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本
年
七
月
一
二
日
に
下
さ
れ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
対
中
国
仲
裁
判
断

は
、
武
力
衝
突
さ
え
懸
念
さ
れ
る
紛
争
に
お
け
る
法
的
判
断
で
あ
っ

た
こ
と
や
、
敗
訴
し
た
中
国
が
そ
れ
に
従
わ
な
い
こ
と
を
明
言
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
各
方
面
で
大
き
な
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。
本
稿
で

は
、
紛
争
お
よ
び
仲
裁
手
続
の
経
緯
、
仲
裁
判
断
の
内
容
、
そ
し
て

そ
の
後
の
動
き
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。

な
ぜ
、
仲
裁
な
の
か

　

南
シ
ナ
海
は
、
中
国
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ベ
ト
ナ
ム
・
マ
レ
ー
シ

ア
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ブ
ル
ネ
イ
な
ど
に
囲
ま
れ
た
海
域
で
あ
る
。

中
国
は
、
南
シ
ナ
海
に
お
い
て
、
次
頁
の
図
の
破
線
（nine-dotted 

line

や
「
九
段
線
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
の
範
囲
内
に
あ
る
す
べ
て

の
島
の
領
有
と
、
同
範
囲
内
の
海
域
に
お
け
る
主
権
的
権
利
お
よ
び

管
轄
権
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
九
段
線
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似

し
た
境
界
線
ら
し
き
も
の
は
一
九
一
四
年
に
中
華
民
国
で
刊
行
さ
れ

た
非
公
式
の
地
図
に
既
に
見
ら
れ
、
公
式
の
も
の
と
し
て
は
四
八
年

の
中
華
民
国
発
行
の
地
図
で
初
め
て
用
い
ら
れ
、
四
九
年
に
成
立
し

た
中
華
人
民
共
和
国
も
こ
の
線
を
地
図
に
掲
載
し
続
け
て
い
る
。
上

記
六
ヵ
国
の
い
ず
れ
も
が
当
事
国
と
な
っ
て
い
る
国
連
海
洋
法
条
約

（
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
）に
よ
れ
ば
沿
岸
国
は
自
国
沿
岸
か
ら
基
本
的
に
二

〇
〇
カ
イ
リ
ま
で
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）
や
大
陸
棚
を
主
張

し
得
る
と
こ
ろ
、
中
国
が
主
張
す
る
九
段
線
は
、
中
国
以
外
の
国
が

南
シ
ナ
海
仲
裁
判
断
の
射
程

―
―
法
的
根
拠
、
経
緯
、
そ
の
意
義
を
見
る

京
都
大
学
教
授

濵
本
正
太
郎

は
ま
も
と
　
し
ょ
う
た
ろ
う
　
一
九
七
〇
年
生
ま

れ
。
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
後
期

課
程
を
経
て
、
パ
リ
第
二
大
学
に
て
法
学
博
士

号
取
得
。
神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

な
ど
を
経
て
、
二
〇
〇
九
年
よ
り
現
職
。
共
著

書
に『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
秩
序
』『
国
際
法
』な
ど
。

南
シ
ナ
海
の
法
的
地
位
な
ど
が
激
し
く
争
わ
れ
た
仲
裁
判
断
が
出
た
。

攻
防
の
舞
台
裏
を
、
仲
裁
の
仕
組
み
を
ふ
ま
え
て

検
証
す
る
と
、
中
国
も
判
断
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

新
時
代
の
国
際
紛
争
解
決
手
段
の
か
た
ち
は
ど
う
な
る
か
。
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主
張
し
得
る
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
と
大
幅
に
重
複
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
中
国
が
こ
の
海
域
に
お
い
て
実

力
で
支
配
を
確
立
し
よ
う
と
し
始
め
、
や
は
り
同
海
域
に
お
け
る

島
々
の
領
有
権
や
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚
を
主
張
す
る
他
の
沿
岸
国
と

の
間
の
対
立
が
表
面
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
一
二
年
に
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ル
ソ
ン
島
か
ら
約
二
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
ス

カ
ボ
ロ
ー
礁
近
辺
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
公
船
の
活
動
を
中
国
公
船

が
妨
害
す
る
事
件
が
発
生
し
、
緊
張
関
係
が
著
し
く
高
ま
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
中
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
基
づ
く
仲
裁
を

二
〇
一
三
年
一
月
に
申
し
立
て
た
。

　

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
は
、同
条
約
の
解
釈
適
用
に
関
す
る
紛
争
に
つ
き
、

義
務
的
な
紛
争
処
理
手
続
を
定
め
て
い
る
。
交
渉
で
処
理
で
き
な
い

紛
争
に
つ
い
て
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）、
国
際
海
洋
法

裁
判
所
（
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
）、
仲
裁
、（
漁
業
等
に
関
す
る
）
特
別
仲
裁
の

い
ず
れ
か
に
よ
り
法
的
拘
束
力
あ
る
判
断
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
お
り
、
こ
の
い
ず
れ
の
手
続
き
を
用
い
る
か
に
つ
い
て
紛
争
当
事

国
間
に
合
意
が
な
い
場
合
は
仲
裁
を
用
い
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
や
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
で
は
な
く
仲
裁
を
選
択
し
た

の
は
、
そ
の
よ
う
な
合
意
が
中
国
と
の
間
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

仲
裁
で
は
基
本
的
に
紛
争
当
事
国
が
仲
裁
人
を
任
命
す
る
。
フ
ィ

リ
ピ
ン
は
仲
裁
人
一
名
を
任
命
し
た
が
、
中
国
が
仲
裁
手
続
へ
の
関

与
を
全
面
的
に
拒
否
し
た
た
め
、
仲
裁
に
関
す
る
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
附

属
書
Ⅶ
の
規
定
に
従
っ
て
、
柳
井
俊
二
・
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
所
長
（
当
時
）

が
他
の
四
名
を
任
命
し
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
張
と
仲
裁
裁
判
所
の
管
轄
権

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
は
、
大
要
、
①
中
国
が
南
シ
ナ
海
に
お
い
て
主
張
す

る
歴
史
的
権
利
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
と
両
立
し
な
い
、
②
南
シ
ナ
海
に

南シナ海

中国

中国が主張
する九段線

台湾

ベトナム

マレーシア

ブルネイ

インドネシア

フィリピン

ラオス

カンボジア

  西沙諸島

  海南島

南沙諸島

中沙諸島
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お
け
る
島
々
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
一
二
一
条
三
項
の
意
味
で
の
「
岩
」

で
あ
っ
て
Ｅ
Ｅ
Ｚ
も
大
陸
棚
も
持
た
な
い
、
③
中
国
は
島
の
埋
め
立

て
等
に
よ
り
環
境
保
護
義
務
に
違
反
し
て
い
る
、
と
主
張
し
た
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
中
国
と
の
間
に
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
主
張
す
る
Ｅ

Ｅ
Ｚ
と
中
国
が
主
張
す
る
歴
史
的
権
利
に
基
づ
く
海
域
と
の
境
界
に

関
す
る
対
立
や
、
南
シ
ナ
海
の
い
く
つ
か
の
島
に
関
す
る
領
有
権
紛

争
が
あ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
中
国
に
よ
る
い
く
つ
か
の
島
の
軍
事
化

に
も
反
発
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、仲
裁
裁
判
所
に
お
い
て
、

端
的
に
海
洋
境
界
画
定
を
求
め
た
り
、島
の
領
有
権
を
主
張
し
た
り
、

島
の
軍
事
化
そ
れ
自
体
を
否
定
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
に
は
、
そ

れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
。
ま
ず
、
中
国
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
紛
争
処

理
規
定
に
基
づ
き
法
的
拘
束
力
あ
る
判
断
を
な
す
機
関
（
仲
裁
裁
判

所
な
ど
）
の
管
轄
権
か
ら
海
洋
境
界
画
定
紛
争
を
除
外
す
る
宣
言
を

し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
宣
言
を
す
る
こ
と
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ

に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
海
洋
境
界
画
定
紛

争
を
仲
裁
裁
判
所
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
島
の
領
有
権
に

つ
い
て
は
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
は
海
洋
に
関
す
る
条
約
で
あ
っ
て
領
有

権
は
扱
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
仲
裁
裁
判
所
に
持
ち
込
め

な
い
。
島
の
軍
事
化
は
、
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
規
定
が
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ

Ｏ
Ｓ
に
な
い
た
め
、軍
事
化
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
も
意
味
が
な
い
。

そ
こ
で
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
上
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
仲
裁
申
立
に
対
し
、
中
国
は
仲
裁
手

続
に
一
切
関
与
し
な
い
と
の
態
度
に
出
た
。
そ
の
一
方
で
、
仲
裁
裁

判
所
に
は
本
件
紛
争
の
管
轄
権
が
な
い
と
の
主
張
を
自
国
外
交
部

（
外
務
省
）の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
た
。中
国
の
主
張
の
要
点
は
、

中
国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
間
に
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
紛
争
処
理
手
続
以

外
の
方
法
で
紛
争
処
理
を
す
る
合
意
が
で
き
て
い
た
、
ま
た
、
フ
ィ

リ
ピ
ン
の
主
張
は
海
洋
境
界
画
定
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
中
国
の

上
記
宣
言
に
よ
り
仲
裁
裁
判
所
の
管
轄
権
か
ら
除
外
さ
れ
る
、
と
い

う
二
点
で
あ
る
。

　

仲
裁
裁
判
所
の
管
轄
権
に
つ
き
争
い
が
あ
る
場
合
は
、
仲
裁
裁
判

所
自
身
が
管
轄
権
の
有
無
を
決
定
す
る
。
こ
れ
は
、
国
際
裁
判
所
に

一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
限
で
あ
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
も

そ
の
旨
の
明
文
規
定
が
あ
る
（
二
八
八
条
四
項
）。
仲
裁
裁
判
所
は
、

二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
九
日
の
管
轄
権
判
断
に
お
い
て
（
一
部
の
論

点
に
つ
い
て
は
二
〇
一
六
年
七
月
一
二
日
の
本
案
判
断
に
お
い
て
）、

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
中
国
と
の
間
に
紛
争
処
理
に
関
す
る
別
段
の
合
意
は

成
立
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
海
洋
境
界
画
定
を
求
め

て
い
な
い
と
し
て
、
管
轄
権
を
認
め
た
。

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
張
を
大
幅
に
認
め
た
仲
裁
判
断

　

仲
裁
裁
判
所
は
そ
の
後
本
案
の
審
理
に
入
り
、
二
〇
一
六
年
七
月
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一
二
日
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
主
張
を
大
幅
に
認
め
る
仲
裁
判
断
を
下

し
た
。
そ
の
内
容
を
要
約
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

①
南
シ
ナ
海
に
お
い
て
中
国
が
主
張
す
る
歴
史
的
権
利—

—

仮

に
、
中
国
が
九
段
線
内
の
海
域
に
お
い
て
歴
史
的
権
利
を
有
し
て
い

た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
権
利
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
に
お
け
る
沿

岸
国
の
権
利
の
主
権
性
・
排
他
性
と
矛
盾
す
る
た
め
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ

Ｓ
の
下
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

②
南
シ
ナ
海
の
島
々
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚
を
生
ぜ
し
め
る
か—

—

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
一
二
一
条
三
項
は
、「
人
間
の
居
住
又
は
独
自
の
経

済
的
生
活
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
岩
」
に
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸

棚
は
認
め
ら
れ
な
い
と
定
め
て
い
る
。「
人
間
の
居
住
」
を
維
持
す

る
た
め
に
は
、
最
低
限
、
食
料
・
飲
用
水
・
住
居
が
維
持
で
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。「
独
自
の
経
済
的
生
活
」
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、

外
部
か
ら
の
資
源
補
給
に
大
幅
に
依
存
し
て
は
な
ら
な
い
。
ス
カ
ボ

ロ
ー
礁
の
よ
う
に
余
り
に
小
さ
す
ぎ
る
岩
は
も
ち
ろ
ん
、
南
沙
諸
島

のItu A
ba

（
太
平
島
）
な
ど
も
、
軍
隊
や
政
府
職
員
が
居
住
し
て

い
る
も
の
の
外
部
か
ら
の
補
給
に
依
存
し
て
い
る
た
め
、
一
二
一
条

三
項
の
意
味
で
の
岩
で
あ
り
、Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

③
中
国
に
よ
る
埋
め
立
て—

—

中
国
に
よ
る
埋
め
立
て
や
人
工

島
建
設
は
、
専
門
家
に
よ
り
海
洋
環
境
を
害
す
る
こ
と
が
認
定
さ
れ

て
お
り
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
上
の
海
洋
環
境
保
護
義
務
に
反
す
る
。

　

こ
の
三
つ
の
う
ち
、
①
や
③
は
中
国
も
覚
悟
し
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
②
は
衝
撃
的
な
内
容
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
南
シ
ナ
海
に

Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚
を
有
す
る
よ
う
な
島
が
な
い
と
す
る
と
、
仮
に
そ

れ
ら
の
島
の
領
有
権
が
中
国
に
あ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
中

国
は
一
二
カ
イ
リ
の
領
海
し
か
主
張
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。他
方
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
は
沿
岸
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
・
大
陸
棚

を
主
張
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
活
動
は

大
幅
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
附
属
書
Ⅶ
の
九
条
は
、
一
方
の
紛
争
当
事
者
が
自

己
の
立
場
を
弁
護
し
な
い
場
合
、
仲
裁
裁
判
所
は
「
請
求
が
事
実
及

び
法
に
お
い
て
十
分
な
根
拠
を
有
す
る
こ
と
」
を
確
認
し
た
上
で
仲

裁
判
断
を
下
す
と
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
、
仲
裁
裁
判
所
は
、

中
国
が
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
上
に
公
表
し
た
主
張
等
も
考
慮
に
入
れ
て
中

国
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中

国
が
仲
裁
手
続
に
公
式
に
関
与
し
て
お
れ
ば
、
中
国
の
立
場
を
よ
り

詳
細
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
中
国
の

不
出
廷
は
不
利
に
作
用
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
し
か

し
、
中
国
と
し
て
は
、
多
少
不
利
で
な
い
仲
裁
判
断
を
得
る
よ
り
は
、

仲
裁
判
断
を
全
面
無
視
し
て
そ
の
権
威
を
否
定
す
る
ほ
う
が
政
策
的

に
得
策
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
自
ら
の
立
場
を
主
張

し
よ
う
に
も
、
九
段
線
お
よ
び
そ
れ
に
囲
ま
れ
た
海
域
の
法
的
地
位
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の
内
容
と
そ
の
根
拠
に
つ
き
明
確
な
説
明
は
で
き
な
い
と
の
自
覚
も

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

仲
裁
判
断
を
国
際
法
上
無
効
と
断
じ
た
中
国

　

中
国
は
、
仲
裁
判
断
が
下
さ
れ
た
翌
日
の
七
月
一
三
日
に
仲
裁
判

断
に
対
す
る
立
場
を
外
交
部
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
表
し
、
フ
ィ
リ
ピ

ン
に
よ
る
仲
裁
申
立
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
紛
争
処
理
規
定
を
含
む
国
際

法
に
反
し
、
仲
裁
廷
は
管
轄
権
を
有
さ
ず
、
し
た
が
っ
て
仲
裁
判
断

は
無
効
で
あ
っ
て
拘
束
力
を
持
た
な
い
、
と
主
張
し
た
。
フ
ィ
リ
ピ

ン
・
中
国
間
に
は
紛
争
処
理
方
法
に
関
す
る
別
段
の
合
意
が
あ
っ
た

と
い
う
従
来
の
主
張
の
繰
り
返
し
に
加
え
、
真
の
紛
争
主
題
は
島
々

の
領
有
権
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
紛
争
処
理
手
続

を
用
い
る
の
は
手
続
き
の
濫
用
で
あ
り
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
歪
め
ら
れ

た
事
実
関
係
を
仲
裁
裁
判
所
に
提
出
し
た
と
も
述
べ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
同
日
の
記
者
会
見
で
中
国
外
務
副
大
臣
は
、
仲
裁
判
断
無
視
の

理
由
と
し
て
、
仲
裁
人
の
う
ち
四
名
の
指
名
が
柳
井
俊
二
と
い
う
、

日
本
の
首
相
官
邸
の
「
安
全
保
障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る

懇
談
会
」
座
長
に
よ
り
な
さ
れ
て
お
り
、
同
懇
談
会
は
「
戦
後
国
際

秩
序
に
挑
戦
す
る
」
日
本
の
集
団
的
自
衛
権
容
認
政
策
を
支
援
し
た

こ
と
、
お
よ
び
、
仲
裁
人
の
四
名
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
、
あ
と
一
名
は

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
居
住
の
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
っ
て
構
成
が
偏
っ
て
い
る
こ

と
、
そ
し
て
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
や
Ｉ
Ｔ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
の
裁
判
官
は
独
立
性
が
要
求

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
本
件
の
仲
裁
人
の
経
費
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に

よ
り
支
払
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
挙
げ
て
い
る
。

　

興
味
深
い
こ
と
に—

—

当
然
な
が
ら
、
と
言
う
べ
き
か—

—

仲

裁
裁
判
所
の
管
轄
権
の
有
無
は
仲
裁
裁
判
所
が
決
定
す
る
、
と
い
う

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
二
八
八
条
四
項
へ
の
言
及
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
こ

れ
は
、
中
国
政
府
の
立
場
を
支
持
す
る
中
国
の
国
際
法
学
者
た
ち
の

見
解
に
も
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
仲
裁
判
断
の
無
効
を
主
張
し
、

か
つ
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
は
公
正
な
機
関
だ
と
述
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
仲
裁
判

断
の
有
効
性
に
つ
い
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
判
断
を
求
め
る
た
め
に
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
同
意
を
取
り
付
け
る
努
力
を
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、

Ｉ
Ｃ
Ｊ
へ
の
提
訴
は
示
唆
さ
え
さ
れ
て
い
な
い
。
Ｉ
Ｃ
Ｊ
が
仲
裁
判

断
の
有
効
性
に
関
す
る
紛
争
を
扱
っ
た
こ
と
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
仲
裁
判
断
の
無
効
と
い
う
中
国
の
主
張

が
法
的
に
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、
中
国
政
府
自
身
も
中
国
政
府
を

支
持
す
る
中
国
の
国
際
法
学
者
た
ち
も
、
十
分
に
理
解
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

国
際
裁
判
は
大
国
に
は
無
意
味
な
の
か
？

　

仲
裁
判
断
前
日
の
七
月
一
一
日
に
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
教
授
の
グ

レ
ア
ム
・
ア
リ
ソ
ン
が
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
の
い
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ず
れ
も
、
国
際
裁
判
所
の
判
決
が
自
国
の
主
権
や
国
家
安
全
保
障
上

の
利
益
に
反
す
る
と
自
国
が
考
え
る
場
合
に
判
決
に
従
っ
た
こ
と

は
な
い
、
と
の
論
考
をT

he D
iplom

at

誌
に
掲
載
し
た
。
マ
ン
キ

エ
・
エ
ク
レ
オ
諸
島
の
領
有
権
を
巡
っ
て
フ
ラ
ン
ス
が
Ｉ
Ｃ
Ｊ
で
敗

訴
（
一
九
五
三
年
）
し
て
そ
れ
に
従
っ
た
例
や
、
メ
イ
ン
湾
の
境
界

画
定
に
つ
い
て
米
国
が
必
ず
し
も
有
利
で
な
い
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
（
八
四

年
）
に
従
っ
た
例
を
考
え
る
と
適
切
な
論
で
は
な
い
が
、た
し
か
に
、

ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
（
八
六
年
）
に
米
国
が
従
わ
な
か
っ

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
南
シ
ナ
海
仲
裁
判
断
に
つ
い
て
米

国
が
判
断
の
遵
守
を
中
国
に
求
め
る
際
に
著
し
く
説
得
力
が
欠
け
る

原
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
基
づ
く
仲
裁
判
断
が
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
こ

と
は
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
明
示
さ
れ
て
い
る
（
二
九
六
条
一
項
）
が
、

物
理
的
強
制
力
を
用
い
て
中
国
に
対
し
て
仲
裁
判
断
を
執
行
す
る
規

定
は
な
く
、
そ
も
そ
も
強
制
執
行
は
望
ま
し
く
も
な
い
。
で
は
、
国

際
裁
判
は
大
国
に
対
し
て
は
無
意
味
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

ロ
シ
ア
Ｅ
Ｅ
Ｚ
内
の
石
油
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
、
オ
ラ
ン
ダ
船

籍
船
に
乗
っ
た
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
の
運
動
家
が
抗
議
行
動
を
し
た
際

に
ロ
シ
ア
が
同
船
を
拿
捕
し
運
動
家
た
ち
の
身
柄
を
拘
束
し
た
こ
と

に
対
し
、
オ
ラ
ン
ダ
が
船
舶
お
よ
び
運
動
家
た
ち
の
釈
放
と
賠
償
と

を
求
め
た
ア
ー
ク
テ
ィ
ッ
ク
・
サ
ン
ラ
イ
ズ
号
事
件
は
、
や
は
り
Ｕ

Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
に
基
づ
く
仲
裁
手
続
に
付
さ
れ
た
が
（
二
〇
一
三
年
申

立
）、
ロ
シ
ア
は
不
出
廷
を
貫
い
た
。
も
っ
と
も
、
ロ
シ
ア
は
仲
裁

手
続
の
進
行
中
に
船
舶
も
運
動
家
た
ち
も
釈
放
し
て
お
り
、
仲
裁
申

立
が
一
定
の
圧
力
に
な
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　

ニ
カ
ラ
グ
ア
事
件
で
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
後
に
ニ
カ
ラ
グ
ア
新
政
権

が
誕
生
し
た
際
、
米
国
が
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
経
済
援
助
を
す
る
こ
と
と

引
き
換
え
に
、
賠
償
額
算
定
に
関
し
て
Ｉ
Ｃ
Ｊ
に
係
属
中
で
あ
っ
た

訴
訟
を
ニ
カ
ラ
グ
ア
が
取
り
下
げ
る
こ
と
で
両
国
が
合
意
し
た
。
こ

こ
で
も
、
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決
が
一
定
の
圧
力
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。

　

南
シ
ナ
海
仲
裁
判
断
が
ど
の
程
度
の
圧
力
を
中
国
に
課
す
こ
と
に

な
る
か
は
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
同
判
断
を
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
に

か
か
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
中
国
に
よ
る
仲
裁
判

断
無
視
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
と
の
交
渉
に
お
い
て
よ

り
有
利
な
条
件
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
結
果

的
に
、
今
回
の
仲
裁
判
断
と
異
な
る
内
容
の
合
意
が
両
国
間
に
成
立

す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て
も
、
法
的
観
点
か
ら
は
特
段
の
問
題
は
な

い
。

日
本
へ
の
影
響

　

南
シ
ナ
海
仲
裁
判
断
は
、
日
本
に
と
っ
て
二
つ
の
意
味
で
重
要
で
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あ
る
。

　

ま
ず
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｌ
Ｏ
Ｓ
一
二
一
条
三
項
の
「
人
間
の
居
住
又
は
独

自
の
経
済
生
活
を
維
持
で
き
な
い
岩
」
に
つ
い
て
か
な
り
厳
密
な
基

準
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
本
件
仲
裁
判
断
は
非
当
事
国
た
る
日
本
を
拘
束
す
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
将
来
日
本
が
訴
え
ら
れ
る
側
に
立
つ
可

能
性
は
皆
無
で
は
な
く
、
そ
の
場
合
に
本
件
仲
裁
判
断
が
あ
る
程
度

の
影
響
力
を
持
つ
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
こ
の
仲
裁
判
断
自
身
、
最

終
的
に
は
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
判
断
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
は
い
る
が
、
今
回
示
さ
れ
た
基
準
を
単
純
に
当
て
は
め
る
と
、
沖

ノ
鳥
島
は
も
ち
ろ
ん
、
竹
島
・
南
鳥
島
・
西
之
島
も
一
二
一
条
三
項

の
意
味
で
の
岩
と
な
り
、
尖
閣
諸
島
も
そ
う
で
あ
る
可
能
性
さ
え
あ

る
。

　

よ
り
巨
視
的
に
は
、
国
際
法
お
よ
び
国
際
裁
判
の
実
効
性
を
維
持

す
る
こ
と
で
あ
る
。
国
際
法
は
中
国
と
の
関
係
で
は
役
に
立
た
な
い

と
い
う
認
識
が
広
ま
る
と
国
際
秩
序
の
不
安
定
要
因
が
増
し
、
日
本

に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
さ
ら
に
は
世
界
全
体
に

と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
仲
裁
判
断
の
履
行
を
中
国
に
求

め
る
と
と
も
に
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
仲
裁
判
断
を
活
用
す
る
の
を
さ
ま

ざ
ま
な
形
で
支
援
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
●
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