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二
〇
一
五
年
一
二
月
に
パ
リ
で
行
わ

れ
た
気
候
変
動
枠
組
条
約
第
二
一
回
締

約
国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
）
で
は
、
小
島

嶼
国
の
呼
び
か
け
に
Ｅ
Ｕ
が
応
え
、
ア

メ
リ
カ
や
ア
フ
リ
カ
の
国
々
が
そ
こ
に

加
わ
る
こ
と
で
先
進
国
と
発
展
途
上
国

と
い
う
分
断
を
超
え
た
「
野
心
連
合
」

が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
パ
リ
協
定
の
採

択
と
い
う
歴
史
的
快
挙
へ
の
流
れ
を
つ

く
り
だ
し
た
。
少
人
数
の
代
表
団
し
か

派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
交

渉
の
現
場
で
先
進
国
や
新
興
国
な
ど
に

圧
倒
さ
れ
る
場
面
も
多
い
が
、
小
島
嶼

国
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
た
Ｃ
Ｏ
Ｐ
に
お

い
て
常
に
そ
の
存
在
感
を
示
し
て
き
た

し
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
で
も
そ
の
活
躍
ぶ
り
は

健
在
だ
っ
た
。

　

小
島
嶼
国
は
新
興
国
な
ど
の
他
の
発

展
途
上
国
と
は
異
な
り
、
気
候
変
動
に

関
す
る
国
際
会
議
に
お
い
て
、
高
い
目

標
を
設
定
し
、
有
効
な
対
策
を
実
施
す

る
必
要
性
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
。

小
島
嶼
国
が
気
候
変
動
の
防
止
を
常
に

強
く
訴
え
か
け
て
き
た
の
に
は
、
同
地

域
が
気
候
変
動
の
影
響
に
最
も
脆
弱
で

あ
る
こ
と
と
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。

一
口
に
小
島
嶼
国
と
い
っ
て
も
多
様
だ

が
、
共
通
す
る
の
は
こ
れ
以
上
気
候
変

動
が
進
め
ば
自
分
た
ち
の
生
存
が
脅
か

さ
れ
る
と
い
う
危
機
感
で
あ
る
。
気
候

変
動
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
問
題
で
あ
る
が
、

そ
の
影
響
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か

は
地
域
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
れ
に
と

も
な
い
気
候
変
動
対
応
へ
の
姿
勢
も
異

な
る
。
こ
こ
で
は
、
気
候
変
動
の
影
響

が
最
も
深
刻
に
現
れ
る
小
島
嶼
国
の
ひ

と
つ
で
あ
る
ツ
バ
ル
の
立
場
か
ら
、
パ

リ
協
定
後
の
気
候
変
動
対
応
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。

●
緩
和

　

京
都
議
定
書
に
代
わ
り
、
二
〇
二
〇

年
以
降
の
気
候
変
動
対
応
へ
の
枠
組
み

を
示
し
た
パ
リ
協
定
は
、
世
界
共
通
の

目
標
と
し
て
、
気
温
の
上
昇
を
産
業
革

命
前
と
比
べ
て
二
度
未
満
に
抑
え
る
と

し
た
ほ
か
、
一
・
五
度
未
満
の
努
力
目

標
も
明
記
し
た
。
気
候
変
動
に
関
す
る

政
府
間
パ
ネ
ル
（
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
）
の
第
五

次
評
価
報
告
書
は
、
こ
の
一
〇
〇
年
で

す
で
に
気
温
が
〇
・
八
五
度
上
昇
し
て

お
り
、
何
も
対
策
を
と
ら
な
い
と
今
後

一
〇
〇
年
で
さ
ら
に
三
・
七
度
上
昇
す

る
と
予
測
す
る
。
気
温
が
四
度
近
く
も

上
昇
す
る
と
、
食
糧
の
生
産
量
が
大
き

く
減
少
す
る
な
ど
人
類
に
と
っ
て
適
応

不
可
能
な
レ
ベ
ル
で
の
影
響
が
出
て
し

ま
う
が
、
そ
れ
を
二
度
程
度
に
抑
え
る

こ
と
が
で
き
れ
ば
影
響
は
だ
い
ぶ
緩
和

さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
甚
大
な

被
害
が
出
る
た
め
、
小
島
嶼
国
は
気
温

上
昇
の
目
標
を
一
・
五
度
に
す
る
よ
う

求
め
て
き
て
お
り
、
そ
れ
が
パ
リ
協
定

に
取
り
入
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

小
島
嶼
国
が
懸
念
す
る
の
は
、
気
候

変
動
に
よ
る
多
様
な
影
響
の
な
か
で
も

と
り
わ
け
海
面
上
昇
で
あ
る
。
Ｉ
Ｐ
Ｃ

Ｃ
に
よ
れ
ば
、
何
も
対
策
を
と
ら
な
け

れ
ば
今
後
一
〇
〇
年
で
気
温
が
三
・
七

度
上
昇
し
、
海
面
は
六
三
セ
ン
チ
上
昇

す
る
と
予
測
し
、
対
策
の
進
み
具
合
に

よ
っ
て
、
気
温
が
二
・
二
度
の
上
昇
の

場
合
は
海
面
は
四
八
セ
ン
チ
の
上
昇
、

気
温
が
一
度
の
上
昇
の
場
合
は
海
面
は

四
〇
セ
ン
チ
の
上
昇
と
し
て
い
る
。
海

面
が
上
昇
す
る
と
海
岸
地
域
で
の
侵
食

が
進
み
、
多
く
の
海
浜
を
喪
失
し
て
し

ま
う
ほ
か
、
高
潮
に
よ
る
被
害
が
増
加

し
、
飲
料
水
や
作
物
に
塩
害
を
も
た
ら

す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
小
島
嶼
国
の

な
か
で
も
ツ
バ
ル
の
よ
う
に
環
礁
で
構

成
さ
れ
る
国
家
は
、
標
高
が
最
大
で
も

数
メ
ー
ト
ル
と
低
く
、
海
面
上
昇
に
よ

る
国
土
の
水
没
の
危
険
性
す
ら
も
指
摘

さ
れ
て
き
た
。

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
の
冒
頭
で
の
首
脳
演
説
で
、

ツ
バ
ル
の
エ
ネ
レ
・
ソ
ポ
ア
ン
ガ
首
相

は
「
ツ
バ
ル
の
よ
う
な
国
が
生
き
残
れ

る
か
ど
う
か
は
、
こ
の
会
議
で
の
決
定

に
か
か
っ
て
い
る
」「
我
々
は
、
崖
っ

ぷ
ち
に
立
っ
て
い
る
」
と
訴
え
か
け
て

い
た
が
、
ま
さ
に
Ｃ
Ｏ
Ｐ
21
は
ツ
バ
ル

を
は
じ
め
と
す
る
小
島
嶼
国
の
命
運
が

か
か
っ
た
会
議
で
あ
っ
た
。
ソ
ポ
ア
ン

ガ
首
相
は
「
こ
の
ま
ま
気
温
の
上
昇
が

続
け
ば
ツ
バ
ル
は
未
来
に
希
望
を
持
て

な
い
。
こ
れ
以
上
の
気
温
の
上
昇
に
よ
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り
、
ツ
バ
ル
は
完
全
に
そ
の
姿
を
消
す

だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
子

ど
も
た
ち
や
孫
が
未
来
を
持
て
る
よ
う

に
し
た
い
」
と
訴
え
、
気
温
の
上
昇
を

一
・
五
度
未
満
に
抑
え
る
よ
う
主
張
し

た
。

　

気
候
変
動
を
め
ぐ
る
国
際
会
議
で
は
、

ア
メ
リ
カ
、
議
長
国
の
フ
ラ
ン
ス
お
よ

び
Ｅ
Ｕ
、
ロ
シ
ア
、
産
油
国
、
中
国
や

イ
ン
ド
を
は
じ
め
と
す
る
新
興
国
、
そ

の
他
の
発
展
途
上
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国

益
や
思
惑
が
複
雑
に
交
差
す
る
政
治
的

な
駆
け
引
き
を
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な

い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
正
義
や
公
平

性
と
い
っ
た
理
念
か
ら
全
く
か
け
離
れ

た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は

な
い
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

気
候
変
動
の
被
害
を
真
っ
先
に
受
け
る

の
は
そ
の
原
因
を
つ
く
っ
た
先
進
国
で

は
な
く
、
ツ
バ
ル
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど

温
室
効
果
ガ
ス
を
排
出
し
て
い
な
い

国
々
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
以
上
気
候

変
動
が
進
め
ば
被
害
を
免
れ
る
国
は
な

い
と
い
う
認
識
も
共
有
さ
れ
始
め
た
こ

と
も
パ
リ
協
定
の
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

パ
リ
協
定
で
は
先
進
国
と
発
展
途
上

国
の
双
方
を
含
む
全
一
九
六
の
国
と
地

域
に
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
削
減
す

る
義
務
が
あ
る
と
定
め
て
い
る
。
具
体

的
な
や
り
方
と
し
て
は
各
国
が
自
ら
数

値
目
標
を
設
定
し
た
約
束
草
案
（
Ｉ
Ｎ

Ｄ
Ｃ
）
を
提
示
し
、
五
年
ご
と
に
そ
れ

を
改
善
し
て
い
く
と
い
う
方
式
が
採
用

さ
れ
て
お
り
、
数
値
目
標
は
各
国
の
自

主
性
に
任
さ
れ
て
い
る
。
国
連
気
候
変

動
枠
組
条
約
事
務
局
に
よ
れ
ば
、
二
〇

一
五
年
一
〇
月
一
日
現
在
、
各
国
の
約

束
草
案
を
合
わ
せ
る
と
、
今
後
一
〇
〇

年
で
気
温
を
二
・
七
度
の
上
昇
に
ま
で

抑
制
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
試
算

す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
一
・
五
度
は

お
ろ
か
、
二
度
未
満
の
気
温
上
昇
に
お

さ
め
る
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
今
世
紀

後
半
に
は
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を

実
質
ゼ
ロ
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、

ま
だ
そ
の
見
通
し
は
立
っ
て
い
な
い
。

●
適
応

　

残
念
な
が
ら
、
現
在
の
各
国
の
数
値

目
標
で
は
（
そ
れ
す
ら
も
達
成
さ
れ
る

か
ど
う
か
は
不
透
明
だ
が
）、
気
候
変

動
の
被
害
を
免
れ
る
こ
と
は
難
し
そ
う

だ
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
気
候
変
動

に
よ
る
様
々
な
影
響
を
被
る
こ
と
を
前

提
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
被
害
を
最
小

限
に
抑
え
る
適
応
策
の
必
要
性
が
増
し

て
く
る
。
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
減

ら
す
緩
和
策
が
グ
ロ
ー
バ
ル
規
模
で
の

取
り
組
み
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
適
応

策
で
は
、
個
々
の
社
会
に
お
け
る
気
候

変
動
の
影
響
を
見
極
め
た
う
え
で
、
文

化
、
歴
史
、
政
治
、
経
済
的
な
文
脈
に

合
っ
た
対
策
を
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

後
発
発
展
途
上
国
の
適
応
に
関
し
て
は
、

Ｃ
Ｏ
Ｐ
７
（
二
〇
〇
七
年
）
の
時
に
合

意
さ
れ
た
後
発
発
展
途
上
国
基
金

（LD
C Fund

）
か
ら
資
金
援
助
を
受
け
、

各
国
が
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
事
情
を
考
慮

に
入
れ
た
国
家
行
動
適
応
計
画
（
Ｎ
Ａ

Ｐ
Ａ
）
を
制
定
し
て
き
た
。

　

二
〇
〇
七
年
に
ま
と
め
ら
れ
た
ツ
バ

ル
の
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ａ
で
は
、
海
岸
、
農
業
、

水
、
保
健
、
漁
業
、
自
然
災
害
な
ど
の

重
点
項
目
に
つ
い
て
基
本
的
な
枠
組
み

が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ツ
バ

ル
政
府
が
持
つ
資
金
や
人
的
資
源
な
ど

は
少
な
く
、
有
効
な
対
策
を
実
施

す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
た
め
、

そ
れ
を
補
う
べ
く
、
日
本
を
は
じ

め
と
す
る
海
外
の
援
助
機
関
や
研

究
機
関
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
に
よ
る
支

援
が
実
施
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま

で
行
わ
れ
た
も
の
に
は
、
有
孔
虫

の
養
殖
に
よ
る
国
土
の
生
態
工
学

的
維
持
、
護
岸
工
事
、
マ
ン
グ
ロ

ー
ブ
の
植
林
、
サ
ン
ド
ポ
ン
プ
に

よ
る
海
浜
の
養
成
な
ど
が
あ
り
、

い
ず
れ
も
が
一
定
の
効
果
を
あ
げ

て
き
た
。

　

他
方
、
近
年
で
は
、
国
家
に
よ

る
近
代
的
な
適
応
策
の
み
な
ら
ず
、

ロ
ー
カ
ル
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
伝

統
的
な
適
応
策
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。

Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
は
適
応
を
「
現
実
の
又
は
予

想
さ
れ
る
気
候
及
び
そ
の
影
響
に
対
す

る
調
整
の
過
程
」
と
定
義
し
、「
人
間

シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
適
応
は
危
害
を

和
ら
げ
又
は
回
避
し
、
も
し
く
は
有
益

な
機
会
を
活
か
そ
う
と
す
る
」
こ
と
と

説
明
す
る
。
ツ
バ
ル
の
人
び
と
は
、
近

年
問
題
に
な
っ
て
い
る
気
候
変
動
の
影

響
が
現
れ
る
遥
か
前
か
ら
気
候
の
影
響

を
常
に
経
験
し
て
き
て
お
り
、
こ
の
定

義
と
説
明
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
か
れ
ら

は
伝
統
的
な
や
り
方
に
よ
っ
て
様
々
な

気
候
の
影
響
に
適
応
し
て
き
た
と
い
え

る
。

侵食が進む海岸　ツバル・ナヌメア環礁（筆者撮影）
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ツ
バ
ル
を
構
成
す
る
環
礁
は
人
間
に

と
っ
て
過
酷
な
居
住
環
境
で
あ
っ
た
。

標
高
が
低
く
、
海
面
の
変
動
に
脆
弱
で

あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
面
積
が
小
さ
く
、

サ
ン
ゴ
や
有
孔
虫
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
土
壌
は
栄
養
分
が
少
な
い
や
せ
た
土

地
で
あ
る
。
ま
た
、
淡
水
資
源
に
乏
し

く
、
陸
上
の
動
物
相
・
植
物
相
と
も
に

多
様
性
に
乏
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て

人
々
は
、
コ
コ
ヤ
シ
、
タ
ロ
イ
モ
、
パ

ン
ノ
キ
、
パ
ン
ダ
ナ
ス
な
ど
の
環
礁
の

過
酷
な
環
境
で
も
実
を
結
ぶ
作
物
の
栽

培
、
豚
や
鶏
な
ど
の
家
畜
飼
養
、
そ
し

て
、
漁ぎ
ょ

撈ろ
う

を
組
み
合
わ
せ
た
生
業
を
営

ん
で
き
た
。
ま
た
、
サ
イ
ク
ロ
ン
、
高

波
、
干
ば
つ
な
ど
の
自
然
災
害
へ
の
対

処
法
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
で
、
脆
弱
な

自
然
環
境
に
適
応
し
た
社
会
を
形
成
し
、

少
な
く
と
も
数
百
年
以
上
も
の
間
、
そ

れ
を
持
続
さ
せ
て
き
た
。

　

同
じ
太
平
洋
の
島
の
な
か
で
も
、
豊

か
な
植
生
と
多
様
な
食
料
資
源
が
あ
る

大
陸
性
の
島
々
と
は
対
照
的
に
、
過
酷

な
自
然
環
境
で
あ
る
環
礁
の
島
で
は
保

存
食
や
飢
餓
に
対
応
す
る
た
め
の
技
術

を
発
達
さ
せ
て
き
た
（
参
考
文
献
①
）。

ツ
バ
ル
の
北
端
の
島
ナ
ヌ
メ
ア
環
礁
で

は
、
各
世
帯
で
保
存
食
な
ど
の
食
料
や

生
活
必
需
品
を
常
に
備
蓄
し
て
お
く
ト

カ
（toka

）
と
、
そ
の
準
備
状
態
が
島

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
っ
て
検
査
さ
れ
る

タ
ウ
マ
ー
ロ
ー
（taum

alo

）
と
い
う

習
慣
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
習
慣
は
、

結
果
的
に
島
全
体
が
自
然
環
境
の
変
動

へ
の
備
え
を
欠
か
さ
な
い
仕
掛
け
と
な

っ
て
い
た
（
参
考
文
献
②
）。

　

ナ
ヌ
メ
ア
環
礁
に
は
自
然
災
害
へ
の

伝
統
的
な
対
処
法
も
あ
る
。
干
ば
つ
な

ど
に
よ
り
飢
饉
が
起
き
た
時
に
は
、
土

地
や
資
源
の
個
人
的
な
利
用
が
禁
止
さ

れ
、
す
べ
て
の
資
源
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
管
理
下
に
置
か
れ
る
。
全
世
帯
が
二

つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
グ
ル
ー
プ
内
で
選
ば
れ
た
指
導
者

の
下
、
コ
コ
ナ
ツ
や
そ
の
他
の
食
べ
物

が
公
平
に
分
配
さ
れ
、
違
反
が
な
い
か

の
見
回
り
も
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
共
同

で
漁
撈
が
行
わ
れ
、
得
ら
れ
た
魚
も
公

平
に
分
配
さ
れ
る
。
一
八
九
〇
年
代
に

六
年
間
も
の
長
き
に
わ
た
っ
て
干
ば
つ

が
続
い
た
時
に
も
、
一
人
の
死
者
も
出

さ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
（
参
考

文
献
③
）、
こ
う
し
た
資
源
の
共
同
管

理
に
よ
っ
て
島
の
全
人
口
を
生
き
な
が

ら
え
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

気
候
の
影
響
へ
の
適
応
は
、
何
も
ひ

と
つ
の
島
の
な
か
だ
け
で
完
結
す
る
も

の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
び
と
の
生

存
は
、
島
々
を
結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
ツ
バ
ル
は

九
つ
の
島
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
島
は
数
一
〇
キ
ロ
か
ら
一

〇
〇
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
い
る
が
、
決
し

て
孤
立
し
て
存
在
し
て
き
た
わ
け
で
は

な
い
。
西
洋
世
界
と
の
接
触
以
前
に
も
、

島
嶼
内
で
は
持
続
的
な
交
流
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
災
害
時

に
お
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
に
も
な

っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
前
述
の
ナ
ヌ

メ
ア
環
礁
で
の
干
ば
つ
の
際
に
は
、
ヌ

ク
フ
ェ
タ
ウ
環
礁
と
い
う
同
じ
ツ
バ
ル

内
の
島
か
ら
大
量
の
コ
コ
ナ
ツ
が
カ
ヌ

ー
で
届
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く

の
人
命
が
救
わ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て

い
る
。

　

西
洋
世
界
と
の
接
触
以
降
、
島
々
を

結
ぶ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ツ
バ
ル
を
越
え

て
、
そ
の
外
部
へ
も
広
が
っ
た
。
な
か

で
も
西
洋
の
先
進
国
と
の
つ
な
が
り
は
、

自
然
災
害
の
被
害
を
劇
的
に
軽
減
さ
せ

た
。
一
九
七
二
年
に
ツ
バ
ル
の
フ
ナ
フ

テ
ィ
環
礁
を
巨
大
な
サ
イ
ク
ロ
ン
・
ベ

ベ
が
襲
い
、
多
く
の
家
屋
が
倒
壊
し
、

コ
コ
ヤ
シ
が
な
ぎ
倒
さ
れ
、
タ
ロ
イ
モ

が
塩
害
を
受
け
た
。
嵐
が
去
っ
た
後
、

人
び
と
は
協
力
し
て
復
旧
作
業
を
行
っ

た
が
、
そ
の
な
か
で
も
真
っ
先
に
行
っ

た
こ
と
の
ひ
と
つ
に
滑
走
路
の
復
旧
が

あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー

ラ
ン
ド
政
府
に
よ
る
援
助
物
資
を
受
け

と
る
こ
と
が
で
き
、
被
害
の
軽
減
に
つ

な
が
っ
た
（
参
考
文
献
④
）。

　

こ
の
よ
う
な
外
部
世
界
と
の
つ
な
が

り
は
島
の
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
を
高
め
る
こ

と
に
つ
な
が
る
。
特
に
、
伝
統
的
な
生

業
を
持
続
さ
せ
な
が
ら
、
賃
金
労
働
で

お
金
を
得
て
輸
入
食
品
を
購
入
し
て
食

べ
る
と
い
う
近
代
的
な
生
業
を
と
り
い

れ
て
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
化
さ
せ
る
こ
と
で

自
然
災
害
に
強
い
社
会
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
筆
者
が
二
〇
〇
六
年
に
ナ
ヌ

メ
ア
環
礁
で
行
っ
た
調
査
で
は
、
島
の

人
た
ち
の
多
く
が
米
や
小
麦
粉
な
ど
の

か
た
ち
で
炭
水
化
物
の
大
半
を
輸
入
食

品
に
頼
っ
て
い
た
が
、
輸
入
食
品
に
頼

る
世
帯
で
も
、
コ
コ
ヤ
シ
の
木
を
持
ち
、

タ
ロ
イ
モ
を
育
て
て
い
た
。
通
常
は
、

月
二
回
ほ
ど
国
営
の
貨
客
船
が
来
島
す

る
が
、
貨
客
船
の
故
障
や
天
候
不
順
に

よ
り
一
カ
月
以
上
に
わ
た
っ
て
物
資
の

補
給
が
途
絶
え
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
。

そ
う
し
た
時
、
人
び
と
は
再
び
伝
統
的

な
生
業
に
よ
っ
て
食
糧
を
確
保
し
て
い

た
。
他
方
で
、
干
ば
つ
な
ど
に
よ
り
、

伝
統
的
な
生
業
が
う
ま
く
い
か
な
く
な

る
こ
と
も
多
い
。
ほ
と
ん
ど
の
世
帯
は

伝
統
的
な
生
業
活
動
の
担
い
手
の
ほ
か

に
、
賃
金
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
が
存
在
す
る
か
、
島
外
の
親
族

か
ら
送
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
た
め
、
干
ば
つ
に
見
舞
わ
れ
た
時

に
は
今
度
は
輸
入
食
品
が
島
の
人
び
と

の
生
存
を
支
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
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伝
統
的
な
生
業
活
動
も
近
代
的
な
流
通

も
そ
れ
ぞ
れ
脆
弱
で
あ
る
が
、
そ
の
二

つ
の
手
段
を
常
に
手
元
に
確
保
し
て
お

く
こ
と
で
、
気
候
の
変
動
に
も
対
処
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

こ
の
点
で
関
連
し
て
く
る
の
は
、
適

応
と
し
て
の
移
民
で
あ
る
。
ツ
バ
ル
を

は
じ
め
と
す
る
太
平
洋
の
小
島
嶼
部
の

人
々
は
こ
れ
ま
で
も
主
に
経
済
的
な
要

因
に
基
づ
い
て
他
島
や
他
国
へ
移
動
し

て
き
た
。
人
々
が
移
動
す
る
こ
と
は
、

生
業
や
世
帯
収
入
の
多
様
化
に
つ
な
が

り
、
気
候
の
影
響
を
緩
和
さ
せ
る
方
向

に
働
く
の
で
、
移
民
は
気
候
変
動
へ
の

適
応
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
（
参

考
文
献
⑤
）。
ま
た
、
海
面
上
昇
に
対

す
る
抜
本
的
な
解
決
策
が
見
当
た
ら
な

い
、
あ
る
い
は
コ
ス
ト
が
か
か
る
こ
と

を
考
え
る
な
ら
ば
、
人
々
が
他
国
へ
と

移
住
す
る
こ
と
が
最
も
有
効
な
適
応
だ

と
す
る
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
適
応

と
し
て
の
移
民
が
、
小
島
嶼
国
へ
の
支

援
で
は
な
く
、
切
り
捨
て
に
つ
な
が
る

の
だ
と
し
た
ら
そ
れ
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

太
平
洋
の
小
島
嶼
国
は
、
適
応
と
し
て

の
移
民
が
故
郷
の
島
に
住
み
続
け
る
権

利
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
反

発
し
て
き
た
（
参
考
文
献
⑥
）。

　

確
か
に
、
ツ
バ
ル
の
人
び
と
が
実
践

し
て
き
た
適
応
策
は
気
候
変
動
と
い
う

現
代
的
な
問
題
に
お
い
て
も
一
定
の
効

果
を
発
揮
し
う
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、

適
応
と
し
て
の
移
民
に
よ
っ
て
、
気
候

変
動
の
被
害
を
緩
和
さ
せ
る
方
向
に
働

く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
こ
と
は
決
し
て
ツ
バ
ル
で
の

暮
ら
し
を
保
障
す
る
も
の
で
は
な
い
。

海
面
上
昇
に
対
し
て
は
、巨
大
な
防
潮

堤
を
築
く
か
、
国
全
体
の
標
高
を
サ
ン

ド
ポ
ン
プ
で
か
さ
上
げ
す
る
以
外
に
は

ツ
バ
ル
で
人
々
が
暮
ら
し
を
続
け
る
の

は
不
可
能
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
他
国

に
移
住
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

●
損
失
と
損
害

　

近
年
で
は
、
適
応
策
に
も
ま
た
限
界

が
あ
る
こ
と
が
広
く
認
識
さ
れ
は
じ
め
、

パ
リ
協
定
で
も
そ
れ
を
補
う
べ
く
「
損

失
と
損
害
」（loss and dam

age

）
へ

の
対
処
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
国
連
気

候
変
動
枠
組
条
約
事
務
局
に
よ
れ
ば
損

失
と
損
害
と
は
「
自
然
及
び
人
間
シ
ス

テ
ム
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
気
候
変
動
に

伴
う
影
響
の
実
際
の
発
現
又
は
発
現
の

可
能
性
」
で
あ
り
、
損
失
と
は
不
可
逆

的
な
影
響
を
、
損
害
は
修
復
可
能
な
影

響
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
。
前
述
し
た

よ
う
に
、
現
在
の
各
国
が
掲
げ
た
温
室

効
果
ガ
ス
の
削
減
目
標
が
達
成
さ
れ
た

と
し
て
も
、
気
候
変
動
に
よ
る
様
々
な

影
響
、
と
り
わ
け
小
島
嶼
国
に
と
っ
て

死
活
問
題
で
あ
る
海
面
の
上
昇
を
阻
止

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ツ
バ
ル
に
お

い
て
は
、
移
民
を
は
じ
め
と
す
る
適
応

策
に
よ
っ
て
人
々
の
安
全
は
あ
る
程
度
、

確
保
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
故
郷
の
島
に

損
失
と
損
害
を
も
た
ら
す
の
を
避
け
る

こ
と
は
難
し
い
。

　

失
っ
た
も
の
は
元
に
は
戻
ら
な
い
。

水
没
に
よ
る
故
郷
の
島
の
喪
失
は
、
金

銭
的
な
補
償
に
よ
っ
て
解
決
で
き
る
問

題
で
は
な
い
。
起
き
た
後
に
そ
の
責
任

を
め
ぐ
っ
て
争
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ

が
起
き
る
の
を
事
前
に
防
ぐ
た
め
に
、

各
国
が
積
極
的
に
責
任
を
引
き
受
け
る

必
要
が
あ
る
。
ツ
バ
ル
の
ソ
ポ
ア
ン
ガ

首
相
は
首
脳
演
説
の
最
後
で
「
ツ
バ
ル

を
救
え
る
な
ら
、
世
界
が
救
え
る
」
と

結
ん
だ
が
、
そ
れ
は
全
人
類
が
直
面
す

る
生
々
し
い
現
実
と
未
来
へ
の
希
望
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
響
く
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
私
た
ち
が
い
ま
こ
の
時
に
責
任

を
引
き
受
け
る
こ
と
を
訴
え
か
け
る
も

の
で
あ
る
。

（
こ
ば
や
し　

ま
こ
と
／
首
都
大
学
東

京
大
学
院
客
員
研
究
員
）
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