
-1- 

尖
閣
諸
島
の
領
有
問
題 

孫
崎 

享
『日
本
の
国
境
問
題
―
―
尖
閣
・竹
島
・北
方
領
土
』（ち
く
ま
新
書
九
〇
五
、
二
〇
一
一
年
） 

 

私
は
講
演
の
時
に
は
聴
衆
に
質
問
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
し
ば
し
ば
領
土
問
題
に
言
及
し
た
。 

 

「尖
閣
諸
島
は
日
本
固
有
の
領
土
で
す
か
」と
問
う
と
約
九
〇
％
の
人
が
「そ
う
だ
」と
答
え
る
。
で
は
、
「尖
閣
諸
島
は

い
つ
か
ら
日
本
の
領
土
に
な
っ
て
い
ま
す
か
」と
問
う
と
皆
、
び
っ
く
り
す
る
。
尖
閣
諸
島
は
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
、

古
代
か
ら
と
思
っ
て
い
る
。
私
は
「一
八
七
〇
年
代
以
前
に
は
、
尖
閣
諸
島
は
日
本
の
明
確
な
領
土
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
」

と
い
う
と
、
皆
「そ
ん
な
馬
鹿
な
」と
い
う
反
応
を
示
す
。
し
か
し
、
「沖
縄
は
い
つ
か
ら
日
本
に
な
り
ま
し
た
か
」と
問
う

と
、
か
な
り
の
人
が
は
っ
と
す
る
。 

 

尖
閣
諸
島
の
領
有
問
題
は
、
「尖
閣
諸
島
が
台
湾
に
属
す
る
か
、
沖
縄
に
属
す
る
か
」で
あ
る
。
日
本
が
、
琉
球
王
国
を

強
制
廃
止
し
て
琉
球
藩
を
設
置
し
た
の
が
一
八
七
二
年
、
明
治
政
府
が
琉
球
藩
の
廃
止
を
宣
言
し
、
鹿
児
島
県
に
編
入

し
た
の
が
一
八
七
九
年
で
あ
る
。
琉
球
は
大
国
中
国
と
日
本
の
問
に
挟
ま
れ
て
長
い
間
、
微
妙
な
外
交
を
続
け
て
き
た
。

琉
球
王
国
（一
四
二
九
年
か
ら
一
八
七
九
年
）は
中
国
と
の
間
で
、
宗
主
国
・属
国
関
係
の
一
種
で
あ
る
冊
封
関
係
に
あ

っ
た
。
「歴
史
的
に
琉
球
が
中
国
に
属
し
て
い
た
か
、
日
本
に
属
し
て
い
た
か
」と
問
わ
れ
れ
ば
、
中
国
に
属
し
て
い
た
と
言

え
る
時
代
が
長
い
。
琉
球
が
日
本
領
で
な
い
時
期
に
尖
閣
諸
島
は
日
本
領
で
あ
り
え
な
い
。
尖
閣
諸
島
が
日
本
領
に
な
る

の
は
一
八
七
二
年
以
降
で
あ
る
。 

日
本
人
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
「尖
閣
諸
島
は
日
本
古
来
の
領
土
で
あ
る
」と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「古
来
と
は
い
つ
か
ら
で
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す
か
」と
問
う
と
、
こ
の
信
念
が
崩
れ
る
。 

 

次
い
で
、
「尖
閣
諸
島
は
日
本
固
有
の
領

土
で
あ
る
と
し
て
、
中
国
も
自
国
領
だ
と

言
っ
て
い
ま
す
。
で
は
彼
ら
は
何
を
根
拠
と

し
て
い
ま
す
か
」と
問
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
回
答
が
な
い
。
尖
閣
諸
島
は
武
力
紛
争

に
発
展
す
る
可
能
性
を
持
つ
。
し
か
し
、
相

手
国
が
ど
の
様
な
主
張
を
し
て
い
る
か
知
ら

な
い
。
そ
れ
で
、
「武
力
紛
争
辞
さ
ず
」で
あ

る
。 

 

多
く
の
日
本
人
は
日
米
安
保
条
約
が
あ

る
か
ら
、
尖
閣
列
島
、
竹
島
、
北
方
領
土
の

領
土
問
題
で
は
米
国
が
守
っ
て
く
れ
る
と
思

っ
て
い
る
。 

 

「で
は
、
米
軍
は
北
方
領
土
で
日
ロ
が
軍
事

紛
争
に
な
っ
た
時
に
日
本
側
で
戦
い
ま
す
か
。

安
保
条
約
は
北
方
領
土
を
対
象
と
し
て
い

ま
す
か
」と
尋
ね
る
と
、
皆
、
あ
れ
っ
と
い
う
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反
応
を
示
す
。 

 

過
去
、
北
方
領
土
で
は
日
本
漁
船
が
拿
捕
さ
れ
た
り
、
銃
撃
を
受
け
た
り
し
て
い
る
。
し
か
し
米
軍
が
関
与
し
た
こ
と

は
な
い
。
「い
ま
ま
で
米
国
は
い
つ
で
も
日
本
側
に
立
っ
て
戦
う
と
思
っ
て
い
た
。
北
方
領
土
は
ソ
連
・
ロ
シ
ア
が
支
配
し
て
い

る
。
確
か
に
、
北
方
領
土
を
め
ぐ
っ
て
、
米
軍
が
関
与
し
た
こ
と
は
な
い
」と
思
い
始
め
る
。
聴
衆
の
半
分
ぐ
ら
い
が
「安
保

条
約
は
北
方
領
土
を
対
象
に
し
て
い
な
い
の
で
な
い
か
」と
答
え
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
安
保
条
約
は
「
日
本
の
管
轄
の
下

に
あ
る
領
域
」に
攻
撃
さ
れ
た
時
に
米
国
は
「自
国
の
憲
法
上
の
規
定
に
従
っ
て
行
動
す
る
」で
あ
る
。
北
方
領
土
は
日
本

が
管
轄
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
安
保
条
約
の
対
象
で
は
な
い
。 

 

「竹
島
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
。
米
国
に
は
米
国
全
体
と
し
て
地
理
の
命
名
に
責
任
を
持
っ
て
い
る
連
邦
の
機
関
、
地

名
委
員
会
（United S

tates B
oard on G

eographic N
am

es

’ B
G

N

）が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
世
界
の
係
争
地
が
ど
の

国
に
属
す
る
か
も
扱
っ
て
い
ま
す
。
米
国
が
係
争
地
で
ど
の
国
の
主
張
を
支
持
す
る
か
は
、
領
土
の
帰
属
に
大
き
い
影
響

を
与
え
ま
す
。
従
っ
て
こ
の
米
国
地
名
委
員
会
の
方
針
決
定
に
は
、
大
統
領
も
時
に
関
与
し
ま
す
。
さ
て
、
こ
こ
で
竹
島
は

日
本
領
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
ま
す
か
、
韓
国
領
で
す
か
、
中
立
で
す
か
」と
問
う
と
七
〇
％
が
中
立
、
約
二
〇
％
が
日
本

領
、
一
〇
％
が
韓
国
領
、
と
い
う
感
じ
で
あ
る
。
実
態
は
韓
国
領
で
あ
る
。
従
っ
て
米
軍
は
関
与
し
な
い
。 

 

「で
は
尖
閣
列
島
に
つ
い
て
、
米
国
政
府
は
尖
閣
諸
島
を
日
本
領
と
み
な
し
て
い
ま
す
か
、
中
国
領
と
し
て
い
ま
す
か
、

中
立
で
す
か
」と
問
う
と
、
七
〇
％
位
が
日
本
領
、
五
％
位
が
中
国
領
、
二
五
％
位
が
中
立
と
い
う
。
実
際
は
中
立
で
あ

る
。 

 

読
者
の
方
が
こ
こ
ま
で
読
ま
れ
る
と
、
私
が
述
べ
る
こ
と
と
、
今
ま
で
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
得
て
き
た
印
象
と
の
間
に
乖
離

が
あ
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
と
思
う
。 
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尖
閣
列
島
、
竹
島
、
北
方
領
土
の
領
土
問
題
で
は
あ
ま
り
に
も
事
実
が
国
民
に
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
‥
‥ 

日
本
国
民
に
と
り
、
領
土
の
扱
い
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
我
々
は
北
方
領
土
で
あ
れ
、
竹
島
で
あ
れ
、
尖
閣
諸
島
で

あ
れ
、
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
は
根
拠
が
あ
る
。 

し
か
し
、
ロ
シ
ア
、
韓
国
、
中
国
は
異
な
る
見
解
を
持
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
竹
島
に
つ
い
て
韓
国
が
、
尖
閣
諸
島
に
つ
い
て

中
国
が
ど
う
主
張
し
て
い
る
か
は
驚
く
ほ
ど
知
ら
な
い
。
ま
た
日
本
の
領
土
問
題
は
第
二
次
大
戦
の
敗
戦
と
深
く
関
係

し
て
い
る
。
米
国
が
北
方
領
土
、
竹
島
、
尖
閣
諸
島
で
ど
う
い
う
態
度
を
と
っ
て
い
る
か
は
、
こ
れ
ら
諸
島
の
帰
属
に
重
大

な
影
響
を
与
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
日
本
の
国
民
一
般
は
驚
く
ほ
ど
知
ら
な
い
。 

 

二
○
一
〇
年
は
歴
史
的
転
換
点 

  

日
本
は
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
中
国
も
自
国
領
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
領
土
問
題
は
、
①
ラ
イ
バ
ル

関
係
、
②
全
般
的
な
敵
対
関
係
、
③
資
源
関
係
が
か
ら
む
時
、
な
ど
に
、
し
ば
し
ば
武
力
衝
突
に
向
か
う
。
日
中
間
の
ラ

イ
バ
ル
関
係
は
危
険
な
状
況
に
入
る
。 

 

日
清
戦
争
以
前
か
ら
、
日
本
が
軍
事
、
経
済
の
い
ず
れ
で
も
中
国
を
圧
倒
し
た
。
そ
れ
が
二
〇
一
〇
年
に
は
中
国
の
Ｇ

Ｄ
Ｐ
は
約
五
兆
八
八
一
二
億
ド
ル
と
な
り
、
と
う
と
う
日
本
の
上
に
い
っ
た
。
驚
く
べ
き
は
、
中
国
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
二
〇

年
前
、
日
本
の
わ
ず
か
一
割
強
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

中
国
に
は
今
「日
本
何
す
る
も
の
ぞ
」と
い
う
高
揚
感
が
あ
る
。
「
本
来
中
国
に
属
す
べ
き
島
が
、
こ
れ
ま
で
不
当
に
日

本
領
に
な
っ
て
き
た
、
こ
れ
を
取
り
返
し
た
い
」と
い
う
高
ぶ
り
が
あ
る
。
こ
れ
が
尖
閣
諸
島
への
領
有
権
主
張
と
し
て
現
れ
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る
。
他
方
、
日
本
に
は
、
「中
国
は
力
を
つ
け
て
き
た
か
ら
、
か
さ
に
か
か
っ
て
、
不
当
に
領
土
要
求
を
行
っ
て
い
る
」と
い
う

感
覚
が
あ
る
。 

さ
ら
に
、
尖
閣
諸
島
周
辺
に
眠
る
石
油
資
源
。
領
土
紛
争
の
過
去
の
経
緯
か
ら
み
る
と
、
尖
閣
諸
島
は
紛
争
の
起
こ

り
や
す
い
事
例
で
あ
る
。 

従
っ
て
尖
閣
諸
島
を
巡
り
、
い
か
に
紛
争
を
起
こ
さ
な
い
か
が
日
中
外
交
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
、
周
恩
来
、
鄧
小
平

主
導
の
下
に
、
次
の
合
意
（暗
黙
の
合
意
を
含
む
）が
成
立
し
て
い
た
。 

・領
土
の
主
権
を
め
ぐ
る
争
い
を
当
面
棚
上
げ
（外
交
関
係
で
領
有
権
を
主
張
し
あ
わ
な
い
）に
す
る
。
そ
の
こ
と
は
中
国

が
尖
閣
諸
島
に
対
す
る
日
本
の
領
有
権
を
容
認
し
、
こ
れ
に
対
す
る
武
力
行
使
を
抑
制
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。 

・こ
れ
を
担
保
す
る
た
め
、
最
も
紛
争
を
起
こ
し
や
す
い
漁
業
に
お
い
て
は
、
日
中
漁
業
協
定
を
締
結
す
る
。
こ
こ
で
は
自

国
船
を
管
理
し
、
相
手
国
の
船
の
管
理
は
相
手
国
に
委
ね
る
基
本
理
念
を
採
用
し
て
い
る
。 

 

二
〇
一
〇
年
、
菅
直
人
政
権
は
、
理
解
し
て
い
る
の
か
理
解
し
て
い
な
い
の
か
、
こ
の
原
則
を
次
々
と
破
っ
て
い
く
こ
と
と

な
る
。 

 

尖
閣
問
題
の
所
在
①
「
係
争
地
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
排
除
」 

 

平
成
二
二
年
六
月
八
日
、
菅
総
理
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
の
答
弁
書
に
署
名
し
た
。
そ
の
後
、
中
国
人
船
長
の
釈
放
に
関
し
、
一
〇
月
二
五
日
菅
総
理
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
記
者

会
見
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「国
内
法
に
よ
っ
て
粛
々
と
行
う
」が
、
内
閣
の
基
本
方
針
と
な
る
。 



-6- 

し
か
し
「領
有
権
の
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
」と
の
立
場
は
疑
問
が
あ
る
。 

①
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
中
国
は
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
と
み
な
し
て
い
る
。 

②
米
国
は
一
九
九
六
年
以
降
一
貫
し
て
「尖
閣
諸
島
で
日
中
の
い
ず
れ
の
立
場
も
支
持
し
な
い
」と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

二
〇
〇
四
年
三
月
二
四
日
、
エ
ア
リ
国
務
省
副
報
道
官
は
「尖
閣
の
主
権
は
係
争
中
で
あ
る
。
米
国
は
最
終
的
な
主

権
の
問
題
に
立
場
を
と
ら
な
い
」と
述
べ
て
い
る
。 

③
国
際
的
に
見
る
と
、
尖
閣
諸
島
は
紛
争
地
域
で
あ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
定
着
し
て
い
る
。 

米
中
央
情
報
局
（Ｃ
Ｉ
Ａ
）は
年
次
刊
行
物
「FA
C

T
 B

O
O

K

」に
「尖
閣
諸
島
に
中
国
は
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
て
い
る
」と
記

し
、
米
国
国
防
省
（ペ
ン
タ
ゴ
ン
）も
報
告
書
「中
華
人
民
共
和
国
の
軍
事
力
二
○
一
〇
年
版
」の
「領
土
紛
争
」の
項
に

尖
閣
を
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
英
国
放
送
協
会
（Ｂ
Ｂ
Ｃ
）は
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
五
日
、
尖
閣
諸
島
を
係
争
中
の

島
と
報
じ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
百
科
事
典
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（wikipedia

）英
語
版
は
、
尖
閣
諸
島
を
「主
権
を
巡
り
係
争
」と

記
し
て
い
る
。 

 

こ
う
し
て
見
る
と
、
や
は
り
国
際
的
に
「領
有
権
の
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
」と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
こ
と
を

理
解
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
菅
政
権
は
「領
有
権
の
問
題
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
」と
し
て
、
「国
内
法
で

粛
々
と
行
う
」方
針
を
出
し
た
。 

当
然
中
国
も
一
九
九
二
年
尖
閣
諸
島
を
自
国
領
と
し
て
い
る
の
で
将
来
「国
内
法
で
粛
々
と
行
う
」事
態
が
到
来
す

る
。 
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尖
閣
問
題
の
所
在
②
『
棚
上
げ
合
意
を
中
国
の
一
方
的
主
張
と
し
た
こ
と
』 

 
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
一
日
衆
議
院
安
全
保
障
委
員
会
議
事
録
は
前
原
外
務
大
臣
発
言
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

る
。 

 

「一
九
七
八
年
十
月
二
十
五
日
に
、
当
時
の
ト
ウ
シ
ョ
ウ
ヘイ
副
総
理
が
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
の
内
外
記
者
会
見
談
話

で
話
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

尖
閣
列
島
を
我
々
は
釣
魚
島
と
呼
ぶ
。
呼
び
名
か
ら
し
て
違
う
。
確
か
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
双
方
に
食
い
違
い

が
あ
る
。
国
交
正
常
化
の
際
、
双
方
は
こ
れ
に
触
れ
な
い
と
約
束
し
た
。
今
回
、
平
和
友
好
条
約
交
渉
の
際
も
、
同
じ

く
こ
の
問
題
に
触
れ
な
い
こ
と
で
一
致
し
た
。
中
国
人
の
知
恵
か
ら
し
て
こ
う
い
う
方
法
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
と
い
う

の
は
、
こ
の
問
題
に
触
れ
る
と
、
は
っ
き
り
言
え
な
く
な
る
。
確
か
に
一
部
の
人
は
こ
う
い
う
問
題
を
か
り
て
中
日
関
係

に
水
を
差
し
た
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
両
国
交
渉
の
際
は
こ
の
問
題
を
避
け
る
方
が
い
い
と
思
う
。
こ
う
い
う
問
題
は

一
時
棚
上
げ
し
て
も
構
わ
な
い
と
思
う
。
十
年
棚
上
げ
し
て
も
構
わ
な
い
。 

こ
う
お
っ
し
や
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ト
ウ
シ
ョ
ウ
ヘ
イ
氏
が
一
方
的
に
言
っ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
日

本
側
が
合
意
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。 

し
た
が
い
ま
し
て
、
結
論
と
し
て
は
、
棚
上
げ
論
に
つ
い
て
中
国
と
合
意
し
た
と
い
う
事
実
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」‥
‥ 

（日
中
平
和
条
約
の
交
渉
の
際
、
）
園
田
外
相
は
、
「尖
閣
諸
島
に
つ
い
て
は
今
度
の
話
し
合
い
の
中
で
は
持
ち
出
す
べ
き

で
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
基
本
的
な
考
え
で
し
た
」と
述
べ
、
実
質
棚
上
げ
を
図
っ
て
い
る
。 

 

さ
ら
に
鄧
小
平
が
「今
ま
で
ど
お
り
二
〇
年
で
も
三
〇
年
で
も
放
っ
て
お
け
」と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
園
田
外
相
は
「言
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葉
を
返
せ
ば
、
日
本
が
実
行
支
配
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
い
い
と
い
う
の
で
す
。
で
そ
れ
を
淡
々

と
言
う
か
ら
も
う
堪
り
か
ね
て
鄧
さ
ん
の
両
肩
を
グ
ッ
と
押
さ
え
て
『閣
下
、
も
う
そ
れ
以
上
い
わ
ん
で
下
さ
い
』人
が
見

て
い
な
け
れ
ば
鄧
さ
ん
に
『有
り
難
う
』と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
し
た
」と
い
う
感
想
を
持
っ
て
い
る
。 

こ
の
状
況
は
、
前
原
外
相
の
言
う
「ト
ウ
シ
ョ
ウ
ヘイ
氏
が
一
方
的
に
言
っ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
日
本
側
が
合
意
を
し
た
と

い
う
こ
と
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」と
表
現
で
き
る
状
況
か
。 

 

実
は
中
国
軍
部
も
「
棚
上
げ
の
廃
止
」
を
歓
迎 

  

問
題
は
「誰
が
」「な
ぜ
」「歴
史
を
歪
曲
し
よ
う
と
し
た
か
」で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
棚
上
げ
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
紛
争
を
起
こ
り
や
す
く
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。 

 

実
は
こ
の
「棚
上
げ
」合
意
の
廃
止
こ
そ
、
中
国
軍
部
が
望
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
七
日
付
香

港
時
事
は
次
の
報
道
を
行
っ
た
。 

 
 

「二
七
日
付
の
中
国
系
日
刊
紙
・香
港
商
報
に
よ
る
と
、
中
国
軍
系
の
学
術
団
体
・軍
事
科
学
学
会
の
副
秘
書
長
を

務
め
る
羅
援
少
将
は
こ
の
ほ
ど
、
尖
閣
諸
島
（中
国
名
・釣
魚
島
）に
関
し
、
か
つ
て
の
最
高
実
力
者
、
ト
ウ
小
平
氏
（故

人
）が
『論
争
を
棚
上
げ
し
、
共
同
開
発
す
る
』と
の
方
針
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『論
争
は
棚
上
げ
で
き
る
が
、
主
権

は
棚
上
げ
で
き
な
い
。
主
権
は
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』と
強
調
し
た
」 

こ
の
羅
援
少
将
の
発
言
は
多
く
の
中
国
軍
人
の
考
え
を
代
弁
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
国
は
、
従
来
か
ら
尖
閣
諸
島
は

自
国
の
も
の
と
主
張
し
て
き
た
。 
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中
国
の
軍
人
な
ど
国
粋
主
義
者
か
ら
、
「我
々
の
国
土
を
日
本
に
実
質
支
配
さ
れ
て
恥
ず
か
し
く
な
い
か
」と
い
う
台

詞
は
説
得
力
を
持
つ
。
で
き
た
ら
軍
事
行
動
を
起
こ
し
て
取
り
戻
し
た
い
。
し
か
し
、
周
恩
来
と
鄧
小
平
と
い
う
中
国
で

尊
敬
さ
れ
て
い
る
人
た
ち
が
棚
上
げ
論
の
創
設
者
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
に
挑
戦
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
で
き
な
い
。 

 

し
か
し
、
日
本
側
が
棚
上
げ
論
に
つ
い
て
日
中
間
に
合
意
が
な
い
と
い
う
な
ら
大
歓
迎
で
あ
る
。
堂
々
と
軍
事
行
動
を

と
れ
る
。 

 

尖
閣
諸
島
の
問
題
で
日
中
間
に
何
ら
合
意
な
く
、
日
中
双
方
が
国
内
法
で
粛
々
と
対
応
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
紛
争

に
な
る
。
我
々
は
、
次
の
リ
・ク
ワ
ン
ユ
ー
元
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
首
相
の
発
言
に
耳
を
傾
け
て
良
い
。 

「尖
閣
諸
島
は
紛
争
に
な
る
。
中
国
は
海
軍
を
送
る
。
今
は
日
本
の
海
軍
の
力
が
強
い
が
一
〇
年
後
日
本
よ
り
強
い
海

軍
を
持
つ
。
そ
れ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（二
〇
一
〇
年
九
月
二
九
日
「straitstim

es

」紙
報
道
）。
‥
‥ 

「中
国
は
一
〇
年
後
日
本
よ
り
強
い
海
軍
を
持
つ
」、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
て
尖
閣
諸
島
の
対
応
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

中
国
も
一
枚
岩
で
は
な
い 

  

我
々
が
十
分
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
中
国
と
い
っ
て
も
一
枚
岩
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
自
分
た
ち
が
「主

権
」と
み
な
す
も
の
を
、
軍
事
力
を
使
用
し
て
も
獲
得
す
る
の
が
正
義
と
見
る
人
々
も
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
軍
事
力

を
使
用
す
る
こ
と
は
中
国
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
を
も
た
ら
す
と
主
張
す
る
人
々
も
い
る
。
前
者
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
尖
閣

だ
け
で
は
な
い
。
他
の
領
土
問
題
も
あ
る
。
こ
こ
で
ど
う
い
う
態
度
に
出
る
か
を
注
視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
‥
‥
南
沙
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諸
島
への
対
応
で
、
中
国
は
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）諸
国
と
軍
事
的
紛
争
を
避
け
る
合
意
を
行
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
中
国
国
内
で
平
和
的
に
解
決
を
推
進
す
る
グ
ル
ー
プ
と
、
軍
事
力
で
少
し
で
も
中
国
の
権
益
を
広
め
よ
う
と

す
る
勢
力
が
存
在
す
る
。 

 

日
本
は
尖
閣
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
中
国
に
は
一
方
に
軍
事
力
で
奪
取
せ
ん
と
す
る
グ
ル
ー
プ
が
い
る
、
別
の
一

方
で
は
尖
閣
諸
島
で
紛
争
を
避
け
た
い
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
い
る
、
そ
れ
を
認
識
し
て
政
策
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
、

日
本
は
中
国
の
後
者
と
い
か
に
互
い
に
理
解
し
協
力
関
係
を
強
化
す
る
か
が
重
要
な
こ
と
と
思
う
。 


