
。

御
厨
貴
編
『
聞
き
書　

宮
澤
喜
一
回
顧
録
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）
一
八
二
頁
。

原
編
『
岸
信
介
証
言
録
』
三
八
七
頁
。

佐
藤
の
首
席
秘
書
官
の
楠
田
實
は
一
九
六
七
年
一
二
月
一
三
日
の
日
記
の
な
か
で
、「
党
内
の
右
派
と
言
わ
れ
る
賀
屋
興
宣
、
千
葉
三
郎
ら

が
頻
繁
に
会
う
が
、
い
つ
の
ま
に
か
そ
の
意
見
が
総
理
の
考
え
方
と
な
っ
て
出
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
楠
田
實
『
楠
田
實
日
記
』
一
四
〇
頁
。

ま
た
、
同
月
二
三
日
に
、「
生
意
気
の
よ
う
だ
が
、
総
理
の
国
を
守
る
気
概
に
し
て
も
、
賀
屋
さ
ん
的
な
も
の
と
は
違
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ら
な
い
と
、
国
民
は
つ
い
て
こ
な
い
。
新
聞
記
者
に
は
、
総
理
の
考
え
方
は
岸
（
信
介
）
さ
ん
と
も
賀
屋
さ
ん
と
も
発
想
的
に
違
う
ん
だ
と
説
明

（
130
）

（
131
）

（
132
）

（
133
）

（
134
）

（
135
）

（
136
）

（
137
）

（
138
）

（
139
）

（
140
）

（
141
）

（
142
）
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論　　　説

し
て
い
る
」
と
楠
田
が
佐
藤
に
進
言
し
た
際
、
佐
藤
は
「
発
想
的
に
も
、
表
現
も
違
う
よ
」
と
応
じ
て
い
る
。『
楠
田
實
日
記
』
一
四
四
─
一
四

五
頁
。
佐
藤
の
姿
勢
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
側
近
や
ブ
レ
ー
ン
に
よ
る
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
六
月
一
一
日
朝
刊
一
面
。
ま
た
、
こ
の
船
田
の
私
見
は
安
全
保
障
調
査
会
に
よ
っ
て
了
承
さ
れ
た
。『
朝
日
新

聞
』
一
九
六
八
年
六
月
一
八
日
朝
刊
一
面
。
な
お
、
船
田
自
身
は
安
保
条
約
の
延
長
に
つ
い
て
、
以
前
か
ら
固
定
延
長
に
慎
重
な
立
場
だ
っ
た
。

船
田
中
「
国
土
防
衛
の
基
本
的
あ
り
か
た
」『
経
済
時
代
』
第
三
一
巻
第
四
号
（
一
九
六
六
年
四
月
）
一
二
頁
。

一
九
六
九
年
三
月
一
〇
日
に
佐
藤
は
国
会
で
核
抜
き
・
本
土
並
み
の
沖
縄
返
還
方
針
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
日
の
日
記
に
佐
藤
は
、

「
憲
法
は
そ
の
ま
ゝ
、
更
に
自
動
延
長
の
安〈

マ

マ

〉

保
態
勢
か
ら
か
く
判
断
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
佐
藤
は
、
憲
法
と
安
保
条
約
、

沖
縄
返
還
を
連
動
し
て
考
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
佐
藤
榮
作
日
記　

第
三
巻
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
四
一
〇
頁
。

中
島
『
沖
縄
返
還
と
日
米
安
保
体
制
』
三
〇
、
四
四
頁
。

A
ctionM

em
orandum

From
theA

ssistantSecretaryofStateforEastA
sianandPacificA

ffairs(Bundy)toSecretary
ofStateRusk,W

ashington,A
ugust7,1967,FR

U
S, 1964-1968,V

ol.X
X

IX
,Part2,Japan,pp.189-197.

野
添
文
彬
『
沖
縄
返
還
後
の
日
米
安
保
─
米
軍
基
地
を
め
ぐ
る
相
克
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
）
一
七
─
一
八
頁
。

中
島
『
沖
縄
返
還
と
日
米
安
保
体
制
』
五
九
、
七
七
頁
。

T
elegram

From
theEm

bassyinJapantotheD
epartm

entofState,T
okyo,June5,1968,FR

U
S, 1964-1968,V

ol.X
X


IX

,Part2,Japan,pp.277-283.
M

em
orandum

From
theCountryD

irectorforJapan(Sneider)totheA
ssistantSecretaryofStateforEastA

sianand
PacificA

ffairs(Bundy),W
ashington,D

ecem
ber24,1968,FR

U
S, 1964-1968,V

ol.X
X

IX
,Part2,Japan,pp.310-313.

一
九
六

八
年
の
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
る
動
き
に
つ
い
て
は
、
中
島
琢
磨
「
一
九
六
八
年
の
沖
縄
返
還
問
題
の
展
開
─
「
核
抜
き
・
本
土
並
み
」
返
還
の
論
点

化
」『
九
大
法
学
』
第
一
〇
一
号
（
二
〇
一
〇
年
九
月
）
参
照
。

M
em

o,D
avistoO

fficeoftheV
icePresident,A

pril28,1969,N
SA

,01061.

Ｎ
Ｓ
Ｓ
Ｍ
五
に
つ
い
て
は
我
部
政
明
『
沖
縄
返
還
と

は
何
だ
っ
た
の
か
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
〇
年
）
第
三
章
参
照
。

N
ationalSecurityD

ecisionM
em

orandum
13,M

ay28,1969,N
SA

,01074.

岸
信
介
『
安
保
条
約
改
定
の
い
き
さ
つ
と
そ
の
背
景
』（
自
由
民
主
党
広
報
委
員
会
出
版
局
、
一
九
六
九
年
）
三
五
頁
。
な
お
同
書
で
岸
は

（
143
）

（
144
）

（
145
）

（
146
）

（
147
）

（
148
）

（
149
）

（
150
）

（
151
）

（
152
）

（
153
）

（阪大法学）69（6-118）　1302〔2020.3〕



安保条約の条約期限に関する考察（二・完）　

「
本
条
約
を
再
検
討
す
る
余
地
を
置
く
必
要
か
ら
、
一
定
の
期
限
を
つ
け
る
」
と
固
定
期
限
の
ね
ら
い
を
解
説
し
、
六
八
年
の
講
演
と
同
様
、
新

安
保
条
約
が
「
ア
メ
リ
カ
が
一
方
的
に
日
本
を
守
る
義
務
を
負
わ
さ
れ
た
条
約
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
同
二
四
─
二
五
頁
。

（阪大法学）69（6-119）　1303〔2020.3〕


