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東シナ海の南西部（八重山

諸島）にある島嶼群。石垣

島北方約130 – 150kmの、北

緯25° 44′ – 56′、東経1

23° 30′ – 124° 34′の

海域に点在する。尖閣列島

（せんかくれっとう）とも

いう。（wikipedia）

日本海の南西部、北緯37

度15分、東経131度52分に

位置する島。 （wikipedia）

真
に
公
正
な
解
決
を

で
は
、
立
木
談
話
で
「
検
討
す

べ
き
問
題
が
あ
る
」
と
の
べ
ら
れ

て
い
る
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共

和
国
や
「
韓
国
」
の
主
張
は
ど
ん

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

一
言
で
い
え
ば
、
日
本
政
府
の

一
九
〇
五
年
の
日
本
領
編
入
は
、

日
本
が
「
日
韓
議
定
書
」
（
一
九

〇
四
年
ニ
月
）
「
日
韓
協
約
」

（
一
九
〇
四
年
八
月
）
を
強
制
し

て
、
朝
鮮
の
外
交
権
を
実
質
上
掌

握
し
て
お
り
、
朝
鮮
は
島
根
県
告

示
に
異
議
を
と
な
え
る
余
地
さ
え

な
い
条
件
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ

た
も
の
で
、
無
効
で
あ
る
と
い
う

主
張
で
す
。

こ
の
主
張
に
た
い
し
、
日
本
側

に
は
「
日
韓
協
約
」
は
「
単
に

『
日
本
政
府
の
推
せ
ん
し
た
外
国

人
一
名
を
外
交
顧
問
と
し
て
外
部

に
傭
う
こ
と
』
を
既
定
し
た
に
止

り
現
実
に
日
本
政
府
の
推
せ
ん
し

た
外
国
人
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
、

日
本
は
韓
国
の
外
交
権
に
干
渉
し

た
事
実
は
な
く
」
「
日
本
政
府
に

抗
議
す
る
を
妨
げ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
」
と
い
っ
た
議
論
が
あ
り
ま

す
。
（
田
村
清
三
郎
「
竹
島
問
題

の
研
究
」
）
。
外
務
省
に
も
こ
れ

と
類
似
の
見
解
を
の
べ
た
も
の
が

あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
事
実
に
反
す

る
議
論
で
、
一
九
〇
五
年
の
日
本

と
朝
鮮
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え

ば
、
日
本
が
朝
鮮
の
外
交
権
を
事

実
上
う
ば
っ
て
い
た
こ
と
は
か
く

す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
す
。

明
治
政
府
は
す
で
に
一
九
〇
四

年
（
明
治
三
十
七
年
）
五
月
三
十

一
日
に
閣
議
決
定
し
た
「
対
韓
施

設
綱
領
」
で
、
も
し
外
交
を
韓
国

当
事
者
に
一
任
す
れ
ば
、
危
険
な

事
態
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、

「
外
交
案
件
の
処
理
に
関
し
て
あ

ら
か
じ
め
帝
国
政
府
の
同
意
を
要

す
る
旨
を
約
せ
し
む
る
を
期
す
」

こ
と
、
こ
の
企
画
遂
行
前
に
も
、

外
交
顧
問
官
を
い
れ
て
外
政
の
監

督
を
お
こ
な
う
こ
と
、
そ
し
て
外

交
顧
問
は
む
し
ろ
外
国
人
を
も
っ

て
こ
れ
に
あ
て
、
帝
国
公
使
の
下

に
そ
の
職
務
を
と
ら
せ
れ
ば
「
内

外
に
対
し
円
滑
に
我
目
的
を
達
し

易
か
る
べ
し
」
と
き
め
て
い
ま
し

た
。こ

の
手
の
こ
ん
だ
方
針
に
そ
っ

て
結
ん
だ
「
日
韓
協
約
」
で
日
本

は
、
朝
鮮
に
、
日
本
の
推
薦
す
る

外
交
顧
問
（
ア
メ
リ
カ
人
）
を
お

か
せ
、
事
実
上
、
朝
鮮
の
外
交
権

を
う
ば
っ
た
の
で
す
。
だ
か
ら
か

り
に
当
時
朝
鮮
が
日
本
の
竹
島
領

有
に
た
い
す
る
異
議
を
も
っ
て
い

た
と
し
て
も
実
際
上
異
議
を
と
な

え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

は
事
実
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

明
白
な
歴
史
上
の
事
実
を
ま
げ

た
り
、
内
政
干
渉
と
侵
略
を
合
理

化
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
の

で
は
竹
島
問
題
の
公
正
な
解
決
は

で
き
ま
せ
ん
。
立
木
談
話
は
こ
の

こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
、
日
本

共
産
党
が
竹
島
は
日
本
領
で
は
な

く
朝
鮮
領
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
も
、
「
韓

国
」
に
よ
る
一
方
的
な
竹
島
占
拠

を
容
認
す
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。立

木
談
話
が
い
う
よ
う
に
、

「
複
雑
な
経
過
と
背
景
を
も
つ
竹

島
問
題
は
、
な
に
よ
り
も
相
互
の

主
権
尊
重
、
平
和
友
好
の
精
神
と

原
則
を
優
先
さ
せ
て
解
決
さ
れ
る

必
要
が
あ
」
り
、
そ
の
た
め
に
は
、

根
拠
あ
る
主
張
に
は
、
問
答
無
用

の
態
度
を
と
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

（
「
赤
旗
」
一
九
七
七
年
三
月
二

日
）
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二
〇
一
〇
年
十
月
四
日
に
日
本

共
産
党
が
発
表
し
た
「
尖
閣
諸

島
問
題

日
本
の
領
有
は
歴
史

的
に
も
国
際
法
上
も
正
当
」
と

題
す
る
見
解
（
次
ペ
ー
ジ
に
見

解
の
ポ
イ
ン
ト
）
が
今
日
の
問

題
を
見
る
う
え
で
重
要
で
す
。

当
時
、
日
本
共
産
党
は
、
こ

の
見
解
に
も
と
づ
い
て
日
本
政

府
に
申
し
入
れ
も
お
こ
な
い
、

衆
院
本
会
議
や
予
算
委
員
会
の

質
問
で
も
、
日
本
政
府
の
問
題

点
に
つ
い
て
、
「
歴
代
の
政
府

が
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
正

常
化
以
来
、
本
腰
を
入
れ
て
日

本
の
領
有
の
正
当
性
を
主
張
し

て
き
た
と
は
い
え
な
い
点
に
あ

る
」
と
指
摘
し
ま
し
た
。
こ
れ

に
た
い
し
て
、
当
時
の
菅
首
相

は
「
正
し
い
理
解
が
え
ら
れ
る

よ
う
今
後
と
も
努
力
す
る
」
と

答
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の

後
も
日
本
政
府
は
、
「
尖
閣
諸

島
を
め
ぐ
り
解
決
す
べ
き
領
有

権
の
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し

な
い
」
と
い
う
だ
け
で
、
三
十

回
以
上
日
中
間
の
会
談
や
懇
談

を
お
こ
な
っ
て
き
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
尖
閣
諸
島
問
題
で
突
っ

込
ん
だ
や
り
と
り
を
交
わ
し
た

形
跡
は
な
く
、
日
本
政
府
が
国

際
社
会
に
主
張
し
た
例
も
見
当

た
り
ま
せ
ん
。

日
本
政
府
が
尖
閣
諸
島
の
領

有
の
歴
史
上
、
国
際
法
上
の
正

当
性
に
つ
い
て
、
国
際
社
会
お

よ
び
中
国
政
府
に
た
い
し
て
、

理
を
つ
く
し
て
主
張
す
る
冷
静

な
外
交
努
力
を
怠
っ
て
き
た
こ

と
が
、
今
回
の
よ
う
な
事
態
が

繰
り
返
さ
れ
る
根
本
に
あ
る
問

題
で
す
。
両
国
間
の
緊
張
を
さ

ら
に
高
め
る
行
動
を
双
方
が
つ

つ
し
み
、
冷
静
な
外
交
的
努
力

に
よ
っ
て
、
問
題
を
解
決
す
る

こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
す
。

日
本
共
産
党
は
、
日
本
政
府
に
、

冷
静
に
理
を
尽
く
し
て
日
本
の

領
有
の
正
当
性
を
説
く
外
交
努

力
を
お
こ
な
う
こ
と
を
求
め
て

い
き
ま
す
。

2

を
も
っ
て
こ
の
こ
と
を
公
示
し
ま

し
た
。

竹
島
は
こ
れ
以
来
、
日
本
領
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
一
九

五
二
年
に
日
「
韓
」
間
で
紛
争
が

起
こ
る
ま
で
、
ど
こ
か
ら
も
異
論

が
出
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「平
和
」条
約
で
も
除
外
せ
ず

と
こ
ろ
で
、
戦
後
一
九
四
六
年

一
月
、
連
合
国
総
司
令
部
は
鬱
陵

島
、
済
州
島
、
伊
豆
諸
島
、
奄
美
、

沖
縄
な
ど
と
と
も
に
、
竹
島
を
日

本
の
行
政
領
域
外
に
す
る
こ
と
を

指
令
し
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

も
あ
っ
て
「
韓
国
」
は
、
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
「
平
和
」
条
約
で
竹

島
は
「
韓
国
」
領
に
な
っ
た
と
主

張
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

司
令
部
自
身
も
「
小
島
し
ょ
所
属

の
最
終
決
定
に
か
ん
す
る
連
合
国

の
指
示
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
」

と
説
明
し
て
お
り
、
竹
島
の
日
本

領
土
を
否
定
し
た
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

そ
し
て
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

「
平
和
」
条
約
第
二
条
ａ
項
は

「
日
本
国
は
、
朝
鮮
の
独
立
を
承

認
し
て
、
済
州
島
、
巨
文
島
及
び

鬱
陵
島
を
含
む
朝
鮮
に
対
す
る
行

政
権
停
止
の
占
領
軍
司
令
も
当
然

そ
の
効
力
を
失
い
、
経
過
に
は
ち

が
い
が
あ
っ
て
も
伊
豆
諸
島
、
奄

美
、
沖
縄
な
ど
が
日
本
領
に
帰
し

た
と
同
じ
よ
う
に
、
日
本
の
行
政

領
域
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。と

こ
ろ
が
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
「
平
和
」
条
約
発
効
三
ヵ
月
前

の
一
九
五
二
年
一
月
十
八
日
、

「
韓
国
」
政
府
は
、
い
わ
ゆ
る

「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
を
一
方
的
に

設
定
し
、
竹
島
を
こ
の
ラ
イ
ン
内

に
と
り
込
み
、
竹
島
（
朝
鮮
名
を

「
独
島
」
）
を
「
韓
国
」
領
と
主

張
し
ま
し
た
。

日
本
政
府
が
こ
れ
に
抗
議
し
て
、

日
本
領
を
主
張
し
て
き
た
の
に
た

い
し
、
「
韓
国
」
政
府
は
「
独
島

は
歴
史
上
完
全
な
韓
国
領
土
で
あ

り
、
日
本
は
こ
れ
を
奪
取
し
た
」

と
主
張
し
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
こ

う
し
て
竹
島
の
領
有
を
め
ぐ
る
日

「
韓
」
紛
争
が
も
ち
あ
が
っ
た
の

で
す
。

な
お
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和

国
も
竹
島
（
独
島
）
を
朝
鮮
領
だ

と
主
張
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、

朝
鮮
側
の
地
図
な
ど
に
は
一
九
五

八
年
ご
ろ
ま
で
竹
島
（
独
島
）
を

朝
鮮
領
外
に
お
い
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。

日
本
政
府
は
、
一
九
六
五
年
の

「
日
韓
条
約
」
締
結
の
さ
い
、
竹

島
の
領
有
を
ふ
く
め
て
一
括
解
決

す
る
と
い
っ
て
い
ま
し
た
が
、
実

際
に
は
、
解
決
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
「
日
韓
条
約
」
と
同
時
に
と

り
か
わ
し
た
「
紛
争
の
解
決
に
関

す
る
交
換
公
文
」
で
は
、
「
両
国

の
紛
争
は
、
ま
ず
、
外
交
上
の
経

過
を
通
じ
て
解
決
す
る
も
の
と
し
、

こ
れ
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
場
合
は
、
両
国
政
府

が
合
意
す
る
手
続
き
に
従
い
、
調

停
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
も
の
と

す
る
」
こ
と
を
合
意
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
「
韓
国
」
政
府
は
竹

島
問
題
解
決
の
交
渉
に
も
応
じ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
し
て
現
在
も
海
洋

警
備
隊
を
常
駐
さ
せ
、
「
韓
国
」

国
旗
を
た
て
て
軍
事
占
領
を
つ
づ

け
て
い
る
の
で
す
。
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尖
閣
諸
島
の
存
在
は
、
古
く
か
ら
日
本

に
も
中
国
に
も
知
ら
れ
て
お
り
、
中
国
の

明
代
や
清
代
の
文
献
に
も
登
場
し
ま
す
。

し
か
し
、
日
中
両
国
に
は
、
同
諸
島
に
住

民
が
居
住
し
て
い
た
記
録
は
あ
り
ま
せ
ん
。

近
代
に
い
た
る
ま
で
尖
閣
諸
島
は
、
い
ず

れ
の
国
の
領
有
に
も
属
さ
ず
、
い
ず
れ
の

国
の
支
配
も
及
ん
で
い
な
い
「
無
主
（
む

し
ゅ
）
の
地
」
（
国
際
法
）
で
し
た
。

そ
の
後
、
尖
閣
諸
島
を
探
検
し
た
日
本

人
の
古
賀
辰
四
郎
氏
が
１
８
８
５
年
に
同

島
の
貸
与
願
い
を
申
請
。
政
府
は
、
沖
縄

県
な
ど
を
通
じ
た
現
地
調
査
の
う
え
で
、

１
８
９
５
年
１
月
の
閣
議
決
定
で
尖
閣
諸

島
を
日
本
領
に
編
入
し
ま
し
た
。
歴
史
的

に
は
、
こ
の
措
置
が
尖
閣
諸
島
に
対
す
る

最
初
の
領
有
行
為
で
し
た
。
こ
れ
は
、

「
無
主
の
地
」
を
領
有
の
意
思
を
も
っ
て

占
有
す
る
「
先
占
」
に
あ
た
り
、
国
際
法

で
正
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る
領
土
取
得
の

権
原
の
一
つ
で
す
。

日
本
政
府
は
、
尖
閣
諸
島
を
沖
縄
県
八
重

山
郡
に
編
入
し
た
あ
と
の
１
８
９
６
年
９
月
、

古
賀
氏
に
4
島
の
30
年
間
の
無
料
貸
与
の
許

可
を
与
え
ま
し
た
。
古
賀
氏
は
尖
閣
諸
島
の

開
拓
に
着
手
し
、
「
古
賀
村
」
が
生
ま
れ
ま

し
た
。
１
９
１
９
年
に
は
魚
釣
島
付
近
で
遭

難
し
た
中
国
漁
民
を
住
民
が
救
助
し
た
際
、

中
華
民
国
の
長
崎
駐
在
領
事
か
ら
送
ら
れ
た

感
謝
状
に
は
、
尖
閣
諸
島
が
は
っ
き
り
と
日

本
の
領
土
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

中
国
側
は
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張

し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
最
大
の
問
題

点
は
、
中
国
が
１
８
９
５
年
か
ら
１
９
７
０

年
ま
で
の
75
年
間
、
一
度
も
日
本
の
領
有
に

対
し
て
異
議
も
抗
議
も
お
こ
な
っ
て
い
な
い

こ
と
で
す
。
中
国
、
台
湾
が
尖
閣
諸
島
の
領

有
権
を
主
張
し
は
じ
め
た
の
は
１
９
７
０
年

代
に
入
っ
て
か
ら
で
す
。

尖
閣
諸
島
に
関
す
る
中
国
側
の
主
張
の
中
心

点
は
、
同
諸
島
は
台
湾
に
付
属
す
る
島
嶼
と
し

て
中
国
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
日
清
戦
争
に
乗

じ
て
日
本
が
不
当
に
奪
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う

点
で
す
。
日
清
戦
争
（
１
８
９
４
～
９
５
年
）

で
日
本
は
、
台
湾
と
そ
の
付
属
島
嶼
、
澎
湖
列

島
な
ど
を
中
国
か
ら
不
当
に
割
譲
さ
せ
、
中
国

へ
の
侵
略
の
一
歩
を
す
す
め
ま
し
た
。
し
か
し
、

尖
閣
諸
島
は
、
日
本
が
不
当
に
奪
取
し
た
中
国

の
領
域
に
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。

日
清
戦
争
の
講
和
条
約
（
下
関
条
約
）
の
経

過
か
ら
み
て
①
日
本
に
よ
る
尖
閣
領
有
の
宣
言

が
交
渉
開
始
の
２
ヵ
月
ほ
ど
前
で
あ
る
②
条
約

は
尖
閣
に
つ
い
て
一
切
言
及
し
て
い
な
い
③
交

渉
過
程
で
中
国
側
が
抗
議
し
た
事
実
は
な
い
④

条
約
締
結
後
の
交
換
公
文
で
台
湾
附
属
島
嶼
に

含
ま
れ
て
い
な
い
―
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
よ
る
尖
閣
諸
島
の
領

有
は
、
日
清
戦
争
に
よ
る
台
湾
・
澎
湖
列
島
の

割
譲
と
い
う
侵
略
主
義
、
領
土
拡
張
主
義
と
は

性
格
が
ま
っ
た
く
異
な
る
、
正
当
な
行
為
で
し

た
。

文
七
年
）
に
出
雲
藩
士
の
斎
藤
豊

仙
と
い
う
人
が
、
隠
岐
島
を
巡
視

し
た
さ
い
の
見
聞
を
編
さ
ん
し
た

『
隠
州
視
聴
合
記
』
（
巻
一
）
と

い
う
本
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
本
に
は
じ
ま
っ
て
、
十
七

世
紀
後
半
に
な
る
と
い
く
つ
か
の

文
献
に
現
在
の
竹
島
（
当
時
「
松

島
」
）
の
名
が
あ
ら
わ
れ
、
当
時

か
ら
日
本
人
が
竹
島
に
つ
い
て
正

確
な
知
識
を
も
っ
て
い
た
こ
と
や

同
島
に
さ
ざ
え
や
あ
わ
び
を
と
り

に
い
っ
て
い
た
こ
と
が
文
献
に
よ
っ

て
も
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

一
方
「
韓
国
」
側
は
、
一
四
五

四
年
刊
の
「
世
宗
実
録
地
理
志
」

な
ど
十
五
世
紀
以
来
の
古
文
献
に

あ
る
「
千
山
島
」
や
「
三
峯
島
」

が
、
今
日
の
竹
島
（
朝
鮮
名
「
独

島
」
）
だ
と
い
い
ま
す
。

一
九
〇
五
年
に
日
本
領
編
入

し
か
し
、
立
木
見
解
で
も
の
べ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
十
九
世

紀
末
ま
で
無
価
値
な
無
人
の
岩
礁

で
あ
っ
た
こ
の
島
の
帰
属
は
、
必

ず
し
も
文
献
的
に
明
確
で
は
な
」

く
、
竹
島
を
「
朝
鮮
帰
属
」
と
し

て
い
た
日
本
側
の
文
献
も
あ
り
ま

す
。た

と
え
ば
、
朝
鮮
の
内
情
を
さ

ぐ
っ
て
こ
い
と
い
う
使
命
を
お
び

「
外
務
省
出
任
」
と
し
て
朝
鮮
に

送
り
こ
ま
れ
た
佐
田
白
芽
ら
が
一

八
七
〇
年
（
明
治
三
年
）
四
月
外

務
省
に
提
出
し
た
「
朝
鮮
国
交
際

始
末
内
探
書
」
い
わ
ば
、
朝
鮮
に

つ
い
て
の
ス
パ
イ
報
告
書
に
は
、

「
竹
島
松
島
朝
鮮
附
属
ニ
相
成
候

始
末
」
と
い
う
一
項
が
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
い
う
「
松
島
」
は
現
在
の

竹
島
、
「
竹
島
」
は
現
在
の
鬱
陵

島
で
す
。
こ
の
文
献
は
「
日
本
外

交
文
書
」
（
第
三
巻
）
に
収
録
さ

れ
て
い
ま
す
。

明
治
政
府
は
、
一
九
〇
五
年

（
明
治
三
八
年
）
一
月
二
十
八
日

の
閣
議
で
同
島
を
竹
島
と
い
う
島

名
で
、
日
本
領
と
し
島
根
県
所
属

に
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

一
九
〇
五
年
の
竹
島
編
入
は
、

竹
島
で
あ
し
か
猟
に
従
事
し
て
い

た
隠
岐
島
の
中
井
養
三
郎
が
同
島

の
「
領
土
編
入
並
に
貸
下
願
」
を

提
出
し
た
こ
と
を
う
け
た
も
の
で

し
た
。
同
年
一
月
二
十
八
日
の
閣

議
決
定
は
、
中
井
の
願
出
を
「
審

査
ス
ル
ニ
明
治
三
十
六
年
以
来
中

井
養
三
郎
ナ
ル
者
該
島
ニ
移
住
シ

漁
業
ニ
従
事
セ
ル
コ
ト
ハ
関
係
書

類
ニ
依
リ
明
ナ
ル
所
ナ
レ
ハ
国
際

法
上
占
領
ノ
事
実
ア
ル
モ
ノ
ト
認

メ
之
ヲ
本
邦
所
属
ト
シ
島
根
県
所

属
隠
岐
島
司
ノ
所
管
ト
為
シ
差
支

無
之
儀
ト
思
考
ス
」
と
の
べ
て
い

ま
す
。

中
井
養
三
郎
が
竹
島
で
あ
し
か

猟
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
国
際

法
上
の
「
先
占
」
と
確
認
し
、
竹

島
の
日
本
領
編
入
が
、
国
際
法
上

も
有
効
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い

ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
閣
議
決
定
に
も

と
づ
く
内
務
大
臣
訓
令
を
う
け
て

島
根
県
知
事
は
、
同
年
二
月
二
十

二
日
、
「
島
根
県
告
示
第
四
十
号
」
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竹
島
問
題
は
、
日
韓
両
国
間

の
緊
張
を
高
め
る
よ
う
な
行
動

は
と
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

領
土
問
題
の
解
決
は
、
あ
く
ま

で
も
歴
史
的
事
実
と
国
際
法
上

の
道
理
に
も
と
づ
き
、
冷
静
な

外
交
交
渉
に
よ
っ
て
解
決
を
は

か
る
べ
き
で
す
。

日
本
共
産
党
は
、
一
九
七
七

年
に
発
表
し
た
見
解
（
次
ペ
ー

ジ
参
照
）
で
、

竹
島
の
領
有
を

日
本
が
主
張
す

る
こ
と
に
は
、

歴
史
的
根
拠
が
あ
る
と
主
張
し

て
い
ま
す
。

同
時
に
、
竹
島
問
題
を
ど
う

や
っ
て
解
決
す
る
か
と
い
う
問

題
で
は
、
日
韓
間
に
解
決
を
話

し
合
う
た
め
の
テ
ー
ブ
ル
そ
の

も
の
が
な
い
と
い
う
現
状
を
打

開
し
て
い
く
努
力
が
重
要
で
す
。

韓
国
側
は
、
独
島
（
韓
国
側
の

竹
島
の
名
称
）
は
韓
国
の
領
土

だ
と
し
て
、
こ
の
島
の
領
有
権

を
め
ぐ
っ
て
は
話
し
合
い
さ
え

拒
否
す
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
状
況
を
招
い
た
日
本

側
の
問
題
点
と
し
て
、
一
九
六

五
年
の
日
韓
基
本
条
約
の
締
結

に
い
た
る
過
程
で
の
竹
島
領
有

を
め
ぐ
る
往
復
書
簡
に
よ
る
論

争
で
も
、
日
韓
基
本
条
約
で
も
、

そ
し
て
今
日
に
い
た
る
ま
で
、

日
本
政
府
が
一
貫
し
て
韓
国
併

合
―
―
植
民
地
支
配
に
た
い
す

る
反
省
を
し
て
こ
な
か
っ
た
と

い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
た
と

え
ば
、
竹
島
の
日
本
へ
の
編
入

が
お
こ
な
わ
れ
た
の
が
一
九
〇

五
年
で
あ
り
、
す
で
に
日
本
が

武
力
で
も
っ
て
植
民
地
化
し
て

い
く
過
程
で
あ
り
、
韓
国
の
外

交
権
が
奪
わ
れ
て
い
た
こ
と
は

動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
は

そ
の
事
実
さ
え
認
め
よ
う
と
し

て
い
ま
せ
ん
。
韓
国
併
合
が
違

法
・
不
当
な
も
の
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
認
め
よ
う
と
し
て
い

ま
せ
ん
。
「
従
軍
慰
安
婦
」
の

問
題
に
つ
い
て
も
、
誠
実
に
歴

史
に
向
き
合
っ
て
解
決
を
は
か

る
と
い
う
立
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
立
場
を
あ
ら
た
め
、

日
本
が
過
去
の
植
民
地
支
配
へ

の
根
本
的
な
反
省
に
た
っ
て
こ

そ
、
竹
島
問
題
に
つ
い
て
冷
静

に
話
し
合
う
テ
ー
ブ
ル
を
つ
く

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
う
し

た
テ
ー
ブ
ル
が
つ
く
ら
れ
れ
ば
、

双
方
が
歴
史
的
事
実
を
突
き
合

わ
せ
て
、
問
題
を
外
交
交
渉
に

よ
っ
て
解
決
す
る
道
が
開
か
れ

ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
志
位
委

員
長
の
初
訪
韓
の
さ
い
の
、
韓

国
政
界
指
導
者
と
の
会
談
な
ど

で
も
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で

し
た
。
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竹
島
問
題
に
つ
い
て

立
木
外
交
政
策
委
員
長
が
見
解

一
、
二
百
カ
イ
リ
時
代
を
む
か

え
、
日
本
の
領
海
十
二
カ
イ
リ
化

に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
漁
業
の
う

え
か
ら
も
竹
島
の
帰
属
が
あ
ら
た

め
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。

竹
島
の
帰
属
を
め
ぐ
る
紛
争
は

一
九
五
二
年
、
「
韓
国
」
が
李
承

晩
ラ
イ
ン
に
よ
っ
て
同
島
を
一
方

的
に
囲
い
こ
み
、
占
拠
し
た
こ
と

か
ら
始
ま
っ
た
。
六
五
年
の
「
日

韓
条
約
」
締
結
に
さ
い
し
て
も
紛

争
は
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
。
朝
鮮

民
主
主
義
人
民
共
和
国
も
、
竹
島

を
朝
鮮
領
土
と
し
て
主
張
し
て
い

る
。し

か
し
、
竹
島
は
、
１
９
０
５

年
に
島
根
県
に
編
入
さ
れ
て
以
来
、

半
世
紀
に
わ
た
り
日
本
領
と
さ
れ

て
き
た
。
一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
条
約
第
二
条
ａ
項
も
、

竹
島
を
、
朝
鮮
に
た
い
し
放
棄
す

る
島
の
な
か
に
含
め
て
い
な
い
。

日
本
共
産
党
は
、
日
本
の
領
有

権
の
主
張
に
は
、
国
際
法
上
明
確

な
根
拠
が
あ
る
と
考
え
る
。

一
、
他
方
、
竹
島
の
帰
属
を
め

ぐ
る
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
い
え

ば
、
一
九
世
紀
末
ま
で
は
無
価
値

な
無
人
の
岩
礁
で
あ
っ
た
こ
の
島

の
帰
属
は
、
必
ず
し
も
文
献
的
に

明
確
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
〇
五
年
の
日
本
の
領
有
手

続
き
に
つ
い
て
、
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
も
「
韓
国
」
も
、
無

効
を
主
張
し
て
い
る
。
明
治
政
府

が
朝
鮮
植
民
地
化
を
進
め
て
い
た

当
時
の
状
況
か
ら
い
っ
て
、
こ
の

主
張
に
つ
い
て
は
検
討
す
べ
き
問

題
が
あ
る
。

さ
ら
に
朝
鮮
が
南
北
に
分
か
れ

て
お
り
、
日
本
政
府
が
「
韓
国
」

と
ゆ
着
し
て
米
日
「
韓
」
軍
事
同

盟
を
強
化
し
て
い
る
状
況
は
、
竹

島
問
題
を
い
っ
そ
う
複
雑
に
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
な
複
雑
な
経
過
と
背

景
を
も
つ
竹
島
問
題
は
、
な
に
よ

り
も
相
互
の
主
権
尊
重
、
平
和
友

好
の
精
神
と
原
則
を
優
先
さ
せ
て

解
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

一
、
日
本
共
産
党
は
、
領
土
問

題
の
根
本
的
解
決
は
、
「
韓
国
」

と
の
あ
い
だ
で
は
な
く
、
統
一
さ

れ
た
自
主
、
独
立
の
朝
鮮
と
の
話

し
あ
い
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

竹
島
問
題
を
正
し
く
解
決
す
る

た
め
、
「
韓
国
」
は
竹
島
の
一
方

的
占
拠
を
中
止
す
べ
き
で
あ
る
。

同
時
に
、
現
在
日
本
と
「
韓
国
」

と
も
に
公
海
の
漁
場
と
し
て
操
業

を
お
こ
な
っ
て
い
る
同
島
周
辺
の

海
域
は
、
ひ
き
つ
づ
き
現
状
ど
お

り
入
り
あ
い
操
業
が
継
続
さ
れ
る

こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
（
「
赤
旗
」

一
九
七
七
年
三
月
一
日
）

【解
説
】竹
島
問
題
の
背
景

古
く
か
ら
知
ら
れ
た
島

竹
島
は
島
根
県
隠
岐
島
の
西
北

約
百
五
十
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
朝

鮮
の
鬱
陵
島
の
東
南
約
九
十
二
キ

ロ
、
北
緯
三
七
度
九
分
三
〇
秒
、

東
経
一
三
一
度
五
五
分
の
地
点
に

あ
る
小
さ
な
島
で
す
。
東
島
、
西

島
と
名
づ
け
ら
れ
る
二
つ
の
島
と

そ
の
周
囲
に
あ
る
数
十
の
岩
礁
か

ら
な
り
、
そ
の
総
面
積
は
〇
・
二

三
九
平
方
キ
ロ
、
つ
ま
り
東
京
の

日
比
谷
公
園
よ
り
す
こ
し
ひ
ろ
い

ぐ
ら
い
で
す
。

同
島
は
、
南
西
に
わ
ず
か
に
雑

草
が
は
え
て
い
る
だ
け
で
、
樹
木

は
一
株
も
な
い
は
げ
岩
で
、
飲
料

水
も
な
く
、
ま
た
全
周
が
断
崖
で
、

海
が
あ
れ
て
も
船
が
避
難
で
き
る

と
こ
ろ
も
な
い
た
め
、
人
が
常
住

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

と
は
い
え
、
竹
島
は
日
本
海
航

海
者
の
好
目
標
で
あ
っ
た
た
め
、

古
く
か
ら
日
本
人
に
も
知
ら
れ
、

「
松
島
」
の
名
で
文
献
に
も
あ
ら

わ
れ
て
き
た
島
で
す
。

竹
島
（
当
時
の
「
松
島
」
）
に

つ
い
て
最
初
に
記
述
し
て
い
る
日

本
の
文
献
は
、
一
六
六
七
年
（
寛
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