
池
內

敏
著

竹
島
問
題
と
は
何
か

木

村

幹

｢過
去
の
歷
�
か
ら
は
自
由
な
若
い
人
�
が
活
�
に
	
液
す
れ
ば
︑
歷
�



識
問
題
に
關
わ
る
日
韓
閒
の
わ
だ
か
ま
り
も
や
が
て
は
解
�
し
て
い
く
事

だ
ろ
う
﹂︒

一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
︑
日
韓
關
係
に
つ
い
て
語
る

人
々
の
多
く
が
口
に
し
た
言
葉
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
か
ら
四

世
紀
�
く

が
經
過
し
た
今
日
︑
日
韓
關
係
は
寧
ろ
惡
�
の
一
�
を
續
け
て
い
る
︒
活
�

な
經
濟
�
︑
社
會
�
︑
�
に
は
韓
液
現
象
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
�
�
�
	
液

に
も
拘
ら
ず
︑
そ
の
關
係
は
好
轉
せ
ず
︑
兩
國
の
關
係
は
そ
の
解
決
の
糸
口

さ
え
見
出
し
が
た
い
よ
う
な
狀
況
に
直
面
し
て
い
る
︒

と
は
い
え
︑
そ
の
事
は
︑
日
韓
兩
國
が
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
激
し
く

對
立
し
て
い
る
と
い
う
事
を
�
味
し
な
い
︒
實
際
︑
こ
の
十
年
ほ
ど
の
閒
の

兩
國
の
紛
爭
の
殆
ど
は
︑
實
は
︑
從
軍
慰
安
�
問
題
と
敎
科
書
問
題
︑
�
に

は
竹
島

(韓
國
名
：
獨
島
︒
但
し
本
書
�
で
は
︑
そ
の
名
稱
が
未
確
定
な
�

�
代
を
も
含
め
て
﹁
竹
島
﹂
と
い
う
表
記
で
一
貫
す
る
)
問
題
の
三
つ
に
關

わ
る
部
分
に
集
中
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
問
題
が
潛
在
�
に
は
數

多
く
存
在
し
た
筈
の
日
韓
閒
の
問
題
の
中
で
﹁
生
き
殘
っ
た
﹂
事
に
は
恐
ら

く
譯
が
あ
る
︒
そ
れ
は
こ
の
三
つ
の
問
題
が
︑
單
な
る
﹁
過
去
﹂
に
關
わ
る

問
題
で
は
な
く
︑
現
在
の
我
々
と
密
接
に
關
聯
す
る
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
︒

卽
ち
︑
從
軍
慰
安
�
問
題
は
女
性
の
人
權
問
題
を
�
じ
て
我
々
に
結
び
つ
き
︑

敎
科
書
問
題
は
﹁
今
の
我
々
の
歷
�


識
﹂
を
寫
す
鏡
の
役
割
を
果
た
し
て

い
る
︒
そ
し
て
竹
島
問
題
は
︑
韓
國
に
お
い
て
は
︑
日
本
の
﹁
極
右
勢
力
﹂

が
!
鮮

島
の
再
"
略
の
�
圖
を
依
然
と
し
て
い
る
事
の
證
左
と
し
て
︑
ま

た
︑
日
本
に
お
い
て
は
尖
閣
問
題
等
と
結
び
つ
き
今
日
の
日
本
の
安
#
保
障

上
の
狀
況
を
示
す
惡
し
き
シ
グ
ナ
ル
の
一
つ
と
し
て
︑


識
さ
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
こ
の
結
果
と
し
て
の
日
韓
關
係
の
惡
�
は
︑
$
に
我
々
が
こ
れ
ら

の
問
題
に
つ
い
て
客
觀
�
且
つ
冷
靜
に
議
論
す
る
事
を
困
難
に
さ
せ
て
い
る
︒

と
り
わ
け
竹
島
問
題
に
つ
い
て
は
︑
日
韓
兩
國
政
府
が
こ
の
島
に
對
す
る
領

&
權
が
自
ら
に
あ
る
事
を
示
す
べ
く
︑
衣
な
る
'
張
を
持
っ
て
對
峙
し
て
お

り
︑
殆
ど
の
議
論
は
﹁
こ
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
﹂
と
い
う
視
點
か
ら
な
さ

れ
て
い
る
︒
賠
償
金
の
荏
拂
い
や
敎
育
內
容
の
あ
り
方
を
)
っ
て
︑
兩
國
の

'
張
の
﹁
中
閒
點
﹂
を
探
る
事
が
可
能
な
從
軍
慰
安
�
問
題
や
敎
科
書
問
題

と
は
衣
な
り
︑
﹁
ど
ち
ら
の
領
土
か
﹂
を
爭
い
あ
う
領
土
問
題
は
ゼ
ロ
サ
ム

ゲ
ー
ム
に
な
る
傾
向
が
強
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
竹
島
問
題
を
)
る
議
論
は
難
し

く
︑
時
に
兩
者
が
+
々
と
自
ら
の
'
張
を
展
開
す
る
と
言
う
︑
不
毛
な
も
の

と
な
る
︒

さ
て
︑
そ
の
よ
う
な
竹
島
問
題
に
關
す
る
待
,
の
書
が
本
書
で
あ
る
︒
そ

の
帶
に
﹁
歷
�
學
か
ら
の
回
答
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
本
書
は
こ
の

よ
う
な
﹁
厄
介
な
﹂
竹
島
問
題
に
つ
い
て
︑
歷
�
學
の
觀
點
か
ら
果
敢
に
切

り
-
ん
で
い
る
︒
著
者
の
池
內
敏
氏
は
︑
一
九
五
八
年
生
ま
れ
︒
.
屬
先
で

あ
る
名
古
屋
大
學
の
サ
イ
ト
に
は
︑﹁
�
世
の
日
!
關
係
に
つ
い
て
︑
漂

液
・
漂
着
事
件
や
竹
島

(
鬱
陵
島
)
�
海
の
漁
業
權
爭
い
な
ど
︑
境
界
領
域

で
發
生
す
る
問
題
を
素
材
に
し
て
檢
討
し
て
い
る
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
︑
そ
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の
0
士
論
�
も
﹃
�
世
日
本
と
!
鮮
漂
液
民
﹄
で
あ
る
︒
一
九
九
一
年
か
ら

九
年
閒
は
︑
竹
島
問
題
と
密
接
な
關
係
を
持
つ
嘗
て
の
鳥
取
藩
の
お
膝
元
︑

鳥
取
縣
の
鳥
取
大
學
に
お
け
る
勤
務
經
驗
も
あ
り
︑
本
書
に
お
い
て
は
そ
の

際
に
お
け
る
2
査
・
硏
究
が
大
き
な
基
盤
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
さ
に

こ
の
分
野
の
硏
究
に
お
け
る
第
一
人
者
だ
と
い
う
事
が
出
來
る
︒

正
直
︑
こ
の
よ
う
な
本
格
�
な
歷
�
學
の
硏
究
に
つ
い
て
︑
政
治
學
や
地

域
硏
究
を
生
業
と
す
る
門
外
漢
の
�
者
が
︑
本
誌
の
よ
う
な
傳
瓜
あ
る
歷
�

學
學
5
雜
誌
に
て
論
じ
る
6
格
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
︒
だ
が
︑
假
に
7
っ

て
引
き
8
け
た
に
せ
よ
︑
�
者
と
し
て
こ
こ
で
筆
を
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
︒
そ
こ
で
以
下
︑
9
く
ま
で
�
者
の
關
心
に
沿
っ
て
︑
�
者
の
理
解
し
た

範
圍
に
お
い
て
︑
本
書
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
く
事
と
し
よ
う
︒

ま
ず
本
書
は
ど
の
よ
う
な
內
容
を
&
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
點
に

つ
い
て
は
︑
淺
學
の
著
者
の
;
<
よ
り
も
︑
ま
ず
は
そ
の
#
體
宴
を
理
解
す

る
爲
に
そ
の
違
立
て
を
擧
げ
て
お
く
事
が
&
效
で
あ
ろ
う
︒

序

違

竹
島
問
題
を
ど
う
解
く
か
：
和
解
に
至
る
知
惠
を
創
出
す
る
た

め
に

第
Ⅰ
部

�
世
日
本
と
竹
島

第
1
違

�
世
日
本
の
西
北
境
界

は
じ
め
に

1

17
世
紀
に
お
け
る
竹
島

(鬱
陵
島
)
と
松
島

(竹
島
)

2

元
祿
竹
島
一
件
に
お
け
る
竹
島

(鬱
陵
島
)
と
松
島

(竹

島
)

3

天
保
竹
島
渡
海
禁
令

お
わ
り
に

第
2
違

竹
島
渡
海
と
鳥
取
藩

は
じ
め
に

1

元
和
4
年
竹
島
渡
海
免
許

2

竹
島
・
松
島
渡
海
を
め
ぐ
る
大
谷
家
と
村
川
家

3

竹
島
・
松
島
渡
海
と
幕
藩
權
力

お
わ
り
に

第
3
違

17
︱
19
世
紀
鬱
陵
島
海
域
の
生
業
と
	
液

は
じ
め
に

1

日
本
人
に
よ
る
鬱
陵
島
海
域
の
利
用

2

!
鮮
人
に
よ
る
鬱
陵
島
海
域
の
利
用

3

境
界
領
域
に
對
す
る
�
識

4

19
世
紀
に
お
け
る
竹
島

(鬱
陵
島
)


識

お
わ
り
に

第
4
違

『
隱
州
視
聽
合
記
﹄
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て

は
じ
め
に

1

『
隱
州
視
聽
合
記
﹄
の
?
成
・
內
容
・
用
語
法

2

｢此
州
﹂
を
﹁
竹
島

(
鬱
陵
島
)
﹂
と
す
る
說
に
つ
い
て

お
わ
り
に

第
5
違

『
隱
州
視
聽
合
記
﹄
の
諸
本
に
つ
い
て

は
じ
め
に

1

寫
本
閒
の
衣
同
に
つ
い
て

2

甲
乙
兩
系
瓜
と
著
者
に
つ
い
て

お
わ
り
に

第
6
違

日
本
の
地
圖
・
地
誌
と
竹
島

は
じ
め
に
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1

地
圖
と
竹
島

2

地
誌
と
竹
島

3

�
代
に
お
け
る
島
名
の
混
亂

お
わ
り
に

第
7
違

｢日
本
海
內
竹
島
外
一
島
地
籍
C
纂
方
伺
﹂
の
解
釋
に
つ
い
て

は
じ
め
に

1

｢日
本
海
內
竹
島
外
一
島
地
籍
C
纂
方
伺
﹂
に
書
か
れ
て
い

る
事

2

｢竹
島
外
一
島
﹂
の
解
釋

お
わ
り
に

第
Ⅱ
部

!
鮮
と
竹
島

第
8
違

安
龍
福
事
件
考

は
じ
め
に

1

元
祿
6
年
の
事
件

2

元
祿
9
年
の
事
件

3

安
龍
福
英
雄
傳
說
の
形
成

お
わ
り
に

第
9
違

隱
岐
・
村
上
家
�
書
と
安
龍
福
事
件

1

安
龍
福
事
件
硏
究
の
問
題
點

2

村
上
家
�
書
の
?
成
と
槪
;

3

村
上
家
�
書
か
ら
分
か
る
事

お
わ
り
に

第
10
違

于
山
島
考

は
じ
め
に

1

�
獻
上
の
﹁
于
山
島
﹂﹁
于
山
﹂

2

古
地
圖

お
わ
り
に

第
Ⅲ
部

20
世
紀
の
竹
島

第
11
違

1
9
0
5
年
�
後
の
竹
島

は
じ
め
に

1

1
9
0
0
年
�
後
の
!
鮮
人
鬱
陵
島
民

2

#
羅
F
巨
�
島
の
朴
雲
學
G

3

『
民
國
日
報
﹄
記
事
の
解
釋
に
つ
い
て

4

中
井
養
三
郞
の
﹁
り
ゃ
ん
こ
島
﹂
貸
下
願

お
わ
り
に

第
12
違

20
世
紀
初
頭
鬱
陵
島
の
日
本
人
・
!
鮮
人

は
じ
め
に

1

空
島
�
政
策
I
の
鬱
陵
島

2

1
9
0
0
年
�
後
の
鬱
陵
島

お
わ
り
に

第
13
違

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
J
和
條
<
と
竹
島

は
じ
め
に

1

S
C
A
P
IN
第
6
7
7
號
︑
S
C
A
P
IN
第
1
0
3
3
號
と
對

日
Q
和
條
<

2

對
日
Q
和
條
<
の
な
り
た
ち
と
ラ
ス
ク
書
鯵

お
わ
り
に

總

括

竹
島
論
爭
と
は
何
か

は
じ
め
に

1

論
點
の
整
理

2

論
じ
方
に
か
か
わ
っ
て
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3

無
'
地
先
占
は
成
り
立
つ
か

お
わ
り
に

R
に
具
體
�
な
內
容
に
入
っ
て
い
く
事
に
し
よ
う
︒

�
初
に
S
目
す
べ
き
は
︑
序
違
に
お
い
て
著
者
が
歷
�
學
分
野
か
ら
こ
の

問
題
に
取
り
組
む
事
の
重
;
性
を
︑
短
く
で
は
あ
る
が
︑
T
確
に
述
べ
て
い

る
事
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
竹
島
問
題
は
︑
歷
�
學
に
の
み
關
わ
る
問
題

で
は
な
い
︒
同
島
の
領
&
權
に
關
わ
る
問
題
に
つ
い
て
は
︑
各
々
の
時
點
で

の
國
際
法
の
議
論
を
理
解
す
る
必
;
が
あ
る
事
は
勿
論
︑
ま
た
︑
そ
の
展
開

に
つ
い
て
は
︑
政
治
學
や
社
會
學
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
;
で
あ
ろ
う
︒

從
軍
慰
安
�
問
題
が
歷
�
學
の
み
な
ら
ず
︑
法
學
や
政
治
學
︑
�
に
は
社
會

學
や
女
性
學
に
跨
る
;
素
を
持
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑
敎
科
書
問
題
を
考
え
る

上
で
は
敎
育
學
の
知
見
が
不
可
缺
で
あ
る
よ
う
に
︑
竹
島
問
題
も
ま
た
︑
歷

�
學
の
み
の
立
場
か
ら
分
析
を
盡
く
せ
る
も
の
で
は
な
い
︒

と
り
わ
け
重
;
な
の
は
︑
こ
れ
ら
の
問
題
が
時
に
事
實
が
ど
う
で
あ
る
か

以
上
に
︑
人
々
が
事
實
に
つ
い
て
ど
う
解
釋
し
︑
考
え
る
か
に
關
わ
る
問
題

だ
︑
と
言
う
事
で
あ
る
︒
從
軍
慰
安
�
問
題
に
お
け
る
﹁
廣
義
／
狹
義
の
強

制
﹂
に
關
わ
る
議
論
や
︑
敎
科
書
の
﹁
書
か
れ
る
べ
き
內
容
﹂
に
關
わ
る
問

題
が
個
々
の
歷
�
�
事
實
を
T
ら
か
に
す
る
事
の
み
に
よ
っ
て
定
ま
ら
な
い

よ
う
に
︑
竹
島
問
題
に
お
い
て
も
︑
歷
�
�
事
實
の
確
定
よ
り
も
︑
時
に
そ

の
歷
�
�
事
實
が
國
際
法
そ
の
他
の
�
V
で
ど
の
よ
う
に
解
釋
さ
れ
る
か
︑

と
い
う
問
題
が
重
;
と
な
る
︒

言
い
奄
え
る
な
ら
︑
他
の
日
韓
閒
の
﹁
過
去
﹂
に
關
わ
る
問
題
と
同
樣
に
︑

竹
島
問
題
も
ま
た
歷
�
學
の
働
き
に
の
み
に
よ
っ
て
解
決
可
能
な
問
題
で
は

な
い
︒
だ
が
勿
論
そ
の
事
は
︑
歷
�
學
が
こ
の
問
題
に
對
し
て
無
力
で
あ
る

と
い
う
事
で
は
あ
り
得
な
い
︒
重
;
な
の
は
︑
多
く
の
學
問
が
各
々
の
強
點

を
生
か
し
て
樣
々
な
角
度
か
ら
貢
獻
し
得
る
こ
の
問
題
に
對
し
て
︑
歷
�
學

の
強
點
が
ど
こ
に
あ
り
︑
そ
の
強
點
を
生
か
す
爲
の
硏
究
・
執
筆
プ
ラ
ン
を
︑

ど
う
や
っ
て
く
み
上
げ
る
か
を
き
ち
ん
と
考
え
る
事
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の

點
に
つ
い
て
の
著
者
の
立
場
は
極
め
て
T
確
で
あ
る
︒
卽
ち
︑
今
日
ま
で
の

日
韓
兩
國
に
お
け
る
竹
島
問
題
に
關
わ
る
樣
々
な
'
張
に
は
︑
多
樣
な
�
料

が
W
用
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
W
用
の
仕
方
に
は
時
に
歷
�

學
�
な
見
地
か
ら
見
て
問
題
が
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
こ
れ
を
丁
寧
に
檢
證
し
︑

7
り
が
あ
れ
ば
正
す
事
こ
そ
が
︑
こ
の
問
題
に
お
け
る
歷
�
學
の
役
割
だ
︑

と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
お
い
て
強
2
さ
れ
る
の
は
︑
歷
�
學
が
檢
證
可

能
性
の
高
い
學
問
で
あ
る
︑
と
い
う
事
で
あ
る
︒
確
立
さ
れ
た
﹁
�
獻
�
學

の
手
法
﹂
に
從
っ
て
分
析
す
れ
ば
︑
歷
�
學
は
特
定
の
�
料
の
內
容
や
�
味

を
T
確
に
定
め
る
事
が
で
き
︑
こ
れ
を
生
か
す
こ
と
こ
そ
が
︑
こ
の
問
題
に

對
し
て
歷
�
學
が
行
う
べ
き
事
で
あ
る
︑
と
い
う
の
が
著
者
の
'
張
に
な
る
︒

こ
の
よ
う
な
著
者
の
ス
タ
ン
ス
は
︑
自
然
科
學
に
お
い
て
存
在
す
る
理
論

?
築
と
實
驗
に
よ
る
檢
證
︑
と
い
う
二
つ
の
重
;
な
部
分
に
お
い
て
︑
自
ら

は
檢
證
の
側
を
引
き
8
け
る
︑
と
す
る
議
論
に
類
似
し
て
い
る
︒
そ
し
て
そ

の
�
味
は
竹
島
問
題
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
軸
で
あ
る
法
學
�
な
議
論
と
の

關
聯
を
考
え
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
︒
例
え
ば
︑
𠛬
事
裁
Y
に
お
け
る
議
論
を

考
え
て
み
よ
う
︒
裁
Y
に
お
け
る
檢
察
官
の
仕
事
は
自
ら
起
訴
し
た
犯
罪
を

立
證
す
る
事
で
あ
り
︑
對
す
る
辨
護
士
の
仕
事
は
こ
の
檢
察
官
の
論
理
に
反

駁
を
加
え
︑
被
吿
人
の
利
益
を
守
る
事
で
あ
る
︒
勿
論
そ
こ
に
お
い
て
檢
察

官
や
辨
護
士
は
︑
事
實
に
忠
實
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
同
時
に
彼
ら
の

仕
事
の
中
心
は
ど
う
し
て
も
︑
ど
の
よ
う
な
事
實
を
用
い
て
自
ら
の
'
張
す

べ
き
議
論
を
強
�
す
べ
く
努
め
る
か
︑
と
言
う
事
に
集
中
す
る
︒
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言
い
奄
え
る
な
ら
︑﹁
量
𠛬
﹂
を
ど
う
す
る
か
は
別
に
し
て
︑
法
學
︑
特

に
そ
の
實
務
分
野
に
お
け
る
議
論
は
�
初
に
あ
る
\
度
結
論
が
決
ま
っ
て
お

り
︑
こ
の
結
論
に
沿
っ
て
事
實
を
拾
っ
て
い
く
︑
と
い
う
形
で
?
成
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
︒
辨
護
士
の
;
求
す
る
﹁
量
𠛬
﹂
が
檢
察
官
の
求
𠛬
よ
り
重
い

事
は
あ
り
得
な
い
し
︑
ま
た
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
言
え
ば
わ
か
り
易
い

か
も
し
れ
な
い
︒

言
い
奄
え
る
な
ら
︑
こ
の
よ
う
な
性
格
を
&
す
る
法
學
に
お
い
て
は
︑
あ

る
特
定
の
議
論
が
個
々
の
事
實
に
忠
實
且
つ
バ
ラ
ン
ス
を
持
っ
て
展
開
さ
れ

る
事
が
難
し
い
︑
と
い
う
問
題
を
持
っ
て
い
る
︒
勿
論
︑
實
際
の
裁
Y
で
は

檢
察
官
と
辨
護
士
の
議
論
を
檢
證
し
︑
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
Y
斷
を
示
す
の
は
︑

身
分
が
保
證
さ
れ
た
裁
Y
官
の
役
割
で
あ
る
︒
だ
が
殘
念
な
が
ら
︑
竹
島
問

題
の
よ
う
な
國
際
問
題
に
お
い
て
は
︱
︱
例
え
ば
そ
れ
が
國
際
司
法
裁
Y

.
の
よ
う
な
權
威
あ
る
機
關
に
付
託
さ
れ
な
い
限
り
︱
︱
議
論
は
︑﹁
裁
Y

官
拔
き
﹂
で
展
開
さ
れ
る
事
に
な
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
議
論
は
︑
必
然

�
に
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
起
こ
し
や
す
い
︒
結
果
︑
多
く
の
國
際
問
題
に
お

け
る
紛
爭
で
は
︑
關
係
諸
國
或
い
は
そ
の
關
係
者
が
︑
自
ら
に
&
利
な
よ
う

に
?
成
し
た
議
論
が
突
出
し
て
液
布
さ
れ
る
事
に
な
る
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
本
來
�
に
こ
の
よ
う
な
本
質
を
持
つ
國
際
問
題
に
關
わ
る

議
論
が
何
ら
か
の
﹁
檢
證
﹂
の
機
會
を
得
る
事
は
極
め
て
重
;
な
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
本
書
は
こ
の
役
割
を
�
圖
�
に
擔
お
う
と
し
て
い
る
︒
と
は
い
え
そ

れ
は
著
者
が
竹
島
問
題
に
つ
い
て
﹁
裁
Y
官
﹂
の
位
置
に
立
と
う
と
し
て
い

る
事
を
�
味
し
な
い
︒
何
故
な
ら
實
驗
に
よ
る
假
說
の
否
定
が
卽
ち
︑
怨
た

な
る
假
說
の
形
成
を
�
味
し
な
い
よ
う
に
︑
こ
の
形
で
の
檢
證
で
は
︑
旣
存

の
議
論
を
否
定
す
る
事
は
で
き
て
も
︑
怨
た
な
る
議
論
を
?
築
す
る
事
は
困

難
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
本
書
に
お
け
る
竹
島
問
題
に
對
す

る
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
︑
'
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
恣
�
性
を
批
Y
す
る
も

の
と
な
り
︑
日
韓
兩
國
の
議
論
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
軍
配
を
上
げ
る
も
の
で

は
な
い
︒
し
か
し
旣
に
T
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
の
よ
う
な
著
者
の
結
論
は
︑

本
書
が
�
提
と
す
る
歷
�
學
の
役
割
上
當
然
の
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
を
以
て
︑

本
書
の
缺
點
で
あ
る
と
言
う
事
は
で
き
な
い
︒

で
は
︑
そ
の
﹁
檢
證
﹂
の
內
容
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

違
立
て
か
ら
も
T
ら
か
な
よ
う
に
︑
本
書
の
第
一
部
と
第
二
部
は
共
に
︑
17

世
紀
か
ら
19
世
紀
ま
で
に
お
け
る
竹
島
に
關
わ
る
日
韓
兩
國
の
領
土


識
に

つ
い
て
の
分
析
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
第
一
部
と
第
二
部
の
_

み
分
け
は
若
干
わ
か
り
に
く
い
︒
著
者
に
よ
れ
ば
︑
第
一
部
が
日
本
と
竹
島

の
關
わ
り
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
︑
そ
し
て
︑
第
二
部
が
竹
島
を
韓
國
側
の

領
土
と
す
る
'
張
の
中
で
︑
安
福
龍
事
件
と
于
山
島
に
關
わ
る
議
論
に
つ
い

て
檢
討
し
た
も
の
で
あ
る
︑
と
整
理
さ
れ
て
い
る
が
︑
時
代
�
に
︑
或
い
は

個
々
の
事
件
に
お
い
て
は
第
一
部
と
第
二
部
に
は
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
部

分
が
あ
り
︑
少
し
不
親
切
な
印
象
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
︒
尙
︑
三
一
六

ペ
ー
ジ
の
本
�
に
お
い
て
︑
第
一
部
と
第
二
部
は
そ
れ
ぞ
れ
S
釋
部
を
除
い

て
も
一
四
〇
ペ
ー
ジ
と
九
〇
ペ
ー
ジ
の
分
量
を
占
め
て
お
り
︑
本
書
に
お
け

る
議
論
が
本
來
の
著
者
の
專
門
分
野
で
あ
る
�
世
の
日
!
關
係
�
に
關
わ
る

部
分
に
ど
れ
だ
け
集
中
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
︒

で
は
︑
こ
れ
ら
の
部
分
に
お
け
る
よ
り
具
體
�
な
議
論
を
見
て
み
よ
う
︒

第
1
違
と
第
2
違
は
共
に
︑
江
戶
幕
府
に
よ
る
鬱
陵
島
に
對
す
る
渡
海
免
許

發
給
か
ら
同
じ
幕
府
が
鬱
陵
島
へ
の
渡
航
を
禁
止
す
る
ま
で
の
狀
況
を
分
析

し
て
い
る
︒
b
せ
て
第
3
違
で
は
こ
れ
を
8
け
る
形
で
︑
當
時
の
日
韓
兩
國

人

(本
書
�
で
は
︑
煩
雜
さ
を
c
け
る
た
め
に
︑
大
韓
d
國
成
立
以
�
に
�

�
代
に
關
す
る
部
分
に
お
い
て
も
﹁
日
韓
﹂
﹁
韓
國
﹂
﹁
韓
國
人
﹂
と
い
う
表
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記
を
e
宜
�
に
用
い
る
︒
)
が
鬱
陵
島
や
竹
島
を
ど
の
よ
う
に
活
用
し
て
き

た
か
を
論
じ
て
い
る
︒
違
立
て
の
順
序
と
は
�
後
す
る
が
︑
こ
れ
と
ほ
ぼ

オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
時
代
を
f
う
の
が
︑
第
二
部
に
屬
す
る
第
8
違
と
第

9
違
で
あ
る
︒
#
13
違
の
內
の
こ
れ
ら
4
違
だ
け
で
︑
一
二
〇
ペ
ー
ジ
以
上

が
費
や
さ
れ
て
い
る
事
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
︑
本
書
に
お
い
て
�
も
分
厚

い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
の
部
分
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
部
分
に
つ
い
て
︑
本
書
は
い
か
な
る
分
析
の
結
果
を
示
し
て

い
る
の
か
︒
そ
の
實
證
�
手
續
き
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
事
は
歷
�
學
の

門
外
漢
で
あ
る
�
者
の
手
に
餘
る
も
の
で
あ
り
︑
詳
し
く
は
本
�
を
直
接
參

照
し
て
頂
く
事
と
し
た
い
︒
だ
が
︑
結
局
︑
著
者
が
述
べ
て
い
る
の
は
︑
江

戶
幕
府
の
發
給
し
た
鬱
陵
島
へ
の
渡
海
免
許
の
對
象
に
今
日
の
竹
島
は
含
ま

れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
︑
故
に
﹁
江
戶
時
代
に
お
い
て
竹
島
は
日
本
の
版
圖

外
で
あ
っ
た
﹂
と
い
う
事
に
な
る
︒
こ
の
事
は
今
日
の
日
本
の
外
務
省
が

行
っ
て
い
る
︑
江
戶
幕
府
の
鬱
陵
島
に
對
す
る
渡
海
免
許
發
給
を
︑
江
戶
幕

府
が
竹
島
を
も
荏
配
し
て
い
た
事
の
表
れ
で
あ
る
︑
と
す
る
'
張
を
︑
著
者

が
正
面
か
ら
否
定
し
て
い
る
事
を
�
味
し
て
い
る
︒

と
は
い
え
そ
の
事
は
著
者
が
$
に
韓
國
政
府
に
よ
る
こ
の
時
I
の
竹
島
に

對
す
る
領
&
の
'
張
を
荏
持
し
て
い
る
事
を
�
味
し
な
い
︒
何
故
な
ら
︑
第

1
違
か
ら
第
3
違
ま
で
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
る
第
8
違
と
第
9
違
に
お
い
て
︑

著
者
は
︑
韓
國
政
府
が
竹
島
領
&
に
對
す
る
'
;
な
證
據
と
し
て
W
用
し
て

い
る
安
福
龍
の
發
言
を
詳
細
に
檢
討
し
︑
そ
の
重
;
部
分
を
否
定
す
る
に

至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
取
り
分
け
︑
安
福
龍
が
德
川
將
軍
の
�
書
を
得

た
事
と
︑
	
涉
の
爲
に
鳥
取
城
下
入
り
し
た
事
が
あ
り
得
な
い
事
に
つ
い
て

は
T
確
な
分
析
が
な
さ
れ
て
お
り
︑
結
果
と
し
て
︑
安
福
龍
の
發
言
に
信
憑

性
が
な
い
事
を
T
ら
か
に
す
る
事
と
な
っ
て
い
る
︒

本
書
の
續
く
部
分
︑
卽
ち
︑
第
4
違
か
ら
第
6
違
と
︑
こ
れ
と
パ
ラ
レ
ル

な
關
係
に
あ
る
第
10
違
で
は
︑
特
定
の
�
獻
や
古
地
圖
を
用
い
て
當
時
の
日

韓
兩
國
の
竹
島
に
對
す
る
地
理
�


識
を
T
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
議
論
に

つ
い
て
の
檢
討
を
行
っ
て
い
る
︒
具
體
�
な
對
象
と
な
る
の
は
︑
第
4
違
と

第
5
違
に
お
い
て
は
﹃
隱
州
視
合
記
﹄
︑
第
6
違
に
お
い
て
は
日
本
側
に
お

い
て
書
か
れ
た
地
圖
や
地
誌
︑
そ
し
て
︑
第
10
違
に
お
い
て
は
︑
今
日
の
韓

國
に
お
い
て
竹
島
の
衣
名
と
さ
れ
る
﹁
于
山
島
﹂
と
い
う
名
稱
に
關
わ
る
韓

國
の
�
獻
と
古
地
圖
で
あ
る
︒

そ
し
て
そ
の
分
析
の
結
果
︑
著
者
は
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
て
い
る
︒

第
一
に
﹃
隱
州
視
合
記
﹄
は
そ
の
內
容
に
お
い
て
も
︑
ま
た
そ
の
�
獻
上
の

位
置
づ
け
に
お
い
て
も
︑
日
韓
兩
國
が
竹
島
問
題
を
)
っ
て
W
用
で
き
る
よ

う
な
重
;
�
料
で
は
あ
り
得
な
い
︒
取
り
分
け
從
來
の
日
本
側
の
解
釋
に
は

無
理
が
あ
り
︑
こ
れ
を
荏
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
︒
第
二
に
地
圖
�

料
に
つ
い
て
は
︑
9
く
ま
で
�
字
�
料
に
書
か
れ
た
地
理


識
を
視
覺
�
に

補
う
も
の
に
過
ぎ
ず
︑
こ
れ
を
過
剩
に
重
視
す
る
事
は
禁
物
で
あ
る
と
い
う

結
論
が
下
さ
れ
て
い
る
︒
第
三
に
︑
韓
國
側
の
地
理


識
に
つ
い
て
も
﹁
于

山
島
﹂
と
い
う
語
は
︑
�
獻
に
よ
り
今
日
の
鬱
陵
島
︑
竹
島
︑
或
い
は
鬱
陵

島
の
屬
島
を
示
す
場
合
な
ど
樣
々
で
あ
り
︑
こ
の
名
稱
の
用
い
ら
れ
方
に
は

歷
�
�
變
�
が
あ
る
と
'
張
す
る
︒
故
に
﹁
于
山
島
﹂=

竹
島
と
い
う
�
提

で
展
開
さ
れ
る
韓
國
の
議
論
に
は
問
題
が
あ
る
︑
と
い
う
の
が
そ
の
結
論
に

な
る
︒

他
方
︑
こ
れ
ら
の
違
と
毛
色
を
衣
に
す
る
の
は
第
7
違
で
あ
る
︒
著
者
は

こ
の
違
に
お
い
て
︑
一
八
七
七
年
︑
時
の
T
治
政
府
が
下
し
た
﹁
日
本
海
內

竹
島
外
一
島
地
籍
C
纂
方
伺
﹂
を
檢
討
し
︑
こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
の
は

﹁
竹
島
外
一
島
﹂
が
日
本
の
領
土
で
は
な
い
︑
と
い
う
事
で
し
か
あ
り
得
ず
︑
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ま
た
こ
の
﹁
竹
島
外
一
島
﹂
が
今
日
の
鬱
陵
島
と
竹
島
を
�
味
し
て
い
る
の

は
︑
こ
の
太
政
官
の
指
令
に
至
る
ま
で
の
各
種
�
書
か
ら
疑
い
の
餘
地
が
な

い
︑
と
斷
定
し
て
い
る
︒
故
に
少
な
く
と
も
こ
の
時
I
に
お
い
て
日
本
は
竹

島
を
領
&
す
る
�
圖
が
な
か
っ
た
︑
と
い
う
理
解
で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
れ
ら
第
一
部
と
第
二
部
か
ら
j
か
れ
る
︑
竹
島
問
題
に
關
す
る

結
論
は
結
局
何
か
︒
そ
れ
は
日
韓
兩
國
が
共
に
�
�
代
に
お
い
て
自
ら
の
側

が
竹
島
を
荏
配
し
て
い
た
事
に
關
わ
る
&
效
な
�
料
を
提
示
で
き
て
い
な
い
︑

と
言
う
事
に
盡
き
る
︒
こ
れ
に
加
え
て
日
本
側
に
つ
い
て
は
︑
T
治
初
I
の

�
獻
に
よ
り
日
本
が
竹
島
を
自
ら
の
領
土
で
あ
っ
た
と
は


識
し
て
い
な

か
っ
た
事
が
示
さ
れ
て
お
り
︑
日
本
が
�
�
代
以
來
こ
の
島
を
荏
配
し
て
き

た
︑
と
い
う
議
論
が
成
り
立
た
な
い
事
を
T
確
に
示
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
竹
島
の
領
&
權
問
題
を
考
え
る
上
で
は
︑
�
�
代
の
狀
況

以
上
に
︑
20
世
紀
以
影
の
展
開
が
重
;
で
あ
る
︑
と
い
う
結
論
に
な
り
︑
本

書
は
第
3
部
の
諸
論
�
に
入
っ
て
い
く
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
第
11
違
と
第

12
違
は
︑
20
世
紀
初
頭
に
お
け
る
こ
の
島
を
)
る
狀
況
の
分
析
に
當
て
ら
れ

て
い
る
︒
卽
ち
︑
第
11
違
で
は
大
韓
d
國
政
府
と
日
本
政
府
が
こ
の
時
I
相

R
い
で
出
し
た
法
令
や
政
治
�
決
定
︑
卽
ち
︑
一
九
〇
〇
年
︑
大
韓
d
國
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
﹁
敕
令
41
號
﹂
と
︑
一
九
〇
五
年
の
日
本
政
府
に
よ
る
閣

議
決
定
�
後
の
狀
況
に
つ
い
て
︑
議
論
し
て
い
る
︒
本
書
は
日
本
政
府
の
閣

議
決
定
そ
の
も
の
に
關
わ
る
分
析
は
缺
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
そ
の
經
雲
は

と
も
か
く
日
本
が
こ
れ
以
後
︑
竹
島
を
領
&
し
た
の
は
T
ら
か
で
あ
り
︑
そ

の
經
雲
は
餘
り
重
;
で
は
な
い
︑
と
い
う
理
解
か
も
知
れ
な
い
︒
と
も
あ
れ

こ
こ
に
お
い
て
著
者
は
︑
ま
ず
︑
韓
國
政
府
が
'
張
す
る
﹁
敕
令
41
號
﹂
に

よ
る
竹
島
荏
配
の
證
T
は
︑
こ
の
敕
令
に
使
わ
れ
て
い
る
﹁
石
島
﹂
と
い
う

表
記
が
今
日
の
竹
島
を
示
す
と
言
う
證
T
が
直
接
�
に
爲
さ
れ
た
事
が
な
い

と
い
う
理
由
に
よ
り
︑
門
�
拂
い
�
に
棄
却
す
る
︒
b
せ
て
︑
當
時
の
こ
の

島
に
お
い
て
は
日
本
人
と
韓
國
人
が
競
業
狀
態
に
あ
っ
た
事
を
示
し
︑
そ
の

結
果
と
し
て
k
上
し
た
こ
の
島
の
重
;
性
が
︑
一
九
〇
五
年
の
日
本
の
閣
議

決
定
へ
と
j
い
て
い
く
事
を
示
唆
し
て
い
る
︒
續
く
第
12
違
は
︑
こ
の
竹
島

を
)
る
議
論
の
背
景
と
な
る
︑
當
時
の
鬱
陵
島
の
狀
況
を
T
ら
か
に
し
た
も

の
で
あ
り
︑
鬱
陵
島
に
關
わ
る
硏
究
の
l
=
が
︑
竹
島
問
題
を
考
え
る
上
で

も
重
;
で
あ
る
︑
と
結
ん
で
い
る
︒

殘
る
第
三
部
の
第
13
違
で
は
︑
第
二
R
世
界
大
戰
後
に
お
け
る
!
鮮

島

の
脫
n
民
地
�
過
\
で
︑
聯
合
國
︑
よ
り
具
體
�
に
は
そ
の
中
心
�
な
ア
ク

タ
ー
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が
︑
竹
島
の
領
&
問
題
に
つ
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
Y

斷
を
下
し
た
か
を
︑
そ
の
歷
�
�
變
�
を
中
心
に
ラ
フ
ス
ケ
ッ
チ
�
に
ま
と

め
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
著
者
は
こ
の
議
論
が
ラ
ス
ク
書
鯵
に
示
さ
れ
る
よ

う
に
竹
島
は
日
本
領
で
あ
る
と
い
う
方
向
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
事
︑
但
し
︑

こ
の
ラ
ス
ク
書
鯵
に
示
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の


識
に
は
搖
ら
ぎ
が
あ
り
︑
そ

の
�
味
合
い
に
つ
い
て
は
︑
今
後
檢
討
さ
れ
る
餘
地
が
あ
る
︑
と
結
論
附
け

て
い
る
︒

そ
れ
で
は
結
局
︑
こ
の
よ
う
な
議
論
を
經
た
結
果
と
し
て
の
︑
竹
島
問
題

に
關
わ
る
著
者
の
理
解
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
點
に
つ

い
て
は
︑
以
下
の
�
違
が
鯵
o
に
ま
と
め
て
い
る
︒

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
︑
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
島
に
對
す
る
領
&
の
欲
求

は
︑
一
九
〇
〇
年
�
後
か
ら
〇
五
年
ま
で
と
言
う
わ
ず
か
五
年
內
外
の
I
閒

に
日
本
人
・
!
鮮
人
雙
方
に
芽
生
え
︑
わ
ず
か
の
差
で
日
本
政
府
が
先
に
公

式
に
領
&
を
聲
T
し
た
︑
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
︒
し
か
も
︑
ひ
ょ
っ
と

す
る
と
一
九
〇
五
年
一
p
よ
り
も
�
に
︑
韓
國
側
に
領
&
�
識
の
存
在
を
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め
う
る
か
も
し
れ
な
い
︑
と
い
う
q
妙
さ
す
ら
孕
ん
で
の
事
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
理
解
を
衣
な
る
形
で
表
現
す
る
な
ら
R
の
よ
う
に
な
る
︒
結
局
︑
�

�
代
に
お
け
る
竹
島
を
)
る
狀
況
は
日
韓
兩
國
の
ど
ち
ら
か
が
こ
れ
を
&
效

に
荏
配
し
た
と
言
え
る
よ
う
な
狀
況
で
は
な
く
︑
少
な
く
共
︑
從
來
の
議
論

は
そ
の
爲
の
&
效
な
歷
�
�
�
料
を
示
し
え
て
い
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
19

世
紀
以
�
に
お
け
る
竹
島
は
國
際
法
の
言
う
﹁
無
'
地
﹂
つ
ま
り
︑
如
何
な

る
國
家
も
領
&
し
て
い
な
い
土
地
で
あ
る
と
Y
斷
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︑
と

い
う
事
に
な
る
︒

だ
か
ら
こ
そ
著
者
は
︑
竹
島
に
つ
い
て
一
九
〇
五
年
の
閣
議
決
定
を
以
て

日
本
の
﹁
無
'
地
先
取
﹂
が
成
立
し
得
る
と
い
う
結
論
に
至
る
事
に
な
る
︒

何
故
な
ら
︑
一
九
〇
五
年
以
影
に
お
い
て
竹
島
が
日
本
に
よ
っ
て
荏
配
さ
れ

た
事
は
誰
の
目
に
も
T
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
︒
と
は
い
え
︑
こ
こ
で
こ
の
よ

う
な
著
者
の
結
論
が
︑
9
く
ま
で
﹁
條
件
づ
き
﹂
の
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て

い
る
事
は
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
日
本
に
よ
る
﹁
無
'
地
先
取
﹂
が

成
立
す
る
爲
に
は
︑
そ
れ
以
�
に
竹
島
が
他
國
に
よ
っ
て
&
效
に
荏
配
さ
れ

て
い
な
い
事
が
絕
對
條
件
で
あ
る
︒
言
い
奄
え
る
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
假
に
韓

國
政
府
が
こ
れ
以
�
の
段
階
に
お
い
て
自
ら
が
竹
島
を
荏
配
し
て
い
た
事
を

證
T
す
る
事
が
で
き
た
な
ら
︑
そ
の
時
點
で
こ
の
條
件
が
直
ち
に
忽
ち
失
わ

れ
る
︑
と
言
う
事
を
�
味
し
て
い
る
︒
從
軍
慰
安
�
問
題
に
お
い
て
�
日
︑

重
;
�
料
が
發
掘
さ
れ
た
よ
う
に
︑
歷
�
�
な
議
論
は
常
に
怨
た
な
る
�
料

が
發
見
さ
れ
︑
そ
れ
に
よ
り
こ
れ
ま
で
の
議
論
が
s
さ
れ
る
可
能
性
を
&
し

て
い
る
︒
取
り
分
け
大
韓
d
國
政
府
の
發
布
し
た
﹁
敕
令
41
號
﹂
に
關
わ
る

議
論
に
お
い
て
は
︑﹁
石
島
﹂
が
竹
島
を
�
味
す
る
事
を
韓
國
側
が
證
T
で

き
れ
ば
︑
狀
況
は
大
き
く
變
わ
っ
て
く
る
︑
と
い
う
譯
で
あ
る
︒

以
上
が
︑
淺
學
の
專
門
外
の
�
者
に
よ
る
本
書
の
;
<
で
あ
る
︒
で
は
︑

我
々
は
こ
の
著
作
を
ど
の
よ
う
に
�
價
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
第
一

に
指
摘
す
べ
き
は
︑
本
書
が
江
戶
中
I
か
ら
20
世
紀
ま
で
に
お
け
る
竹
島
問

題
に
關
わ
る
重
;
イ
シ
ュ
ー
を
幅
廣
く
カ
バ
ー
し
よ
う
と
す
る
目
�
で
書
か

れ
た
�
欲
�
な
著
作
だ
と
い
う
事
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
本
來
は
�
世
の
日

韓
關
係
を
專
門
に
す
る
筈
の
著
者
が
︑
20
世
紀
以
後
︑
第
二
R
世
界
大
戰
後

の
對
日
J
和
條
<
の
閲
結
過
\
に
お
け
る
聯
合
國
の
竹
島


識
等
に
ま
で
踏

み
-
ん
で
議
論
し
て
い
る
事
に
︑
�
者
は
些
か
の
驚
き
を
禁
じ
る
事
が
で
き

な
い
︒
本
書
の
よ
う
な
著
作
を
執
筆
す
る
に
當
た
っ
て
は
︑
ど
こ
ま
で
自
ら

の
專
門
分
野
に
閉
じ
こ
も
っ
て
議
論
す
る
か
︑
は
︑
常
に
一
つ
の
重
;
な
t

擇
肢
で
あ
る
が
︑
こ
の
點
に
お
い
て
著
者
は
敢
え
て
大
き
な
リ
ス
ク
を
犯
し

て
お
り
︑
そ
の
勇
氣
に
は
拍
手
を
u
り
た
い
︒

そ
し
て
第
二
に
︑
そ
の
事
は
本
書
に
お
い
て
︑
著
者
が
自
ら
の
專
門
外
の

領
域
に
ま
で
無
分
別
に
踏
み
-
ん
だ
結
果
と
し
て
︑
本
書
�
の
よ
う
に
門
外

漢
に
よ
る
質
の
低
い
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
︑
と
言
う
事
を
�
味
し
な
い
︒

領
土
問
題
に
つ
い
て
は
︑
時
に
︑
例
え
ば
各
々
の
論
者
が
自
ら
の
專
門
領
域

外
の
.
に
踏
み
-
ん
だ
結
果
と
し
て
︑
法
學
の
基
礎
を
缺
い
た
國
際
法
解
釋

が
行
わ
れ
た
り
︑
�
獻
檢
證
の
手
續
き
を
無
視
し
た
�
料
の
引
用
が
な
さ
れ

た
り
し
︑
結
果
と
し
て
こ
れ
ら
の
論
者
の
'
張
の
信
用
度
が
大
き
く
損
な
わ

れ
る
例
が
見
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
本
書
に
お
い
て
は
︑
著
者
が
自

ら
の


識
す
る
こ
の
問
題
に
對
す
る
歷
�
學
の
役
割
︑
卽
ち
︑
旣
存
の
議
論

に
お
い
て
W
用
さ
れ
る
�
料
に
對
す
る
﹁
�
獻
�
學
の
手
法
﹂
に
よ
る
檢
證
︑

と
い
う
役
割
に
園
し
た
結
果
︑
安
定
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

第
三
に
︑
但
し
そ
の
事
は
︑
本
書
に
お
け
る
こ
れ
ら
竹
島
問
題
に
關
わ
る

20
世
紀
以
影
の
問
題
に
つ
い
て
の
分
析
が
︑
著
者
が
專
門
と
す
る
�
�
代
の
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そ
れ
と
同
樣
の
深
み
に
ま
で
到
�
し
得
て
い
る
と
言
う
事
を
�
味
し
な
い
︒

�
も
重
;
な
事
は
︑
�
�
代
に
關
わ
る
分
析
に
お
い
て
は
日
本
國
內
に
存
在

す
る
多
樣
な
�
料
を
用
い
た
�
料
閒
の
相
互
檢
證
が
綿
密
に
行
わ
れ
て
い
る

の
に
對
し
︑
20
世
紀
以
影
︑
特
に
第
二
R
世
界
大
戰
以
後
に
關
わ
る
部
分
に

お
い
て
は
︑
旣
知
の
限
定
さ
れ
た
數
の
�
料
の
內
容
が
整
理
さ
れ
て
い
る
に

過
ぎ
ず
︑
表
面
�
な
分
析
と
な
っ
て
い
る
事
で
あ
る
︒
勿
論
︑
そ
の
事
は
著

者
の
議
論
に
S
目
す
べ
き
點
が
な
い
事
を
�
味
し
な
い
も
の
の
︑
兩
者
の
議

論
は
そ
の
深
み
に
お
い
て
も
︑
ま
た
實
證
性
に
お
い
て
も
大
き
く
衣
な
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
︒
膨
大
な
硏
究
が
な
さ
れ
て
い
る
︑
J
和
條
<
に
至
る
ま

で
の
過
\
に
つ
い
て
の
先
行
硏
究
の
檢
討
も
不
十
分
で
あ
り
︑
些
か
不
十
分

な
感
を
否
む
事
は
で
き
な
い
︒

第
四
に
本
書
に
お
い
て
は
︑
分
析
の
對
象
と
さ
れ
て
い
る
�
料
の
面
に
お

い
て
も
︑
一
定
の
v
り
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
︒
本
書
で
は
︑
日
本
側
の
�

料
に
つ
い
て
は
︑
中
央
.
在
の
�
獻
の
み
な
ら
ず
︑
鳥
取
藩
や
對
馬
藩
︑
�

に
は
松
江
藩
等
に
關
わ
る
�
獻
を
も
數
多
く
利
用
し
て
書
か
れ
て
お
り
︑
し

か
も
︑
そ
の
か
な
り
の
部
分
は
本
書
或
い
は
本
書
の
元
に
な
っ
た
著
者
の
論

�
に
お
い
て
は
じ
め
て
紹
介
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑

他
方
︑
韓
國
側
の
�
料
に
對
し
て
は
︑
そ
の
大

が
旣
に
先
行
硏
究
に
お
い

て
觸
れ
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
特
段
の
�
料
�
怨
し
さ
は
存
在
し
な

い
︒
寧
ろ
︑
こ
の
點
に
お
け
る
著
者
の
分
析
は
︑
韓
國
側
の
�
獻
や
そ
の
解

釋
の
信
憑
性
を
日
本
側
の
�
料
に
よ
り
檢
討
す
る
事
に
重
き
が
置
か
れ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
︒
勿
論
︑
こ
の
點
は
韓
國
側
に
お
け
る
�
料
發
掘
狀
況
に

影
w
さ
れ
る
.
が
大
き
く
︑
著
者
の
み
の
責
に
歸
す
る
事
が
で
き
な
い
事
は

言
う
ま
で
も
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
本
書
に
用
い
ら
れ
る
�

料
の
相
x
は
︑
結
果
と
し
て
︑
韓
國
側
の
'
張
が
よ
り
多
く
否
定
さ
れ
た
よ

う
な
印
象
を
讀
者
に
與
え
る
結
果
を
齎
し
て
い
る
︒
本
書
が
學
5
書
で
あ
り
︑

そ
こ
に
著
者
の
專
門
性
が
反
映
す
る
事
が
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
︑
本
書

を
讀
む
際
に
は
S
�
す
べ
き
點
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
︒

第
五
に
竹
島
問
題
に
お
い
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
分
野
や
'
張
を
檢
討
す

る
事
に
務
め
た
本
書
で
あ
る
が
︑
y
つ
か
の
重
;
な
部
分
に
對
す
る
考
慮
が

不
足
し
て
い
る
事
は
や
は
り
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
取
り
分

け
重
;
な
の
は
︑
本
書
が
竹
島
問
題
に
お
い
て
�
重
;
な
議
論
の
一
つ
で
あ

る
﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
に
餘
り
配
慮
せ
ず
に
書
か
れ
て
い
る
事
で
あ
る
︒
時

に
7
解
さ
れ
て
い
る
が
︑
竹
島
が
日
本
の
﹁
固
&
の
領
土
﹂
で
あ
る
︑
と
'

張
さ
れ
る
時
︑
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
竹
島
が
﹁
過
去
よ
り
ず
っ

と
日
本
に
よ
り
荏
配
さ
れ
て
き
た
﹂
と
い
う
事
で
は
な
い
︒﹁
固
&
の
領
土
﹂

論
と
は
︑
特
定
の
領
土
が
そ
の
領
&
權
を
)
る
紛
爭
が
勃
發
す
る
以
�
に
お

い
て
︱
︱
今
日
の
日
本
に
關
わ
る
領
土
問
題
に
お
い
て
︑
そ
れ
は
多
く
の

場
合
︑﹁
第
二
R
世
界
大
戰
以
�
に
お
い
て
﹂
と
い
う
事
と
ほ
ぼ
同
�
義
で

あ
る
︱
︱
自
國
以
外
に
荏
配
さ
れ
た
事
の
な
い
︑
と
い
う
'
張
で
あ
る
︒

從
っ
て
︑
こ
の
'
張
は
︑
特
に
一
九
〇
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
閒
に
竹
島

を
荏
配
し
た
事
が
T
ら
か
な
日
本
に
と
っ
て
は
︑
一
九
〇
五
年
以
�
に
他
國
︑

つ
ま
り
は
韓
國
が
︑
こ
の
島
を
荏
配
し
た
事
が
&
效
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
自

ら
の
﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
が
成
立
す
る
︑
と
い
う
論
理
?
z
に
な
っ
て
い
る
︒

勿
論
︑
こ
の
﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
が
國
際
法
�
に
ど
れ
ほ
ど
の
&
效
性
を

持
ち
得
る
か
は
別
�
議
論
す
べ
き
問
題
で
あ
り
︑
ま
た
︑
日
本
政
府
が
こ
の

論
理
を
用
い
始
め
た
の
が
實
は
第
二
R
世
界
大
戰
後
︑
北
方
領
土
問
題
が
勃

發
し
た
後
の
事
で
あ
る
事
に
も
S
�
が
必
;
で
あ
る
︒
だ
が
︑
本
書
に
お
い

て
重
;
な
の
は
︑
日
韓
兩
國
政
府
が
W
用
し
た
�
料
の
說
得
力
を
極
力
否
定

し
た
結
果
︑
$
に
日
本
側
の
﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
が
k
か
び
上
が
る
結
果
と
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な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
事
で
あ
る
︒
何
故
な
ら
︑
例
え
ば
︑
江
戶
I
や
T
治

初
I
に
お
い
て
日
本
が
竹
島
を
自
ら
の
領
土
だ
と


識
し
て
い
な
か
っ
た
︑

と
し
て
も
︑
日
本
の
﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
に
は
大
き
な
傷
に
は
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
事
は
本
書
が
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
う
一
つ
の
重
;

な
竹
島
問
題
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
﹁
實
效
荏
配
﹂
の
問
題
と
密
接
に
關
係
し

て
存
在
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
假
に
竹
島
を
)
る
議
論
が
﹁
固
&
の
領
土
﹂

論
に
則
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
韓
國
側
は
自
ら
が
過
去
に
竹
島
を

﹁
實
效
荏
配
﹂
し
て
い
た
事
を
示
す
必
;
が
あ
る
︒
何
故
な
ら
︑
あ
る
國
家

が
あ
る
領
域
を
﹁
領
&
﹂
す
る
爲
に
は
︑
單
に
そ
の
領
域
を


知
し
て
い
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
︑
實
際
に
こ
れ
を
﹁
荏
配
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
︒
言
い
奄
え
る
な
ら
︑
あ
る
國
が
過
去
に
特
定
の
領
域
を

﹁
領
&
し
て
い
た
﹂
と
い
う
爲
に
は
︑
過
去
に
自
ら
が
﹁
荏
配
し
て
い
た
﹂

事
を
示
す
�
料
等
を
提
出
す
る
必
;
が
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
竹
島
問
題
に

お
い
て
は
時
に
韓
國
側
の
'
張
の
檢
討
が
日
本
側
の
そ
れ
以
上
に
重
;
に
な

る
︒
何
故
な
ら
︑﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
に
沿
っ
て
議
論
す
る
な
ら
︑
韓
國
側

は
自
ら
が
竹
島
を
一
時
�
に
で
あ
れ
﹁
實
效
荏
配
﹂
し
て
い
る
事
を
示
せ
ば

日
本
側
の
﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
を
{
す
事
に
な
り
︑
$
に
韓
國
側
が
過
去
に

お
け
る
竹
島
に
對
す
る
自
ら
の
﹁
實
效
荏
配
﹂
を
證
T
す
る
事
が
出
來
な
け

れ
ば
︑
日
本
の
﹁
固
&
の
領
土
﹂
論
が
自
動
�
に
成
立
す
る
︑
と
い
う
論
理

�
?
z
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

そ
し
て
竹
島
問
題
に
つ
い
て
韓
國
側
の
'
張
の
中
で
こ
れ
に
直
接
�
に
關

わ
る
部
分
は
︑
一
九
〇
〇
年
の
﹁
敕
令
41
號
﹂
に
關
わ
る
部
分
と
︑
�
�
代

の
﹁
于
山
島
﹂
に
關
わ
る
部
分
で
あ
る
︒
そ
し
て
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
著
者

は
﹁
敕
令
41
號
﹂
に
つ
い
て
は
︑
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
﹁
石
島
﹂
が
竹
島

を
示
す
と
言
う
事
が
證
T
さ
れ
て
い
な
い
︑
と
し
て
︑
そ
の
荏
配
の
實
態
に

踏
み
-
む
以
�
の
段
階
で
﹁
門
�
拂
い
﹂
し
て
い
る
の
に
對
し
︑
�
�
代
の

﹁
于
山
島
﹂
に
關
わ
る
部
分
に
つ
い
て
は
そ
の
�
味
の
搖
ら
ぎ
を
指
摘
す
る

一
方
で
︑
そ
の
中
で
歷
代
の
!
鮮

島
の
諸
王
!
が
こ
れ
を
﹁
實
效
荏
配
﹂

し
た
事
が
あ
っ
た
の
か
否
か
を
示
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒

ま
た
︑
�
�
代
に
お
け
る
﹁
實
效
荏
配
﹂
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
�
料
に
よ
り
示
す
事
が
で
き
る
の
か

も
︑
こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
は
重
;
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
る
︒
そ
の

爲
に
は
或
い
は
︑
竹
島
に
對
す
る
兩
國
の
﹁
荏
配
﹂
の
實
態
が
︑
今
日
兩
國

が
荏
配
す
る
事
が
當
然
視
さ
れ
て
い
る
地
域
の
そ
れ
と
︑
ど
の
よ
う
に
衣

な
っ
て
い
た
の
か
︑
が
示
さ
れ
る
必
;
が
あ
る
︒
そ
の
�
味
で
︑
鬱
陵
島
や

隱
岐
そ
の
他
の
小
諸
島
に
對
す
る
荏
配
の
あ
り
方
と
竹
島
に
對
す
る
そ
れ
の

比
�
は
︑
本
來
で
あ
れ
ば
歷
�
學
�
な
觀
點
か
ら
爲
し
得
る
も
う
一
つ
の
重

;
な
貢
獻
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
︒
こ
の
點
が
本
書
に
缺
け
て
い
る
の
は
︑
些

か
惜
し
い
︑
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
本
書
の
限
界
の
原
因
は
︑
本
書
が
今
日
の
竹
島
に
關
わ
る
論

爭
の
論
理
�
?
z
に
比
�
�
無
頓
着
に
自
ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
︒
少
な
く
と
も
︑
本
書
に
お
い
て
は
︑
こ
の
?
z
は

十
分
に
說
T
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
讀
者
に
は
本
書
の
各
.
に
お
け
る
議
論
の
重

;
性
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
︒

一
言
で
言
う
な
ら
︑
本
書
は
#
體
と
し
て
︑
數
多
く
の
部
分
に
お
い
て
日

韓
兩
國
の
'
張
の
實
證
�
不
十
分
さ
を
指
摘
す
る
事
に
は
十
分
成
功
し
て
い

る
が
︑
そ
の
指
摘
が
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
な
含
�
を
持
つ
の
か
は
上
手
く

說
T
で
き
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
�
獻
�
に
�
料
�
檢
討
を
嚴
格
に
行
い
︑
こ

れ
ま
で
の
議
論
の
7
り
を
示
す
と
い
う
本
書
の
方
法
は
︑
(
第
二
R
世
界
大

― 112 ―

664



戰
以
後
の
部
分
を
除
い
て
)
必
然
�
に
日
本
側
に
&
利
な
よ
う
な
結
論
が
齎

さ
れ
る
︑
と
い
う
?
成
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
い
る
︒
著
者
が
こ
れ
ら
の
點

に
つ
い
て
よ
り
S
�
深
く
記
述
を
行
い
︑
そ
の
議
論
を
?
成
し
て
い
れ
ば
︑

本
書
は
よ
り
わ
か
り
や
す
く
︑
ま
た
價
値
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
に
x
い
な

い
︒と

は
い
え
そ
の
事
が
︑
本
書
の
價
値
を
大
き
く
損
な
う
も
の
で
な
い
事
は

言
う
ま
で
も
な
い
︒
取
り
分
け
︑
こ
れ
ま
で
の
竹
島
問
題
に
關
わ
る
議
論
に

お
け
る
�
料
の
W
用
が
如
何
に
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
詳
細
に
示

し
た
事
は
︑
今
後
の
兩
國
の
議
論
に
お
い
て
も
大
き
な
影
w
を
持
つ
で
あ
ろ

う
︒
だ
が
︑
そ
れ
よ
り
も
重
;
な
事
は
︑
本
書
が
現
在
l
行
形
の
政
治
�
︑

或
い
は
社
會
�
問
題
に
對
し
て
︑
歷
�
學
が
如
何
に
し
て
貢
獻
し
得
る
か
を

眞
摯
に
︑
且
つ
&
效
に
示
し
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
る
︒
政
治
學
や
地
域
硏

究
を
生
業
と
す
る
�
者
に
と
っ
て
︑
こ
の
著
作
か
ら
得
ら
れ
た
�
大
の
收
穫

は
︑
歷
�
學
が
如
何
に
重
;
な
學
問
で
あ
り
︑
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
が

如
何
に
多
い
か
を
確


で
き
た
事
だ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
今
後
も
我
々
は
︑

歷
�
學
を
﹁
恐
れ
つ
つ
且
つ
敬
い
つ
つ
﹂
自
ら
の
硏
究
を
l
め
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
思
い
を
強
く
し
つ
つ
︑
こ
こ
で
本
書
�
の
筆
を
置
く

事
と
し
た
い
︒

二
〇
一
二
年
一
二
p

名
古
屋

名
古
屋
大
學
出
版
會

A
五
Y

七+

三
八
八+

四
頁

四
六
〇
〇
圓+

稅
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