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シ
ー
レ
ー
ン
維
持
で
国
益
確
保
を

有
識
者
懇
は
国
民
的
議
論
の
触
媒
に

　

元
外
交
官
の
宮
家
邦
彦
・
立
命
館
大
客
員
教
授
が
共
同
通
信
社
の
東
京
き
さ
ら
ぎ
会
４
月
例
会
で
講
演
し
、
島
国
で

あ
る
日
本
の
国
益
を
守
る
に
は
自
由
貿
易
の
た
め
の
シ
ー
レ
ー
ン
（
海
上
交
通
路
）
維
持
が
必
要
だ
と
強
調
し
た
。
宮

家
氏
は
、
安
倍
晋
三
首
相
が
夏
に
発
表
す
る
戦
後
70
年
談
話
に
関
す
る
有
識
者
懇
談
会
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
「
懇
談
会
が

国
民
的
議
論
の
触
媒
に
な
れ
た
ら
い
い
」
と
も
語
っ
た
。

　
「
緊
迫
す
る
国
際
情
勢
と
日
本
外

交
」
の
講
演
要
旨
は
次
の
通
り
。

　

過
去
70
年
間
、
ど
の
よ
う
に
世
界

が
動
い
て
き
た
か
。
世
界
規
模
で
パ

ワ
ー
シ
フ
ト
が
起
き
て
お
り
、
ア
メ

リ
カ
は
も
う
唯
一
の
超
大
国
で
は
な

い
。
周
り
の
国
も
強
く
な
っ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
や
中
国
な
ど
で
、
復
古
主
義

的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
復
活
し
て

い
る
。
冷
戦
時
代
は
む
し
ろ
安
定
し

た
時
代
だ
っ
た
が
、
冷
戦
後
は
不
安

定
な
時
代
に
な
っ
た
。

　

ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
南
部
ク
リ
ミ

ア
の
編
入
を
強
行
し
た
。
こ
れ
は
ポ
ス

ト
冷
戦
時
代
の
終

し
ゅ
う
え
ん焉を

意
味
す
る
。
ロ

シ
ア
と
い
う
「
熊
」
が
冬
眠
か
ら
覚
め

て
帰
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
。
冷
戦

時
代
は
、
米
国
と
ソ
連
が
対
立
し
て
い

た
た
め
、
熊
は
封
印
さ
れ
て
出
て
こ
な

か
っ
た
。

　

歌
舞
伎
町
を
舞
台
に
分
か
り
や
す

く
説
明
す
る
。
歌
舞
伎
町
に
「
ソ
連

組
」
と
「
ア
メ
リ
カ
組
」
と
い
う
二

つ
の
暴
力
団
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

親
分
が
大
横
綱
だ
と
す
る
。
親
分
が

大
相
撲
を
始
め
る
が
、
２
人
と
も
大

横
綱
だ
か
ら
１
回
組
ん
だ
ら
動
か
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
10
年
、
20
年
、

30
年
と
動
か
な
い
。
土
俵
の
周
り
で

チ
ン
ピ
ラ
の
子
分
が
見
て
い
る
。
と

こ
ろ
が
親
分
が
全
然
動
か
な
い
か

ら
、
子
分
た
ち
も
動
か
な
い
。
こ
れ

が
冷
戦
だ
。

　

し
か
し
冷
戦
が
突
然
終
わ
る
。
ソ

連
組
の
親
分
が
心
筋
梗
塞
で
倒
れ
て

し
ま
い
土
俵
か
ら
退
場
す
る
。
歌
舞

伎
町
の
し
き
た
り
で
、
勝
ち
残
っ
た

ア
メ
リ
カ
組
の
親
分
が
仕
切
れ
ば
い

い
が
、
何
を
間
違
え
た
か
ア
メ
リ
カ

組
の
親
分
は
事
務
所
に
帰
っ
て
し
ま

っ
た
。
歌
舞
伎
町
の
土
俵
に
は
誰
も

い
な
く
な
り
、
チ
ン
ピ
ラ
の
子
分
が

や
り
た
い
放
題
を
始
め
る
。
こ
れ
が

今
の
欧
州
だ
。

　
つ
ま
り
冷
戦
時
代
は
、
米
国
と
ソ
連

と
い
う
超
大
国
が
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い

た
た
め
、
各
国
の
民
族
主
義
は
封
印
さ

れ
て
き
た
。
冷
戦
が
終
わ
り
、
そ
の
封

印
が
解
け
て
し
ま
っ
た
。
ド
イ
ツ
に
は

ネ
オ
ナ
チ
が
い
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
ロ

シ
ア
に
も
そ
う
い
う
連
中
が
い
る
。
そ

し
て
残
念
な
が
ら
、
そ
の
人
た
ち
が
声

を
上
げ
始
め
て
い
る
。

　

ロ
シ
ア
の
熊
を
冬
眠
か
ら
覚
ま
さ

な
い
た
め
に
何
を
し
た
か
。
欧
州
連

合
（
Ｅ
Ｕ
）
や
北
大
西
洋
条
約
機
構

（
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
）
の
拡
大
な
ど
は
全
部

失
敗
し
た
。
そ
の
失
敗
の
結
果
が
ク

リ
ミ
ア
編
入
だ
。
ク
リ
ミ
ア
編
入
に

よ
り
ポ
ス
ト
冷
戦
の
時
代
が
終
わ

り
、
ポ
ス
ト
「
ポ
ス
ト
冷
戦
」
の
時

代
に
入
っ
た
。
そ
れ
は
民
族
主
義
と

民
族
主
義
が
対
立
す
る
時
代
だ
。
ロ

シ
ア
周
辺
の
欧
州
で
は
、
現
状
を
力

で
変
更
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
き

て
い
る
。

　

米
国
は
、
欧
州
が
平
和
で
あ
り
、

中
東
も
戦
争
が
終
わ
っ
た
か
ら
、
ア

ジ
ア
を
重
視
し
よ
う
と
し
て
き
た
は

ず
だ
。
だ
が
今
や
欧
州
は
平
和
で
は

な
い
。中
東
で
は
戦
争
が
始
ま
っ
た
。

そ
ん
な
時
に
本
当
に
ア
ジ
ア
を
重
視

で
き
る
の
か
。
中
国
は
、
そ
れ
を
じ

っ
と
見
て
い
る
。

　

中
国
の
陸
上
国
境
は
安
定
し
て
い

る
の
に
、
な
ぜ
巨
額
の
軍
事
費
を
使

う
の
か
。
脅
威
は
陸
か
ら
で
は
な
く

海
か
ら
来
る
か
ら
だ
。
今
の
中
国
で
、

最
も
豊
か
で
、
か
つ
最
も
脆

ぜ
い
じ
ゃ
く弱な
地

域
は
太
平
洋
側
だ
。
中
国
の
富
の
大

半
が
あ
る
。
富
を
支
え
る
た
め
に
必

要
な
資
源
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
は
海

か
ら
来
る
。
海
上
輸
送
の
方
が
陸
上

輸
送
よ
り
コ
ス
ト
が
安
い
か
ら
だ
。

　

冷
戦
時
代
に
北
朝
鮮
は
脅
威
だ
っ

た
が
、軍
事
的
に
は
も
う
終
わ
り
だ
。

米
韓
連
合
軍
が
北
朝
鮮
を
や
っ
つ
け

る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な

い
。
な
ぜ
や
ら
な
い
の
か
。
勝
つ
か

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
間
に
ソ
ウ
ル

は
火
の
海
に
な
り
、
戦
争
に
勝
っ
て

も
韓
国
経
済
は
終
わ
る
か
ら
だ
。
韓

国
は
絶
対
に
戦
争
で
き
な
い
。

　

天
然
資
源
が
な
い
島
国
の
国
益
を

最
大
化
す
る
方
法
は
何
か
。第
一
は
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
や
ヒ
ト
ラ
ー
、
ス
タ
ー

リ
ン
が
率
い
た
よ
う
な
覇
権
国
家
が

大
陸
に
出
現
し
な
い
よ
う
バ
ラ
ン
ス

を
維
持
す
る
こ
と
だ
。
大
陸
に
覇
権

国
家
が
で
き
る
と
、
島
国
が
侵
略
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
第
二
は
、
大

陸
に
介
入
し
な
い
こ
と
だ
。
島
国
は

海
洋
国
家
だ
か
ら
、
大
陸
に
過
度
の

介
入
を
し
て
国
力
を
浪
費
す
る
の
は

愚
の
骨
頂
だ
。　

島
国
は
シ
ー
レ

ー
ン
を
維
持
し
て
、

自
由
貿
易
で
生
き

て
い
く
し
か
な
い
。

英
国
も
日
本
も
同

じ
よ
う
に
「
海
の

国
」
と
し
て
生
き

延
び
て
き
た
。
わ

れ
わ
れ
が
望
ん
で
い
る
の
は
シ
ー
レ

ー
ン
が
ち
ゃ
ん
と
機
能
す
る
こ
と

だ
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
の
「
島

国
」
と
共
通
の
利
益
に
基
づ
き
、
安

全
保
障
上
の
協
力
を
含
め
た
重
層
的

な
「
島
国
同
盟
」
を
拡
大
す
べ
き
時

期
に
来
て
い
る
。

　

戦
後
70
年
談
話
に
関
す
る
有
識
者

懇
談
会
で
は
、
非
常
に
活
発
な
議
論

が
起
き
て
い
る
。
バ
ラ
ン
ス
は
い
い

が
、
有
識
者
に
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
な

い
。
だ
か
ら
首
相
の
談
話
の
下
書
き

は
誰
も
で
き
な
い
と
思
う
。
懇
談
会

で
は
、
い
ろ
ん
な
人
が
い
ろ
ん
な
議

論
を
し
て
い
る
。
国
民
的
な
議
論
の

触
媒
に
な
れ
た
ら
い
い
。

　

日
本
は
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ
て
生

き
て
い
く
べ
き
か
。
日
本
は
も
う
若

く
な
い
。
高
齢
化
し
て
お
り
、
美
し

く
老
い
た
い
の
だ
。
戦
っ
て
物
を
取

る
時
代
は
と
っ
く
に
終
わ
っ
て
い

る
。
日
本
は
ど
う
や
っ
て
生
き
延
び

る
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

今
は
ポ
ス
ト
「
ポ
ス
ト
冷
戦
」
の

時
代
で
あ
り
、
民
族
主
義
の
弱
肉
強

食
の
時
代
に
入
っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
そ
ん
な
時
代
に
は
混
乱
が
起
こ

り
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
創
造
へ
と
向
か
う
は
ず
だ
。
そ
の

創
造
の
過
程
に
参
加
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
自

由
、
民
主
、
法
の
支
配
、
人
権
、
人

道
と
い
っ
た
普
遍
的
価
値
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
る
。

　

新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
は
、
中
国

も
参
加
し
て
も
ら
わ
な
い
と
い
け
な

い
。
中
国
が
力
に
よ
る
現
状
変
更
を

や
め
て
、
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て

責
任
あ
る
役
割
を
果
た
す
こ
と
は

万
々
歳
だ
。
粘
り
強
く
働
き
掛
け
て

い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

日
本
も
変
わ
ら
な
い
と
い
け
な

い
。
伝
統
を
守
る
こ
と
は
大
事
だ
が
、

伝
統
を
守
る
に
は
変
化
が
必
要
だ
。

過
去
の
こ
と
を
過
去
の
価
値
体
系
で

説
明
す
る
の
は
簡
単
だ
。
だ
が
守
り

た
い
伝
統
が
あ
る
な
ら
、
普
遍
的
な

価
値
観
で
説
明
で
き
な
け
れ
ば
い
け

な
い
。
説
明
で
き
れ
ば
伝
統
は
生
き

残
る
。
そ
れ
を
私
は
「
保
守
の
進
化
」

と
呼
ん
で
い
る
。
保
守
が
進
化
す
れ

ば
、
日
本
は
生
き
延
び
る
。

日
本
の
活
路
は
自
由
貿
易
に

「
保
守
の
進
化
」

ポ
ス
ト
冷
戦
の
終
焉
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