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近
年
、
南
中
国
海
の
海
域
に
分
布
す
る
島
々
の
領

有
権
は
じ
め
、
釣
魚
島
（D

iaoyu	Island

）
を
め
ぐ

る
紛
争
が
マ
ス
コ
ミ
を
賑
わ
し
て
久
し
い
。
こ
れ
ら

の
問
題
に
つ
い
て
、
文
化
人
類
学
専
攻
者
と
し
て
、

授
業
時
に
質
問
を
受
け
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
。
き
ち

ん
と
お
答
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
、
い
や

で
も
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

日
本
と
の
縁
―
20
・
21
世
紀
の
渡
来
人

我
が
家
の
母
方
親
族
は
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
日

本
と
の
縁
が
あ
る
。
清
末
（
お
そ
ら
く
大
正
期
）、
曾

外
祖
父
（
１
８
７
４
～
１
９
２
９
）
が
孫そ
ん

中ち
ゅ
う

山ざ
ん

（
孫
文
）

に
追
随
し
て
早
稲
田
に
留
学
。
ち
ょ
う
ど
か
の
有
名

な
小
説
『
留り
ゅ
う

東と
う

外が
い

史し

』
の
著
者
、
不ふ

肖し
ょ
う

生せ
い

と
ほ
ぼ

同
時
代
。
帰
国
後
、
江
蘇
省
に
帰
っ
た
彼
は
革
命
党

の
新
聞
を
つ
く
る
た
め
に
家
財
を
注
ぎ
込
み
、
の
ち

に
北
平
政
府
財
政
部
に
職
を
得
た
。
２
代
目
は
外
祖

母
卜ぼ
く

珣し
ゅ
ん

華か

（
１
９
０
９
～
１
９
９
７
）。
１
９
３
５
～

１
９
４
５
年
、
封
建
的
な
大
家
族
で
の
閉
塞
的
な
結

婚
生
活
の
束
縛
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
官
費
留
学

に
合
格
し
て
歯
科
医
を
目
指
し
た
。
日
本
女
子
歯
科

医
学
専
門
学
校
を
卒
業
後
、
母
校
の
教
員
と
な
り
、

さ
ら
に
歯
科
医
と
し
て
開
業
。
夫
も
後
を
追
う
よ
う

に
２
人
の
娘
を
連
れ
て
東
京
に
来
て
、
内
科
医
の
勉

強
を
し
た
。
母
は
３
代
目
に
あ
た
る
。
外
祖
母
が
子

連
れ
官
費
留
学
だ
っ
た
の
で
、
大お

姨ば

が
現
在
の
東
京

女
子
医
科
大
学
、
母
は
目
黒
区
の
洗
足
学
園
で
学
ん

だ
。
１
９
５
０
年
代
前
半
の
ロ
シ
ア
留
学
を
経
て
長

年
、
大
学
で
ロ
シ
ア
語
を
教
え
て
い
た
母
は
中
日
国

交
回
復
後
、
教
師
の
不
足
で
急
遽
日
本
語
で
教
鞭
を

と
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
図
ら
ず
も
日
本
留
学
、

滞
在
４
代
目
（
１
９
８
６
年
～
）
と
な
っ
た
わ
た
し
の

日
本
と
の
出
会
い
は
、
１
９
７
６
年
の
唐
山
大
地
震

後
。
北
京
で
開
講
さ
れ
た
日
本
語
ラ
ジ
オ
講
座
を
、

暇
つ
ぶ
し
に
毎
日
聴
講
す
る
う
ち
に
、
１
９
７
７
年

に
大
学
入
試
制
度
が
文
化
大
革
命
後
の
約
十
年
後
に

復
活
。
翌
年
、
日
本
語
で
受
け
た
北
京
大
学
へ
の
入

学
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
１
９
９
０
年
代
以
後
、

妹
一
家
も
東
京
に
暮
ら
す
よ
う
に
な
る
が
、
姪
が
５

代
目
と
な
る
。

前
置
き
が
や
や
饒
舌
に
な
っ
た
。
わ
た
し
は
数
年

前
か
ら
〝
不
入
村
子
、焉
知
村
民
〟（
村
に
入
ら
ず
ん
ば
、

村
人
を
知
ら
ず
）
の
想
い
で
高
知
市
に
最
も
近
い
山

村
に
移
住
し
た
。
大
学
の
前
任
が
限
界
集
落
と
い
う

言
葉
の
生
み
の
親
で
あ
る
大
野
晃
先
生
。
疲
弊
す
る

日
本
の
村
落
社
会
、
土
地
制
度
に
が
ん
じ
が
ら
め
に

束
縛
さ
れ
、
新
規
就
農
も
ま
ま
な
ら
ぬ
日
本
の
農
業
。

都
市
部
は
も
と
よ
り
、
ム
ラ
で
さ
え
、
自
力
救
済
と

い
う
か
つ
て
の
合
言
葉
が
も
う
死
語
に
近
い
。
土
佐

は
ま
さ
に
現
代
日
本
の
縮
図
。
移
住
し
た
ム
ラ
に
は
、

米
国
人
や
波ポ
ー
ラ
ン
ド蘭
人
の
隣
人
が
い
て
、
琉
球
出
身
の

家
人
が
参
加
す
る
20
軒
足
ら
ず
の
寄
合
の
席
を
、
日

本
国
籍
で
な
い
常
連
が
２
戸
も
占
め
て
い
る
。
わ
た

し
は
そ
こ
で
「
土
佐
か
ら
世
界
が
見
え
る
」
と
考
え
、

自
分
な
り
の
地
域
社
会
学
を
試
み
て
き
た
。
民
俗
学

者
宮
本
常
一
の
記
録
し
た
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
（
学

生
曰
く
「
知
ら
な
か
っ
た
」
日
本
人
だ
よ
ぉ
）
を
掘
り
起

こ
し
、
病
め
る
現
代
社
会
の
処
方
箋
を
探
る
の
が
課

題
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ご
縁
あ
っ
て
、
ア
ジ
ア
人
と
し
て
、

地
球
人
と
し
て
、
大
学
で
「
地
域
社
会
学
」
と
い
う

ポ
ス
ト
で
実
践
す
る
在
日
中
国
人
と
し
て
、
ム
ラ
の

村
民
と
し
て
、
と
い
う
の
が
わ
た
し
の
立
場
。

甲
午
戦
争
の
故
地
を
訪
ね
て

さ
て
、
今
夏
の
帰
省
時
に
再
度
山
東
半
島
を
訪
ね
、

秦
の
始
皇
帝
東
巡
（
紀
元
前
２
１
９
年
）
の
地
、
文
登

や
道
教
全
真
派
の
聖
地
、
崑こ
ん

山さ
ん

を
訪
れ
る
う
ち
に

最
東
端
の
威
海
ま
で
足
を
運
ん
だ
時
、
か
の
有
名
な

劉り
ゅ
う

公こ
う

島と
う

が
眼
前
に
あ
っ
た
。
こ
こ
は
近
代
史
上
、
忘

れ
て
は
な
ら
ぬ
記
憶
に
新
し
い
あ
の
威
海
衛
。
つ
ま

り
、
甲
午
戦
争
（
１
８
９
４
年
７
月
25
日
の
豊
島
海
戦
～

１
８
９
５
年
４
月
17
日
「
馬
関
条
約
」
の
調
印
）
の
主
舞

台
と
な
っ
た
場
所
だ
。
す
っ
か
り
観
光
地
化
し
た
劉

公
島
に
は
「
甲
午
戦
争
博
物
館
」
が
あ
り
、
わ
た
し

は
そ
こ
で
久
々
に
映
画
『
甲
午
戦
争
』
を
鑑
賞
し
、

感
無
量
で
あ
っ
た
。

中
国
近
代
史
の
幕
開
け
と
な
っ
た
の
は
１
８
４
０

ゆ

20
・
21
世
紀
の
渡
来
人
と
日
本

―
ア
ジ
ア
の
心
が
世
界
平
和
を
繋
ぐ
―

蕭
　
紅
燕
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年
。
英
国
が
引
き
起
こ
し
た
鴉あ

片へ
ん

戦
争
に
よ
っ
て
、

中
国
は
半
封
建
、
半
植
民
地
と
な
っ
て
し
ま
い
、
さ

ら
に
「
脱
亜
入
欧
」
を
は
か
る
日
本
と
の
関
係
が
逆

転
し
た
の
は
甲
午
戦
争
。
戦
争
に
敗
れ
た
清
国
は
侮

辱
的
な
不
平
等
条
約
「
馬
関
条
約
」
の
調
印
を
強
い

ら
れ
、
台
湾
、
澎
湖
及
び
そ
の
附
属
の
島
の
日
本
へ

の
割
譲
は
じ
め
、
内
陸
部
港
湾
都
市
の
開
放
、
莫
大

な
賠
償
金
、
日
本
製
品
の
免
税
な
ど
理
不
尽
な
要
求

を
強
制
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
り
わ
け
植
民
地
台
湾
の

獲
得
に
よ
り
、
日
本
資
本
主
義
の
原
始
的
蓄
積
が
完

成
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
東
ア
ジ
ア
の
英
露
対
峙
の
局

面
を
変
え
、
１
９
０
２
年
の
英
日
同
盟
や
１
９
０
４

年
の
日
露
戦
争
の
契
機
を
つ
く
っ
た
。
一
方
、
そ
れ

ま
で
天
下
の
大
清
帝
国
は
西
欧
列
強
に
と
っ
て
、
ま

さ
に
〝
鯨
呑
蚕
食
〟（
弱
肉
強
食
）
の
対
象
と
な
っ
た
。

中
国
人
に
と
っ
て
の
近
代
史
と
は
、
西
欧
列
強
に
よ

る
侵
略
と
蹂
躙
に
虐
げ
ら
れ
た
多
難
な
時
代
で
あ
り
、

近
代
中
日
史
と
は
、
こ
れ
は
ま
た
侮
辱
的
な
不
平
等

条
約
は
じ
め
、
侵
略
と
蹂
躙
、
資
源
強
奪
の
ほ
か
は

な
か
っ
た
。
中
華
民
族
や
中
国
人
と
い
う
用
語
と
民ア
イ

族デ
ン

意テ
ィ

識テ
ィ

、
民ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

族
心
理
素
質
も
こ
の
時
代
背
景
の
も
と

で
形
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
輩
格
の
帝
国

主
義
、
植
民
地
主
義
者
の
西
欧
列
強
に
遅
れ
を
と
ら

ぬ
よ
う
、
ま
た
は
自
国
利
益
を
最
優
先
す
る
た
め
に
、

後
輩
と
し
て
中
国
へ
の
侵
略
に
い
ち
早
く
乗
り
出
し

た
日
本
は
欧
米
諸
国
よ
り
も
遥
か
に
残
酷
極
ま
る
仕

打
ち
を
近
隣
国
に
行
い
、
数
千
年
に
わ
た
っ
て
中
国

か
ら
多
大
な
恩
恵
を
浴
び
続
け
て
き
た
日
本
は
〝
以

徳
報
怨
〟（
徳
を
以
っ
て
怨あだ
に
報
い
る
）
ど
こ
ろ
か
、〝
落

井
下
石
〟（
井
戸
に
落
ち
た
人
を
助
け
出
さ
ず
、
か
え
っ
て

石
を
投
げ
る
）
よ
り
も
ひ
ど
い
行
為
を
お
こ
な
っ
た
。

釣
魚
島
の
領
土
問
題
云
々
と
は
、
ま
さ
に
甲
午
戦
争

以
後
、
植
民
地
と
な
っ
た
台
湾
と
の
関
連
無
し
で
は

考
え
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
前
近
代
の
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
は
じ
め
、

世
界
中
の
ど
こ
で
も
西
欧
列
強
の
侵
略
と
資
源
強
奪

が
蔓は
び
こ延
り
、
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
の
原
始
的
蓄
積
の

ほ
と
ん
ど
が
経
済
的
に
立
ち
遅
れ
た
国
や
地
域
、
民

族
の
血
と
涙
の
上
に
成
り
立
っ
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
？　

日
本
の
場
合
、
明
治
期
の
有
名
人
物
の
評

伝
、
主
要
財
閥
の
発
家
史
（
財
を
起
こ
す
経
緯
）
は
侵

略
戦
争
や
植
民
地
支
配
と
は
切
っ
て
も
切
れ
ぬ
関
係

に
あ
る
。
さ
ら
に
、
戦
後
日
本
の
復
興
や
高
度
成
長

を
支
え
た
基
盤
も
戦
争
景
気
と
米
国
の
支
持
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？　
〝
大
樹
底
下
好
乗
涼
〟（
寄
ら
ば
大
樹

の
蔭
）
の
気
持
ち
は
わ
か
ら
な
い
で
も
な
い
。
し
か

し
、
明
治
以
来
、
日
本
が
こ
こ
ま
で
し
て
手
に
入
れ

た
の
は
何
か
？　

沖
縄
を
犠
牲
に
し
て
米
軍
基
地
を

つ
く
っ
た
日
本
は
い
ま
米
国
植
民
地
そ
の
も
の
で
は

な
い
か
？　
〝
為
虎
作
倀
〟（
虎
に
食
わ
れ
て
死
ん
だ
人
が

鬼
と
な
っ
て
、人
殺
し
の
手
助
け
を
す
る
）的
な
行
為
を
い

つ
ま
で
続
け
、
遠
交
近
攻
的
な
政
策
を
と
る
の
か
？

ア
ジ
ア
の
心
が
世
界
平
和
を
繋
ぐ

昨
今
の
い
わ
ゆ
る
「
先
進
国
」
対
後
進
国
の
構
図

も
傲
慢
と
偏
見
に
満
ち
て
お
り
、
西
欧
文
明
的
価
値

観
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
。
欧
米
以
外
の
国
々
は

近
代
化
と
文
化
伝
統
の
変
容
、
葛
藤
を
余
儀
な
く
課

せ
ら
れ
、
日
本
も
決
し
て
例
外
で
は
な
い
。
と
り
わ

け
不
景
気
に
陥
る
と
、
た
ち
ま
ち
右
翼
的
言
動
が
目

立
ち
、
わ
た
し
の
住
む
山
村
に
ま
で
右
翼
の
宣
伝

カ
ー
が
平
気
で
軍
歌
を
鳴
ら
し
て
巡
回
し
た
り
し
て

い
る
。
こ
れ
で
果
た
し
て
戦
争
へ
の
反
省
が
あ
る
の

だ
ろ
う
か
？　

ド
イ
ツ
人
の
よ
う
に
過
去
に
犯
し
た

罪
を
真
剣
に
受
け
止
め
、
償
わ
な
け
れ
ば
ど
う
し
て

近
隣
国
の
信
頼
を
得
、
新
た
な
一
歩
を
踏
み
出
せ
る

の
か
？　

そ
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
反
省
を
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
の
不
義
な
る
戦
争
と
侵
略

を
省
み
ず
、
自
分
に
不
利
な
過
去
は
い
と
も
簡
単
に

帳
消
し
に
す
る
の
は
、
植
民
地
主
義
者
た
ち
の
共
通

項
の
よ
う
だ
。

近
代
化
の
弊
害
を
憂
え
る
明
治
期
の
岡
倉
天
心
著

『
茶
の
本
』『
日
本
の
目
覚
め
』『
東
洋
の
理
想
』
を

こ
の
頃
読
み
直
し
て
お
り
、
共
鳴
を
覚
え
る
こ
と
が

多
々
あ
る
。
ぜ
ひ
ご
一
読
を
お
薦
め
し
た
い
。

中
国
は
歴
史
上
、
ど
ん
な
に
強
い
時
代
で
も
他
国

へ
の
侵
略
は
も
っ
て
の
ほ
か
、
む
し
ろ
世
界
諸
国
と

の
貿
易
に
力
を
注
い
で
き
た
。
明
代
の
〝
鄭て
い

和わ

七
下

西
洋
〟（
鄭
和
、
西
洋
を
下
る
）
は
ま
さ
に
貿
易
の
旅

で
あ
り
、
中
華
文
明
と
平
和
理
念
を
伝
播
す
る
旅
で

あ
っ
た
。
世
界
の
真
な
る
平
和
を
ど
う
す
れ
ば
実
現

で
き
る
か
？　

中
国
な
ら
で
は
の
世
界
貢
献
、
日
本

な
ら
で
は
の
世
界
貢
献
が
あ
る
は
ず
。
一
言
で
い
う

な
ら
、
欲
に
奔は
し

ら
ず
、
知
足
の
想
い
で
持
続
可
能
な

発
展
を
念
頭
に
人
口
も
適
正
規
模
に
押
さ
え
て
お
き
、

野
生
動
物
や
植
物
と
の
共
生
を
は
か
り
、
多
様
な
価

値
観
と
文
化
の
共
生
が
あ
っ
て
初
め
て
、
人
類
の
平

和
が
訪
れ
る
だ
ろ
う
。

（
し
ょ
う
・
こ
う
え
ん
／
高
知
大
学
人
文
学
部
地
域
社
会
学

研
究
室
、
社
会
学
博
士
）


