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現
在
、
領
土
問
題
を
め
ぐ
り
近
隣
諸
国
と
の

関
係
が
悪
化
し
て
い
る
。

　

領
土
問
題
で
は
通
常
、係
争
中
の
両
国
共
に
言

い
分
が
あ
り
、
何
ら
か
の
権
益
保
護
を
め
ぐ
っ
て

対
立
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
当
事
者
間
で

解
決
策
を
見
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。

　

本
来
、政
治
的
な
利
益
の
調
整
は
不
可
能
で
は

な
い
が
、
国
民
レ
ベ
ル
で
議
論
が
熱
く
な
っ
て
い
る

場
合
、そ
う
し
た
調
整
も
困
難
に
な
り
、硬
直
状

態
に
陥
る
。

　

今
回
は
、
日
本
の
武
道
的
な
観
点
か
ら
、
そ
う

し
た
領
土
問
題
の
解
決
策
を
考
察
し
て
い
こ
う
。

　

領
土
問
題
で
は
、兎
角
、同
じ
土
俵
に
立
って
相
手

を
非
難
し
合
い
、問
題
が
泥
沼
化
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

日
本
の
武
道
の
観
点
か
ら
は
、
そ
も
そ
も
同
じ

「
位
」
に
立
って
勝
負
を
す
る
の
は
賢
い
戦
い
方
と

は
言
え
な
い
。

　

武
道
に
は「
位
の
勝
負
」と
い
う
概
念
が
あ
る
。

こ
れ
は
小
さ
な
視
点
で
攻
め
て
く
る
相
手
に
対
し

て
、大
義
を
含
め
て
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
対
峙

す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　

個
人
の
武
道
で
言
え
ば
、「
位
」に
あ
た
る
の
は
、

こ
れ
ま
で
本
連
載
で
述
べ
て
き
た「
中
心
力
」で
あ

り
、
高
位
高
所
か
ら
考
え
行
動
す
る
者
ほ
ど「
格

が
高
い
」存
在
に
な
る
。山
岡
鉄
舟
の
無
刀
流
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、「
格
の
違
い
」を
示
せ
る
く
ら
い

実
力
が
つ
い
た
状
態
に
な
れ
ば
、
刀
を
使
わ
な
く

と
も
、相
手
が
敵
対
心
を
失
って
し
ま
う
。

　

武
道
に
は
、「
格
の
違
い
」に
よ
り
、
民
心
を
掌

握
し
、
さ
ら
に
は
敵
対
者
に
た
い
す
る
包
容
同
化

力
で
戦
い
を
制
す
る
と
い
う
、
平
時
〜
戦
時
〜
平

時
の
領
域
ま
で
を
兵
法
の
概
念
の
中
に
含
め
て
い

る
。そ
う
い
う
意
味
で
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ビ
ッ
ツ
や
孫
子

よ
り
も
幅
の
広
い「
戦
い
」の
概
念
を
持
って
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
ど
こ
か
ら
こ
の
よ
う
な
武
の
視
点
が
生

ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？

神
話
に
見
ら
れ
る
日
本
の
武
の
原
点

　

日
本
の
武
道
場
に
は
神
棚
が
あ
る
。一
般
的
に

は
、鹿
島
・
鹿
取
の
武
神
を
祭
って
、神
の
御
前
で

心
身
を
鍛
練
す
る
。そ
の
理
由
は
、
そ
の
神
が
日

本
の
武
の
あ
る
べ
き
姿
を
神
話
の
中
で
示
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、鹿
島
の
神「
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
カ
ミ
」の

「
国
譲
り
」
の
話
が
あ
る
。ま
さ
に
国
と
国
の
統
治

に
つい
て
の
交
渉
が
展
開
さ
れ
る
物
語
だ
。

　

高
天
原
の
命
を
受
け
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」

は
葦
原
中
国
の
国
造
り
を
進
め
て
い
た
。し
か
し
、

ひ
ど
く
騒
が
し
く
乱
れ
て
い
る
様
子
。「
ア
マ
テ
ラ

ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
」は
自
ら
の
子
孫
に
こ
の
国
を
統
治

さ
せ
る
こ
と
と
し
、
荒
れ
す
さ
ぶ
神
々
を
和
ら
げ

て
帰
順
さ
せ
よ
う
と
交
渉
を
重
ね
る
。

　

交
渉
は
度
々
失
敗
し
、つい
に
剣（
武
）の
神「
タ

ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
カ
ミ
」が
使
者
と
し
て
遣
わ
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

　
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」と
の
交
渉
が
始
ま
る
。こ

こ
で
は
交
渉
の
こ
と
を
「
こ
と
む
け
や
わ
す
」
と
表

現
し
て
い
る
。こ
れ
は「
言
葉
」を
向
け
て「
和
す（
や

わ
す
）」と
い
う
意
味
で
あ
る
。つ
ま
り
、
言
葉
を
向

け
て
平
和
を
交
渉
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
日
本
人
に
と
って
の「
平
和
」の
概
念
が

示
さ
れ
て
い
る
。「
た
い
ら
け
く
わ
す
」、す
な
わ
ち
ど

ち
ら
か一方
の
意
見
を
通
す
の
で
は
な
く
、
相
互
の

想
い
を「
平
ら
に
し
て
」お
互
い
が
自
律
し
て
協
力
し

合
え
る
状
態
を「
平
和
」と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

で
は
そ
の「
こ
と
む
け
」の
内
容
は
ど
う
だ
っ
た
か

と
言
う
と
、
そ
の
基
本
は「
い
か
に
相
手
の
尊
厳
を

守
り
な
が
ら
納
得
さ
せ
る
か
」と
い
う
点
に
あ
る
。

　

神
話
の
中
で
は
、「
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
カ
ミ
」
は
、

「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」の
尊
厳
を
子
子
孫
孫
ま
で

守
り
通
す
こ
と
を
約
束
し
、「
祭
り
」と
い
う
形
を

通
じ
て
そ
の
存
在
を
永
遠
に
敬
う
こ
と
を
誓
う
。

そ
の
た
め
に
出
雲
大
社
と
い
う
日
本
一の
お
社
を
建

て
る
。（
そ
の
約
束
は
現
在
ま
で
守
ら
れ
て
い
る
）

　

ま
た
同
時
に
、「
位
の
違
い
」
も
示
す
。そ
れ
は

統
治
の
概
念
の
違
い
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い

る
。「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」
の
統
治
の
仕
方
は

「
う
し
は
け
る
」と
言
って
、
こ
れ
は「
私
」の
管
理

下
に
置
く
と
い
う
意
味
で
あ
る
。つ
ま
り「
私
の
も

の
と
し
て
領
民
、
領
域
を
支
配
す
る
」
と
い
う
統

治
の
仕
方
だ
っ
た
。

　
一方
、こ
れ
に
対
し
て「
ア
マ
テ
ラ
ス
オ
オ
ミ
カ
ミ
」の

そ
れ
は
、「
し
ろ
し
め
す
」統
治
だ
っ
た
。「
し
ろ
し
め

す
」と
は「
知
る
」の
尊
敬
語
で
、「
統
治
と
は
領
民
の

心
や
状
況
を
知
る
こ
と
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
な
言
葉
で「
き
こ
し
め
す
」（
人
の
意

見
、声
を
聞
く
）、「
み
そ
な
わ
す
」、（
人
の
様
子
や

行
い
を
見
る
）
等
も
あ
る
が
、
要
す
る
に
見
た
り

聞
い
た
り
を
通
じ
て
、
人
々
の
生
活
や
考
え
を
知

る
こ
と
で
民
意
を
集
約
し
、
す
べ
て
の
人
々
が
幸

福
に
な
る
よ
う
な
統
治
を
す
る
と
い
う
意
味
だ
。

　

当
然
、「
し
ろ
し
め
す
」統
治
は
、
私
物
と
し
て

支
配
す
る
統
治
に
比
べ
て
、
国
民
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
よ
ほ
ど
上
等
な
統
治
と
言
え
る
。国
民
に

と
って
ど
ち
ら
が
い
い
の
か
、と
い
う「
施
政
の
考
え

方
の
格
比
べ
」の
勝
負
に
な
る
わ
け
だ
。

　

そ
こ
で
「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」
は
納
得
を
し

て
国
を
譲
る
こ
と
に
な
る
。

　

た
だ「
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」に
は
３
人
の
子
供

が
お
り
、う
ち
２
人
は
同
意
す
る
の
だ
が
、一番
下

の
子
供
は
納
得
せ
ず
に
「
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
カ
ミ
」

に
戦
い
を
挑
む
。

　

こ
こ
で
戦
い
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
時
タ
ケ
ミ
カ

ヅ
チ
ノ
カ
ミ
は
、「
こ
と
む
け
や
わ
す
」
交
渉
を
す

る
に
あ
た
り
、「
剣
を
サ
カ
シ
マ
に
突
き
立
て
、
そ

の
先
に
座
って
か
ら
交
渉
を
始
め
た
」
と
あ
る
。こ

の
剣
を
突
き
立
て
て
か
ら
交
渉
に
入
っ
た
と
い
う

辺
り
は
、
ひ
弱
な
平
和
主
義
と
は
ま
っ
た
く
違

う
。「
こ
と
む
け
や
わ
す
」に
あ
た
って
、
武
力
の
裏

付
け
を
し
っ
か
り
と
持
って
臨
ん
で
い
る
で
あ
る
。

　
「
こ
と
や
わ
し
、
ま
つ
ろ
わ
ぬ
者
は
討
つ
」と
い
う

の
が
戦
い
の
理
念
で
あ
る
。「
ま
つ
ろ
う
」と
は
祭
り

を
一つ
に
す
る
と
い
う
意
味
だ
。「
祭
り
」と
は
そ
も

そ
も
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
の
価
値
観
を
一つ
に
す
る
行
事

で
あ
る
。つ
ま
り
「
お
互
い
に
価
値
観
を
一つ
に
す

る
」、
お
互
い
が
一つ
の
価
値
観
に
ま
と
ま
ろ
う
と

す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
場
合
に
の
み
、
武
力
を
使

う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
武
力
の
使
い
方
に
も
正
義
の
道
理
が

あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

　
「
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
ノ
カ
ミ
」
は
、
３
番
目
の
息
子

「
タ
ケ
ミ
ナ
カ
タ
ノ
カ
ミ
」
と
戦
う
こ
と
に
な
る
訳

だ
が
、
武
力
で
は
相
手
を
圧
倒
す
る
。彼
を
諏
訪

の
地
ま
で
追
い
つ
め
て
戦
意
を
鎮
め
る
。そ
し
て
、

相
手
が一度
降
伏
し
た
ら
、
そ
の
扱
い
は「
オ
オ
ク

ニ
ヌ
シ
ノ
カ
ミ
」
に
対
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
丁
重

に
扱
う
。そ
の
諏
訪
の
地
に
お
社
を
建
て
、彼
の
尊

厳
を
永
遠
に
祀
る
と
い
う
治
め
方
を
す
る
の
で
あ

る
。「
ま
つ
ろ
う
も
の
」は
、
と
も
に
尊
厳
の
共
存
を

保
ち
共
存
を
図
る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
武
力
行
使
も
、
そ
の
後
の
戦
後
処

理
も
、
神
話
の
中
で
は一つ
の
確
固
た
る
思
想
で
貫

ぬ
か
れ
て
い
る
。

武
の
伝
統
に
則
っ
た
明
治
外
交

　

こ
う
し
た
思
想
は
、
実
は
明
治
時
代
ま
で
わ
が

国
の
政
治
思
想
と
し
て
生
き
て
い
た
。

　

明
治
４
年
に
日
本
と
ロ
シ
ア
で
樺
太
の
国
境
策

定
を
め
ぐ
って
対
立
し
、
両
国
民
間
で
も
議
論
が

高
揚
し
た
の
だ
が
、当
時
明
治
天
皇
が
副
島
種
臣

を
全
権
と
し
て
派
遣
す
る
時
に
、
次
の
よ
う
に
命

ぜ
ら
れ
た
。

　
「
爾
種
臣
其
レ
機
宜
ニ
従
ヒ
其
事
ヲ
正
シ
兩
國

人
民
ヲ
シ
テ
其
慶
福
ヲ
保
タ
シ
メ
且
ツ
以
テ
交
誼

ノ
益
厚
ク
永
久
渝
ラ
サ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
是
朕
カ
深
ク

望
ム
所
ナ
リ
」

　
つ
ま
り
、
両
国
の
人
民
の
幸
福
を
維
持
し
て
長

期
的
な
友
好
関
係
が
結
べ
る
よ
う
な
解
決
策
を

模
索
す
る
よ
う
に
、と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

日
本
の
武
の
伝
統
に
沿
っ
た
方
針
が
建
て
ら
れ

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。神
話
か
ら
続
く
日
本

の
武
の
伝
統
に
は
、
我
こ
と
以
上
に
相
手
の
国
民

に
対
し
て
誠
意
を
尽
く
す
と
い
う
教
え
が
あ
る
。

第
三
者
が
見
て
も
、
自
国
利
益
だ
け
で
な
く
、
相

手
国
の
国
民
の
事
を
考
え
た
提
案
と
は
っ
き
り
分

か
る
誠
意
の
あ
る
交
渉
を
持
ち
か
け
る
の
だ
。

　

明
治
政
府
の
対
韓
外
交
を
め
ぐ
る
い
わ
ゆ
る

西
郷
・
大
久
保
論
争
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら

捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。当
時
、
大
久
保

利
通
と
西
郷
隆
盛
が
対
立
し
た
時
、
西
郷
は
明

ら
か
に
武
の
伝
統
に
則
っ
た
道
義
主
義
を
貫
徹
し

よ
う
と
し
て
い
た
。板
垣
退
助
た
ち
が
す
ぐ
に
で

も
武
力
を
使
え
と
息
巻
い
て
い
る
と
き
で
さ
え
、

西
郷
は
ま
ず
は
誠
意
を
尽
く
し
て
話
を
す
べ
き

と
訴
え
、
そ
の
た
め
に
自
分
が
朝
鮮
に
行
く
と
主

張
し
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
大
久
保
は
徹
底
し
た
合
理
主

義
を
主
張
し
、恥
を
か
こ
う
が
何
を
し
よ
う
が
自

国
利
益
を
優
先
さ
せ
て
、
西
郷
と
対
立
。こ
の
論

争
で
は
最
終
的
に
大
久
保
が
勝
ち
、西
郷
が
下
野

し
た
。

　

こ
こ
で
は
、近
代
国
家
以
降
の
わ
が
国
に
お
け
る

国
際
政
治
に
挑
む
基
本
方
針
を
め
ぐ
る
論
争
が

あ
っ
た
。ど
の
よ
う
な
政
治
思
想
で
外
交
交
渉
を

す
る
の
か
を
め
ぐ
る
最
後
の
戦
い
が
西
郷
と
大
久

保
の
間
で
戦
わ
さ
れ
、
日
本
は
大
久
保
の
勝
利
と

共
に
、
西
洋
合
理
主
義
的
な
路
線
で
そ
の
後
の
国

際
外
交
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
少
な
く
て
も
こ
の
時
点
ま
で
は
、
西

郷
の
よ
う
に
武
の
伝
統
に
し
た
が
っ
た
政
治
思
想

に
基
づ
く
外
交
を
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
存
在

し
て
い
た
。西
郷
は
神
話
と
同
じ
事
を
や
ろ
う
と

し
て
い
た
の
だ
。最
後
ま
で
誠
意
を
尽
く
し
、
妥

協
の
た
め
の
オ
フ
ァ
ー
ま
で
用
意
し
、そ
れ
で
も
駄

目
な
場
合
に
の
み
、
武
力
に
訴
え
る
。相
手
に
対

し
て
、
誠
意
を
尽
く
し
た
分
、
道
義
的
に
は
優
位

な
立
場
に
立
て
る
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
国
際
政
治
で
は
、
力
の
あ
る
物
が
実
力

を
使
っ
て
大
義
を
勝
ち
取
っ
て
し
ま
う
。ア
メ
リ
カ

の
外
交
が
い
い
例
だ
。し
か
し
、長
い
目
で
見
れ
ば
、

そ
の
国
の
力
が
衰
え
れ
ば
力
で
つ
く
り
あ
げ
た
大

義
は
崩
れ
て
し
ま
う
。

　

よ
り
長
い
歴
史
を
考
え
た
と
き
に
、一つ一つ
の
行

動
が
道
義
主
義
で
貫
徹
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、

国
家
の
存
続
の
上
で
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
何
も
実
力
の
な
い
平
和
主
義
な
ど

役
に
立
た
ず
、武
道
の
観
点
か
ら
言
え
ば
平
和
を

目
指
し
な
が
ら
も
一
方
で
実
力
を
つ
け
て
い
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

　

現
在
の
よ
う
な
合
理
主
義
だ
け
の
交
渉
で
は
、

弱
肉
強
食
が
よ
り
一層
顕
著
に
な
る
ば
か
り
だ
。

　

現
代
の
領
土
問
題
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え

る
な
ら
ば
、
係
争
地
に
つ
い
て
両
国
の
人
民
双
方

に
と
っ
て
よ
り
満
足
の
で
き
る
、
よ
り
発
展
的
な

解
決
策
を
提
案
で
き
た
方
が「
格
の
高
い
」戦
い
を

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
論
法
で
行
け
ば
、
現
在
の
国
境
と
い
う
概

念
す
ら
捨
て
る
発
想
が
必
要
だ
。現
在
の
国
境

と
は
、明
確
な
権
利
の
排
他
的
独
占
ラ
イ
ン
を
記

し
た
も
の
で
あ
り
、こ
の
国
境
概
念
が
当
た
り
前

に
な
って
い
る
。し
か
し
、
国
と
国
の
境
を
、
そ
れ

ぞ
れ
の
独
占
的
な
占
有
権
を
下
に
画
一
的
に
引
い

て
い
く
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
を
変
え
て
し
ま
う

よ
う
な
、
新
し
い
提
案
を
し
て
い
く
時
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

両
国
民
だ
け
で
な
く
世
界
か
ら
見
て
も
、
も
っ

と
も
有
効
な
地
域
の
活
用
の
仕
方
を
提
案
し
、世

界
中
の
国
境
問
題
の
管
理
の
仕
方
の
モ
デ
ル
を
提

示
す
る
、
そ
の
よ
う
な
新
た
な
国
境
管
理
の
提
案

ま
で
で
き
る
よ
う
な
発
想
が
必
要
だ
。

　

武
道
が
神
話
に
ま
で
遡
って
探
求
し
て
き
た
工

夫
は
、
十
分
に
現
代
的
な
意
味
を
持
つ
。か
つ
て
の

指
導
者
た
ち
は
、武
道
の
稽
古
を
通
じ
て
政
治
や

行
政
の
在
り
方
を
体
得
し
て
い
た
。日
本
の
武
道

に
は
、政
治
的
発
想
、行
政
的
な
発
想
を
鍛
錬
す

る
方
法
が
内
包
し
て
い
る
。長
い
戦
い
の
実
践
経

験
か
ら
、ど
の
よ
う
な
戦
い
を
す
れ
ば
、よ
り
安
定

し
た
社
会
の
発
展
が
可
能
と
な
る
か
。そ
う
し
た

発
想
が
体
系
的
に
稽
古
の
中
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ

て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

勝
負
の
前
の
作
法
、戦
う
前
に
礼
を
尽
く
す
こ

と
の
意
味
、戦
い
方
の
あ
る
べ
き
姿
、そ
し
て
勝
負

が
決
し
た
後
の
対
応
ま
で
が
一つ
の
セ
ッ
ト
に
な

り
、武
道
の
稽
古
に
な
って
い
る
。

　

領
土
問
題
を
中
心
に
多
く
の
難
問
に
直
面
す

る
日
本
の
指
導
者
た
ち
は
、
今
こ
そ
武
の
原
点
へ

遡
り
、
長
い
人
類
の
歴
史
の
中
で
評
価
さ
れ
る
道

義
に
基
づ
い
た
外
交
を
展
開
す
べ
き
で
あ
る
。
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「至誠」
武士道


