
　

日
本
の
尖
閣
諸
島
周
辺
で
起
き
た
中
国
漁
船
と

海
上
保
安
庁
巡
視
船
の
衝
突
事
件
を
き
っ
か
け
に
、

尖
閣
諸
島
の
領
有
権
に
か
か
わ
る
日
本
と
中
国
の

主
張
の
対
立
が
、
国
際
的
に
も
注
目
を
集
め
て
い

　
日
本
共
産
党
の
志
位
和
夫
委
員
長
は
10
月
4
日
、国
会
内
で
記
者
会
見
し
、「
尖
閣
諸
島
問
題
　
日
本
の
領
有
は
歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
正
当
─
日
本
政
府
は
堂
々

と
そ
の
大
義
を
主
張
す
べ
き
」と
題
す
る
日
本
共
産
党
の
見
解
を
発
表
し
ま
し
た
。そ
の
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。
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近
代
ま
で「
無
主
の
地
」

　

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
登
場
す
る
。当
時
、
琉
球
は
中
国
と
の
間
で

朝
貢
貿
易
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、中
国
の
使
節
で
あ

る
冊
封
使
が
琉
球
国
王
の
代
替
わ
り
に
さ
い
し
て

往
来
し
た
。琉
球
と
中
国
大
陸
の
福
州
と
を
結
ぶ

航
路
の
ほ
ぼ
中
間
に
位
置
す
る
尖
閣
諸
島
は
、
海

路
の
目
標
と
さ
れ
て
い
た
。し
か
し
、
中
国
側
の
文

献
に
も
、
中
国
の
住
民
が
歴
史
的
に
尖
閣
諸
島
に

居
住
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
録
は
な
く
、
明
代

る
。日
本
共
産
党
は
す
で
に
1
9
7
2
年
に
日
本
の

尖
閣
諸
島
の
領
有
は
正
当
で
あ
る
と
の
見
解
を
発

表
し
て
い
る
が
、こ
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
尖
閣
諸

島
の
領
有
の
正
当
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

1

や
清
代
に
中
国
が
国
家
と
し
て
領
有
を
主
張
し
て

い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
な
記
録
も
出

て
い
な
い
。

　

一
方
、
日
本
側
に
も
、
こ
の
時
期
に
つ
い
て
日
本

の
領
有
を
示
す
よ
う
な
歴
史
的
文
献
は
存
在
し
な

い
。近
代
に
い
た
る
ま
で
尖
閣
諸
島
は
、
い
ず
れ
の

国
の
領
有
に
も
属
せ
ず
、
い
ず
れ
の
国
の
支
配
も

及
ん
で
い
な
い
、
国
際
法
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
無
主

の
地
」で
あ
っ
た
。

日
本
に
よ
る
領
有

　
「
無
主
の
地
」の
尖
閣
諸
島
を
1
8
8
4
年
（
明

治
17
年
）に
探
検
し
た
の
は
日
本
人
古
賀
辰
四
郎

だ
っ
た
。古
賀
氏
は
翌
85
年
に
同
島
の
貸
与
願
い

を
申
請
し
た
。同
島
で
ア
ホ
ウ
ド
リ
の
羽
毛
の
採
取

な
ど
が
試
み
ら
れ
、
周
辺
の
海
域
で
漁
業
を
お
こ

な
う
漁
民
の
数
も
増
え
る
な
か
、
沖
縄
県
知
事
は

実
地
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
と
し
、
尖
閣
諸
島
が

日
本
の
領
土
で
あ
る
こ
と
を
示
す
国
標
を
建
て
る

べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、政
府
に
上
申
書
を
提
出

す
る
。政
府
内
で
の
検
討
の
結
果
は
、
国
標
を
建
て

て
開
拓
に
あ
た
る
の
は
他
日
の
機
会
に
譲
る
、と
い

う
も
の
だ
っ
た（『
日
本
外
交
文
書
』第
二
三
巻
）。

　

日
本
政
府
は
そ
の
後
、
沖
縄
県
な
ど
を
通
じ

て
た
び
た
び
現
地
調
査
を
お
こ
な
っ
た
う
え
で
、

1
8
9
5
年
1
月
14
日
の
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
尖

閣
諸
島
を
日
本
領
に
編
入
し
た
。歴
史
的
に
は
、
こ

の
措
置
が
尖
閣
諸
島
に
た
い
す
る
最
初
の
領
有
行

為
で
あ
る
。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

ひ
と
つ
で
あ
る
。

日
本
の
実
効
支
配

　

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
、
以
前
か

ら
貸
与
を
願
い
出
て
い
た
古
賀
辰
四
郎
氏
に
4
島

（
魚
釣
、
久
場
、
南
小
島
、
北
小
島
）の
30
年
間
の
無

料
貸
与
の
許
可
を
与
え
た
。古
賀
氏
は
尖
閣
諸
島

の
開
拓
に
着
手
し
、
貯
水
施
設
、
船
着
き
場
、
桟
橋

な
ど
の
建
設
を
す
す
め
、ア
ホ
ウ
ド
リ
の
羽
毛
の
採

取
や
鳥
ふ
ん
の
採
掘
な
ど
を
主
な
事
業
に
し
て「
古

賀
村
」が
生
ま
れ
た
。こ
れ
が
尖
閣
諸
島
に
お
け
る

最
初
の
居
住
で
あ
る
。大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
は
か

つ
お
節
の
製
造
や
海
鳥
の
は
く
製
製
造
が
お
も
に

お
こ
な
わ
れ
た
。最
盛
期
に
は
漁
夫
や
は
く
製
づ

く
り
の
職
人
な
ど
2
0
0
人
近
い
人
び
と
が
居
住

し
て
い
た
。

　

1
9
1
9
年
に
は
、
中
国
福
建
省
の
漁
民
が
魚

釣
島
付
近
で
遭
難
し
、
同
島
に
避
難
し
た
31
人
を

住
民
が
救
助
し
、
全
員
を
中
国
に
送
還
し
た
。こ
の

救
援
活
動
に
た
い
し
、
中
華
民
国
の
長
崎
駐
在
領

日
本
政
府
は
堂
々
と
そ
の
大
義
を
主
張
す
べ
き

尖閣諸島
問題

日
本
の
領
有
は

歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
正
当
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日
本
の
領
有
と
実
効
支
配



中
国
は
75
年
間
異
議
を
と
な
え
ず

　

中
国
側
は
、
尖
閣
諸
島
の
領
有
権
を
主
張
し
て
い
る

が
、
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
と
い
う

事
実
で
あ
る
。

　

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
あ
る
。台

2

湾
は
1
9
7
0
年
に
尖
閣
諸
島
の
領
有
を
初
め
て
主

張
し
、
71
年
に
入
っ
て
主
権
声
明
を
出
し
た
。中
国
政

府
は
、
1
9
7
1
年
12
月
30
日
の
外
交
部
声
明
で
領
有

権
を
公
式
に
主
張
し
た
。尖
閣
諸
島
の
あ
る
東
シ
ナ
海

か
ら
黄
海
に
つ
い
て
、
国
連
ア
ジ
ア
極
東
経
済
委
員
会

（
E
C
A
F
E
）は
、
1
9
6
9
年
5
月
に
公
刊
し
た
報

告
書
で
、
石
油
天
然
ガ
ス
の
海
底
資
源
が
豊
か
に
存
在

す
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
。

侵
略
に
よ
る
奪
取
と
は
異
な
る

　

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
う
し
ょ
）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
に
あ
る
。

　

日
清
戦
争（
1
8
9
4
～
95
年
）で
日
本
は
、
台
湾
と

そ
の
付
属
島
嶼
、
澎
湖（
ほ
う
こ
）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
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
な
い
。

　

こ
の
問
題
で
は
、
台
湾
・
澎
湖
の
割
譲
を
取
り
決
め

た
日
清
講
和
条
約（
下
関
条
約
）の
交
渉
過
程
、
と
り
わ

け
、割
譲
範
囲
を
規
定
し
た
同
条
約
第
二
条
の「
二
、台

湾
全
島
お
よ
び
そ
の
付
属
諸
島
嶼
」の
な
か
に
尖
閣
諸

島
が
含
ま
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
が
、
重
要
な
論
点
と

な
る
。

　

第
一
に
、
経
過
の
点
で
、
日
本
が
尖
閣
諸
島
の
領
有

を
宣
言
し
た
の
は
1
8
9
5
年
1
月
14
日
で
あ
り
、
台

湾
・
澎
湖
の
割
譲
を
取
り
決
め
た
講
和
条
約
の
交
渉
が

開
始
さ
れ
る
同
年
3
月
20
日
よ
り
も
2
カ
月
ほ
ど
前
の

こ
と
で
あ
る
。

事
か
ら
、
1
9
2
0
年
5
月
20
日
に
感
謝
状（
写
真
）が

届
け
ら
れ
た
。感
謝
状
の
な
か
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
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
尖
閣
諸
島
に
た
い
し
て
は
、
第
2
次

世
界
大
戦
ま
で
中
断
す
る
こ
と
な
く
日
本
の
実
効
支
配

が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

　

1
9
4
5
年
の
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
、
日
本
が
中

国
か
ら
奪
っ
た
台
湾
な
ど
の
地
域
は
、
連
合
国
の
カ

イ
ロ
宣
言
（
1
9
4
3
年
11
月
）や
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言

（
1
9
4
5
年
7
月
）に
も
と
づ
い
て
、
中
国
へ
の
返
還

が
決
め
ら
れ
、
実
行
さ
れ
た
。こ
の
な
か
に
は
、
尖
閣
諸

島
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

　

尖
閣
諸
島
は
、沖
縄
の
一
部
と
し
て
、ア
メ
リ
カ
の
軍

事
支
配
下
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。1
9
5
1
年

9
月
に
調
印
さ
れ
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
に

よ
っ
て
、
尖
閣
諸
島
を
含
む
「
北
緯
二
九
度
以
南
の
南

西
諸
島
（
琉
球
諸
島
及
び
大
東
諸
島
を
含
む
）」な
ど
は

米
軍
の
施
政
権
下
に
置
か
れ
、
米
国
は
、
一
定
の
地
代

を
支
払
う
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
尖
閣
諸
島
の
大
正
島

と
久
場
島
を
米
軍
射
撃
場
と
し
て
使
っ
て
き
た
。施
政

権
は
奪
わ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
尖
閣
諸
島
に
た
い
す

る
主
権
は
日
本
に
あ
っ
た
。日
米
の
間
で
1
9
7
1
年

6
月
に
調
印
さ
れ
た
沖
縄
返
還
協
定
が
1
9
7
2
年
5

月
15
日
に
発
効
し
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
尖
閣
諸
島

の
施
政
権
は
日
本
に
返
還
さ
れ
、
今
日
に
い
た
っ
て
い

る
。

2

国
際
法
上
明
白
な
日
本
の
領
有
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3

　

第
二
に
、
下
関
条
約
は
、
割
譲
範
囲
に
つ
い
て
第
二

条
で
、「
台
湾
全
島
及
其
ノ
附
屬
諸
島
嶼
」、「
澎
湖
列

島
即
英
國
『
グ
リ
ー
ン
ウ
ィ
チ
』
東
經
百
十
九
度
乃
至

百
二
十
度
及
北
緯
二
十
三
度
乃
至
二
十
四
度
ノ
間
ニ
在

ル
諸
島
嶼
」と
規
定
し
て
お
り
、尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は

一
切
言
及
し
て
な
い
。

　

第
三
に
、
下
関
条
約
を
締
結
す
る
交
渉
の
過
程
で
、

中
国
側
の
代
表
は
台
湾
と
そ
の
付
属
島
嶼
や
澎
湖
列

島
の
割
譲
要
求
に
た
い
し
て
は
強
く
抗
議
し
た
が
、
尖

閣
諸
島
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
触
れ
な
か
っ
た
。か
り
に

中
国
側
が
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
土
だ
と
認
識
し
て
い
た

な
ら
ば
、
尖
閣
諸
島
の「
割
譲
」も
同
じ
よ
う
に
強
く
抗

議
し
た
は
ず
だ
が
、
そ
う
し
た
事
実
は
な
い
。そ
れ
は
、

公
開
さ
れ
て
い
る
交
渉
議
事
録
か
ら
疑
問
の
余
地
が
な

い
。

　

第
四
に
、
1
8
9
5
年
4
月
17
日
に
下
関
条
約
が
締

結
さ
れ
た
の
ち
の
同
年
6
月
2
日
、「
台
湾
受
け
渡
し

に
関
す
る
公
文
」に
署
名
す
る
際
、
台
湾
の
付
属
島
嶼

と
は
何
か
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
に
、日
本
側
代
表
は
、

台
湾
の
付
属
島
嶼
は
、
そ
れ
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
地
図

や
海
図
で
公
認
さ
れ
て
い
て
明
確
だ
と
の
べ
、
中
国
側

は
そ
れ
を
了
解
し
て
い
る
。当
時
ま
で
に
日
本
で
発
行

さ
れ
た
台
湾
に
関
す
る
地
図
や
海
図
で
は
、
例
外
な
く

台
湾
の
範
囲
を
、
台
湾
の
北
東
56
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ

る
彭
佳
嶼（
ほ
う
か
し
ょ
）ま
で
と
し
て
お
り
、
そ
れ
よ

り
さ
ら
に
遠
方
に
あ
る
尖
閣
諸
島
は
含
ま
れ
て
い
な

い
。尖
閣
諸
島
は
、
台
湾
の
付
属
島
嶼
で
は
な
い
こ
と

を
、当
時
、中
国
側
は
了
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。い
ま
、

中
国
側
は
、
尖
閣
諸
島
が
台
湾
付
属
の
島
嶼
で
あ
り
、

日
本
に
よ
っ
て
強
奪
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
る
が
、
そ

れ
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、
こ
の
歴
史
的
事
実
を
見

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　

中
国
側
の
立
場
を
擁
護
す
る
主
張
の
中
に
は
、
日
清

戦
争
で
敗
戦
国
と
な
っ
た
清
国
に
は
、
尖
閣
諸
島
の
よ

う
な
絶
海
の
小
島
を
問
題
に
す
る
ゆ
と
り
が
な
か
っ

た
、
と
す
る
見
解
も
あ
る
。し
か
し
、
国
際
法
上
の
抗
議

は
、
戦
争
の
帰
趨（
き
す
う
）と
は
無
関
係
に
い
つ
で
も

で
き
る
も
の
で
あ
る
。も
し
、
尖
閣
諸
島
が
台
湾
に
属

す
る
と
認
識
し
て
い
た
の
な
ら
、
講
和
条
約
の
交
渉
過

程
で
も
、
ま
た
そ
の
後
で
も
、
抗
議
で
き
た
は
ず
で
あ

る
。

　

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
あ
っ
た
。

戦
後
の
25
年
間
も
異
議
を
と
な
え
ず

　

第
2
次
世
界
大
戦
後
、
中
国
政
府
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
に
つ
い
て
、
中
華
人
民
共
和
国
が
参

加
し
た
も
の
で
は
な
く
無
効
と
い
う
態
度
を
表
明
し
た

（
1
9
5
1
年
9
月
18
日
の
周
恩
来
外
交
部
長
の
声
明
）

が
、尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
、そ
れ
が
米
国
の
施
政
権
下
に

置
か
れ
、
日
本
へ
の「
返
還
区
域
」に
含
め
ら
れ
た
こ
と

は
不
法
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
1
9
7
0

年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。戦
後
の
25
年
間
も
、
尖

閣
諸
島
に
つ
い
て
は
領
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
1
9
7
0
年
代
に
い
た
る
75
年
間
、

第
2
次
世
界
大
戦
が
終
了
し
て
か
ら
も
25
年
間
、
中
国

側
か
ら
日
本
の
領
有
に
た
い
す
る
異
議
申
し
立
て
も
抗

議
も
一
度
も
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
戦
後
も

中
国
側
が
、
尖
閣
諸
島
を
中
国
の
領
土
と
は
認
識
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

　

逆
に
、
1
9
5
3
年
1
月
8
日
付
の
中
国
共
産
党
機

関
紙「
人
民
日
報
」（
写
真
左
下
）は
、「
米
国
の
占
領
に

反
対
す
る
琉
球
群
島
人
民
の
闘
争
」と
題
し
て
、
米
軍

軍
政
下
の
沖
縄
で
の
日
本
人
民
の
闘
争
を
報
道
し
、
そ

の
な
か
で
、「
琉
球
群
島
は
、わ
が
国
台
湾
の
東
北
お
よ

び
日
本
九
州
島
の
西
南
の
間
の
海
上
に
散
在
し
、
尖
閣

諸
島
、先
島
諸
島
、大
東
諸
島
、沖
縄
諸
島
、大
島
諸
島
、

吐
噶
喇（
と
か
ら
）諸
島
、
大
隅
諸
島
な
ど
七
つ
の
島
嶼

か
ら
な
っ
て
い
る
」と
、「
尖
閣
諸
島
」と
い
う
日
本
の

呼
称
を
使
っ
て
同
諸
島
を
日
本
領
土
に
含
め
て
紹
介
し

て
い
た
。

　

ま
た
、
北
京
市
地
図
出
版
社
か
ら
1
9
5
8
年
や

1
9
6
6
年
に
発
行
さ
れ
た
中
国
全
図
な
ど
で
は
、
尖

閣
諸
島
は
中
国
領
の
外
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
尖
閣
諸
島
が
台
湾
な
ど
中
国
の
領
土

に
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
中
国
側
も
1
9
7
0
年
代

に
い
た
る
ま
で
は
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

1953年1月8日付の中国共産
党機関紙「人民日報」。琉球諸
島に尖閣諸島が含まれること
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尖
閣
諸
島
を
め
ぐ
る
紛
争
問
題
を
解
決
す
る
た
め

に
、何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、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
尽
く

し
て
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
で
、
歴
代
の
日
本
政
府
の
態
度
に
は
、

1
9
7
2
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
こ
な
か
っ
た
と

い
う
弱
点
が
あ
る
。

　

領
土
画
定
を
明
確
に
す
る
よ
い
機
会
で
あ
っ
た

1
9
7
8
年
の
日
中
平
和
友
好
条
約
締
結
の
際
に
、
中

国
の
鄧
小
平
副
首
相
が
尖
閣
諸
島
の
領
有
問
題
の
「
一

時
棚
上
げ
」を
唱
え
た
が
、
日
本
側
は
、
日
本
の
領
有
権

を
明
確
な
形
で
は
主
張
し
な
か
っ
た
。そ
れ
は
、
尖
閣

4

諸
島
の
領
有
権
が
日
本
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
中
国

側
に
確
認
を
申
し
で
る
こ
と
は
、「
全
く
要
ら
ざ
る
こ

と
で
あ
る
」（
福
田
首
相
の
衆
院
外
務
委
員
会
答
弁
、

1
9
7
8
年
10
月
16
日
）と
い
う
立
場
か
ら
の
態
度

だ
っ
た
。

　

1
9
9
2
年
に
中
国
が「
領
海
お
よ
び
接
続
水
域
法
」

を
採
択
し
、尖
閣
諸
島
を
自
国
領
と
明
記
し
た
際
に
は
、

外
務
省
が
口
頭
で
抗
議
し
た
だ
け
で
、
政
府
と
し
て
の

本
腰
を
入
れ
た
政
治
的
・
外
交
的
対
応
は
な
か
っ
た
。

　

今
回
の
事
件
で
も
、民
主
党
政
権
は「
国
内
法
、司
法

で
対
処
す
る
」と
い
う
だ
け
で
、肝
心
の
外
交
的
主
張
を

怠
っ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
長
期
に
わ
た
っ
て
積
極
的
主
張
を
回
避

し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
、
わ
が
党
の
議
員
の
質
問
に

3

領
有
に
関
わ
る
紛
争
の
解
決
の
た
め
に

日
本
の
領
有
は
国
際
法
上
も
明
白

　

日
本
は
1
8
9
5
年
１
月
14
日
の
領
有
宣
言
に
よ
っ

て
、
国
際
法
上
の
先
占
の
法
理
に
も
と
づ
い
て
尖
閣
諸

島
を
領
有
し
た
。

　

先
占
の
法
理
は
、
特
定
の
条
約
に
明
文
化
さ
れ
て
い

る
も
の
で
は
な
く
て
、
近
代
を
通
じ
て
の
主
権
国
家
の

慣
行
や
国
際
裁
判
所
（
国
際
仲
裁
裁
判
や
国
際
司
法
裁

判
所
な
ど
）の
判
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
国
際
慣
習

法
と
し
て
確
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。そ
の
核
心
と

し
て
、
領
有
が
国
際
的
に
認
め
ら
れ
る
に
は
「
主
権
の

継
続
的
で
平
和
的
な
発
現
」が
基
本
的
な
要
件
と
な
る
。

「
平
和
的
な
発
現
」と
は
、
領
有
に
た
い
し
て
歴
史
的
に

異
議
が
と
な
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
す
。先

占
に
つ
い
て
は
通
例
、
①
占
有
の
対
象
が
無
主
の
地
で

あ
る
こ
と
、
②
国
家
に
よ
る
領
有
の
意
思
表
示
、
③
国

家
に
よ
る
実
効
的
な
支
配
─
こ
の
三
つ
が
国
際
法
上

の
条
件
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。ま
た
、
関
係
国
へ
の
領

有
の
通
告
は
、
あ
ら
か
じ
め
取
り
決
め
な
ど
が
あ
る
場

合
を
除
い
て
、国
際
法
上
、一
般
に
は
義
務
と
は
さ
れ
て

い
な
い
。尖
閣
諸
島
に
た
い
す
る
日
本
の
領
有
は
、
こ

の
い
ず
れ
の
条
件
も
満
た
し
て
お
り
、国
際
法
上
、ま
っ

た
く
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
領
土
紛
争
に
お
い
て
は
、
相
手
国
に
よ
る
占

有
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
に
抗
議
な
ど
の
反
対
の

意
思
表
示
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
相
手
国
の
領
有

を
黙
認
し
た
と
み
な
さ
れ
る
と
い
う
法
理
も
、
国
際
裁

判
所
の
判
例
な
ど
を
通
じ
て
、
確
立
し
て
き
て
い
る
。

こ
の
法
理
に
も
と
づ
い
て
、
1
8
9
5
年
の
日
本
の
領

有
宣
言
以
来
、
中
国
側
が
75
年
間
に
わ
た
っ
て
一
度
も

抗
議
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
日
本
の
領
有
が

国
際
法
上
、
正
当
な
も
の
で
あ
る
決
定
的
な
論
拠
の
一

つ
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
尖
閣
諸
島
に
た
い
す
る
日
本
の
領
有

権
は
、歴
史
的
に
も
国
際
法
上
も
明
確
な
根
拠
が
あ
り
、

中
国
側
の
主
張
に
は
正
当
性
が
な
い
。

閣
僚
か
ら
「
中
国
や
国
際
社
会
に
対
し
て
日
本
の
立
場

を
発
信
し
て
き
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
反

省
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
」（
9
月
30
日
衆
院
予
算
委
員

会
）と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

わ
が
党
は
、
日
本
政
府
に
、
こ
う
し
た
態
度
を
あ
ら

た
め
、歴
史
的
事
実
、国
際
法
の
道
理
に
そ
く
し
て
、尖

閣
諸
島
の
領
有
の
正
当
性
を
、
国
際
社
会
と
中
国
政
府

に
堂
々
と
主
張
す
る
外
交
努
力
を
強
め
る
こ
と
を
求
め

る
。

　

同
時
に
、
中
国
政
府
に
対
し
て
も
、
今
回
の
よ
う
な

問
題
が
起
こ
っ
た
場
合
、
事
態
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ

た
り
、
緊
張
を
高
め
る
対
応
を
避
け
、
冷
静
な
言
動
や

対
応
を
お
こ
な
う
こ
と
を
求
め
る
。日
本
と
中
国
と
の

間
で
、
あ
れ
こ
れ
の
問
題
で
意
見
の
違
い
や
行
き
違
い

が
起
こ
っ
て
も
、
問
題
を
す
ぐ
に
政
治
問
題
に
す
る
こ

と
を
戒
め
、
実
務
的
な
解
決
の
ル
ー
ル
に
の
せ
る
努
力

が
大
切
で
あ
り
、
話
し
合
い
で
平
和
的
に
解
決
す
る
こ

と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。

　

日
中
両
国
政
府
は
、
2
0
0
8
年
5
月
の
共
同
声
明

の
中
で「
と
も
に
努
力
し
て
東
シ
ナ
海
を
平
和
・
協
力
・

友
好
の
海
と
す
る
」と
合
意
し
て
い
る
。今
後
さ
ら
に
、

そ
の
分
野
を
は
じ
め
日
中
の「
戦
略
的
互
恵
関
係
」を
発

展
さ
せ
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定
に
貢
献
す
る
よ
う

求
め
る
も
の
で
あ
る
。

「しんぶん赤旗」をお読み下さい。

お申し込みは、お近くの党事務所または党員か、上記まで。

日本共産党中央委員会
 〒１５１-８５８６ 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-２６-７

印をおつけください ●日　刊 ２９００円　　●日曜版  ８００円
お
名
前

住

　所

〒

購
読
申
込
書

尖閣諸島＝2004年11月、日本共産党の穀田恵二衆院議員撮影




