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「
安
保
理
が
保
証
す
べ
き
安
全
保
障
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
平
和
の

保
障
を
担
う
べ
き
国
連
が
、
効
果
的
に
機
能
し
て
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
だ
」

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
、
今
年
四
月
に
開
催
さ

れ
た
安
保
理
の
緊
急
会
合
で
こ
の
よ
う
に
訴
え
た
。
国
連
が
機
能
不

全
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
後
の
状
況
を
受
け
、
国
連
や
安
保
理

の
改
革
を
求
め
る
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
自
民
党

は
、
同
月
に
国
連
・
安
保
理
改
革
を
求
め
る
要
望
書
を
岸
田
文
雄
首

相
に
提
出
し
た
。
そ
の
柱
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
、
国
連

憲
章
の
旧
敵
国
条
項
の
削
除
で
あ
る
。

　

旧
敵
国
条
項
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
連
合
国
の
敵
国

（
す
な
わ
ち
日
本
や
ド
イ
ツ
な
ど
）
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
日
本

政
府
は
そ
の
廃
棄
を
た
び
た
び
求
め
て
き
た
。
例
え
ば
、
一
九
七
〇

年
と
翌
年
の
国
連
総
会
で
愛
知
揆
一
外
相
が
、
七
六
年
の
国
連
総
会

で
は
小
坂
善
太
郎
外
相
が
同
条
項
の
廃
棄
を
求
め
た
。八
三
年
に
は
、

中
曽
根
康
弘
首
相
が
「
国
連
総
会
決
議
に
よ
る
万
策
も
含
め
て
そ
の

削
除
の
実
現
方
極
秘
裡
に
検
討
せ
よ
」
と
、
外
務
省
に
指
示
し
て
い

た
。

　

も
っ
と
も
、
旧
敵
国
条
項
は
死
文
化
し
た
と
の
認
識
が
、
九
五
年

帝
京
大
学
専
任
講
師

山
口 

航

や
ま
ぐ
ち　

わ
た
る

同
志
社
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士

後
期
課
程
退
学
。
博
士
（
政
治
学
）。
専

門
は
日
米
関
係
史
、
安
全
保
障
論
。
共

著
に
『
テ
キ
ス
ト
日
米
関
係
論
』『
昭
和

史
講
義
【
戦
後
篇
】』
な
ど
。

外
交
極
秘
解
除
文
書
連
載

⑧

「
冷
戦
後
の
世
界
」
に
臨
む
日
本
外
交
の
挑
戦

国
連
で
の
地
位
回
復
を
求
め
て

ー
ー
旧
敵
国
条
項
と
ド
イ
ツ
再
統
一
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の
国
連
総
会
決
議
で
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
り
と
て
、
近
年
も
ロ
シ
ア

の
ラ
ブ
ロ
フ
外
相
が
同
条
項
に
た
び
た
び
言
及
す
る
な
ど
、
駆
け
引

き
に
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

旧
敵
国
条
項
の
削
除
を
米
国
に
打
診

　

旧
敵
国
条
項
の
削
除
は
、
冷
戦
が
終
焉
を
迎
え
た
頃
に
も
主
張
さ

れ
た
。
一
九
九
〇
年
二
月
、
旧
敵
国
条
項
を
主
題
と
し
た
電
信
を
岡

本
行
夫
北
米
第
一
課
長
が
起
草
し
た
。
こ
れ
は
、
翌
月
の
海
部
俊
樹

首
相
・
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
日
米
首
脳
会
談
に
向
け
て
、
在
米
大
使

に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
（
外
務
大
臣
発
在
米
大
使
宛
一
一
四
九
号

「
日
米
首
脳
会
談
（
旧
敵
国
条
項
問
題
等
）」
一
九
九
〇
年
二
月
二
七

日
、
お
よ
び
、
外
務
大
臣
発
在
米
大
使
宛
Ｆ
Ａ
Ｘ
信
「
事
務
連
絡
」

一
九
九
〇
年
二
月
二
八
日
、
外
交
史
料
館
２
０
２
１
―

０
５
２
３
）。

　

岡
本
は
、「
国
連
憲
章
の
旧
敵
国
条
項
（
第
五
三
条
、第
一
〇
七
条
）

の
存
在
に
よ
り
、
我
が
国
が
米
国
を
含
む
連
合
国
と
の
間
で
国
連
憲

章
上
は
恰
も
『
旧
敵
国
』
と
し
て
律
さ
れ
続
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
、

形
式
的
に
は
き
わ
め
て
不
自
然
な
状
況
が
継
続
し
て
き
た
」
と
問
題

点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
政
府
は
「
こ
の
不
合
理
性
を
国

際
社
会
に
訴
え
て
き
た
と
こ
ろ
」
で
あ
っ
た
。

　

も
と
よ
り
、
憲
章
の
改
正
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
来
る

首
脳
会
談
で
、
同
条
項
が
削
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
の
ス
テ
ー

ト
メ
ン
ト
が
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
か
ら
対
外
的
に
表
明
さ
れ
れ
ば
、「
両

国
民
に
と
っ
て
好
ま
し
い
心
理
的
影
響
が
生
じ
、
日
米
の
友
好
関
係

に
と
り
象
徴
的
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
」と
岡
本
は
言
う
。

し
た
が
っ
て
、「
本
件
は
あ
く
ま
で
も
非
公
式
な
打
診
で
あ
る
こ
と

を
十
分
説
明
し
つ
つ
（
で
き
れ
ば
、
海
部
総
理
の
要
請
に
応
じ
、
米

側
と
し
て
理
解
を
示
し
た
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
は
対
外
的
に
避
け

た
い
の
で
）、
今
時
首
脳
会
談
で
、
米
側
と
し
て
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統

領
の
自
発
的
申
し
出
と
し
て
、
上
記
内
容
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
な
い

し
発
言
を
行
う
可
能
性
に
つ
き
、
…
…
米
側
の
感
触
を
大
至
急
打
診

の
上
、
結
果
回
電
あ
り
た
い
」
と
の
電
信
を
岡
本
は
送
っ
た
。

一
九
七
八
年
に
米
国
が
難
色
を
示
し
た
理
由

　

で
は
、
な
ぜ
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
旧
敵
国
条
項
の
話
が
出
て
き
た

の
か
。
そ
れ
は
、
同
時
期
に
議
論
さ
れ
て
い
た
、
東
西
ド
イ
ツ
の
再

統
一
と
関
係
が
あ
る
。

　

こ
の
約
一
〇
年
前
の
一
九
七
八
年
、
国
務
省
の
シ
ュ
ウ
ェ
ー
ベ
ル

法
律
顧
問
部
次
長
が
日
米
協
議
で
、「
米
国
政
府
の
検
討
結
果
」
と

し
て
、旧
敵
国
条
項
に
は
実
質
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
米
英
仏
は
戦
勝
国
と
し
て
ド
イ
ツ
特
に
ベ
ル
リ
ン
に

関
し
て
特
殊
な
権
利
を
有
し
て
お
り
、
就
中
ベ
ル
リ
ン
へ
の
ア
ク
セ

ス
の
自
由
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
陸
路
ま
た
は
空
路
で
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東
独
領
域
内
を
通
過
す
る
に
は
国
際
法
上
東
独
の
許
可
が
必
要
で
あ

る
が
、
現
在
は
か
か
る
許
可
を
求
め
る
こ
と
な
く
ベ
ル
リ
ン
へ
の
ア

ク
セ
ス
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
か
か
る
特
別
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
法
的
根
拠
を
憲
章
五
三
条
及
び
一
〇
七
条
が
提
供
し
て

い
る
わ
け
で
あ
る
」
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
日
本
側
を
当
惑
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
政
府
は
国

会
な
ど
に
お
い
て
、「
旧
敵
国
条
項
の
不
適
用
の
根
拠
と
し
て
日
本

が
平
和
あマ

マい
好
国
と
し
て
国
連
加
盟
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
掲
げ

て
」
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
も
し
国
連
加
盟
に
よ
り
旧
敵
国
条
項
が
適
用
さ
れ
な
く
な

る
の
で
あ
れ
ば
、
国
連
に
加
盟
し
て
い
る
東
独
に
も
同
条
項
は
適
用

さ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、「
東
独
等
よ
り
ベ
ル
リ
ン

へ
の
ア
ク
セ
ス
の
た
め
の
東
独
領
域
内
通
過
に
は
領
域
主
権
の
原
則

に
よ
り
東
独
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
と
の
主
張
を
ゆマ

マう
発
す
る
恐
れ

も
あ
る
」
と
し
て
、
米
側
は
日
本
側
の
解
釈
に
難
色
を
示
し
た
。
そ

れ
ゆ
え
、
米
国
は
、
旧
敵
国
条
項
削
除
を
含
む
国
連
憲
章
の
改
正
に

「
極
め
て
しマ

マん
重
」
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
米
国
は
、
旧
敵
国
条
項
が
日
本
に
適
用
さ
れ
な
い
旨
を

言
い
添
え
た
。
こ
の
根
拠
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に
求

め
ら
れ
る
。
同
条
約
は
、
日
本
の
完
全
な
主
権
を
承
認
す
る
旨
を
規

定
し
、
旧
敵
国
条
項
に
は
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、「
対
日
平
和
条

約
の
締
約
国
は
憲
章
の
旧
敵
国
条
項
に
よ
り
特
に
認
め
ら
れ
て
い
た

権
利
を
対
日
平
和
条
約
に
よ
り
放
棄
し
た
と
い
う
の
が
米
国
の
解

釈
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
メ
イ
ン
ズ
国
務
次
官
補
は
、「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平

和
条
約
締
約
国
は
旧
敵
国
条
項
上
の
権
利
を
放
棄
し
た
も
の
と
解
さ

れ
る
と
の
趣
旨
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
米
国
が
国
連
の
わマ

マく
外
で
行

う
こ
と
は
日
本
に
資
す
る
か
」
と
訊
ね
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本

側
は
「〔
対
日
平
和
条
約
の
締
約
国
で
な
い
〕
ソ
連
等
よ
り
旧
敵
国

条
項
は
日
本
に
対
し
て
も
適
用
が
あ
る
と
の
ぎマ

マ
ゃ
く
の
主
張
を
ゆマ

マう

発
す
る
恐
れ
も
あ
る
等
の
問
題
に
つ
き
しマ

マん
重
に
検
討
す
る
こ
と
と

し
た
い
」
と
返
答
し
た
。

ド
イ
ツ
再
統
一
に
乗
じ
た
積
極
外
交

　

こ
の
よ
う
に
、
旧
敵
国
条
項
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、
日
米
が
容
易
に

一
致
で
き
な
い
難
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
ド
イ
ツ
が
再
統
一

に
動
き
出
す
と
状
況
が
変
わ
っ
て
き
た
。
も
し
西
独
主
導
で
再
統
一

が
な
さ
れ
れ
ば
、
ベ
ル
リ
ン
へ
の
通
行
権
を
確
保
す
る
必
要
が
な
く

な
る
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る
（
実
際
、
こ
の
電
信
の
約
五
ヵ

月
後
に
ド
イ
ツ
は
再
統
一
さ
れ
た
）。

　

岡
本
は
、
当
時
の
欧
州
政
治
情
勢
の
展
開
が
「
ド
イ
ツ
問
題
と
の

関
係
に
お
け
る
本
〔
旧
敵
国
〕
条
項
の
意
味
が
近
い
将
来
変
質
す
る
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可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
思
わ
れ
、
こ
の
問
題
だ
け
を
他
の
な

ん
ら
か
の
法
的
・
政
治
的
含
意
に
よ
っ
て
処
理
し
う
る
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
米
国
と
し
て
態
度
変
更
を
促
し
や
す
い
状
況

が
で
て
来
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
件

の
電
信
を
起
草
し
た
の
で
あ
る
。

　

岡
本
の
電
信
を
受
け
、
加
藤
良
三
公
使
が
米
側
に
打
診
を
行
っ

た
。
そ
の
反
応
は
概
し
て
好
意
的
で
あ
っ
た
。
Ｎ
Ｓ
Ｃ
の
ジ
ャ
ク
ソ

ン
特
別
補
佐
官
は
、「
本
件
は
日
米
グ
ロ
ー
バ
ル
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
の
下
で
日
本
が
国
際
的
役
割
を
一
層
果
た
す
こ
と
に
対
す
る
象
徴

的
か
つ
重
要
な
エ
ン
カ
レ
ジ
メ
ン
ト
と
な
る
側
面
が
あ
る
も
の
と
考

え
る
」
と
述
べ
た
。
ま
た
、
国
務
省
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
次
官
補
代
理

は
、「
実
は
、
国
務
省
内
に
お
い
て
は
以
前
か
ら
、
国
連
安
保
理
に

限
ら
ず
、
各
種
多
国
間
国
際
機
関
に
お
け
る
日
本
の
地
位
を
今
日
的

な
視
点
か
ら
あ
ら
い
直
す
必
要
性
を
含
め
真
けマ

マん
な
検
討
を
進
め
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
側
の
主
張
は
首
こマ

マう
し
う
る
し
強
い
共

感
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
語
っ
た
。
だ
が
、
首
脳
会
談
は
数
日

後
に
迫
っ
て
い
た
た
め
、
検
討
す
る
十
分
な
時
間
が
残
さ
れ
て
お
ら

ず
、
本
件
が
議
題
と
な
る
か
は
不
透
明
で
あ
っ
た
（
在
米
大
使
発
外

務
大
臣
宛
一
九
四
〇
号「
日
米
首
のマ

マう
会
談（
旧
敵
国
条
項
問
題
等
）」

一
九
九
〇
年
三
月
一
日
、
外
交
史
料
館
２
０
２
１
―

０
５
２
３
）。

　

東
京
か
ら
は
、「
時
間
的
制
約
の
中
で
の
米
側
の
検
討
の
結
果
そ

れ
が
無
理
で
あ
れ
ば
、
本
件
の
政
治
的
意
味
合
い
を
踏
ま
え
、
総
理

か
ら
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
（
場
合
に
よ
っ
て
は
本
大
臣
か
ら
ベ
ー

カ
ー
国
務
長
官
に
）
非
公
式
に
提
起
す
る
（
対
外
秘
）
こ
と
を
考
え

て
い
る
」
旨
も
在
米
大
使
館
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
（
外
務
大
臣
発
在

米
大
使
宛
一
二
〇
四
号
「
日
米
首
脳
会
談
（
旧
敵
国
条
項
問
題
等
）」

一
九
九
〇
年
三
月
一
日
、
外
交
史
料
館
２
０
２
１
―

０
５
２
３
）。

　

少
な
く
と
も
今
回
扱
っ
た
資
料
に
、
こ
の
と
き
の
日
米
首
脳
会
談

で
旧
敵
国
条
項
な
ど
が
議
題
に
上
っ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ

で
も
、
冷
戦
終
焉
期
に
変
動
し
つ
つ
あ
っ
た
国
際
情
勢
を
捉
え
て
、

積
極
的
な
外
交
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
日
本
政
府
の
姿
が
、
こ
こ
か

ら
は
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
●

1990 年 3 月3日、日米首脳会談のため訪米し
た海部俊樹首相（左）を出迎えたジョージ・ブッ
シュ米大統領（右）（AP ／アフロ）




