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本
書
は
提
案
の
書
で
あ
る
。
自
由
で
開
か

れ
た
イ
ン
ド
太
平
洋
（
F
O
I
P
）
を
充
実

化
さ
せ
る
方
法
と
し
て
、
西
太
平
洋
地
域
に

「
柔
ら
か
い
民
主
主
義
」
を
軸
と
し
た
連
合

体
、
す
な
わ
ち
西
太
平
洋
連
合
（W

estern 
Pacifi c U

nion, 

Ｗ
Ｐ
Ｕ
）
を
構
想
し
、
そ

の
実
効
性
を
検
討
し
て
い
る
。

　

Ｗ
Ｐ
Ｕ
で
主
に
想
定
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー

は
、
日
本
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
太
平
洋
島

嶼
国
で
あ
る
。
Ｗ
Ｐ
Ｕ
を
提
唱
す
る
編
者
・

北
岡
伸
一
氏
の
総
論
に
続
い
て
、
一
〇
を
超

え
る
個
別
国
・
地
域
に
つ
い
て
専
門
家
が
、

各
々
の
戦
後
外
交
を
振
り
返
っ
た
う
え
で
、

Ｗ
Ｐ
Ｕ
構
想
へ
の
あ
り
う
る
反
応
を
検
討
し

て
い
る
。

　

編
者
に
よ
る
Ｗ
Ｐ
Ｕ
の
発
想
の
根
底
に

は
、
い
く
つ
か
の
現
状
認
識
が
あ
る
。
第
一

は
、
中
国
の
急
速
な
台
頭
に
よ
っ
て
生
じ
て

い
る
対
外
的
な
膨
張
に
対
応
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
関
係
国
は
ア
メ

リ
カ
、
中
国
、
ロ
シ
ア
と
い
っ
た
超
大
国
を

前
に
し
て
、「
数
億
人
の
か
た
ま
り
を
作
ら

な
い
と
、
一
定
の
発
言
権
を
持
つ
こ
と
は

難
し
い
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
第
三
に
、

F
O
I
P
が
そ
の
構
想
に
お
い
て
希
求
力

を
持
ち
な
が
ら
も
具
体
像
を
欠
き
、
な
か

ん
ず
く
東
南
ア
ジ
ア
が
F
O
I
P
の
中
に

適
切
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
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る
。
そ
し
て
第
四
に
、
新
た
な
地
域
主
義
を

構
想
す
る
上
で
、
超
大
国
が
入
る
地
域
構
想

は
機
能
し
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
る
。 

　

単
純
化
す
れ
ば
、超
大
国
を
除
き
な
が
ら
、

東
南
ア
ジ
ア
を
含
め
た
形
で
の
、
新
た
な
ミ

ド
ル
パ
ワ
ー
連
合
を
具
体
的
に
構
想
す
る
わ

け
で
あ
る
。超
大
国
ア
メ
リ
カ
は
含
ま
れ
ず
、

加
え
て
西
太
平
洋
で
あ
る
こ
と
か
ら
イ
ン
ド

を
含
ま
ず
、
ま
た
韓
国
も
対
中
政
策
の
自
主

性
の
無
さ
を
理
由
と
し
て
本
書
で
は
議
論
の

対
象
と
な
っ
て
い
な
い
（
四
二
頁
お
よ
び
本

書
巻
頭
の
地
図
も
参
照
）。 

　

で
は
、
Ｗ
Ｐ
Ｕ
は
具
体
的
に
何
を
や
る
の

か
。
上
記
の
主
旨
ゆ
え
に
、
主
に
外
交
的
協

調
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
欧

州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
外
交
面
で
の
成
果
を
高

く
評
価
し
て
い
る
。
同
時
に
海
洋
の
自
由
、

防
災
、
経
済
開
発
（
イ
ン
フ
ラ
、
保
健
医
療
）

な
ど
の
メ
ン
バ
ー
間
協
力
が
提
起
さ
れ
て
い

る
（
三
〇
〜
三
九
頁
）。
こ
う
し
た
地
域
主

義
の
最
も
緩
や
か
な
制
度
化
と
し
て
、
会
合

の
開
催
と
定
例
化
が
指
摘
さ
れ
る
（
四
五
五

〜
四
五
六
頁
）。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

Ｗ
Ｐ
Ｕ
会
議
の
開
催
が
そ
の
初
期
段
階
で
の

目
標
と
な
る
だ
ろ
う
。 

　

想
定
さ
れ
る
参
加
国
に
と
っ
て
の
メ
リ
ッ

ト
は
、
超
大
国
を
除
く
連
合
体
に
よ
り
米
中

対
立
の
影
響
を
緩
和
す
る
こ
と
、
そ
し
て
特

定
国
に
依
存
し
な
い
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
の

構
築
を
進
め
る
こ
と
、
そ
し
て
価
値
と
し
て

漸
進
的
に
緩
や
か
な
民
主
主
義
を
広
め
る
こ

と
で
あ
る
（
四
七
三
〜
四
七
七
頁
）。

W
P
U
の
先
導
国
は
ど
こ
か

　

本
書
が
興
味
深
い
の
は
、
編
者
に
よ
る
プ

ロ
ポ
ー
ザ
ル
を
た
た
き
台
と
し
て
、
潜
在
的

な
参
加
国
が
、
ど
の
よ
う
な
反
応
を
示
し
う

る
の
か
を
深
く
検
討
し
て
い
る
点
で
あ
る
。 

　

積
極
的
な
関
与
が
期
待
で
き
る
国
々
と
し

て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
そ
し
て
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
バ
ン
ド
ン
会
議
や
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
設
立
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
第
三
極
の
秩
序
構
築
の

実
績
が
あ
る
。
ま
た
民
主
主
義
の
実
践
成
果

か
ら
み
て
、
Ｗ
Ｐ
Ｕ
の
主
導
国
に
な
り
う
る

と
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
踏

み
込
ん
で
、
デ
ジ
タ
ル
空
間
に
お
け
る
「
新

バ
ン
ド
ン
宣
言
」
を
提
案
し
、「
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
に
は
日
本
と
な
ら
ぶ
、
も
し
く
は
日
本

以
上
に
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
も
ら
う
」

と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
七
三
頁
）。
加

え
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
つ
い
て
も
、
近
年

の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
お
よ
び
シ
ー
レ
ー
ン
の

自
由
と
安
全
へ
の
関
心
の
高
ま
り
か
ら
、
日

本
と
さ
ら
な
る
協
力
を
進
め
る
機
運
が
高

ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
三
五
一
頁
）。 

　

一
方
で
、
本
書
の
検
討
か
ら
、
よ
り
慎
重

な
反
応
を
示
し
そ
う
な
国
も
可
視
化
さ
れ
て

い
る
。 　

　

ま
ず
主
要
な
構
成
国
と
な
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
は
、
Ｗ
Ｐ
Ｕ
に
対
中
牽
制

の
色
合
い
が
濃
く
、
ま
た
一
帯
一
路
構
想
へ
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の
対
抗
と
認
識
さ
れ
る
場
合
に
は
、
対
中
関

係
へ
の
配
慮
か
ら
構
想
に
懸
念
を
抱
く
と
考

え
ら
れ
る
。
加
え
て
民
主
主
義
を
強
調
す
る

こ
と
に
対
し
て
も
ベ
ト
ナ
ム
は
警
戒
す
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
（
一
二
八
頁
）。
バ
ラ

ン
ス
外
交
を
追
求
す
る
タ
イ
も
、
中
国
と

韓
国
に
配
慮
を
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

（
一
五
四
〜
一
六
〇
頁
）。
ま
た
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
は
引
き
続
き
ク
ー
デ
タ
ー
の
混
乱
の
さ

な
か
に
あ
り
、
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
の
脱
却
が

課
題
と
な
っ
て
い
る
。
潜
在
的
に
は
大
国
へ

の
ヘ
ッ
ジ
を
ミ
ャ
ン
マ
ー
も
欲
し
て
い
る
も

の
の
、
Ｗ
Ｐ
Ｕ
が
理
念
と
し
て
設
定
す
る
普

遍
的
価
値
と
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
政
治
体
制
の
整

合
性
が
問
題
に
な
る
。 

　

こ
の
構
想
に
含
ま
れ
な
い
超
大
国
は
Ｗ
Ｐ

Ｕ
を
ど
う
位
置
付
け
、
ど
の
よ
う
な
対
応
を

す
る
の
か
も
論
点
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
は
Ｗ

Ｐ
Ｕ
を
総
じ
て
歓
迎
す
る
だ
ろ
う
と
想
定
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
二
〇
二
二
年
二
月

二
四
日
の
ロ
シ
ア
軍
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵

攻
を
受
け
て
、
欧
米
諸
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦

線
へ
外
交
軍
事
資
源
を
重
点
化
さ
せ
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
は
イ
ン
ド
太
平

洋
の
戦
略
的
な
位
置
付
け
が
変
わ
る
可
能
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。 

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
中
長
期
的
に
課
題
と

な
る
の
は
F
O
I
P
の
経
済
面
で
の
中
身

で
あ
る
。
バ
イ
デ
ン
政
権
は
二
一
年
一
〇
月

に
イ
ン
ド
太
平
洋
経
済
枠
組
み
を
提
唱
し
た

が
、
議
会
承
認
を
必
要
と
す
る
関
税
引
き
下

げ
は
回
避
さ
れ
る
見
込
み
で
あ
る
。
結
果
、

新
興
国
・
途
上
国
に
と
っ
て
は
実
利
に
欠
け

る
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
中
国
は
、
本
書
で
も
合
従

連
衡
の
逸
話
（
四
四
〜
四
五
頁
）
が
引
用
さ

れ
る
よ
う
に
、
関
係
国
の
二
国
間
協
力
の
強

化
、
つ
ま
り
巨
大
国
内
市
場
を
テ
コ
に
影
響

力
を
強
め
よ
う
と
す
る
。
Ｗ
Ｐ
Ｕ
参
加
国
に

超
大
国
が
い
な
い
こ
と
は
、
外
交
的
協
調
に

お
い
て
は
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
経
済
的
実

利
の
観
点
か
ら
は
大
規
模
な
需
要
を
持
た
な

い
と
い
う
弱
さ
も
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。

 「
西
太
平
洋
」
は
ど
う
見
え
た
の
か

　

本
書
で
整
理
さ
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
外
交

史
の
中
で
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
枠
組
み

が
構
想
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
筆
頭
に
は
Ａ
Ｓ

Ｅ
Ａ
Ｎ
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
サ
ミ
ッ
ト
が
あ

る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
大
メ
コ
ン
圏

（
G
M
S
）、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
の
三
角
地

帯
構
想
（
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
ラ
オ

ス
）、
ブ
ル
ネ
イ
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
マ
レ
ー

シ
ア
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
東
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
成
長

エ
リ
ア
（BIM

P-EA
GA

）
と
い
っ
た
構

想
が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
中
国
の
台
頭
や
、

ア
メ
リ
カ
の
ア
ジ
ア
回
帰
の
限
界
を
踏
ま
え

た
上
で
、
い
か
な
る
構
想
が
あ
り
う
る
か
を

創
造
的
に
考
え
る
と
い
う
本
書
の
取
り
組
み

は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
。
英
語
版
の

刊
行
も
予
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
国
外
、

と
り
わ
け
関
係
国
の
学
者
・
政
策
担
当
者
と

の
対
話
の
た
た
き
台
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
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れ
る
。

　

新
た
な
状
況
を
踏
ま
え
て
、
ミ
ド
ル
パ

ワ
ー
中
心
の
連
合
体
に
何
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。
日
本
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
の
ハ
ー
ド

ル
は
高
い
よ
う
だ
。
本
書
で
は
、例
え
ば「
テ

ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
強
く
、
民
主
主
義
、
自
由
主

義
に
共
感
す
る
」
人
材
の
必
要
性
が
指
摘
さ

れ
る
（
七
五
頁
）。
加
え
て
東
南
ア
ジ
ア
を

中
心
と
し
て
、
西
太
平
洋
の
地
域
事
情
へ
の

実
地
的
か
つ
歴
史
的
な
理
解
も
必
要
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
地
域
研
究
の
衰
退

も
進
む
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
人
材
プ
ー
ル
を
拡
充
で
き
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
う
し
た
観
点
で
も
準
備
が
必
要
だ
と

思
わ
れ
る
。

　

本
書
の
タ
イ
ト
ル
を
知
っ
た
と
き
、
評
者

は
一
九
八
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
別
の
書
籍
を

想
起
し
た
。そ
れ
は
韓
国
を
は
じ
め
と
し
て
、

東
ア
ジ
ア
の
高
度
成
長
を
開
発
経
済
学
の
観

点
か
ら
研
究
し
た
渡
辺
利
夫
氏
の
『
西
太
平

洋
の
時
代　

ア
ジ
ア
新
産
業
国
家
の
政
治
経

済
学
』
で
あ
る
。

　

同
書
に
お
い
て
、
日
本
は
日
米
貿
易
摩
擦

に
直
面
す
る
経
済
大
国
で
あ
り
、
中
国
は
経

済
改
革
に
着
手
し
、「
沿
海
地
区
経
済
発
展

戦
略
」
を
提
起
す
る
な
ど
、
経
済
的
飛
躍
を

模
索
す
る
段
階
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
時

期
に
は
「
西
太
平
洋
」
と
い
う
言
葉
が
割
と

使
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

渡
辺
氏
の
い
う
よ
う
に
、
工
業
化
の
波
は

地
域
を
覆
い
、「
西
太
平
洋
の
時
代
」
は
確

か
に
訪
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
同
氏
の
考
え

た
「
社
会
主
義
の
溶
解
」
を
伴
わ
ず
、
む
し

ろ
共
産
党
体
制
が
維
持
さ
れ
た
ま
ま
、
超
大

国
と
し
て
中
国
が
登
場
し
て
い
る
。
両
書
は

同
じ
く
「
西
太
平
洋
」
を
扱
う
が
、
そ
の
イ

メ
ー
ジ
は
大
き
く
異
な
る
。
二
冊
の
本
の
間

に
横
た
わ
る
三
〇
年
間
に
生
じ
た
地
政
学
的

な
地
殻
変
動
の
巨
大
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
●
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