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尖
閣
問
題
と
日
本
外
交

浅
井
基
文

中
国
は
何
を
怒
っ
て
い
る
の
か

ま
ず
、
中
国
が
何
に
つ
い
て
怒
っ
て
い
る
の
か
を

ハ
ッ
キ
リ
さ
せ
た
い
。
中
国
が
怒
っ
て
い
る
原
因
は
、

大
き
く
い
っ
て
３
つ
あ
る
。
第
１
の
直
接
の
原
因

は
、
野
田
政
権
が
尖
閣
諸
島
（
釣
魚
島
）
の
現
状
を

一
方
的
に
変
更
す
る
国
有
化
を
行
っ
た
こ
と
だ
。
こ

れ
が
中
国
側
の
逆
鱗
に
触
れ
た
の
は
第
２
、
第
３
の

よ
り
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
か
ら
だ
。
即
ち
第
２
の

原
因
は
、
尖
閣
諸
島
の
領
土
的
帰
属
に
つ
い
て
日
中

間
に
紛
争
が
あ
る
（
日
中
双
方
が
領
有
を
主
張
し
て
対
立

が
あ
る
）
と
い
う
こ
と
は
、
自
民
党
政
権
の
時
代
か

ら
日
本
側
も
認
め
て
い
た
こ
と
な
の
に
、
２
０
１
０

年
に
起
こ
っ
た
い
わ
ゆ
る
中
国
漁
船
衝
突
事
件
を
機

に
、
民
主
党
政
権
は
「
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」

と
言
い
だ
し
た
（
つ
ま
り
、
中
国
側
の
主
張
を
完
全
に
無

視
し
た
）
こ
と
だ
。
中
国
側
の
怒
り
を
決
定
的
に
し

た
の
が
第
３
の
原
因
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
中
の
友

好
関
係
を
重
ん
じ
、
尖
閣
問
題
は
後
々
解
決
す
る
こ

と
と
し
て
当
面
は
棚
上
げ
に
す
る
と
い
う
こ
と
（
い

わ
ゆ
る
棚
上
げ
合
意
）
で
１
９
７
２
年
及
び
１
９
７
８

年
に
日
中
首
脳
レ
ベ
ル
で
の
合
意
が
達
成
さ
れ
て
い

る
の
に
、
民
主
党
政
権
は
そ
う
い
う
最
高
レ
ベ
ル
で

の
合
意
の
存
在
自
体
を
否
定
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
日
中
間
に
領
土
紛
争
が
あ
る
こ
と
は
双

方
納
得
済
み
で
あ
り
、
し
か
も
、
日
中
友
好
重
視
の

た
め
に
こ
の
紛
争
を
棚
上
げ
に
し
て
お
く
と
い
う
共

通
認
識
及
び
了
解
だ
っ
た
の
に
、
民
主
党
政
権
は
そ

の
双
方
を
否
定
し
、
無
視
し
て
国
有
化
を
強
行
し
た

と
い
う
こ
と
で
、
中
国
は
怒
っ
て
い
る
の
だ
。
明
ら

か
に
非
は
民
主
党
政
権
に
あ
り
、
中
国
側
の
怒
り
は

当
然
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
国
は
な
ぜ
怒
っ
て
い
る
の
か

次
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
凝
り
固
ま
っ
た
人
は

と
も
か
く
、
私
た
ち
の
普
通
の
感
覚
で
は
、
尖
閣
諸

島
の
よ
う
な
小
さ
な
島
嶼
の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
、

中
国
（
政
府
だ
け
で
な
く
人
民
も
）
が
こ
の
よ
う
に
怒

る
理
由
が
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
（
日

本
人
の
中
で
は
、
何
に
代
え
て
も
尖
閣
を
死
守
す
べ
き
だ
と

心
底
考
え
る
人
は
少
数
で
は
な
い
か
と
思
う
）。
し
か
し
、

中
国
の
怒
り
の
所
在
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
私
た

ち
は
歴
史
感
覚
と
国
際
感
覚
を
フ
ル
に
働
か
せ
る
必

要
が
あ
る
。

【
歴
史
感
覚
を
働
か
せ
よ
う
】

ま
ず
私
た
ち
は
歴
史
感
覚
を
働
か
せ
る
必
要
が

あ
る
。
中
国
は
19
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
欧
米
列
強

の
侵
略
戦
争
で
半
植
民
地
化
さ
れ
、
多
く
の
領
土

を
奪
わ
れ
た
。
明
治
維
新
を
成
し
遂
げ
た
日
本
は
、

欧
米
列
強
に
な
ら
っ
て
中
国
を
支
配
し
よ
う
と
し
、

尖
閣
問
題
に
関
す
る
民
主
党
政
権
の
愚
か
と
し
か

い
い
よ
う
が
な
い
対
中
政
策
は
、
中
国
政
府
及
び
人

民
の
激
怒
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
私
が
危
機
感
を
覚

え
る
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
含
め
た
日
本
国
内
の
受
け

と
め
方
が
あ
ま
り
に
皮
相
的
な
次
元
に
留
ま
っ
て
い

て
、
中
国
側
の
深
刻
な
受
け
止
め
方
と
の
間
に
あ
ま

り
に
も
ギ
ャ
ッ
プ
が
大
き
い
こ
と
だ
。
日
中
関
係
が

戦
争
と
い
う
最
悪
の
危
険
性
を
は
ら
む
事
態
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
の
に
、
日
本
で
は
、
ご
く
一
部
の
好

戦
的
な
人
々
が「
好
機
来
た
れ
り
」と
ば
か
り
は
し
ゃ

い
で
い
る
の
を
除
け
ば
、
市
井
の
ほ
と
ん
ど
の
人
々

は
、
テ
レ
ビ
が
垂
れ
流
す
過
激
な
対
日
抗
議
デ
モ
の

映
像
に
眉
を
ひ
そ
め
、
中
国
及
び
中
国
人
に
対
す
る

マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
る
程
度
の
脳
天
気
さ

だ
。
私
た
ち
は
、
日
中
関
係
の
良
し
悪
し
が
日
中
両

国
の
み
な
ら
ず
、
ア
ジ
ア
ひ
い
て
は
世
界
の
平
和
と

安
定
そ
の
も
の
を
左
右
す
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
日
中
関
係
が
置
か
れ
て
い
る
危
機
的
な

状
況
を
打
開
し
、
克
服
す
る
た
め
に
私
た
ち
市
民
が

何
を
な
し
得
る
か
を
考
え
、
か
つ
、
速
や
か
に
行
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
判
断

材
料
を
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

特
集
１　
「
国
家
」
と
「
領
土
」
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尖閣諸島（釣魚島）

１
８
９
４
年
の
日
清
戦
争
以
後
１
９
４
５
年
に
至
る

ま
で
中
国
に
対
す
る
侵
略
戦
争
を
行
い
、
中
国
及
び

人
民
に
筆
舌
に
尽
く
せ
な
い
被
害
を
与
え
た
。
東
ア

ジ
ア
世
界
（
中
華
世
界
）
の
頂
点
に
あ
っ
た
中
国
は
、

欧
米
日
が
強
権
で
支
配
す
る
国
際
社
会
の
最
底
辺
で

呻
吟
す
る
地
位
に
ま
で
顚
落
し
た
。
こ
の
民
族
的
な

屈
辱
を
は
ね
返
し
て
真
の
独
立
を
回
復
し
、
奪
わ
れ

た
領
土
を
回
収
し
て
国
家
を
統
一
す
る
願
い
が
中
国

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
最
大
の
原
動
力
と
な
り
、
数
十

年
に
及
ぶ
抗
日
闘
争
・
戦
争
を
闘
う
（
戦
う
）
上
で

の
支
え
に
な
っ
た
。

そ
の
中
国
に
お
い
て
は
、
尖
閣
諸
島
は
、
歴
史
的

に
も
、
実
効
支
配
の
点
か
ら
も
、
ま
た
、
中
国
内
外

の
地
図
で
の
記
載
に
よ
っ
て
も
中
国
の
元
々
の
領
土

で
あ
り
、
そ
れ
が
日
清
戦
争
の
結
果
、
台
湾
及
び
そ

の
付
属
島
嶼
の
一
部
と
し
て
日
本
に
不
当
に
奪
わ

れ
た
と
認
識
さ
れ

て
い
る
。
第
二
次

世
界
大
戦
で
敗
北

し
た
日
本
は
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
を
受
け

入
れ
て
降
伏
し
た
。

中
国
は
、
同
宣
言

に
よ
り
釣
魚
島
は

台
湾
の
一
部
と
し

て
中
国
に
返
還
さ

れ
た
と
考
え
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
実

際
に
は
、
日
本
を

占
領
し
た
ア
メ
リ

カ
が
尖
閣
諸
島
を
支
配
し
、
沖
縄
返
還
協
定
で
日
本

に
「
勝
手
に
か
つ
不
法
に
」
引
き
渡
し
て
し
ま
っ
た
、

と
中
国
は
認
識
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背

景
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
中
国
が

な
ぜ
激
し
く
怒
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【
国
際
感
覚
を
働
か
せ
よ
う
】

国
際
感
覚
を
働
か
せ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

中
国
で
は
、
こ
の
問
題
が
優
れ
て
ア
メ
リ
カ
が
ら
み

で
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
中
国
か
ら
す
れ
ば
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
作
成
に
主
動
的
役
割
を
果
た
し
た
ア

メ
リ
カ
は
、
中
国
が
日
本
に
奪
わ
れ
た
領
土
の
返
還

を
支
持
し
、
協
力
す
る
べ
き
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

中
国
大
陸
に
共
産
党
政
権
が
成
立
し
た
こ
と
で
、
ア

メ
リ
カ
は
対
ア
ジ
ア
政
策
を
１
８
０
度
転
換
し
、
中

国
を
敵
視
し
、
台
湾
の
国
民
党
政
権
を
支
え
、
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
（
及
び
こ
れ
を
体
現
す
る
日
本
国
憲
法
）
に
基

づ
い
て
民
主
化
・
非
武
装
化
す
る
べ
き
日
本
を
サ
ン

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
対
日
平
和
条
約
及
び
日
米
安
保
条
約

で
対
米
従
属
国
家
と
し
て
独
立
さ
せ
た
。
そ
し
て
既

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
沖
縄
返
還
協
定
で
尖
閣
諸
島

を
日
本
に
引
き
渡
し
た
の
だ
。

確
か
に
米
中
関
係
は
、
１
９
７
２
年
の
ニ
ク
ソ
ン

訪
中
か
ら
１
９
９
１
年
の
ソ
連
解
体
ま
で
の
間
、
ソ

連
を
主
敵
と
す
る
こ
と
で
米
中
の
戦
略
が
一
致
し
て

い
た
た
め
に
緊
張
が
緩
和
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し

か
し
、
そ
の
後
は
、
中
国
の
急
速
な
台
頭
に
対
し
て

ア
メ
リ
カ
が
警
戒
感
を
強
め
て
、
米
中
関
係
は
複
雑

化
し
た
。
特
に
オ
バ
マ
政
権
に
な
っ
て
か
ら
の
ア
メ

リ
カ
は
、「
ア
ジ
ア
回
帰
」
戦
略
の
も
と
、
中
国
の

周
辺
諸
国
（
日
本
、
韓
国
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
イ
ン
ド
）
と
の
軍
事
的
結
び
つ
き

を
強
化
し
、
対
中
軍
事
包
囲
網
を
形
成
し
よ
う
と
し

て
い
る
、
と
中
国
は
認
識
し
て
い
る
。

【
ア
メ
リ
カ
の
二
枚
舌
】

中
国
と
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
と
の

間
に
は
島
嶼
領
有
権
を
め
ぐ
る
争
い
が
あ
る
が
、
そ

の
緊
張
が
近
年
に
な
っ
て
激
し
さ
を
増
し
て
き
た
の

は
、
オ
バ
マ
政
権
が
こ
れ
ら
諸
国
の
背
後
に
あ
る
か

ら
だ
、
と
中
国
は
確
信
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
は
領

土
問
題
で
「
い
ず
れ
の
国
の
主
張
に
対
し
て
も
与
し

な
い
」
と
す
る
中
立
の
姿
勢
を
宣
言
し
て
い
る
。
し

か
し
同
時
に
、
こ
れ
ら
諸
国
と
の
軍
事
関
係
を
強
化

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
中
国
か
ら
す
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
支
持
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
諸
国
が
中
国
に
対

し
て
強
硬
な
姿
勢
を
と
り
う
る
は
ず
が
な
い
と
受
け

と
め
ら
れ
る
の
だ
。
尖
閣
問
題
に
即
し
て
言
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
が
「
日
米
安
保
は
尖
閣
に
適
用
さ
れ
る
」

と
度
々
発
言
す
る
こ
と
が
、
民
主
党
政
権
の
中
国
に

対
す
る
上
記
の
強
気
な
姿
勢
を
支
え
て
い
る
、
と
中

国
は
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
尖
閣
問
題
を
は
じ
め
と

す
る
東
ア
ジ
ア
の
領
土
問
題
の
国
際
的
背
景
を
理
解

す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
国
が
何
故
か
く
も
怒
っ
て
い

る
の
か
が
は
じ
め
て
理
解
で
き
る
。

私
た
ち
は
ど
う
判
断
し
、
対
処
す
る
べ
き
か

そ
れ
で
は
、
私
た
ち
市
民
は
尖
閣
問
題
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
判
断
し
、
対
処
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
を
提
起
し
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特
集
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「
国
家
」と「
領
土
」

て
お
き
た
い
。

【
前
世
紀
的
遺
物
】

ま
ず
、
尖
閣
問
題
を
含
む
い
わ
ゆ
る
領
土
問
題
は
、

前
世
紀
的
遺
物
と
言
う
べ
き
歴
史
的
所
産
だ
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
直
結
し
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
激
発
を
呼
び
起
こ
す
。
確
か
に
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
中
国
を
含
む
多
く
の
発
展
途
上

国
に
あ
っ
て
は
、
今
日
も
な
お
国
家
的
統
一
を
維
持

す
る
た
め
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
役
割
を
果
た

し
て
い
る
。
ま
た
、「
中
央
政
府
が
な
い
国
際
社
会
」

と
い
う
本
質
は
21
世
紀
に
お
い
て
も
基
本
的
に
存
続

す
る
だ
ろ
う
か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
呼
び
起
こ

す
土
壌
が
早
急
に
な
く
な
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
。

し
か
し
、
私
た
ち
市
民
が
主
権
者
で
あ
る
日
本
に
お

い
て
は
、
尖
閣
（
竹
島
及
び
北
方
４
島
）
問
題
を
理
性

的
に
位
置
付
け
、
感
情
に
押
し
流
さ
れ
な
い
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
こ
と
は
直
ち
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
、
感
情
む
き
だ
し
の
民
主
党
政
権

（
ひ
い
て
は
永
田
町
政
治
全
般
）
及
び
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

の
論
調
に
引
き
ず
ら
れ
な
い
こ
と
が
最
低
限
の
出
発

点
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。

【
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
８
項
】

次
に
、
尖
閣
（
竹
島
及
び
北
方
４
島
）
に
関
し
て
は
、

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
（
第
８
項
）
で
処
理
方
針
が
明
確
に

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
べ
き
だ
。
そ
こ
で

は
「
日
本
国
ノ
主
権
ハ
本
州
、
北
海
道
、
九
州
及
四

国
竝
ニ
吾
等
ノ
決
定
ス
ル
諸
小
島
ニ
局
限
セ
ラ
ル
ベ

シ
」
と
あ
る
。「
吾
等
」
と
は
第
二
次
大
戦
で
日
本

に
勝
利
し
た
連
合
国
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
米
英
中

ソ
の
４
ヵ
国
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
の
「
固
有
の

領
土
」
で
あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
（
韓

国
（
朝
鮮
）、
ロ
シ
ア
）
に
属
す
る
と
「
吾
等
」
が
決

定
す
れ
ば
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
だ
。

仄そ
く

聞ぶ
ん

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
外
務
省
は
、
ポ
ツ

ダ
ム
宣
言
は
連
合
国
が
出
し
た
一
方
的
な
政
治
文
書

で
法
的
な
拘
束
力
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
乱
暴
な

主
張
を
行
っ
て
い
る
ら
し
い
。
し
か
し
、
昭
和
天
皇

が
１
９
４
５
年
８
月
14
日
に
出
し
た
終
戦
詔
書
も
、

同
年
９
月
２
日
に
署
名
し
た
降
伏
文
書
も
ポ
ツ
ダ
ム

宣
言
受
諾
を
明
記
し
て
い
る
。
外
務
省
の
主
張
は
実

に
荒
唐
無
稽
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
こ
の
主
張

を
認
め
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
実
に
見
苦
し
い
悪

あ
が
き
は
し
な
い
こ
と
だ
。

【「
固
有
の
領
土
」
論
再
考
】

第
３
に
、
尖
閣
（
竹
島
及
び
北
方
４
島
）
に
関
す
る

日
本
政
府
の
「
固
有
の
領
土
」
論
を
冷
静
に
吟
味
す

る
べ
き
だ
。
詳
述
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
尖
閣
に
つ

い
て
は
、
１
８
８
０
年
代
か
ら
90
年
代
の
日
本
政
府

文
献
の
記
載
か
ら
判
断
す
る
に
、
日
本
の
主
張
は
極

め
て
説
得
力
が
乏
し
い
と
私
は
判
断
す
る
。
竹
島
に

つ
い
て
も
、
日
本
の
朝
鮮
半
島
攻
略
の
歴
史
と
無
縁

と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
る
感
じ
だ
。北
方
４
島（
実

は
千
島
列
島
全
体
）
に
つ
い
て
は
、
米
ソ
・
ヤ
ル
タ

協
定
の
文
言
か
ら
見
て
も
、
ソ
連
が
樺
太
千
島
交
換

条
約
で
千
島
列
島
全
体
を
日
本
領
に
す
る
こ
と
を
約

束
し
た
歴
史
的
法
律
的
根
拠
（
つ
ま
り
日
本
の
領
土
で

あ
る
こ
と
）
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
厚
か
ま
し
さ
は
な

か
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
（
現
在
の
ロ
シ
ア
の
領
有

権
主
張
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
）。

【
国
際
司
法
裁
判
所
付
託
？
】

し
た
が
っ
て
第
４
に
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
第
８
項
を

甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
る
の
は
ど
う
し
て
も
納
得
が
い

か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
尖
閣
、
竹
島

及
び
北
方
４
島
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
日
本
と
し
て

は
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
態
度

表
明
を
行
う
こ
と
は
、
政
策
論
と
し
て
は
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
が
上
記
の
「
い
ず
れ
の
国

の
主
張
に
対
し
て
も
与
し
な
い
」
と
す
る
政
策
を

崩
さ
な
い
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
が
中

国
、
韓
国
（
朝
鮮
）、
ロ
シ
ア
の
立
場
に
同
意
す
れ
ば
、

日
本
の
「
固
有
の
領
土
」
論
に
は
関
係
な
く
、
尖
閣
、

竹
島
、
北
方
４
島
は
、
そ
れ
ぞ
れ
釣
魚
島
、
独
島
及

び
南
千
島
諸
島
と
し
て
中
国
領
、
韓
国
（
朝
鮮
）
領
、

ロ
シ
ア
領
と
し
て
決
着
が
下
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

【
棚
上
げ
合
意
】

最
後
に
、
尖
閣
（
釣
魚
島
）
問
題
に
関
し
て
は
、

中
国
が
い
ま
も
な
お
「
棚
上
げ
合
意
」
の
線
に
戻
る

こ
と
で
矛
先
を
収
め
る
用
意
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、

民
主
党
政
権
が
筋
の
通
ら
な
い
主
張
を
収
め
る
こ
と

（
領
土
紛
争
の
存
在
及
び
棚
上
げ
合
意
の
存
在
の
承
認
）
で

と
り
あ
え
ず
の
事
態
収
拾
を
図
る
道
は
な
お
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
お
く
。

（
あ
さ
い
・
も
と
ふ
み
／
国
際
問
題
研
究
者
）


