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去
る
九
月
に
尖
閣
諸
島
沖
で
発
生
し

た
一
つ
の
事
件
に
つ
い
て
、
本
誌
編
集

者
か
ら
国
際
法
の
観
点
か
ら
書
い
て
く

れ
な
い
か
と
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
長
年

愛
知
大
学
に
勤
め
た
者
と
し
て
、
こ
れ

に
応
え
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
が
、
詳

し
い
国
際
法
の
議
論
は
い
ず
れ
別
の
機

会
に
関
連
資
料
・
文
献
に
基
づ
い
て
本

格
的
に
展
開
す
る
と
し
て
、
今
回
は
事

件
に
つ
い
て
率
直
な
個
人
的
感
想
を

綴
っ
て
み
よ
う
か
と
思
う
。

　

ま
ず
簡
単
に
事
実
関
係
を
復
習
し
て

お
く
。
平
成
二
二
年
九
月
七
日
、
尖
閣

諸
島
沖
で
海
上
保
安
庁
巡
視
船
「
よ
な

く
に
」
及
び
「
み
ず
き
」
が
領
海
侵
犯

の
中
国
漁
船
を
追
跡
中
、
こ
の
漁
船
に

体
当
た
り
さ
れ
、
漁
船
に
接
舷
し
て
海

上
保
安
官
が
立
ち
入
り
検
査
を
し
、
船

長
ほ
か
船
員
を
逮
捕
し
漁
船
を
拿
捕
す

る
と
い
う
事
件
が
発
生
し
た
。
政
府
は

ほ
ど
な
く
他
の
船
員
と
漁
船
を
釈
放
し

た
が
、
船
長
の
身
柄
を
拘
束
し
て
日
本

の
国
内
法
を
「
粛
々
と
適
用
す
る
」
こ

と
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
中
国
側
は

当
初
比
較
的
冷
静
に
対
応
し
て
い
た

が
、
政
府
が
船
長
の
拘
留
を
続
け
こ
れ

を
一
〇
日
間
延
長
す
る
に
及
ん
で
、
俄

然
強
硬
姿
勢
に
転
じ
、
駐
中
国
日
本
大

使
を
五
度
に
わ
た
り
（
そ
の
う
ち
一
度

は
深
夜
と
い
う
非
常
識
な
時
刻
に
）
呼

び
出
す
と
い
う
異
例
の
措
置
の
ほ
か
、

「
白
樺
」
ガ
ス
田
開
発
の
条
約
交
渉
の

延
期
、
青
少
年
交
流
の
中
断
や
観
光
客

の
渡
航
差
止
め
、
レ
ア
ア
ー
ス
の
対
日

禁
輸
、
フ
ジ
タ
社
員
の
拘
束
な
ど
の
挙

に
出
た
。
日
本
は
九
月
二
四
日
、
対
中

関
係
を
考
慮
し
て
と
の
理
由
で
、
唐
突

に
船
長
を 

「
処
分
保
留
」
で
釈
放
し
た
。

　

中
国
側
の
言
い
分
は
、
尖
閣
諸
島

（
中
国
名
は
釣
魚
島
）
は
古
来
中
国
の

領
土
ゆ
え
、
日
本
に
よ
る
船
長
の
逮
捕

は
不
当
で
あ
り
、（
船
長
の
釈
放
後
）

日
本
に
対
し
「
謝
罪
と
賠
償
」
を
求
め

る
と
言
明
し
、
両
国
関
係
を
悪
化
さ
せ

る
事
態
の
展
開
の
結
果
に
は
日
本
が
責

任
を
負
う
と
し
た
。
日
本
側
は
、
中
国

に
対
す
る
謝
罪
も
賠
償
も
拒
否
し
、
逆

に
巡
視
船
の
損
害
に
対
す
る
原
状
回
復

を
要
求
す
る
と
言
明
し
た
。

　

そ
の
後
も
、
一
〇
月
中
旬
か
ら
一
〇

月
末
に
か
け
て
、
中
国
各
地
で
反
日
デ

モ
と
破
壊
活
動
、
日
本
品
不
買
運
動
な

ど
の
動
き
が
見
ら
れ
、
平
穏
が
回
復
し

て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
一
一
月
初
め

に
中
国
漁
船
の
体
当
た
り
状
況
を
示
す

四
四
分
の
ビ
デ
オ
映
像
が
流
出
し
、
こ

れ
に
先
立
っ
て
国
会
で
一
部
の
議
員
が

尖
閣
諸
島
沖
中
国
漁
船
船
長
逮
捕
事
件
に
つ
い
て

三
好
正
弘
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視
聴
し
た
六
分
五
〇
秒
に
編
集
さ
れ
た

映
像
と
は
別
の
も
の
が
出
現
し
た
。
そ

の
後
の
調
査
で
、
第
五
管
区
海
上
保
安

本
部
の
一
海
上
保
安
官
が
流
出
さ
せ
た

と
名
乗
り
出
た
。
理
由
は
明
確
で
は
な

い
が
、
事
件
発
生
か
ら
か
な
り
遅
れ
て

短
い
ビ
デ
オ
映
像
が
国
会
に
提
出
さ
れ

た
こ
と
に
対
す
る
不
満
が
こ
う
い
う
不

正
規
の
形
で
出
て
き
た
と
い
う
こ
と

か
。

　

こ
の
一
連
の
事
態
の
展
開
を
見
る

と
、
彼
我
の
状
況
に
誠
に
不
思
議
で
不

愉
快
な
諸
側
面
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く

の
で
あ
る
。
以
下
、
簡
単
に
そ
れ
を
示

し
、
筆
者
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

事
件
発
生
直
後
か
ら
中
国
漁
船
船
長

の
釈
放
あ
た
り
ま
で
の
動
き
を
見
て
、

ま
ず
筆
者
の
目
に
奇
異
に
映
っ
た
の

は
、
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
ぶ
り
で

あ
る
。
新
聞
で
は
主
と
し
て
朝
日
新
聞

と
ジ
ャ
パ
ン
・
タ
イ
ム
ズ
、
テ
レ
ビ
で

は
主
と
し
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
と
と
き
に
名
古
屋

テ
レ
ビ
（
テ
レ
ビ
朝
日
系
か
？
）
を
見

て
の
印
象
で
あ
る
が
、
中
国
の
情
勢
や

主
張
が
詳
し
く
報
道
さ
れ
た
の
に
対

し
、
日
本
の
そ
れ
は
割
に
少
な
い
し
詳

し
く
も
な
か
っ
た
。
日
本
側
の
情
報
源

た
る
政
府
の
発
表
が
そ
も
そ
も
少
な

く
、
か
つ
抑
え
気
味
と
い
う
背
景
事
情

が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
中
国
の

情
勢
に
つ
い
て
事
細
か
に
報
道
し
解
説

す
る
様
は
、
中
国
の
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン

で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
感
じ
が
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
意
図
せ
ざ
る
も
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
中
国
側
の
対
日
批
判
に

対
し
日
本
側
が
正
面
か
ら
反
駁
し
な
い

と
い
う
図
式
が
展
開
さ
れ
、
事
態
の
改

善
の
た
め
に
日
本
が
ど
う
対
応
す
べ
き

か
と
心
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
気
配
を
読
者
・
視
聴
者
に
暗
示
し
て

お
り
、
あ
た
か
も
日
本
側
に
責
任
が
あ

る
か
の
よ
う
な
印
象
・
心
証
を
生
み
出

す
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
重
要
な
日
中
関
係
を
壊
さ
ぬ

よ
う
に
（
こ
の
こ
と
に
反
対
す
る
者
は

い
る
ま
い
）、
日
本
側
だ
け
で
な
く
中

国
側
が
何
を
な
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と

は
何
も
い
わ
な
い
と
い
う
、
片
手
落
ち

の
報
道
で
あ
り
解
説
で
あ
る
。
何
人
か

の
中
国
研
究
者
も
メ
デ
ィ
ア
に
駆
り
出

さ
れ
て
コ
メ
ン
ト
し
て
い
た
が
、
概
ね

メ
デ
ィ
ア
の
論
調
と
同
じ
で
、
重
要
な

日
中
関
係
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
何

か
を
な
す
べ
き
な
の
は
日
本
側
で
あ
る

と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
見
せ
、
中
国
側

に
は
注
文
を
付
け
な
い
で
終
わ
っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
中
国
専
門
家
な
ら
率

直
に
注
文
を
付
け
て
も
よ
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
注
文
を
付
け
る
の
を
遠
慮

し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
研
究
者
と
し

て
フ
ェ
ア
ー
な
態
度
で
は
な
い
し
、
中

国
の
姿
勢
に
批
判
の
余
地
を
見
出
し
得

な
か
っ
た
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
も

は
や
研
究
・
分
析
の
不
十
分
で
あ
る
こ

と
を
露
呈
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
は

な
い
か
。

　

果
た
し
て
事
は
本
当
の
と
こ
ろ
ど
う

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
？　

一
般
の
局

外
者
に
は
微
妙
な
と
こ
ろ
が
見
え
な
い

の
が
常
で
あ
る
が
、
こ
う
い
う
と
き
、

我
々
日
本
人
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
抑
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え
て
意
思
表
示
を
す
る
傾
向
が
あ
る
の

に
対
し
、
中
国
人
は
自
然
の
感
情
表
出

だ
け
で
な
く
、
共
産
党
中
央
の
指
図
に

従
っ
て
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
う
や
ら

演
出
効
果
を
考
え
て
行
動
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
違
い

は
、
実
は
極
め
て
大
き
い
効
果
を
持
つ

こ
と
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ

の
側
の
意
思
表
示
も
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ

て
提
供
さ
れ
た
表
現
通
り
に
世
界
に
知

れ
渡
る
こ
と
に
な
る
が
、
詳
し
い
事
情

を
知
ら
な
い
地
球
の
反
対
側
の
人
々

は
、
伝
達
さ
れ
た
情
報
を
取
り
敢
え
ず

額
面
通
り
に
受
け
取
る
に
違
い
な
い
。

そ
れ
が
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る

と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
遠
慮
し

て
、
抑
え
気
味
に
も
の
を
い
っ
た
側
が

不
利
な
立
場
に
置
か
れ
後
に
ホ
ゾ
を
噛

ん
で
も
後
の
祭
り
で
あ
る
。
後
に
自
ら

の
不
手
際
に
気
付
い
て
形
勢
の
挽
回
を

図
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ

れ
に
は
最
初
か
ら
主
張
し
た
場
合
の
何

倍
、
何
十
倍
も
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要

に
な
る
。
我
々
日
本
人
は
こ
の
意
思
表

示
の
「
効
果
を
狙
う
」
こ
と
に
も
っ
と

も
っ
と
気
を
配
る
習
慣
を
身
に
付
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
あ
ま
り
に

も
無
防
備
で
、
お
人
よ
し
に
過
ぎ
る
。

　

ビ
デ
オ
映
像
の
流
出
は
国
内
問
題
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
こ
そ
「
粛
々
と
」
扱

え
ば
よ
く
、
大
げ
さ
に
そ
の
対
中
効
果

を
云
々
す
る
必
要
は
全
く
な
い
。
こ
の

件
に
つ
い
て
中
国
側
は
あ
ま
り
反
応
を

示
さ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
理
由
は
、
お

そ
ら
く
、
問
題
の
海
域
は
中
国
の
領
海

だ
か
ら
、
そ
こ
に
日
本
の
巡
視
船
が
勝

手
に
入
り
込
ん
で
き
た
の
が
悪
い
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
漁
船
が
体
当
た
り
し

た
と
し
て
も
責
め
ら
れ
る
謂
れ
は
な

い
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

　

こ
こ
で
、
国
際
法
の
話
に
目
を
転
じ

て
み
よ
う
。
中
国
の
硬
い
姿
勢
は
、
尖

閣
諸
島
が
古
来
中
国
の
領
土
で
あ
り
、

そ
の
周
辺
の
海
域
は
中
国
の
領
海
だ
と

い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま

り
、
日
本
が
依
っ
て
立
つ
日
本
の
領
海

と
い
う
根
拠
に
真
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る

論
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
本
は
尖
閣

諸
島
が
日
本
の
領
土
で
あ
る
こ
と
に
疑

い
の
余
地
が
な
く
、
従
っ
て
日
中
間
に

こ
の
島
嶼
を
巡
る
領
土
問
題
は
存
在
し

な
い
と
し
て
い
る
。
日
本
側
の
法
的
論

拠
は
、
簡
単
に
い
え
ば
、
一
八
九
五
年

に
閣
議
に
よ
っ
て
こ
の
島
嶼
を
沖
縄
の

一
部
と
し
て
編
入
し
た
こ
と
、
こ
れ
に

対
し
中
国
側
か
ら
何
の
抗
議
も
表
明
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
の
島
嶼
に
中
国

が
領
有
の
意
思
表
示
を
始
め
た
の
は
一

九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、

そ
れ
ま
で
何
の
手
段
も
講
じ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

中
国
は
七
〇
年
代
以
降
の
こ
と
だ
が
一

貫
し
て
歴
史
的
根
拠
を
立
て
て
領
有
を

主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
歴

史
的
根
拠
が
ど
れ
ほ
ど
正
し
い
か
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
、
論
証
が
難
し
い
面

が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
幸
い

に
し
て
、
日
本
の
国
際
法
学
者
の
中

に
、
国
際
法
的
論
拠
の
展
開
に
加
え

て
、
中
国
側
の
歴
史
的
主
張
を
逐
一
検

証
し
、
見
事
に
こ
れ
を
覆
し
た
学
者
が

い（
＊
）る。

学
問
的
に
も
、
中
国
側
の
主
張
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に
は
根
拠
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
の
閣
議
に
よ
る
領
土
編
入
と
い

う
措
置
は
、
突
如
不
用
意
に
な
さ
れ
た

も
の
で
な
く
、
そ
の
前
に
慎
重
な
調
査

を
し
て
ど
こ
の
国
も
こ
の
島
嶼
に
領
有

の
意
思
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認

し
た
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
無
主
の

地
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
そ
れ

を
「
新
た
に
領
有
す
る
」
と
い
う
法
的

措
置
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
に
対
し
て
、
中
国
を
含
め
て
ど
こ

の
国
か
ら
も
抗
議
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
あ
る
。
こ
の

事
実
を
疎
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
国

際
法
で
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
に
国
家

が
明
確
な
意
思
表
示
を
怠
る
こ
と
は
、

そ
の
国
家
の
落
ち
度
で
あ
っ
て
、
そ
の

結
果
権
利
を
失
う
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
、
自
ら
に
不
利
益
と

な
る
事
態
が
現
出
し
た
と
き
は
、
こ
れ

に
対
し
て
最
低
限
の
措
置
と
し
て
外
交

的
に
「
抗
議
」
す
る
こ
と
が
常
識
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
沈
黙
を
守
る
こ

と
は
「
黙
認
」
に
通
じ
、
黙
認
は
積
極

的
な
「
承
認
」
と
法
効
果
は
異
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
国
際
法
の
常
識
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
近
代
の
国
際
裁
判
で
繰
り

返
し
確
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
中
国

は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
法
原
則
は
植
民

地
主
義
の
遺
制
だ
と
い
い
、
そ
れ
に
は

従
う
必
要
が
な
い
と
い
う
。
な
る
ほ

ど
、
こ
れ
に
限
ら
ず
、
現
代
国
際
法
の

諸
規
則
・
原
則
に
は
植
民
地
主
義
時
代

に
形
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
そ
れ
ら
が
現
代
に
お
い
て
無
効
に

な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
多
少
の
争

い
の
あ
る
も
の
も
あ
る
が
、
概
ね
現
在

な
お
有
効
で
あ
る
。
現
に
、
中
国
は
そ

の
版
図
を
広
げ
て
き
た
自
ら
の
歴
史
を

近
代
国
際
法
原
則
の
「
実
効
的
支
配
」

に
よ
っ
て
根
拠
付
け
て
い
る
。「
実
効

的
支
配
」
こ
そ
が
植
民
地
主
義
全
盛
時

代
の
産
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
土

地
の
領
有
国
が
そ
の
土
地
を
一
定
の
期

間
（
こ
の
期
間
の
長
さ
は
明
確
で
は
な

く
、
あ
る
裁
判
条
約
で
は
五
〇
年
と
明

記
さ
れ
た
例
が
あ
る
）
し
っ
か
り
保

有
・
支
配
し
て
い
な
い
と
、
そ
の
間
に

別
の
国
家
が
こ
れ
を
横
取
り
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
ア
フ
リ

カ
や
南
米
の
植
民
地
を
巡
る
領
土
・
国

境
紛
争
の
国
際
判
例
に
も
例
が
あ
る
。

一
見
ひ
ど
い
論
理
の
よ
う
に
見
え
る

が
、
国
際
社
会
の
法
秩
序
の
安
定
と
維

持
の
た
め
に
一
定
の
合
理
性
が
あ
る
か

ら
今
日
な
お
存
続
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
都
合
の
よ
い
と
き
に
近
代
国
際
法

原
則
を
使
い
、
都
合
の
悪
い
と
き
に
こ

れ
を
否
定
す
る
の
は
、
誠
実
な
行
為
で

は
な
い
。

　

も
っ
と
軽
微
な
「
抗
議
の
欠
如
」
さ

え
が
決
め
手
に
な
っ
た
例
も
あ
る
。
一

九
七
七
年
英
仏
大
陸
棚
境
界
画
定
仲
裁

裁
判
に
お
い
て
、
英
国
南
岸
の
八
海
里

沖
合
にE

ddystone R
ock

と
い
う
灯

台
の
あ
る
無
人
の
小
島
な
い
し
岩
礁
が

あ
っ
て
、
英
国
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
中
間

線
を
引
く
の
に
南
岸
の
海
岸
線
で
は
な

く
こ
の
岩
礁
を
起
点
に
し
て
測
る
こ
と

を
主
張
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
、
英
国
の

主
張
を
容
れ
る
と
中
間
線
が
自
国
寄
り
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に
な
る
か
ら
、
当
然
こ
れ
に
反
対
し
た

が
、
裁
判
所
は
、
英
国
が
一
九
六
〇
年

代
半
ば
に
こ
の
岩
礁
を
起
点
に
し
て
漁

業
水
域
を
設
定
し
た
際
に
フ
ラ
ン
ス
が

抗
議
を
怠
っ
た
と
い
う
事
実
を
採
り
上

げ
、
フ
ラ
ン
ス
の
黙
認
を
認
定
し
た
の

で
あ
る
。
結
果
は
、
こ
の
岩
礁
の
箇
所

に
関
す
る
限
り
、
中
間
線
は
フ
ラ
ン
ス

寄
り
に
引
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
、
然
る
べ
き
と
き
に
抗
議
を

怠
る
と
、
そ
れ
は
大
き
な
不
利
益
に
繋

が
る
場
合
が
あ
る
の
が
国
際
社
会
の
掟

で
あ
る
。

　

中
国
が
尖
閣
諸
島
に
領
有
の
意
思
表

示
を
始
め
た
の
は
、
国
連
ア
ジ
ア
極
東

経
済
委
員
会
（
Ｅ
Ｃ
Ａ
Ｆ
Ｅ
）
の
下
部

機
関
で
あ
っ
た
「
ア
ジ
ア
海
洋
鉱
物
資

源
共
同
探
査
調
整
委
員
会
」（
Ｃ
Ｃ
Ｏ

Ｐ
）
が
一
九
六
八
年
秋
に
そ
の
近
辺
の

海
域
の
海
底
調
査
を
行
い
、
石
油
・
天

然
ガ
ス
が
賦
存
す
る
と
い
う
調
査
結
果

を
翌
年
に
公
表
し
た
の
を
受
け
て
日

本
、
韓
国
、
台
湾
が
そ
の
探
査
・
開
発

に
向
け
て
動
き
出
し
て
か
ら
で
あ
り
、

一
九
七
〇
年
一
二
月
四
日
付
け
人
民
日

報
紙
上
の
抗
議
が
初
め
て
の
意
思
表
示

か
と
思
わ
れ
る
。
Ｃ
Ｃ
Ｏ
Ｐ
が
尖
閣
諸

島
近
海
の
海
底
石
油
・
天
然
ガ
ス
資
源

が
ペ
ル
シ
ャ
湾
に
並
ぶ
ほ
ど
の
有
望
な

も
の
だ
と
し
た
た
め
、
資
源
に
慾
目
が

出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
一
九

七
〇
年
代
に
何
度
か
領
有
の
意
思
表
示

を
繰
り
返
し
、
一
九
七
八
年
一
〇
月
に

日
中
平
和
友
好
条
約
の
批
准
書
交
換
の

た
め
に
来
日
し
た
鄧
小
平
氏
が
、
尖
閣

諸
島
の
帰
属
に
つ
い
て
両
国
間
に
あ
る

と
す
る
紛
争
の
解
決
を
次
世
代
の
知
恵

に
任
せ
よ
う
と
発
言
し
た
と
い
わ
れ
る

が
、
こ
れ
は
中
国
が
遅
れ
て
領
有
の
意

思
を
表
明
し
た
の
に
日
本
側
が
取
り
合

わ
な
い
状
況
で
、
日
中
間
に
領
土
紛
争

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
印
象
付
け
よ
う

と
し
た
氏
一
流
の
機
知
の
発
言
で
あ
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
一
九
九
二
年
二
月
二
五
日

に
第
七
回
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委

員
会
第
二
四
回
会
合
に
お
い
て
「
領
海

及
び
接
続
水
域
法
」
を
採
択
し
、
第
二

条
二
項
に
中
国
領
土
の
範
囲
を
示
し
て

そ
こ
に
台
湾
、
澎
湖
諸
島
と
並
べ
て

「
釣
魚
島
」
を
明
示
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
先
立
つ
一
九
五
八

年
九
月
の
「
領
海
一
二
海
里
拡
張
宣

言
」（
人
民
日
報
同
年
九
月
五
日
）
に

お
い
て
は
、
同
じ
よ
う
に
中
国
領
土
の

範
囲
を
示
し
台
湾
、
澎
湖
諸
島
を
明
示

し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
「
釣
魚
島
」
が

見
事
に
抜
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

事
実
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ

は
、
尖
閣
諸
島
が
自
国
領
で
あ
る
と
の

認
識
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
。
つ
ま
り
、
一
八
九
五
年
の
日
本
の

閣
議
に
よ
る
尖
閣
諸
島
編
入
に
対
す
る

抗
議
の
欠
如
に
加
え
て
、
一
九
五
八
年

九
月
現
在
で
も
そ
の
自
国
領
と
の
認
識

の
欠
如
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

も
当
然
で
、
一
九
五
三
年
一
月
八
日
付

け
人
民
日
報
が
、
当
た
り
前
の
如
く

「
尖
閣
諸
島
」（
と
日
本
名
で
表
記
）
を

「
琉
球
群
島
」
の
一
部
と
し
て
扱
っ
て

い
る
事
実
が
あ
る
。
こ
の
記
事
は
尖
閣

諸
島
問
題
と
は
無
関
係
の
文
脈
で
書
か
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れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
無
意
識
さ
の
中

に
む
し
ろ
真
実
が
出
て
い
る
。
そ
こ

で
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
領
有
意
思
を
ど

の
よ
う
に
示
す
の
が
効
果
的
か
を
検
討

し
た
結
果
、
慌
て
て
一
九
九
二
年
の
制

定
法
で
自
国
領
だ
と
示
し
、
国
際
法
的

根
拠
が
な
い
も
の
だ
か
ら
、
古
来
の
歴

史
的
領
有
だ
と
言
い
張
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。
自
ら
の
法
的
根
拠
の
脆
弱
さ

を
意
識
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
敢
え
て

法
の
論
理
の
枠
を
外
し
て
歴
史
を
持
ち

出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
い
う

見
え
透
い
た
作
為
は
法
律
家
の
目
に
は

誤
魔
化
し
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
国
際
社
会
で
は
、
そ
の
主
張
が
執

拗
に
報
道
さ
れ
こ
れ
に
対
す
る
反
駁
が

弱
い
と
、
執
拗
な
主
張
が
正
し
い
と
の

印
象
が
定
着
し
て
し
ま
う
虞
が
あ
る
。

中
国
の
指
導
部
は
、
こ
の
累
積
的
心
理

効
果
を
狙
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

日
本
側
が
ど
れ
ほ
ど
強
く
、
執
拗
に
反

駁
す
る
か
を
テ
ス
ト
し
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
前
後
矛
盾
し
た
論
理
の

展
開
は
我
々
日
本
人
に
は
気
恥
ず
か
し

く
て
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国

人
は
平
気
で
こ
の
種
の
言
動
を
と
る
よ

う
で
、
目
的
の
た
め
に
は
手
段
を
選
ば

な
い
と
い
わ
れ
る
。
本
稿
の
主
題
と
は

別
の
こ
と
だ
が
、
日
本
領
の
沖
ノ
鳥
島

の
法
的
地
位
に
関
し
て
、
日
本
が
こ
れ

を
正
規
の
「
島
」
と
し
て
扱
っ
て
い
る

こ
と
を
、
中
国
は
か
つ
て
評
価
し
て
い

た
こ
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
南
シ
ナ

海
に
あ
る
多
数
の
居
住
不
能
な
島
嶼
で

中
国
が
自
国
領
と
す
る
が
ベ
ト
ナ
ム
な

ど
か
ら
領
有
を
争
わ
れ
て
い
る
島
嶼
の

扱
い
の
参
考
に
し
よ
う
と
の
意
図
か
ら

で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
近
年
手
の
平
を
返
し
た
よ
う
に
沖

ノ
鳥
島
を
目
の
か
た
き
に
し
て
、
こ
れ

は
単
な
る
岩
礁
で
あ
っ
て
二
〇
〇
海
里

Ｅ
Ｅ
Ｚ
や
大
陸
棚
を
持
つ
こ
と
は
で
き

な
い
と
非
難
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ

れ
な
り
に
理
由
の
あ
る
批
判
と
い
え
よ

う
が
、
こ
と
の
真
相
は
、
中
国
海
軍
が

太
平
洋
に
出
て
活
動
す
る
の
に
沖
ノ
鳥

島
周
辺
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
が
邪
魔
に
な
る
と
い

う
に
あ
る
。
国
家
海
洋
局
高
官
の
海
洋

法
専
門
家
が
二
〇
〇
七
年
に
書
い
た
論

文
に
そ
の
こ
と
が
率
直
に
書
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
前
後
矛
盾
し

た
論
理
展
開
を
彼
ら
は
臆
面
も
な
く
声

高
に
行
う
の
で
あ
る
。
事
情
を
知
ら
な

い
メ
デ
ィ
ア
が
こ
れ
を
世
界
に
吹
い
て

回
っ
た
と
き
、
面
倒
な
こ
と
だ
が
、
日

本
は
そ
の
誤
り
を
一
々
指
摘
し
て
世
界

に
知
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
中

国
は
尖
閣
諸
島
が
「
核
心
的
利
益
」
で

あ
る
と
か
い
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
何

と
い
お
う
と
も
国
際
法
的
に
は
根
拠
が

な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
は
そ

の
認
識
に
立
っ
て
毅
然
と
相
手
の
誤
り

を
指
摘
し
続
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
中
国
指
導
部
は
、
今
年
度
ノ
ー
ベ

ル
平
和
賞
受
賞
者
劉
曉
波
氏
を
犯
罪
者

と
し
て
授
賞
国
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
非
難

し
、
諸
国
に
対
し
て
式
典
出
席
を
控
え

る
よ
う
に
伝
え
て
お
り
、
そ
れ
が
内
政

干
渉
だ
と
い
う
こ
と
に
は
頬
か
む
り
す

る
神
経
の
持
ち
主
で
あ
る
。
ま
た
、
法

輪
功
修
煉
者
に
対
す
る
極
め
て
残
酷
な
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弾
圧
が
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は

一
九
九
九
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

一
九
九
三
年
の
気
功
の
祭
典
「
東
方
健

康
博
覧
会
」
に
お
い
て
前
年
創
立
の
法

輪
功
に
対
し
最
高
賞
を
授
与
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
数
年
の
間
に
共
産
党
員
数

を
凌
ぐ
会
員
数
に
増
大
し
た
の
を
恐
れ

て
の
方
針
転
換
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

気
紛
れ
な
政
策
の
展
開
に
日
本
が
一
々

ど
う
対
応
す
べ
き
か
と
悩
む
な
ど
い
う

の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
、
一
九
九
二
年
の
中
国
の
領

海
及
び
接
続
水
域
法
が
尖
閣
諸
島
を
中

国
領
と
規
定
し
、
こ
れ
が
日
本
の
領
土

権
を
侵
害
す
る
措
置
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
と
き
、
日
本
は
ど
の
よ
う
な
対

抗
措
置
を
講
じ
た
の
か
？　

日
本
の
あ

る
中
国
研
究
者
は
日
本
は
何
の
措
置
も

講
じ
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
筆
者
は
、

外
務
省
の
担
当
官
か
ら
口
上
書
に
よ
っ

て
抗
議
し
た
と
聞
い
て
い
る
。
そ
の
口

上
書
の
コ
ピ
ー
を
請
求
し
て
断
ら
れ
た

の
で
、
内
容
は
承
知
し
な
い
が
、
相
手

方
の
行
為
は
当
方
の
主
権
侵
害
で
あ
り

常
識
的
に
は
最
大
級
の
言
葉
で
非
難
し

抗
議
す
る
に
値
す
る
行
為
だ
と
の
認
識

で
抗
議
の
口
上
書
を
起
案
し
た
の
か
ど

う
か
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
国
家
間
の
外

交
文
書
と
し
て
、
口
上
書
が
ど
の
程
度

の
重
み
を
持
つ
も
の
な
の
か
と
い
う
こ

と
も
問
題
で
あ
る
。
先
に
日
本
人
の
無

防
備
と
か
お
人
よ
し
と
い
う
こ
と
を

い
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
相
手
方
の
思

考
・
行
動
様
式
に
無
頓
着
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、

ま
さ
か
外
交
当
局
が
こ
の
よ
う
な
能
天

気
な
認
識
で
は
あ
る
ま
い
と
思
い
た

い
。

　

中
国
側
の
、
あ
る
意
味
で
は
神
経
質

と
も
い
え
る
ほ
ど
の
反
応
の
仕
方
を
見

て
い
る
と
、
そ
の
神
経
に
対
応
す
る
に

は
こ
ち
ら
も
用
意
周
到
に
細
か
い
対
応

を
常
に
考
え
て
お
く
必
要
を
感
じ
る
。

つ
い
最
近
あ
る
週
刊
誌
が
、
か
つ
て
尖

閣
諸
島
に
上
陸
し
よ
う
と
す
る
中
国
人

が
い
る
場
合
に
備
え
て
、
日
本
側
は
事

前
に
こ
れ
を
抑
え
る
措
置
を
講
じ
る
一

方
、
中
国
側
は
抗
議
船
の
尖
閣
諸
島
接

近
を
控
え
さ
せ
る
と
い
う
「
密
約
」
が

日
中
間
に
存
在
し
た
と
報
道
し
た
の
に

対
し
、
中
国
側
は
す
か
さ
ず
そ
の
よ
う

な
密
約
は
な
か
っ
た
と
反
論
し
、
こ
う

し
た
誤
報
道
の
結
果
の
責
任
は
日
本
が

と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
つ
も

な
が
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
応
じ
た
。
か

く
の
如
く
に
中
国
は
事
細
か
に
こ
ち
ら

の
言
動
に
反
応
す
る
傾
向
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
計
算
づ
く

で
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
レ
ア
ア
ー

ス
禁
輸
や
フ
ジ
タ
社
員
拘
束
を
咎
め
る

日
本
側
の
発
言
に
対
し
て
は
、
当
然
反

論
な
り
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
と
こ
ろ
、

言
を
左
右
に
し
て
曖
昧
に
対
応
し
て
い

る
。
外
交
当
局
は
こ
の
よ
う
な
中
国
の

く
せ
を
見
抜
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
呑
気
な
国
民
一
般
と
一
部
の
政
治

家
達
は
こ
れ
に
気
付
か
ず
、
報
道
を
額

面
通
り
に
捉
え
て
、
ま
た
日
本
側
に
責

任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
無
用
の
心

配
を
重
ね
て
い
る
。
誠
に
不
愉
快
極
ま

り
な
い
図
式
で
あ
る
。
こ
う
い
う
図
式

を
造
り
だ
し
、
常
に
日
本
を
凹
ま
せ
日
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本
の
上う
わ

手て

に
立
と
う
と
す
る
の
が
先
方

の
や
り
方
だ
と
い
う
こ
と
を
腹
の
底
に

据
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

以
上
の
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
る
な

ら
ば
、
中
国
側
の
攻
勢
に
対
し
面
倒
で

も
（
実
際
う
ん
ざ
り
す
る
ほ
ど
面
倒
で

あ
る
が
）
そ
の
都
度
遠
慮
な
く
反
論
す

る
こ
と
、
問
題
を
こ
じ
ら
せ
て
い
る
の

は
日
本
で
は
な
く
中
国
側
の
責
任
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
、
論
理
的
に

無
関
係
の
措
置
を
と
っ
て
日
本
を
困
ら

せ
る
行
動
（
例
え
ば
レ
ア
ア
ー
ス
の
禁

輸
）
も
中
国
側
の
責
任
で
あ
る
と
反
論

す
る
こ
と
、
尖
閣
諸
島
が
歴
史
的
に
中

国
の
領
土
だ
と
い
う
主
張
の
違
法
性
を

繰
り
返
し
堂
々
と
論
証
す
る
こ
と
、
今

後
も
あ
り
得
る
「
歴
任
認
識
」
云
々
の

理
屈
も
概
ね
日
本
を
凹
ま
せ
日
本
の
上

手
に
出
よ
う
と
す
る
た
め
の
便
宜
的
で

無
関
係
な
言
い
分
で
あ
る
こ
と
を
承
知

し
て
お
く
こ
と
、
こ
れ
ら
を
外
人
記
者

ク
ラ
ブ
を
通
じ
て
外
国
メ
デ
ィ
ア
に

よ
っ
て
世
界
に
流
さ
せ
る
ほ
か
、
国
連

の
場
な
ど
を
利
用
し
て
世
界
に
広
報
す

る
な
ど
の
具
体
的
措
置
を
と
る
こ
と
、

等
々
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に

も
っ
と
多
く
の
人
材
を
使
い
、
必
要
な

金
を
使
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
基
本
に
あ
っ
て

い
っ
そ
う
重
要
な
の
は
、
対
中
国
に
限

ら
ず
、
国
際
関
係
に
つ
い
て
大
き
な
戦

略
と
こ
れ
を
実
施
す
る
た
め
の
細
か
い

戦
術
を
、
国
家
安
全
保
障
の
基
本
政
策

と
し
て
、
知
恵
を
絞
っ
て
周
到
に
用
意

し
て
お
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
は
、

一
党
独
裁
の
全
体
主
義
国
家
と
は
違

い
、
こ
の
種
の
政
策
立
案
に
各
種
の
立

場
が
反
応
し
て
統
一
的
な
政
策
の
構
築

に
難
し
い
面
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
日
本
と
同
様
の
例
え
ば
英
、

米
、
独
、
仏
、
北
欧
な
ど
の
民
主
主
義

諸
国
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
対
外
政
策

の
戦
略
と
戦
術
を
そ
れ
な
り
に
整
え
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
日
本
に
も
で
き

な
い
訳
が
な
い
し
、
子
々
孫
々
の
た
め

に
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
分

な
備
え
が
あ
れ
ば
、
あ
ま
り
大
騒
ぎ
を

す
る
こ
と
も
な
く
な
る
。
犬
の
喧
嘩
で

も
人
間
の
喧
嘩
で
も
、
弱
い
方
が
大
声

を
出
す
よ
う
で
、
か
つ
て
三
十
数
年
前

ロ
ン
ド
ン
留
学
中
に
街
角
で
目
撃
し
た

喧
嘩
や
、
二
十
年
ほ
ど
前
バ
リ
島
で
の

国
際
海
洋
法
学
会
年
次
大
会
の
休
憩
時

間
に
見
た
高
名
な
ア
メ
リ
カ
の
海
洋
法

専
門
家
二
人
の
喧
嘩
で
も
、
野
次
馬
根

性
で
注
意
深
く
聞
い
て
い
る
と
、
大
声

で
弁
じ
立
て
て
い
た
の
は
形
勢
の
悪
い

方
で
あ
っ
た
。
鷹
揚
に
構
え
て
い
ら
れ

る
よ
う
に
、
怠
り
な
く
戦
略
・
戦
術
を

備
え
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
平
成
二
二
年
一
一
月
二
三
日
）

（
＊
）
参
考
ま
で
に
尖
閣
諸
島
の
法
的
地

位
に
関
す
る
若
干
の
文
献
を
示
す
と
、

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

〈
本
文
に
言
及
し
た
も
の
〉

尾
崎
重
義
「
尖
閣
諸
島
の
国
際
法
上
の
地

位
│
│
主
と
し
て
そ
の
歴
史
的
側
面
に

つ
い
て
」『
筑
波
法
政
』
第
一
八
号

（
そ
の
一
）（
一
九
九
五
年
三
月
）、
一

七
七

－

二
五
八
頁
。
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〈
主
と
し
て
関
係
資
料
を
収
集
し
た
も
の
〉

南
方
同
胞
援
護
会
機
関
誌
『
季
刊 

沖
縄
』

第
五
六
号
「
特
集 

尖
閣
列
島
」（
昭
和

四
六
年
三
月
二
五
日
）、
二
五
六
＋
八

四
頁
。

同
第
六
三
号
（
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一
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「
特
集 
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列
島
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昭
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Ａ
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ズ
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頁
。

〈
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判
的
立
場
に
立
つ
も
の
〉

高
橋
庄
五
郎
『
尖
閣
列
島
ノ
ー
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』
青
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出
版
社
、
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九
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九
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、
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頁
。
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清
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│
│
釣
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史
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社
、
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