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二
〇
〇
九
年
末
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
保
全
・
管
理
の
あ
り
方
に

関
す
る
基
本
方
針
」
は
、
海
洋
資
源
開
発
な
ど
の
国
益
確
保
と
生
物
多
様
性
保
護
な
ど
の
国
際

的
責
務
の
双
方
を
念
頭
に
お
き
、
わ
が
国
の
離
島
振
興
の
概
念
を
大
き
く
拡
げ
る
も
の
だ
。
コ

ロ
ン
ビ
ア
や
キ
リ
バ
ス
、
米
国
が
先
駆
的
に
展
開
し
て
い
る
離
島
保
全
・
管
理
の
諸
施
策
を
紹

介
し
つ
つ
、
海
と
の
関
係
を
軸
と
し
た
こ
れ
か
ら
の
島
々
の
役
割
に
つ
い
て
考
え
る
。

海
に
向
き
直
す
離
島
政
策

出
発
点
と
し
て
の「
国
連
海
洋
法
条
約
」

海
外
の
離
島
管
理
施
策
例

「
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
保
全
・
管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
」

お
わ
り
に

海
と
島
の
日
本
・
Ⅸ
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二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
日
、「
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
保
全
・

管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
」（
以
下
、
基
本
方
針
）
が
閣
議
決

定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
先
行
す
る
海
洋
基
本
計
画
に
基
づ
き
策
定
さ

れ
た
最
新
の
離
島
政
策
の
方
向
性
を
示
す
も
の
だ
が
、
実
は
、
わ
が

国
の
離
島
政
策
の
視
野
を
大
き
く
広
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

半
世
紀
に
わ
た
り
離
島
振
興
法
の
下
で
実
施
さ
れ
て
き
た
諸
施
策

は
、
基
本
方
針
に
よ
れ
ば
、
主
に
「
島
民
の
生
活
の
安
定
及
び
福
祉

の
向
上
、
産
業
の
振
興
等
を
目
的
と
す
る
施
策
」
だ
っ
た
。
今
後
も

そ
れ
を
推
進
す
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
断
っ
た
上
で
、
基
本
方

針
は
「
海
洋
か
ら
見
た
視
点
、
海
洋
を
管
理
す
る
視
点
」、
言
い
換

え
れ
ば
「
海
洋
の
管
理
を
推
進
す
る
に
当
た
り
、
離
島
が
ど
の
よ
う

な
役
割
や
重
要
性
を
持
ち
、
そ
れ
を
適
切
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
ど

の
よ
う
な
施
策
を
推
進
す
る
べ
き
か
」
と
い
う
観
点
か
ら
策
定
さ
れ

た
と
述
べ
る
。

そ
こ
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
、
島
内
の
振
興
策
で
は

な
く
、
島
及
び
島
外
の
周
辺
海
域
の
管
理
策
を
扱
う
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
帰
結
と
し
て
第
二
に
、
有
人
離
島
の
み
な
ら
ず
無
人
島

も
ま
た
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
誌
に
連
載
さ
れ

て
い
る
菅
田
正
昭
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
長
ら
く
「
海
に
背
を
向

け
て
」
い
た
離
島
政
策
が
、
つ
い
に
海
に
向
き
直
す
も
の
と
も
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。

本
稿
は
、
基
本
方
針
に
い
う
「
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
役
割
」

と
い
う
考
え
方
が
、
ど
の
よ
う
な
背
景
を
持
つ
も
の
な
の
か
に
つ
い

て
の
解
説
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
国
際
法
と
い
う
従
来
の
離
島
振
興

政
策
か
ら
は
縁
の
遠
か
っ
た
分
野
を
専
攻
す
る
筆
者
の
解
説
に
な
る

が
、
お
つ
き
あ
い
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

国
際
的
に
離
島
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ
た
の
は
、「
海
の
憲
法
」

と
も
呼
ば
れ
る
「
国
連
海
洋
法
条
約
」（
海
洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
、

一
九
九
四
年
発
効
）
の
成
立
を
契
機
と
す
る
。
海
洋
環
境
保
護
か
ら
深

海
底
開
発
ま
で
幅
広
い
規
定
を
持
つ
条
約
だ
が
、
今
や
一
六
〇
カ
国

に
上
る
加
盟
国
が
そ
の
最
大
の
眼
目
と
み
な
す
の
は
、
沿
岸
国
に
対

し
て
排
他
的
な
資
源
開
発
権
を
与
え
る
「
排
他
的
経
済
水
域
」（
Ｅ
Ｅ

Ｚ
）
の
設
定
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
条
約
に
基
づ
き
、
沿
岸
国
は
陸
地
か
ら
二
〇
〇
海
里
ま
で
の

範
囲
で
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
陸
棚
に
つ
い
て
も

同
様
だ
が
、
一
定
の
地
質
学
的
条
件
を
満
た
せ
ば
、
条
約
が
設
置
す

る
大
陸
棚
限
界
委
員
会
へ
の
申
請
と
審
査
を
経
て
、
さ
ら
に
遠
方
ま

で
拡
大
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
申
請
期
限
は
（
日
本
を
含
む
多
く
の
国

に
と
っ
て
）
二
〇
〇
九
年
五
月
一
二
日
で
あ
っ
た
。
今
日
ま
で
五
一

件
の
申
請
と
四
四
件
の
予
備
的
情
報
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
絶
海

海
に
向
き
直
す
離
島
政
策

出
発
点
と
し
て
の「
国
連
海
洋
法
条
約
」
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孤
島
を
基
点
と
す
る
大
陸
棚
の
拡
大
の
申
請
は
決
し
て
少
な
く
な
い

（
図
１
）。

つ
ま
り
、
条
約
の
下
で
は
、
本
土
か
ら
遠
く
離
れ
た
小
島
で
も
│

│
む
し
ろ
絶
海
孤
島
な
ら
、
な
お
さ
ら
効
率
的
に
│
│
海
洋
管
轄
権

の
拡
大
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
う
。
た
と
え
ば
、
南
太
平
洋
島

嶼
国
の
陸
地
面
積
は
フ
ラ
ン
ス
の
本
土
面
積
（
約
五
〇
万
平
方
キ
ロ
メ

ー
ト
ル
）
ほ
ど
に
し
か
な
ら
な
い
が
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
面
積
を
あ
わ
せ
れ

ば
Ｅ
Ｕ
全
土
を
超
え
る
。
わ
が
国
で
も
、
世
界
第
六
位
と
も
言
わ
れ

る
そ
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
面
積
の
約
六
割
は
、
離
島
が
稼
ぎ
出
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
島
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
設
定
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
。
沖
ノ
鳥
島
の
問
題
を
契
機
に
わ
が
国
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
が
、
島
の
管
轄
権
拡
大
に
つ
い
て
、
大
陸
領
土
と
は
異
な
る
規

定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
三
二
〇
カ
条
も
の
膨
大
な
条
約
の
う
ち
わ

ず
か
一
カ
条
、「
島
の
制
度
」と
題
す
る
第
一
二
一
条
は
、「
島
と
は
、自

然
に
形
成
さ
れ
た
陸
地
で
あ
っ
て
、
水
に
囲
ま
れ
、
高
潮
時
に
お
い

て
も
水
面
上
に
あ
る
も
の
を
い
う
」（
一
項
）、
そ
し
て「
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
は
、
排

他
的
経
済
水
域
又
は
大
陸
棚
を
有
し
な
い
」（
三
項
）
と
定
め
て
い
る
。

こ
の
規
定
は
、
著
名
な
国
際
法
学
者
が
「
混
乱
と
紛
争
の
た
め
の

完
璧
な
レ
シ
ピ
」
と
比
喩
す
る
ほ
ど
曖
昧
で
（
た
と
え
ば
、
生
活
物
資

を
完
全
に
外
部
依
存
す
る
兵
士
の
駐
留
で
も
人
間
の
居
住
と
言
え
る
か
？
）、
学

説
上
も
、
本
条
の
解
釈
か
ら
明
ら
か
に
で
き
る
範
囲
に
は
限
界
が
あ

る
と
い
っ
た
程
度
の
合
意
し
か
な
い
。
こ
の
条
文
か
ら
生
じ
る
の
は
、

特集 海と島の日本・Ⅸ

新たに申請され
た大陸棚 

200海里排他的
経済水域 

図1 世界のEEZと200海里以遠への拡大が申請されている大陸棚

（出典：National Oceanography Centre,Southampton,UK : The Economist, May 16th 2009）
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せ
い
ぜ
い
〈
隣
国
の
島
は
岩
で
、
自
国
の
岩
は
島
だ
〉
と
い
う
不
毛

な
応
酬
に
す
ぎ
な
い
。

真
の
問
題
は
、
条
約
が
島
に
こ
れ
ほ
ど
大
き
な
海
域
を
与
え
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
島
の
制
度
」
と
題
す
る
こ
の
条
文
で
は
「
島
か

岩
か
」
と
い
う
線
引
き
し
か
定
め
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
国
際
海
洋
秩
序
全
体
の
中
で
、
広
大
な
管
轄
海
域
の
拠
点

と
な
っ
た
島
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
管
理
し
て
い
く
の
か
と
い
う
ビ
ジ

ョ
ン
を
、「
島
の
制
度
」
で
は
示
さ
（
示
せ
）
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

条
約
採
択
か
ら
四
半
世
紀
、
発
効
か
ら
も
一
五
年
が
経
過
し
た
今
、

国
際
社
会
が
真
剣
に
議
論
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
島
か
岩

か
」
よ
り
も
む
し
ろ
、
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
役
割
で
あ
る
。

そ
の
議
論
の
出
発
点
を
、
条
約
の
他
の
条
文
と
そ
の
後
の
発
展
に

求
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
条
約
は
、
沿
岸
国
に
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
開
発
権
だ
け

を
与
え
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に

お
い
て
生
物
資
源
を
持
続
可
能
に
開
発
で
き
る
よ
う
保
存
管
理
す
る

義
務
（
六
一
、
六
二
条
）
や
海
洋
環
境
を
保
護
し
保
全
す
る
義
務
（
五

六
条
、
一
九
二
条
等
）
と
い
っ
た
義
務
の
側
面
も
、
広
大
な
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を

持
つ
国
な
ら
な
お
さ
ら
、
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
い
う
環
境
保
護
の
義
務
は
、
特
に
一
九
九
二
年
の
「
生
物

多
様
性
条
約
」
の
成
立
と
普
遍
的
な
支
持
（
加
盟
国
は
一
九
〇
カ
国
を
超

え
る
）
を
通
じ
て
、
今
や
単
な
る
汚
染
の
防
止
だ
け
で
な
く
、
多
様

な
生
物
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
に
価
値
を
見
い
だ
す
生
物
多
様
性
、

そ
う
し
た
生
命
の
循
環
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
生
態
系
の
保
全
に
ま
で
外

縁
を
広
げ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
れ
ら
は
決
し
て
一
国
の

努
力
だ
け
で
は
為
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
離
島
に
は
多
く
の
「
地
の
利
」
が
あ
る
。
他

の
陸
地
と
隔
絶
す
る
場
所
と
は
、
生
態
学
的
に
見
れ
ば
貴
重
な
価
値

で
も
あ
る
。
実
際
、
以
下
で
も
触
れ
る
が
世
界
自
然
遺
産
登
録
件
数

の
う
ち
二
六
件
は
絶
海
孤
島
と
周
辺
海
域
で
あ
る
。
ま
た
環
境
保
護

に
か
ぎ
ら
ず
、
自
然
災
害
へ
の
対
応
や
海
上
交
通
の
安
全
確
保
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
お
い
て
も
、
地
理
的
に
特
殊
な
場
所
に
位
置
す

る
離
島
が
果
た
し
う
る
役
割
は
多
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
中
で
、
離
島
の
管
理
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
今
や
地
球

規
模
の
目
標
で
あ
る
生
物
多
様
性
の
保
全
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
社

会
に
共
通
す
る
様
々
な
利
益
の
実
現
を
視
野
に
入
れ
た
、
海
洋
管
理

を
行
う
た
め
の
拠
点
と
し
て
離
島
を
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
が
、
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
役
割
で
あ
る
。

島
か
岩
か
と
い
う
問
題
を
超
え
て
、
島
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
管
理

し
て
い
く
の
か
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
の
構
築
に
向
け
た
興
味
深
い
進
展

は
、
す
で
に
海
外
の
離
島
管
理
施
策
に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

無
人
島
を
中
心
に
幾
つ
か
例
を
挙
げ
よ
う
。

●

①
マ
ル
ペ
ロ
島
（
コ
ロ
ン
ビ
ア
）

海
外
の
離
島
管
理
施
策
例
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本
土
か
ら
西
に
五
〇
六
キ
ロ
離
れ
た
Ｅ
Ｅ
Ｚ
拠
点
離
島
で
あ
る
マ

ル
ペ
ロ
島（
図
２
、
図
３
）は
、
面
積
三
五
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
標
高
三
七

六
メ
ー
ト
ル
あ
る
が
、
ほ
ぼ
植
生
の
無
い
む
き
出
し
の
岩
で
（
マ
ル

ペ
ロ
は
英
語
でb

ald
の
意
味
）、
わ
ず
か
六
人
の
兵
士
が
駐
留
す
る
だ
け

の
絶
海
孤
島
で
あ
る
。
生
態
学
的
な
特
徴
は
周
辺
海
域
に
あ
り
、
サ

メ
を
は
じ
め
と
す
る
魚
類
、
海
産
哺
乳
動
物
、
サ
ン
ゴ
な
ど
多
様
な

生
物
の
生
息
地
と
な
っ
て
い
る
。
固
有
種
も
見
ら
れ
、
手
つ
か
ず
の

生
態
系
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
求
め
て
年
間
五
〇
〇
人
ほ

ど
の
ダ
イ
バ
ー
と
科
学
者
が
訪
れ
る
と
い
う
。
同
島
へ
の
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
に
対
し
て
、
欧
州
共
同
体（
Ｅ
Ｃ
）が
一
一
万
ド
ル
ほ
ど
の
資

金
提
供
を
行
っ
て
い
る
。

一
九
九
五
年
頃
よ
り
国
立
公

園
制
度
に
よ
る
保
護
施
策
が
拡

充
さ
れ
、
生
物
多
様
性
の
保
全

を
目
的
と
し
て
周
辺
海
域
に
海

洋
保
護
区
（
Ｍ
Ｐ
Ａ
）
が
設
定

さ
れ
た
。
ま
た
同
島
周
辺
海
域

の
生
態
系
が
海
運
活
動
に
対
し

て
脆
弱
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

国
際
海
事
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
）
に

対
し
て
特
別
敏
感
海
域
（
Ｐ
Ｓ

Ｓ
Ａ
）
の
地
位
を
提
案
し
、
二

〇
〇
三
年
に
は
承
認
を
受
け
て

い
る
。
こ
れ
に
よ
り
同
島
周
辺

海
域
は
海
図
に
Ｐ
Ｓ
Ｓ
Ａ
と
明

記
さ
れ
、
漁
船
及
び
五
〇
〇
ト

ン
を
超
え
る
す
べ
て
の
船
舶
に

は
周
辺
海
域
の
航
行
回
避
が
求

特集 海と島の日本・Ⅸ
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http://www.fundacionmalpelo.org/images/cmar/mapa-etps.jpgのデータをも
とに作成

http://www.cccp.org.co/modules.php?name=News&file=article&sid=39

図2 コロンビア・マルペロ島の位置図（マルペロ財団ウェブサイトより）

図3 マルペロ島（コロンビア政府海上交通部のウェブサイトより）
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め
ら
れ
る
。

さ
ら
に
二
〇
〇
五
年
に
は
Ｍ
Ｐ
Ａ
を
一
三
倍
（
八
五
七
五
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
）
に
拡
大
し
て
全
域
を
禁
漁
区
と
し
た
上
で
、
世
界
自
然

遺
産
へ
の
登
録
を
果
た
し
た
。
こ
の
登
録
に
際
し
て
「
傑
出
し
た
普

遍
的
価
値
（
Ｏ
Ｕ
Ｖ
）」
の
基
準
を
満
た
し
た
の
は
、
手
つ
か
ず
の
海

洋
生
態
系
、
そ
し
て
類
例
を
見
な
い
豊
富
な
生
物
を
育
む
海
底
環
境

の
美
し
さ
だ
が
、
同
時
に
東
部
熱
帯
太
平
洋
地
域
最
大
の
禁
漁
区
と

い
う
Ｍ
Ｐ
Ａ
の
取
り
組
み
も
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
環
境
保
護
と
は
違
う
角
度
か
ら
の
興
味
深
い
管
理
施
策
も

あ
る
。
マ
ル
ペ
ロ
島
に
は
気
象
観
測
機
器
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
デ
ー

タ
は
研
究
用
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
太
平
洋
か
ら
の
津
波
観

測
の
た
め
の
拠
点
と
し
て
活
用
す
る
研
究
も
進
め
ら
れ
て
い
て
、
同

島
周
辺
に
配
置
さ
れ
た
セ
ン
サ
ー
は
津
波
警
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構

成
す
る
（
図
４
）。
そ
の
成
果
は
、
同
国
の
み
な
ら
ず
周
辺
諸
国
に
も

還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ち
な
み
に
世
界
気
象
機
関
（
Ｗ
Ｍ
Ｏ
）
は
国
際
的
な
即
時
的
気
象

観
測
デ
ー
タ
の
集
積
・
共
有
を
め
ざ
し
て
「
地
域
基
本
概
況
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
（
Ｒ
Ｂ
Ｓ
Ｎ
）」
の
構
築
を
進
め
て
い
る
が
、
そ
こ
に
登
録
さ

れ
て
い
る
観
測
所
に
は
絶
海
孤
島
の
も
の
も
少
な
く
な
い
。
マ
ル
ペ

ロ
島
は
Ｒ
Ｂ
Ｓ
Ｎ
に
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
世
界
最
大
級
の
Ｅ

Ｅ
Ｚ
を
持
つ
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
無
人
島
、
環
礁
な
ど

は
多
く
が
登
録
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
離
島
で
Ｒ
Ｂ
Ｓ
Ｎ
に
登
録
さ

れ
る
観
測
所
を
持
つ
の
は
東
京
都
伊
豆
大
島
・
八
丈
島
・
父
島
・
南

鳥
島
、
沖
縄
県
南
大
東
島
・
宮
古
島
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
離
島
を
災
害
対
応
の
観
測
拠
点
と
し
て
利
用
し
、

そ
の
デ
ー
タ
を
公
開
し
た
り
、
ま
た
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中

に
位
置
づ
け
て
い
く
こ
と
は
、
離
島
の
持
つ
「
地
の
利
」
を
活
か
し

て
国
際
社
会
に
共
通
す
る
利
益
の
実
現
に
資
す
る
重
要
な
施
策
の
例

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

●
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101112 060504
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（カイリ） 
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図4 マルペロ島周辺に設置された津波センサー
（コロンビア政府海上交通部のウェブサイトより）

http://www.cccp.org.co/modules.php?name=News&file=article
&sid=39のデータをもとに作成
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②
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
諸
島
（
キ
リ
バ
ス
）

南
太
平
洋
に
広
大
な
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
有
す
る
島
嶼
国
キ
リ
バ
ス
は
、
外

貨
収
入
の
約
四
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
外
国
漁
船
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
へ
の
入
漁
料

か
ら
得
て
い
る
が
、
二
〇
〇
六
年
に
同
国
の
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
諸
島
│

│
海
抜
二
メ
ー
ト
ル
以
下
の
八
つ
の
環
礁
（
有
人
島
は
カ
ン
ト
ン
島
の

み
。
住
民
は
五
〇
人
以
下
）
と
二
つ
の
水
面
下
の
サ
ン
ゴ
礁
か
ら
な
る

│
│
の
周
辺
海
域
を
全
面
禁
漁
区
と
す
る
Ｍ
Ｐ
Ａ
（
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
諸

島
保
護
地
域：

Ｐ
Ｉ
Ｐ
Ａ
）
の
設
定
に
踏
み

切
っ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
さ
ら
に
Ｍ
Ｐ

Ａ
を
広
げ
、
キ
リ
バ
ス
の
全
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
約

八
分
の
一
に
相
当
す
る
四
〇
万
八
二
五
〇

平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ま
で
に
な
っ
て
い
る

（
図
５
）。

興
味
深
い
の
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
設
定
は

キ
リ
バ
ス
政
府
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
は
な

く
、
同
海
域
の
生
態
系
の
価
値
を
知
る
国

外
の
民
間
団
体
（
米
国
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
水
族
館
と
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
コ
ン
サ
ベ
ー
シ
ョ
ン
・

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）
が
キ
リ
バ
ス
政
府

に
掛
け
合
っ
て
結
ん
だ
海
洋
生
態
系
調
査

や
保
護
区
設
定
に
伴
う
財
政
支
援
を
行
う

覚
書
を
契
機
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ｐ
Ｉ
Ｐ
Ａ
運
営
の
財
政
支
援
の
仕
組
み

は
現
在
構
築
途
上
だ
が
、
両
組
織
は
事
業
へ
の
初
期
投
資
費
用
（
二

五
〇
〇
万
ド
ル
〜
三
〇
〇
〇
万
ド
ル
と
見
積
も
ら
れ
る
）
に
加
え
て
、
キ
リ

バ
ス
政
府
が
当
該
海
域
で
得
ら
れ
た
は
ず
の
入
漁
料
（
年
一
三
〇
万
ド

ル
〜
三
二
〇
万
ド
ル
ほ
ど
）を
補
填
す
る
よ
う
で
あ
る
（「
逆
入
漁
料
方
式
」

と
呼
ば
れ
る
）。

Ｐ
Ｉ
Ｐ
Ａ
の
解
説
文
に
は
、
こ
の
保
護
区
が
生
物
多
様
性
条
約
第

七
回
締
約
国
会
議
で
の
「
二
〇
一
二
年
目
標
」（
効
果
的
に
管
理
さ
れ
る

保
護
区
を
海
域
で
は
二
〇
一
二
年
ま
で
に
拡
充
す

る
こ
と
を
目
指
す
も
の
）
に
対
す
る
顕
著
な

貢
献
で
あ
る
と
い
う
一
文
が
添
え
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
二
〇
〇
九
年
に
は
世
界
自
然

遺
産
登
録
の
候
補
地
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
日
本
の
離
島
周
辺
海
域
に
対

し
て
ま
と
ま
っ
た
保
護
区
を
設
定
し
た
例

は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
。
世
界
遺
産
に

つ
い
て
は
、
屋
久
島
が
自
然
遺
産
に
登
録

さ
れ
て
い
る
が
、
遺
産
区
域
は
陸
地
の
み

で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
一
月
に
世
界
自
然

遺
産
候
補
と
な
っ
た
小
笠
原
諸
島
も
、
Ｐ

Ｉ
Ｐ
Ａ
と
ほ
ぼ
同
じ
登
録
基
準
で
の
申
請

な
が
ら
、
候
補
地
に
含
ま
れ
る
海
域
部
分

は
わ
ず
か
一
〇
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
す

ぎ
な
い
。
な
お
文
化
遺
産
に
つ
い
て
は
、

特集 海と島の日本・Ⅸ

http://www.phoenixislands.org/3d_map.html

図5 フェニックス諸島保護地域（PIPA）
（PIPAウェブサイトより）
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二
〇
〇
九
年
に
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
が
暫
定
候
補
と
な
っ

た
が
、
こ
の
沖
ノ
島
は
無
人
島
で
あ
る
。
海
域
は
対
象
外
で
あ
る
。

●

③
北
西
ハ
ワ
イ
諸
島
（
米
国
）

ハ
ワ
イ
の
主
要
八
島
の
さ
ら
に
西
、
ニ
ホ
ア
島
か
ら
ク
レ
環
礁
ま

で
、
東
西
に
お
よ
そ
一
七
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
り
点
在
す
る

一
〇
の
島
と
環
礁
か
ら
構
成
さ
れ
る
北
西
ハ
ワ
イ
諸
島
は
、
ク
レ
環

礁
と
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
ー
島
に
数
十
名
規
模
の
軍
隊
が
駐
留
す
る
以
外
は

ほ
ぼ
無
人
島
で
、
有
史
以
前
の
居
住
の
痕
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
島

が
散
見
さ
れ
る
程
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
周
辺
海
域
に
は
少
な
く
と

も
約
七
〇
〇
〇
種
と
見
積
も
ら
れ
る
動
物
種
（
う
ち
四
分
の
一
が
固
有

種
と
言
わ
れ
る
）
が
生
態
系
を
織
り
な
し
、
希
少
種
や
絶
滅
危
惧
種
も

多
い
と
い
う
。

じ
つ
は
、
一
九
八
〇
年
代
末
に
ハ
ワ
イ
大
学
の
国
際
法
学
者
ら
が
、

国
連
海
洋
法
条
約
第
一
二
一
条
に
照
ら
し
て
同
諸
島
の
う
ち
八
島
に

つ
き
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
設
定
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
し
か

し
そ
う
し
た
主
張
と
は
逆
に
、
米
国
政
府
は
同
諸
島
及
び
周
辺
海
域

の
生
態
系
を
保
全
す
る
た
め
に
Ｍ
Ｐ
Ａ
を
設
定
す
る
管
理
政
策
を
進

め
て
き
て
い
る
。

大
き
な
展
開
を
見
せ
た
の
は
二
〇
〇
六
年
で
、
一
九
〇
六
年
の
遺

跡
保
存
法
に
基
づ
き
北
西
ハ
ワ
イ
諸
島
及
び
周
辺
海
域
（
島
の
中
心
か

ら
半
径
約
五
〇
海
里
、
面
積
は
約
三
六
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
を
同
国
七

五
番
目
の
国
立
記
念
碑
（
保
護
区
）
に
指
定
し
た
（
図
６
）
。
後
に
パ

パ
ハ
ナ
ウ
モ
ク
ア
ケ
ア
海
洋
国
立
記
念
碑
と
の
現
地
語
名
に
改
称
さ

れ
て
い
る
。

そ
の
管
理
施
策
は
綿
密
で
、
国
（
商
務
省
海
洋
大
気
局
と
内
務
省
魚
類

図6 北西ハワイ諸島（パパハナウモクアケア）海洋国立記念碑（加々美、2007）
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野
生
動
物
局
）
の
共
同
管
理
の
下
、
指
定
後

五
年
以
内
に
全
面
禁
漁
と
な
り
、
ア
ク
セ
ス

は
原
則
禁
止
と
さ
れ
る
。
資
源
開
発
は
厳
し

く
規
制
さ
れ
、
科
学
的
調
査
さ
え
も
許
可
制

と
な
る
。
た
だ
、
海
洋
生
物
遺
伝
資
源
の
調

査
活
動
に
は
含
み
を
持
た
せ
て
お
り
、
政
府

資
料
か
ら
は
保
護
区
内
の
生
物
多
様
性
の
保

全
が
将
来
的
に
は
遺
伝
子
ビ
ジ
ネ
ス
に
つ
な

が
る
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。

二
〇
〇
八
年
に
は
、
マ
ル
ペ
ロ
島
と
同
様
に
Ｉ
Ｍ
Ｏ
か
ら
Ｐ
Ｓ
Ｓ

Ａ
の
地
位
が
承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
一
八
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
管
理

計
画
書
も
公
表
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
一
月
に
は
世
界
遺
産
の
候
補

地
と
な
っ
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
に
複
合
遺
産
と
し
て
ノ
ミ
ネ
ー
ト

さ
れ
て
い
る
。
有
史
以
来
ほ
ぼ
無
人
島
な
が
ら
文
化
遺
産
の
要
素
を

持
つ
理
由
と
し
て
、
米
国
政
府
は
、
こ
の
地
の
島
の
一
部
は
人
が
生

ま
れ
そ
し
て
帰
る
場
所
で
あ
る
と
い
う
ハ
ワ
イ
先
住
民
の
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
の
源
と
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
先
述
の
Ｐ
Ｉ
Ｐ
Ａ
と
世
界
遺
産
で
の
提
携
を
予
定
し
て

お
り
、
将
来
的
に
は
「
太
平
洋
島
嶼
環
礁
世
界
遺
産
」
と
し
て
、
キ

リ
バ
ス
、
米
国
、
ク
ッ
ク
諸
島
、
仏
領
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
越
境
的
世
界

遺
産
へ
と
発
展
さ
せ
る
構
想
が
あ
る
。
な
お
二
〇
〇
九
年
九
月
三
日

に
は
、
Ｐ
Ｉ
Ｐ
Ａ
と
パ
パ
ハ
ナ
ウ
モ
ク
ア
ケ
ア
海
洋
国
立
記
念
碑
の

管
理
と
保
護
の
向
上
を
目
的
と
し
て
、
キ

リ
バ
ス
と
米
国
の
代
表
が
「
Ｍ
Ｐ
Ａ
の
姉

妹
協
定
」
を
結
ん
で
い
る
。

以
上
は
離
島
管
理
施
策
の
ほ
ん
の
わ
ず

か
な
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
こ
に
共
通
す

る
の
は
、「
島
か
岩
か
」
と
い
う
問
題
を

超
え
て
、
絶
海
孤
島
と
い
う
「
地
の
利
」

を
活
か
し
て
、
環
境
保
護
や
災
害
対
策
な

ど
の
施
策
を
講
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
施
策
が
国
際
社
会
の
共
通

利
益
の
確
保
に
密
接
に
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。

基
本
方
針
は
、
こ
う
し
た
国
際
社
会
の
趨
勢
を
受
け
て
策
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
紹
介
の
前
に
、
国
交
省
総
合
政
策
局
海
洋

政
策
課
が
招
集
し
た
「
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
保
全
・
管
理
・

利
活
用
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」（
委
員
長：

中
俣
均
法
政
大

教
授
）
が
二
〇
〇
九
年
九
月
三
日
に
提
出
し
た
「
海
洋
管
理
の
た
め

の
離
島
の
保
全
・
管
理
・
利
活
用
の
あ
り
方
に
関
す
る
検
討
委
員
会

報
告
書
」
に
も
触
れ
て
お
こ
う
。

二
〇
〇
八
年
八
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
六
月
に
か
け
て
四
度
開
催
さ

れ
た
同
委
員
会
で
は
、
日
本
で
初
め
て
無
人
島
の
管
理
政
策
が
議
論

特集 海と島の日本・Ⅸ

加々美
か が み
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昭和47年生まれ、兵庫県出身。関
西大学大学院卒。海洋政策研究財
団研究員、鳥取環境大学准教授を
経て、現在、中部大学国際関係学
部准教授。専門は国際法、環境法。
国土交通省「海洋管理のための離
島の保全・管理・利活用のあり方
に関する検討委員会」委員。主な
著書に「海洋保護区－場所本位の
海洋管理」（栗林忠男・秋山昌廣編
著『海の国際秩序と海洋政策』所
収）、「中越海洋境界画定協定」（村
瀬信也・江藤淳一編著『海洋境界
画定の国際法』所収）などがある。

「
海
洋
管
理
の
た
め
の
離
島
の
保
全
・

管
理
の
あ
り
方
に
関
す
る
基
本
方
針
」



積
の
約
一
二
倍
に
及
ぶ
Ｅ
Ｅ
Ｚ
な
ど
の
管
轄
海
域
の
適
切
な
管
理
の

た
め
、
離
島
の
保
全
及
び
管
理
を
的
確
に
行
う
と
い
う
目
的
を
掲
げ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
広
大
な
管
轄
海
域
の
存
在
は
、「
わ
が
国
の

発
展
及
び
存
続
の
基
盤
」
で
あ
り
、
そ
の
「
海
洋
環
境
を
適
切
な
状

態
に
保
全
す
る
こ
と
は
、
人
類
の
存
続
の
た
め
に
も
わ
が
国
に
課
せ

ら
れ
た
義
務
で
あ
る
」
と
し
て
、
国
益
確
保
と
国
際
的
責
務
の
双
方

を
認
識
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
、「
わ
が
国
が
そ
の
管
轄
海
域
に
お
い
て
、
適
切
な
権

利
の
行
使
及
び
義
務
の
履
行
等
を
通
じ
て
海
洋
を
管
理
す
る
に
当
た

り
、
離
島
は
重
要
な
地
位
を
占
め
る
」
こ
と
が
離
島
管
理
を
推
進
す

る
理
由
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
こ
そ
が
わ
が
国
の
海
洋
管
理
の
た
め

の
離
島
政
策
の
前
提
と
な
る
。

こ
う
し
た
前
提
の
下
で
、
基
本
方
針
は
、
離
島
の
役
割
や
重
要
性
、

そ
の
実
現
に
向
け
た
施
策
の
基
本
的
考
え
は
、
次
の
三
点
に
集
約
で

き
る
と
い
う
。

●

①
離
島
が
安
定
的
に
存
在
す
る
こ
と
で
、
排
他
的
経
済
水
域
な
ど
我

が
国
の
管
轄
海
域
の
根
拠
と
な
る

こ
れ
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
な
ど
の
外
縁
を
根
拠
づ
け
る
離
島
に
つ
い
て
優
先

的
に
施
策
が
講
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
状
況
把
握
、
デ
ー
タ
収

集
」「
離
島
及
び
周
辺
海
域
に
お
け
る
監
視
の
強
化
」「
低
潮
線
を
変

更
さ
せ
る
よ
う
な
行
為
の
規
制
等
の
推
進
」「
離
島
の
保
全
の
た
め

の
関
係
府
省
に
よ
る
情
報
共
有
・
対
応
体
制
の
構
築
等
」
さ
ら
に
は

40

さ
れ
た
。
国
内
外
の
離
島
管
理
施
策
を
検
討
し
た
上
で
、
報
告
書
は

海
洋
管
理
の
た
め
に
離
島
を
保
全
、
管
理
、
利
活
用
す
る
こ
と
は

「
国
際
公
益
へ
の
貢
献
」と「
わ
が
国
の
経
済
社
会
の
健
全
な
発
展
及

び
国
民
生
活
の
安
定
向
上
」（「
国
益
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）

に
つ
な
が
る
も
の
だ
と
の
認
識
に
立
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い

て
保
全
と
利
用
の
施
策
例
を
整
理
し
て
い
る
（
図
７
）。

こ
の
報
告
書
を
踏
ま
え
て
内
閣
官
房
総
合
海
洋
政
策
本
部
が
策
定

し
た
の
が
基
本
方
針
で
あ
る
。
基
本
方
針
は
、
ま
ず
初
め
に
国
土
面

図7　検討委員会報告書での政策の整理 
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「
離
島
の
名
称
の
適
切
な
管
理
」
な
ど
が
含
ま
れ
る
。

●

②
広
大
な
海
域
に
お
け
る
様
々
な
活
動
を
支
援
し
促
進
す
る
拠
点
で

あ
る
こ
と

こ
の
項
目
の
下
で
は
「
海
洋
資
源
の
開
発
及
び
利
用
の
支
援
」

「
遠
隔
に
位
置
す
る
離
島
に
お
け
る
活
動
拠
点
の
整
備
」「
海
洋
の
安

全
の
確
保
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
離
島
を
海
洋
開
発
の
ハ

ブ
（
拠
点
）
と
し
て
活
用
す
る
た
め
の
整
備
を
総
合
的
に
行
う
こ
と

が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

●

③
海
洋
の
豊
か
な
自
然
環
境
の
形
成
や
人
と
海
と
の
関
わ
り
に
よ
り

形
作
ら
れ
た
歴
史
や
伝
統
を
継
承
す
る
こ
と

こ
こ
で
は
、
離
島
の
み
な
ら
ず
そ
の
周
辺
海
域
が
海
洋
生
態
系
を

支
え
る
重
要
な
場
所
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
た
上
で
、
そ
こ
で
の

「
状
況
把
握
・
デ
ー
タ
収
集
」「
海
洋
保
護
区
の
設
定
等
に
よ
る
保

全
・
管
理
の
推
進
」
さ
ら
に
「
離
島
に
お
け
る
自
然
環
境
保
全
の
取

り
組
み
の
推
進
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

●

こ
れ
ら
の
他
に
も
「
人
と
海
と
の
関
わ
り
に
よ
り
形
作
ら
れ
た
離

島
の
歴
史
や
伝
統
の
継
承
に
関
す
る
施
策
」
や
「
国
民
等
に
対
す
る

普
及
啓
発
」
な
ど
に
言
及
が
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の

基
本
方
針
は
幅
広
い
活
動
を
単
に
列
挙
し
た
だ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
離
島
管
理
の
た
め
の
一
元
的
な
体
制
を

政
府
内
に
構
築
し
、
府
省
連
携
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
に
も
言
及
し

て
い
る
。
政
府
組
織
を
離
島
政
策
に
あ
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、
離
島

政
策
に
政
府
組
織
を
適
応
さ
せ
る
決
意
の
表
明
で
あ
る
。

ま
た
、
基
本
方
針
は
「
こ
う
し
た
幅
広
い
活
動
が
広
く
国
際
社
会

に
貢
献
す
る
こ
と
を
念
頭
に
」
置
く
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
。
海
洋

基
本
法
第
七
条
（
海
洋
に
関
す
る
国
際
的
協
調
）
と
あ
わ
せ
て
読
め
ば
、

日
本
の
離
島
管
理
政
策
は
、
国
際
社
会
に
貢
献
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず

先
導
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
旨
と
し
て
、
推
進
さ
れ
て
い
く
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
基
本
方
針
は
、「
島
か
岩
か
」と
い
う
矮
小
化
さ
れ
た

問
題
で
は
な
く
、
そ
の
先
に
あ
る
真
の
課
題
、
す
な
わ
ち
国
際
海
洋

秩
序
全
体
の
中
で
広
大
な
管
轄
海
域
の
拠
点
と
な
っ
た
島
を
ど
う
捉

え
、
ど
う
管
理
し
て
い
く
の
か
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
構
築
に
率
先
し
て

取
り
組
む
大
き
な
第
一
歩
で
あ
る
。
離
島
管
理
政
策
を
国
際
的
な
責

務
の
文
脈
に
お
い
て
捉
え
る
本
方
針
は
、
世
界
で
も
類
を
見
な
い
も

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
国
内
だ
け
で
な
く

国
際
社
会
に
お
い
て
も
、
離
島
管
理
の
活
発
な
議
論
が
湧
き
起
こ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

■
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お
わ
り
に


