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領
土
を
め
ぐ
る
問
題
に
、
い
ろ
い
ろ
な
識
者
が
さ

ま
ざ
ま
な
発
言
を
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
国
際

機
関
の
ト
ッ
プ
と
し
て
国
際
社
会
の
一
隅
に
身
を
置

い
た
筆
者
に
は
、
ま
だ
違
和
感
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な

い
も
の
も
あ
る
が
、
領
土
に
関
す
る
意
識
も
、
ほ
ぼ

普
通
の
国
並
み
に
な
っ
た
よ
う
に
尽
つ
。

国
家
意
識
の
希
薄
な
日
本
人

日
本
人
は
「
我
々
日
本
人
は
」
と
言
う
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
「
日
本
国
は
」
と
は
あ
ま
り
発
言
し
な
い
。

そ
し
て
、
外
国
人
の
前
で
も
平
気
で
日
本
に
関
す
る

悪
口
を
言
、
つ
。

外
国
人
た
ち
、
例
え
ば
ス
イ
ス
人
や
フ
ラ
ン
ス
人

が
「
我
々
ス
イ
ス
人
は
」
と
発
言
す
る
の
を
聞
い
た

こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
、
「
ス
イ
ス
国
は
」
と
か

「
フ
ラ
ン
ス
国
は
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ

語
系
、
フ
ラ
ン
ス
語
系
、
イ
タ
リ
ア
語
系
な
ど
の
多

し
ま
っ
た
。
日
本
人
自
身
も
、
そ
の
支
配
が
及
ぶ
地

域
を
大
和
と
し
て
認
識
し
、
そ
し
て
領
土
を
拡
大
し

て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
中
華
息
想
と
同
類
項
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
領
土
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
。

世
界
に
は
、
ど
の
地
域
が
ど
こ
の
国
の
領
土
で
あ

る
か
を
明
確
に
す
る
笠
記
所
は
な
い
。
ま
た
、
争
い

が
起
き
て
も
、
御
家
人
の
領
地
争
い
を
裁
い
た
襲
冨

著
府
の
よ
う
な
判
定
機
関
や
公
権
刀
は
存
在
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
実
際
に
支
配
し
て
い
な
け
れ
ば
、
い

く
ら
歴
史
的
に
我
が
国
の
領
土
で
あ
る
と
叫
ん
で
も

詮
な
い
叫
び
な
の
で
あ
る
。

あ
る
地
域
#
自
国
の
領
土
と
す
る
た
め
に
は
ど
の

よ
う
f手
刀
法
が
あ
る
か
を
考
え
れ
ば
、
も
っ
と
分
か

り
ゃ
す
い
。
ま
ず
は
誰
も
支
配
し
て
い
な
い
土
地
を

占
有
す
る
こ
と
(
縄
文
・
弥
生
時
代
か
ら
大
和
政
権

の
誕
生
、
尖
閑
列
島
)
か
ら
国
土
と
な
り
、
さ
ら
に

他
国
を
征
服
す
る
こ
と
(
蝦
夷
地
、
日
韓
併
合
)
に

よ
り
領
土
と
す
る
。
ま
た
、
戦
争
な
ど
の
結
果
、
割

譲
(
台
湾
)
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
ま
れ
に
は
売
買

(
米
国
に
よ
る
ア
ラ
ス
カ
の
購
入
)
や
交
換
(
樺
太

と
千
島
の
ホ
〈
換
)
も
あ
る
。

民
族
で
構
成
さ
れ
て
い
る
ス
イ
ス
で
は
、
「
ス
イ
ス

人
と
は
ど
ん
な
人
か
」
と
聞
か
れ
で
も
な
か
な
か
答

え
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
同
じ
だ
。

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
や
セ
、
不
ガ
ル
な
ど
外
国
出
身
の
フ
ラ

ン
ス
人
が
多
数
い
て
、
「
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
し
て
の

同
一
性
が
薄
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
が
理
由
で
彼

ら
が
、
「
O
O人
は
」
と
言
わ
ず
に
「

O
O国
は
」

と
言
う
の
で
は
な
い
。

近
隣
諸
国
と
の
抗
雪
τ繰
り
返
し
、
国
境
線
が
何

度
も
貴
国
主
換
え
ら
れ
て
き
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
自
国

は
ま
さ
に
運
命
共
同
体
で
あ
り
、
自
ら
の
生
存
の
基

盤
で
あ
る
。
ス
イ
ス
で
も
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
至
る
と

こ
ろ
に
国
旗
が
掲
け
ら
れ
、
国
の
歴
史
か
教
育
さ
れ
、

大
人
に
な
れ
ば
徴
兵
制
を
通
じ
て
全
員
が
軍
隊
を
経

験
す
る
。
国
民
は
国
家
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
し
て
、
自
国
に
対
す
る
批
判
に
は
、
ま
る
で
自
分

の
子
供
が
批
判
さ
れ
た
親
の
よ
、
つ
に
真
頑
で
反
論
す

る
。
国
家
の
利
害
が
即
、
個
人
の
利
害
と
な
り
、
国

家
と
運
A
Tぜ
共
通
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
国
民
も
か
つ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
。
ま
だ
近

代
的
な
国
家
観
の
成
立
し
て
い
な
い
江
戸
末
期
で
す

ら
、
憂
国
の
志
士
た
ち
は
皆
、
強
烈
な
国
峯
恵
識
を

持
っ
て
い
た
し
、
『
坂
の
上
の
雪
一
己
に
至
つ
て
は
、

現
代
人
に
は
ま
ぶ
し
い
ほ
ど
の
国
の
た
め
に
殉
じ
る

領
土
は
勝
つ
者
だ
け
が
守
れ
る

国
際
社
会
に
身
を
置
く
と
、
国
家
聞
の
紛
争
や
意

見
の
相
違
は
日
常
茶
銀
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

解
決
の
た
め
に
武
力
の
行
使
を
考
泊
え
る
よ
、
つ
な
国
は

な
い
。
当
事
国
は
当
然
、
な
ん
と
か
友
好
裏
に
問
題

の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
妥
剖
昭
氏
を
見
つ
け

る
お
手
伝
い
を
す
る
の
が
国
際
機
関
事
務
局
長
の
重

察
な
任
務
で
あ
る
。

し
か
し
、
領
土
問
題
は
他
の
紛
主
宇
と
は
根
本
的

に
異
な
る
。
国
家
の
根
幹
問
題
で
あ
り
、
当
事
由
に

と
っ
て
は
勝
利
の
み
の
選
択
肢
し
か
な
い
。
領
土
問

題
に
絡
む
案
件
が
マ
ル
チ
の
場
に
出
て
く
る
と
、
当

事
国
同
士
の
激
し
い
非
難
の
応
酬
や
官
荏
合
戦
が
始

ま
り
、
他
の
業
務
は
停
止
し
て
し
ま
う
。
非
当
事
国

や
事
務
局
長
は
困
っ
た
迷
或
惑
な
問
題
が
出
た
と
嘆
き
、

な
ん
と
か
問
題
を
棚
上
げ
に
す
る
方
法
を
模
索
す
る
。

当
事
国
も
容
日
却
に
解
決
で
き
る
問
題
で
は
な
い
こ
と

を
百
も
承
知
で
あ
る
か
ら
、
棚
上
げ
案
が
提
示
さ
れ

る
の
を
待
っ
て
い
る
の
が
骨
荏
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
時
休
戦
が
解
決
策
な
の
で
あ
る
。

ウ
グ
イ
ス
が
大
き
な
芦
を
上
げ
、
縄
張
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誇
示
し
続
け
な
い
限
り
は
縄
張
り
が
奪
わ
れ
る

よ
う
に
、
領
土
は
常
に
支
配
を
し
、
自
国
の
も

の
だ
と
主
張
し
て
い
な
け
れ
ば
奪
わ
れ
で
も
し

か
た
な
い
。
こ
れ
は
、
世
界
政
府
が
存
在
し
な

い
現
在
の
国
際
社
会
の
厳
然
た
る
現
実
な
の
で

あ
る
。
人
類
が
国
家
を
基
礎
と
し
て
生
存
し
て

い
る
以
上
は
、
国
土
は
決
死
の
覚
悟
で
守
っ
て

人
た
ち
の
物
語
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
昭
和
の

前
半
は
、
「
大
日
本
帝
国
」
と
い
う
言
葉
を
聞
か
な

い
時
は
な
か
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。

我
々
は
か
つ
て
は
こ
ん
な
普
通
の
国
民
た
っ
た
が
、

こ
の
と
こ
ろ
、
理
由
は
と
も
あ
れ
国
家
を
あ
ま
立
意

識
し
な
い
、
世
界
で
も
稀
有
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
日
本
国
民
か
、
に
わ
か
に
国
{
季
五
日
盆
剛
せ
ざ
る

を
え
な
い
状
況
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

支
配
す
る
地
域
が
領
土

中
華
思
想
に
は
、
そ
も
そ
も
固
有
の
領
土
と
い
う

概
念
が
な
か
っ
た
。
支
配
し
た
地
域
に
王
を
任
命
し

さ
〈
由
一
フ

て
朝
五
貝
を
行
わ
せ
る
冊
封
体
制
で
あ
り
、
支
配
し
た

地
域
が
中
華
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
国
境
の
よ

う
な
限
界
線
の
意
識
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
思
想
・

歴
史
を
持
つ
中
国
は
、
尖
閣
列
島
を
彼
の
国
の
領
土

と
し
、
や
が
て
は
沖
縄
を
も
領
土
と
主
張
す
る
に
ち

が
い
な
い
と
識
者
は
警
告
す
る
。

し
か
し
、
日
本
人
に
と
っ
て
も
領
土
と
い
う
観
念

は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
か
つ
て

え

ぞ
蝦
夷
地
と
呼
ば
れ
た
地
域
は
大
和
で
あ
る
と
は
意
識

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
平
ム
女
時
代
の
蝦
夷
地
は
東
北

地
方
の
ほ
ぼ
全
域
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
江
戸
時
代

の
蝦
夷
地
は
北
海
道
で
あ
り
、
明
治
に
は
消
失
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
生
き
る
た
め
の
縄
張
り

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
領
土
問
埋
か
起
き
て
も
当
事
国
も
直

ち
に
武
力
に
訴
‘
え
る
よ
う
な
拙
劣
な
戦
略
は
と
ら
な

い
o

し
か
し
、
そ
の
気
概
の
な
い
国
は
、
神
風
で
も

吹
か
な
い
限
り
敗
退
の
み
の
結
果
と
な
る
こ
と
は
明

ら
か
だ
。

反
発
を
恐
れ
て
実
効
支
配
の
手
を
緩
め
て
い
な
か

っ
た
か
?
相
手
国
の
国
内
事
情
で
問
題
が
起
き
て

い
る
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
解
説
を
し
て
直
視
す
る

こ
と
を
避
け
て
い
な
い
か
?
経
済
的
な
利
益
が
損

な
わ
れ
る
と
、
近
視
眼
的
な
見
方
を
し
て
い
な
い

か
?
相
主
iτ
怒
ら
せ
な
い
よ
う
に
と
へ
つ
ら
っ
て

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
?
と
、
問
う
て
み
る
と
、
そ

れ
な
り
の
「
言
い
訳
」
が
聞
こ
え
て
く
る
が
、
そ
れ

は
や
っ
と
領
土
に
関
す
る
成
長
完
が
正
常
に
な
っ
た
証

で
は
な
い
か
。

次
に
必
要
な
の
は
戦
略
で
あ
る
。
日
本
人
ほ
ど
ブ

ラ
フ
に
弱
く
、
善
良
で
煽
さ
れ
や
す
い
国
民
は
、
世

界
を
見
渡
し
て
も
ほ
か
に
な
い
こ
と
だ
け
は
肝
に
銘

じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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