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平成２２年１１月１日

　

尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
日
本
と
中

国
の
間
の
領
有
権
問
題
。
と
て
も

嫌
な
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
、
わ

た
し
は
感
じ
ま
し
た
。

　

中
国
は
、
国
を
あ
げ
て
力
の
外

交
を
展
開
し
た
の
に
対
し
、
日
本

政
府
は
地
方
の
検
察
の
判
断
に
国

益
を
ゆ
だ
ね
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

映
り
ま
し
た
。

　
　

世
紀
の
後
半
に
は
、「　

世
紀

２０

２１

は
日
本
の
時
代
で
あ
る
」
と
言
わ

れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
今
や
そ
ん
な
こ
と
を
信
じ
る

人
は
お
り
ま
せ
ん
。
中
国
は
日
本

に
比
較
し
て　

倍
の
国
土
と　

倍

２０

１０

の
人
口
を
有
し
、
世
界
の
政
治
や

経
済
に
対
し
、
も
の
す
ご
い
影
響

力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

軍
事
力
も
着
々
と
増
強
を
し
て
い

ま
す
。

　

産
業
技
術
も
日
本
を
は
じ
め
、

諸
外
国
か
ら
多
く
流
入
し
、
今
や

日
本
に
頼
る
必
要
は
な
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
の
両

国
の
国
民
感
情
を
考
え
る
と
、
中

国
と
の
つ
き
あ
い
は
非
常
に
難
し

い
も
の
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。

　

日
本
は
、
中
国
と
は
同
じ
舞
台

で
戦
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。
戦
っ
て
も
負
け
る
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
今
回
の
事
件
の
結
果

を
み
て
も
明
白
で
す
。
言
い
か
え

れ
ば
、
争
え
ば
日
本
の
ほ
う
が
失

う
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
こ
れ
か

ら
の
日
本
は
ど
う
し
て
い
け
ば
良

い
の
で
し
ょ
う
か
。

　

第
一
に
ひ
と
つ
の
国
や
地
域
に

頼
り
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

日
本
は
心
掛
け
て
い
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

原
油
の
輸
入
に
し
て
も
、
中
東

ば
か
り
に
頼
り
す
ぎ
ず
、
ほ
か
の

地
域
へ
の
働
き
か
け
を
強
化
し
た

り
、
原
油
に
か
わ
る
新
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
開
発
に
対
し
て
も
っ
と
お

金
も
努
力
も
増
や
す
べ
き
だ
と
思

い
ま
す
。

　

産
業
振
興
も
中
国
だ
け
に
頼
ら

ず
、少
々
不
利
な
点
が
あ
っ
て
も
、

ほ
か
の
国
々
に
も
っ
と
目
を
向
け

る
こ
と
が
長
い
視
点
で
み
る
と
必

要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う

し
た
動
き
が
、
中
国
の
日
本
を
見

る
目
を
変
え
る
と
思
い
ま
す
。

　

第
二
に
、
日
本
の
立
場
や
考
え

か
た
を
、
も
っ
と
世
界
中
に
対
し

て
、
丁
寧
に
説
明
し
て
い
く
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
相
手
の
悪
口
を

言
う
の
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
の
考

え
が
良
識
的
で
あ
り
、
諸
外
国
か

ら
見
て
も
、
納
得
し
て
も
ら
え
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
粘
り
強
く

発
信
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。

　

日
本
と
い
う
国
は
、
民
主
的
で

あ
り
、
好
ま
し
い
国
だ
と
い
う
こ

と
を
世
界
中
の
国
々
に
わ
か
っ
て

も
ら
う
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で

し
ょ
う
。 

　

先
月
、
名
古
屋
市
に
お
い
て
国

連
生
物
多
様
性
条
約
第　

回
締
約

１０

国
会
議
（
Ｃ
Ｏ
Ｐ　

＝
名
古
屋
会

１０

議
）
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

条
約
に
は
、
日
本
を
含
む
１
９

３
の
国
と
地
域
が
加
盟
し
、「
健
全

で
豊
か
な
生
物
多
様
性
は
将
来
に

わ
た
る
暮
ら
し
の
安
全
性
を
保
証

す
る
」
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
は
加
盟
国
が
お
か
れ
た

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
も
あ
る
中
、
生

物
多
様
性
を
守
る
こ
と
で
、
そ
の

恩
恵
で
あ
る
医
薬
品
開
発
や
生
き

る
上
で
欠
か
せ
な
い
環
境
資
源
な

ど
を
次
世
代
に
残
す
た
め
の
新
た

な
目
標
や
方
策
が
、
多
く
の
参
加

者
で
話
し
合
わ
れ
ま
し
た
。

　

わ
た
し
た
ち
は
と
か
く
、何
が
、

い
く
ら
分
の
経
済
的
価
値
が
あ
る

の
か
と
い
っ
た
「
ヒ
ト
の
視
点
」

で
物
事
の
意
味
を
語
り
が
ち
で
す

が
、
地
球
上
の
あ
ら
ゆ
る
生
命
が

「
人
間
の
た
め
だ
け
に
存
在
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
こ

と
を
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

こ
の
条
約
が
作
ら
れ
た
時
、
そ

の
前
文
の
原
案
に
は
、
次
の
よ
う

な
文
章
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

「
人
類
が
他
の
生
物
と
共
に
地
球

を
分
か
ち
合
っ
て
い
る
こ
と
を
認

め
、
そ
れ
ら
の
生
物
が
人
類
に
対

す
る
利
益
と
は
関
係
な
く
存
在
し

て
い
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
」

こ
の
文
章
は
、
最
終
的
に
削
除
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
目
先
の

利
益
に
と
ら
わ
れ
ず
、
わ
れ
わ
れ

は
本
当
の
意
味
で
の
豊
か
さ
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
類

で
あ
る
と
信
じ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

常
に
「
視
点
」
に
つ
い
て
意
識

す
る
事
は
、
人
権
意
識
の
向
上
に

も
役
立
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
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