
「
1
9
7
9
年
に
来
日
し
た
郵
小
平
は
『
尖
閣
諸
島
の
問
題
は
次
の
世
代、

ま
た
次
の
世
代
に
持
ち
越
し
て
解
決
す
れ
ば
よ
い
」

と
言
っ

て
日
本
は
安

心
し
た
が、

位
年
に
尖
閣
を
中
国
の
領
土
と
す
る
領
海
法
を
決
め
て
し
ま

っ
た
。

日
本
政
府
は
そ
の
重
要
性
を
見
逃
し
た
」

と
語
る
中
嶋
教
授
H
9

月
釘
目、

毎
日
新
聞
会
械
室
で
聞
い
た
ア
ジ
ア
研
究
委
員
会
で

アジアII.＼＇判i

幸日

生
ロ

日

中

国

交

正

常

化

時

に

は

問

題

に

な

ら

ず

中

嶋

嶺

雄

氏

（

国

際

教

聾

大

学

理

事

長
・

学

長

H

司

会
）

9

川

7

H
に
尖
附
品
向
近
海
で
起
き
た
小
川
漁
船
と
海
上
保
安
斤
の
巡
悦
船

の
術
突
山け
件
に
つ
い
て、

私’
H
身、

尖
附
問
題
と
の
付
き
合
い
が
だ

い
ぶ
長
い
も
の
で
す
か
ら、

そ
の
辺
の
経
緯
を
ち
ょ
っ
と
必
別
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

私
は
1
9
6
9
年
か
ら
円
年
ま
で
外
務
併
の
特
別
研
究
U
と
し
て

件
港
の
総
領
事
飢
に
お
り
ま
し
て、

そ
の
頃
は
文
化
大
革
命
が
よ
う

や
く
峠
を
越
し
た
あ
た
り
で
し
た
。

香
港
に
は
待
港
索
前
協
会
と
い

う、

非
常
に
股
業
的
な
反
日
グ
ル
ー
プ
が
存
証
し
て
い
る
ん
で
す。

な
ぜ
件
港
の
こ
と
を
山・
し
上
げ
る
か
と
い
う
と、

こ
の
問
題
に
故

初
に
火
を
つ
け
た
の
は
件
港
だ
と
私
は
比
て
い
る
か
ら
で
す。

あ
れ

ほ
ど
親
け
的
な
台
湾
に
も
帯
「
そ
う
い
う
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
ん
で
す

け
れ
ど
も、

4作
地
京
償
協
会
が
総
領
が
航
に
デ
モ
を
か
け
た
の
は
、

私
の
記
憶
で
は
均
年
の
終
わ
り
か
引
年
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
れ

以
米、

小
川
は
尖
附
の
こ
と
を・
正
張
し
始
め
た
ん
で
す
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と、

槌
年
に
エ
カ
フ
ェ

（
ア
ジ
ア
級
点
経

済
委）

の
海
洋
調
査
が
あ
っ
て、

尖
附
周
辺
に
良
町
な
海
底
資
源
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
報
汗
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
以
米
な
ん
で
す
。
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で
す
か
ら、
ま
さ
に
中
国
の
今
日
の
主
張
そ
の
も
の
は、
中
国
の
国

益
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
る。

ご
案
内
の
よ
う
に、
尖
閑
諸
島
は
明
治
の
廃
藩
置
県
以
来、
沖
縄

の
領
土
に
な
り、
そ
し
て
沖
縄
の
返
還
と
と
も
に
当
然、
日
本
の
領

土
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も、
中
国
は
そ
の
辺
の
こ
と
を

勝
手
に
解
釈
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す。

そ
し
て、
『
中
園・
琉
球・
釣
魚
台」
と
い
う
本
を、
香
港
の
友

聯
研
究
所
が
η
年
ロ
月
に
出
版
し
て
い
ま
す。
η
年
ロ
月
と
い
う
と、

日
中
国
交
正
常
化
の
直
後
で
す。
友
聯
研
究
所
は
今
は
も
う
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
も、
私
は
よ
く
行
き
ま
し
た
し、
頻
繁
に
そ
こ
の
資
料

も
利
用
し
た
り
し
た
ん
で
す
が、
こ
こ
が
中
国
（
台
湾）
側
を
代
弁

す
る
よ
う
な
形
で
資
料
を
編
集
し
て
い
る
ん
で
す。
と
い
う
こ
と
は、

そ
れ
以
前
は
こ
う
い
う
主
張
も
材
料
も
中
国
側
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す。

‘

で
す
か
ら、
η
年
の
日
中
国
交
正
常
化
の
時
は、
尖
閑
問
題
は
議

論
に
も
な
ら
な
か
っ
た
ん
で
す。
そ
の
後、
問
題
に
な
っ
た。

MM
年
の
領
海
法
制
定
を
見
過
ご
し
た
日
本
政
府

次
の
大
き
な
山
場
は
幻
年
で
す。
日
中
国
交
正
常
化
か
ら
幻
年
に

至
る
問
に、
均
年
に
郵
小
平
副
首
相
（
当
時）
が
来
日
し
て、
そ
の

と
き
は
「
尖
閑
諸
島
の
問
題
は
次
の
世
代、
ま
た
次
の
世
代
に
持
ち

越
し
て
解
決
す
れ
ば
よ
い」
と
言っ
た
も
の
だ
か
ら、
日
本
政
府
も

メ
デ
ィ
ア
も
非
常
に
安
心
し
て、
さ
す
が
部
小
平
は
大
人
だ
と
い
う

解
釈
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す。
そ
の
頃
は
華
国
鋒
体
制
下
で
し
た

し、
郵
小
平
は
ま
だ
そ
ん
な
に
全
権
を
握っ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
す。

部
小
平
は
沼
年
の
第
十一
期
三
中
全
会
で
全
権
を
握っ
た
ん
で
す

が、
m均
年
の
2
月
に、
全
国
人
民
代
表
大
会
の
常
務
委
員
会
（
7
期

M
回）
と
い
う
目
立
た
な
い
会
議
で、
「
中
華
人
民
共
和
国
領
海
及

び
耽
連（
近
接）
区
法」（
領
海
法）
を
制
定
し、
尖
閤
諸
島（
中
国

名・
釣
魚
島）
は
中
国
の
領
土
だ、
と
決
定
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す。

こ
の
時
に
本
当
は
日
本
も
大
き
な
声
を
上
げ
る
べ
き
だ
っ
た
ん
だ

け
れ
ど
も、
私
の
記
憶
で
は、
政
府・
外
務
省
も
在
中
国
大
使
館
も

全
く
何
も一
百
わ
な
か
っ
た。
少
な
く
と
も
領
海
法
の一
方
的
な
制
定

に
対
し
て
声
を
大
に
し
て
抗
議
し
た
こ
と
は
な
い
ん
で
す。

そ
の
領
海
法
の
第
2
条
に、
こ
れ
は
私
自
身
が
中
国
語
の
原
文
か

ら
訳
し
た
ん
で
す
が、
「
中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
は
中
華
人
民
共

和
国
の
陸
地
領
土
と
内
海
に
隣
接
す
る一
帯
の
海
域
と
す
る。
中
華

人
民
共
和
国
の
陸
地
領
土
は
中
華
人
民
共
和
国
の
大
陸
と
そ
の
沿
海

の
島
旗、
台
湾
及
び
そ
こ
に
含
ま
れ
る
釣
魚
島
と
そ
の
付
属
の
各
島、

移
湖
列
島、
東
沙
群
島、
西
沙
群
島、
中
沙
群
島、
南
沙
群
島
及
び

そ
の
他一
切
の
中
華
人
民
共
和
国
に
属
す
る
島
棋
を
包
括
す
る」
と

う
た
っ
て
い
ま
す。
「一
帯」
と
い
う
の
は、
す
べ
て
の
海
域
と
い

う
意
味
で
す。
つ
ま
り
陸
地
領
土
と
内
海
に
隣
接
す
る
す
べ
て
の
区

域
が
中
華
人
民
共
和
国
の
領
海
だ
と
い
う
わ
け
で
す。

台
湾
は
今
度、
一
部
の
漁
船
が
抗
議
に
来
て、
こ
の
点
で
は
中
台

は一
致
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね。
中
国
か
ら
す
る
と
尖
閑
諸
島
は
台
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中隼人民共和国領海及耽述区法

全国人民代表大会智会ヨ岳民会

中基幹人民集和国主店令〈七届匁騎号〉

4中隼人民共和国領海及批述区法E己白中$人民鈴和国.Ill七届金国人民代傘大合常91-望書員会第三十四次会\t子

1鈎2年21!25日辺道，現予公布．自公布之日.wa仔．

中隼人民英和固定店街尚昆

1鈎2f事2JJ25日

中$人民衆和国領錫及匙it区法

Cl”2年2月25日錦七島全国人民代表夫会常会�IA合第二十四次会斌退.i:t 1992年2月25田中年人民鈴羽田主席令第

五＋五号公布自公布之日忠錯行〉

第－�島先行使中指人民主主和国対句侮的主�和対成港区的管制a. 組�国窓安全和措E棒銀盤．制定本法．

jSニ毎中隼人民共和国領海!!JCa中級人民災和田陣地領土和内＊的－e担it:t.

中高担人民集和国的情l!領土包舗中唱詩人民災和国大筒及Jt掃海島崎、台湾.a其包箔鈎111.�m内飽Rt•各島、S：湖列

島. ＊�＂島、酉抄＂�·中�＂島、向沙訴島以及Jt也ー切周子中$人民共和図的a鈎．

中隼人民共和国領海道倹肉陥地ー倒的水域均中隼人民衆和図的内水．

第三fr中隼人民共和国領海的兎皮JA領海醤鎗盆起1i十三�m.

中隼人民お和国領海astt采用立鎗笛鎗法泊定． 自各相側lS点之問的E鎗泡銭組成．

中隼人民共和国領海的外銀界隈均一fr其匂ー点勾領海苔量量的a近点毘高等予＋＝.B且釣銭．

.lit四象中隼人民共和国民連区先領海以外4事後領書量的－9海布l.低速区鈎1:1111＋ニ寝凪．

中絹人民災和国批速区的外傷界隈"1-fr�母一点勾領海萄銭的a量E点鑓高等子二十四混血的ll.

第五条中fP人民尖和国対領海的主祝及子旬録上堂、領侮防相事床及底土．

第六象外国容軍用鉛鮪．本有依法完密通Ji中隼人民持和国領海的叙別．

外国寧周錨舗法入中絹人民終和国領海． 須箆中隼人民共和国政府批JS.

第七象外国渇水属和Jt他m水島辺.i:t中隼人民主主和国領潟．必須在織田航行．弁展示Jli!Xft.

311J\.象 外国館館.i!ii中隼人民共和国領栂．必須遵守中隼人民尖和国法持、訟銀．不得領容中隼人民共和図的和

平、安全和良野放序．

外国犠劫カ錨鎗和etlit高fl威、有e物属政者�他危除4"民的館館辺健中t幹人民共和国領海．必須縛有有失恋有．

弁梁取特剃預防鋪施．

中$人民衆和国政府軍r叙梁取ー切必要繍飽，以関比和制止対領海的存克容温ii.

外国紛鮪泡反中隼人民尖和国法4章、法規約，由中隼人民持制固有�机失依法皇UI.

第九fr＂＇鎗11'航行安全和英他符iH置:a.中隼人民共和国政府買I以要求温ii中隼人民共和国領海的外国館組使用指

定的飢illalt者依限綿定的分泌辺銃剣航行．具体bt.告白中指人民共和国紋府威容�有失主管留（1公布．

3富十4除 外国lJ周錨鎗成者用予尊商�目的的外国政府紛紛在湿遊中隼人民共和国領海財．違反中隼人民共和固法

律‘法規的，中隼人民興和国有失主管机失有a＋�立町商野領海．対t荷造成的貌失成看板S，鉛篠田a当負国際

責任．

第十－�量佳何因縁組叙‘外国的組叙成者小人．在中続人民共初回領海内lll行科学研究、海浄作ft等活動．須量主中

fP人民共和国政府成者�有虫電車管銀打枇ia. Jll守中隼人民共和国法律．法錦．

Jl反前飲線定，司事法治入中11'人民共和国領海泡行科学研究、海樽作ilk噂舗劫的，歯中隼人民共和国有栄机失4置法

赴湿．

第十二象外国銑5!11只有線U!滋国政府勾中隼人民終和悶政府袋町的悌定、 tか浪，1£者亀中隼人民共和国政府民宥

兵銀叙的事l失費tlll鼠者銭受． 方可遜人中隼人民共和国領栂上2.

第十三象中$人民共和国有叙在成連区内. ＂＇防止和包銑在�陥地領土‘ 内水耳足者領海内遣反有失安全、海虫色、財

政、 J!!tll者入ll出境管沼的法伸、 縫録的待先行使管制叙．

第十四fr中隼人民終和国有失主管事L失有充分混血も＂＂＇外国鉛自由l!反中年人民共和国法律、 法線吋．可以対t車外国

館館行使.泡叙．

治還須在外国錨飽底者�小』甚之－ai者以後泌違約ID飽＂＇母錨量E行活幼的Jli他’IH韮在中$人民共和国的内水、領脅

威者殴速区内崎野鎗．

釦泉外国船鎗是在中隼人民S毛利困層ti!区内．迅速只有釜本法.Ill＋三各所列有失絵律、法規規定的筑利受到俊犯同

方可進行．

迫還只妥t量有中Ii.可以在中$人民共和国領海成者崎港区外鍵僕遂行．在後泡還鈎舗鎗途λJt本国領世lCi省第三

国領潟町．迅速終止．

本象規定的鴛ilU!tdi中隼人民共和国lJ周鎗舗、軍用航空llCI!者中$人民A和国政府綬叙的iii,.行政府公易的鎗錦、

航空昌行使．

第十玄条中t詩人民失和国債毎週Sil由中隼人民共和国政府公布．

Ja十六各中隼人民衆和国蔵府依絹本書量制定有失鎮定．

鎗十七象本経自公布之日起鎗行．
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中嶋嶺雄（なかじま・みねお）氏 1936年長野県松本市生まれ。東京大学

大学院社会学研究科修了。 社会学博士。 国際社会学者。 国際教養大学理事

長・学長、 社団法人才能教育研究会会長。東京外国語大学学長、 国立大学協

会副会長、 アジア太平洋大学交流機構（UMAP）初代国際事務総長、 文部科

学省中央教育審強会委員、 内閣教育再生会議有識者委員、 オーストラリア国

立大学、 パリ政治学院や、 カリフォルニア大学サンディエゴ校大学院の客員

教授などを歴任。『北京烈烈J （筑摩書房）でサントリー学芸賞受賞。04年の

「正論大賞J受賞。f全球（グローパル）教育論jなど著書多数。

掛川
に
属
す
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で

す。
パ
l
セ
ル
（
商
沙）
と
か
ス
プ
ラ

ト
リ
l
（
南
沙）
だ
け
じ
ゃ
な
く
て、

東
沙
と
か
中
沙
と
か、
南
シ
ナ
海
の
係

争
中
の
島
慎
は一
切
中
国
の
も
の
だ
と

い
う
考
え
方
で
す。
中
国
側
は一
方
的

に
囲
内
法
で、
領
海
法
で
決
め
て
し
ま

っ
た。
こ
こ
に
大
き
な
問
題
が
あ
る
と

私
は
思
い
ま
す。

位
年
2
月
と
い
う
と、
部
小
平
が

「
南
巡
講
話」
を
や
っ
て
い
る
時
期
な

ん
で
す。
日
本
に
来
た
時
は
非
常
に
調

子
の
い
い
こ
と
を
言
っ
て
お
き
な
が

ら、
部
小
平
の
意
識
と
し
て
は、
こ
の

時
期
に
は
尖
閑
諸
島
の
問
題
な
ん
か
全

く
ど
こ
かへ
い
っ
て
し
まっ
て、
保
守

派
の
抵
抗
を
抑
え
て
「
南
巡
講
話」
を

深
淵
と
珠
海
で
やっ
て、
改
革・
開
放

に
踏
み
切っ
て
い
っ
た
ん
で
す。

そ
れ
だ
け
で
も
大
変
し
た
た
か
な

ん
だ
け
れ
ど
も、
そ
の
年
（
MM
年）

の
4
月
に
は、
江
沢
民
が
天
皇、
皇

后
両
陛
下
の
ご
訪
中
の
要
請
に
日
本

に
来
て
い
る
ん
で
す。
そ
の頃、
日
本
の
対
中
国
外
交
は
η
年
と
同

じ
で
「
日
中
友
好」
の一
点
張
り
で、
中
国
が
尖
閣
諸
島
の
問
題
に

こ
こ
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
意
識
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
ん

で
す
ね。
そ
の
と
き
の
政
府
は
宮
沢
（
喜一）
内
閣
で、
中
国
大
使

は
橋
本
（
恕）
さ
ん
と
い
う
親
中
政
権
で
す。
こ
う
い
う
状
況
の
中

で
日
中
友
好
が
先
立
っ
た
も
の
だ
か
ら、
結
果
的
に
日
本
の
国
益
を

損
な
う
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た。
そ
こ
に
大
き
な
問
題
が

あっ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
見
方
で
す。

尖
閤
諸
島
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
の
状
況
は
ご
案
内
の
と
お
り
で

す
け
れ
ど
も、
考
え
て
み
る
と、
「
日
中
友
好
外
交」
と
い
う
も
の

が
持
つ
あ
る
種
の
問
題
点
が
あ
か
ら
さ
ま
に
出
て
し
まっ
た。
そ
し

て、
尖
閤
諸
島
は
日
本
の
領
土
だ
と
堂
々
と
主
張
し
に
く
い
よ
う
な

雰
囲
気
に
な
っ
て
き
た。
こ
れ
は
外
交
問
題
だ
と
か、
日
本
が
少
し

穏
や
か
に
出
れ
ば
中
国
は
折
れ
て
く
れ
る
と
か、
や
わ
ら
か
く
出
て

く
れ
る
と
い
う、
そ
う
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
が
誤っ
て
い
た
と
思

う
ん
で
す。
こ
の
問
題
は
そ
う
い
う
意
味
を
持っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を、
ち
ょ
っ
と
お
訴
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た。

月i

香
港
反
日
の
裏
に
瀬
島
参
謀
ら
の
失
敗

な
お、
香
港
が
反
日
に
な
っ
た
理
由
の一
つ
は、
日
本
の
香
港
攻

略
が
作
戦
上、
非
常
に
ま
ず
か
っ
た
ん
で
す。
香
港
島
の
裏
側
に
映

画
「
慕
情」
で
も
有
名
な
リ
パ
ル
ス
ベ
イ
が
あ
る
ん
で
す
が、
そ
こ

に
行
く
途
中
の
五
叉
路
と
い
う
五
本
の
道
が
交
叉
す
る
峠
の
と
こ
ろ



で
直
接
イ
ギ
リ
ス
軍
及
び
香
港
義
勇
軍
と
日
本
側
が
ぶ
つ
か
っ
て
し

ま
っ
て、
非
常
に
凄
惨
な
戦
闘
に
なっ
た
ん
で
す。
そ
れ
か
ら、
リ

パ
ル
ス
ベ
イ・
ホ
テ
ル
に
は
海
の
見
え
る
非
常
に
妓
色
の
い
い
回
廊

が
あっ
て、
コ
ロ
ニ
ア
ル
風
の
穿
閥
気
だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が、
こ

こ
で
も
大
変
な
銃
撃
戦
が
行
わ
れ
て
い
る
ん
で
す。
そ
れ
ま
で
は
非

常
に
順
調
に、
九
能
半
島
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
犠
牲
も
な
く
攻
略
し
た

ん
だ
け
れ
ど
も、
海
を
波
れ
な
か
っ
た。
よ
う
や
く
上
陸
作
戦
は
成

功
し
た
け
れ
ど
も、
そ
の
後
が
な
か
な
か
攻
略
で
き
な
く
て、
さ
っ

き
言っ
た
よ
う
に
直
接
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す。

そ
の
責
任
者
の一
人
は
実
は
参
謀
本
部
に
お
ら
れ
た
瀬
島
龍
三
さ

ん
な
ん
で
す。
瀬
島
さ
ん
は
シ
ベ
リ
ア
抑
留
の
こ
と
に
つ
い
て
も
ほ

ん
ど
語
ら
ず
に
亡
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も、
ま
だ
ピ
ル
の
谷
間
の

よ
う
な
啓
徳
（
カ
イ
タ
ッ
ク）
飛
行
場
が
あ
る
と
き、
機
中
か
ら
ず

っ
と
香
港
島
を
見
て
お
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す。
で
も、
結
局
香

港
作
戦
に
つ
い
て
も
何
も
発
言
さ
れ
て
い
ま
せ
ん。
当
時
の
香
港
攻

略
作
戦
に
つ
い
て
の
陸
軍
参
謀
本
部
の
資
料
な
ん
か
を
見
る
と
そ
こ

に
大
き
な
問
題
が
あ
っ
て、
非
常
に
凄
惨
な
戦
闘
が
行
わ
れ
た。
そ

れ
が
原
点
に
あっ
て、
香
港
の一
部
で
非
常
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
反
日

運
動
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
私
は
思っ
て
い
ま
す。

アジア時報

応

疑

答

質

鹿
野
良
吉
氏
（
成
践
大
学
名
誉
教
授）

一
つ
だ
け－
訂
正
し
た
い

点
が
あ
り
ま
す。

1
9
9
2
年
に
領
海
法
が
公
布
さ
れ
た
と
き、
こ
の
法
律
は
園
内

法
で
す
が、
国
際
的
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は、
中
国
政
府
は
こ
れ

を
国
連
に
提
出
し
ま
し
た。
日
本
政
府
も
同
様
に、
国
連
海
洋
法
に

即
し
た
国
内
法
を
国
連
へ
提
出
し
ま
し
た。

私
が
国
連
に
い
た
初
年
代
か
ら
国
連
は
海
洋
法
の
準
備
を
し
て
い

ま
し
た。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ト
ミ
l・
コ
！
大
使
が
海
洋
法
に
関
す

る
国
連
会
議
の
議
長
を
し
て
い
ま
し
た
が、
慎
重
な
議
論
の
結
果、

犯
年
採
択
さ
れ
た
国
述
海
洋
法
条
約
は、
深
海
底
の
法
制
度、
領
海

の
幅
ロ
カ
イ
リ
の
設
定
の
他
に、
排
他
的
経
済
水
域、
群
島
水
域、

大
陸
棚、
公
海、
島
旗、
国
際
海
峡、
紛
争
解
決
等
新
し
い
制
度
を

導
入
し
ま
し
た。
こ
の
条
約
が
規
定
す
る
沿
岸
国
の
排
他
的
水
域
は、

沿
岸
か
ら
2
0
0
カ
イ
リ
以
内
の
海
底
資
源
だ
け
で
な
く、
そ
の
自

然
延
長
を
た
ど
っ
て
延
び
て
い
る
海
底
区
域
の
天
然
資
源
に
対
し
て

も、
大
陸
棚
制
度
に
基
づ
い
て
主
導
的
権
利
を
行
使
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る。

こ
う
し
て、
領
海
の
設
定
に
は
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
ま
し
た。
一
つ
は、
大
陸
棚
に
よ
る
領
海
の
設
定、
も
う一

つ
は、
隣
国
が
海
を
挟
ん
で
い
る
と
き
に
は
領
海
を
中
間
線
で
い
く

と
い
う
方
法
で
す。
こ
の
二
つ
の
領
海
設
定
が
海
洋
法
で
認
め
ら
れ

て
い
ま
す。
ど
ち
ら
を
取
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
々
が
国
連
に
対
し

報
告
し
ま
す
が、
日
本
は
中
間
線
で
登
録
し、
中
国
は
大
陸
棚
で
登

録
し
ま
し
た。
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国
連
の
解
釈
は、
こ
れ
は
領
土
で
は
な
く
て
排
他
的
経
済
水
域
と

い
う
解
釈
で
す。
尖
間
諸
島
と
そ
の
海
域
を
中
国
は
領
海
法
と
い
う

形
で
領
土
と
宣
言
し
た
わ
け
で
す。
こ
の
地
域
は、
1
8
9
5
年
の

日
清
講
和
条
約
に
よ
り、
日
本
の
領
土
と
規
定
し
て
い
ま
し
た
が、

戦
後
日
本
は
わ
が
国
の
排
他
的
経
済
水
域
と
し
て
登
録
し
ま
し
た。

お
互
い
に
隣
接
し
た
沿
岸
国
が
異
な
っ
た
排
他
的
経
済
水
域
を
決
め

た
場
合
に
は、
当
然
両
国
間
で
協
議
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
て

い
ま
す。
だ
か
ら
本
来
は
両
国
政
府
間
で
協
議
す
べ
き
で
し
た
が、

部
小
平
が
日
本
に
来
た
と
き
に、
尖
閤
諸
島
の
帰
属
等
問
題
は
後
世

に
任
せ
よ
う
と
い
う
部
小
平
提
案
に、
日
本
政
府
が
乗
っ
て
し
ま
っ

た
わ
け
で
す。
こ
の
合
意
を、
私
は
日
本
の
外
交
上
の
大
き
な
失
敗

だ
と
思っ
て
い
ま
す。

猪
口
孝
氏
（
新
潟
県
立
大
学
学
長）
初
年
代
の
漁
業
協
定
で、
小

倉
和
夫
さ
ん
（
元
韓
国
大
使、
現
国
際
交
流
基
金
理
事
長）
が
東
シ

ナ
海
関
係
で
「
チ
ャ
イ
ナ・
ク
オ
ー
タ
リ
ー」
に、
日
本
と
中
国
は

ど
ち
ら
も
イ
ン
ス
ク
ル
ー
タ
プ
ル・
オ
リ
エ
ン
タ
ル
で、
両
方
が
交

渉
し
た
と
き
に
ど
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
か、
み
た
い
な
こ
と
を
書
い

て
い
ま
す。
資
料
も
加
え
て、
一
冊
の
本
も
岩
波
書
店
か
ら
刊
行
さ

れ
て
い
ま
す。
そ
の
面
倒
く
さ
さ、
胡
散
臭
き
が
圏
内
に
あ
ま
り
伝

わ
ら
な
い
う
ち
に、
ω
年
代
に
入
っ
て
経
済
制
裁
解
除
の
ほ
う
に
い

っ
て
し
ま
っ
た
の
か
な
と
思っ
て
い
る
ん
で
す。

も
う一
つ
は、
尖
閤
諸
島
の
問
題
が
起
こ
る
か
起
こ
ら
な
い
か
の

時
に、
新
潟
に
中
国
総
領
事
館
が
で
き
た
ん
で
す。
福
岡
を
負
か
し

て
新
潟
を
取っ
た
と
い
う
の
で、
県
知
事
は
す
ご
く
誇
り
を
持っ
て

い
ま
し
て、
訪
問
日
本
中
国
何
と
か
団
と
い
う
訪
問
団
み
た
い
な
の

が
来
て、
私
に
講
演
し
ろ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す。
そ
れ
で、

中
国
語
の
先
生
が
い
る
も
の
で
す
か
ら、
そ
の
先
生
に
直
し
て
も
ら

っ
て、
中
国
語
で
講
演
を
し
た
ん
で
す。
｛
参昭
三
平
成
n
年
度
中

国
青
年
代
表
団
第
2
陣
A
団
青
年
指
導
者
分
間一
幻
世
紀
束
ア
ジ
ア

大
交
流
計
画
Z
G一＼＼
S
EEm－ロE
g
g－
S門＼
g
zo＼N
20＼O也＼旬。
平

自
8・
z
s－、
2
0
1
0
年
9
月
m
日｝

そ
の
と
き
話
に
出
た
の
は、
部
小
平
が
日
中
関
係
に
つ
い
て、
日

本
と
中
国
が
け
ん
か
を
し
た
ら
天
下
の
半
分
は
落
ち
る
と
言
っ
た
け

れ
ど
も、
今
や、
情
勢
も
い
ろ
い
ろ
変
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も、
中

国
と
ア
メ
リ
カ
が
け
ん
か
を
し
た
ら
全
部
の
天
下
が
落
ち
る。
日
本

と
ア
メ
リ
カ
が
け
ん
か
を
し
て
も
全
部
の
天
下
が
落
ち
る。
だ
か
ら、

日
本
と
中
国
が
け
ん
か
を
し
て
も
半
分
し
か
落
ち
な
い
か
ら
や
っ
ち

ゃ
え、
と
い
う
の
が
い
な
い
と
も
限
ら
な
い。
日
中
関
係
を
お
ろ
そ

か
に
し
て、
米
中、
あ
る
い
は
米
日
が
け
ん
か
す
る
よ
り
は
害
が
少

な
い
か
ら
少
し
ぐ
ら
い
衝
突
し
て
も
い
い
と
い
う
人
も
い
る。

こ
う
い
う
の
は
大
き
な
間
違
い
だ
と
言
っ
た
ん
で
す
が、
そ
の
話

を
聞
い
て
拍
手
を
す
る
人
も
い
た
ん
で
す
よ。
み
ん
な
初
代、
却
代

で、
共
青
団
（
中
国
共
産
主
義
青
年
団）
の
人
が
多
か
っ
た
ん
で
し

ょ
う
ね。

（
2
0
1
0
年
9
月
釘
目、

ア
ジ
ア
調
査
会
ア
ジ
ア
研
究
委
員
会

の
報
告
・

質
疑
討
論
の
速
記
録。

文
責
・

編
集
部。

文
中
敬
称
略）
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和
感
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
が、
お
そ
ら
く
金
正
思
の
年
齢
が
若
す

ぎ
る
こ
と
が、
彼
に
ナ
ン
バ
ー
2
の
地
位
を
与
え
な
い
と
い
う
措
置

に
結
び
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う。

金
正
恩
は
金
目
成
そ
っ
く
り
の
髪
形

アジア時報

今
回、
金
正
思
は、
祖
父
金
日
成
の
若
い
頃
を
佑
悌
と
さ
せ
る
髪

形
で
登
場
し
て
き
た。
そ
の
最
大
の
目
的
は、
若
年
で
あ
る
こ
と
を

理
由
に
金
正
思
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
点
に
あっ
た
と
言っ
て

よ
い
だ
ろ
う。
金
日
成
は
初
歳
で
将
軍
に
な
り、
お
歳
で
最
高
指
導

者
と
な
っ
た。
金
正
恩
を
「
若
す
ぎ
る」
と
い
っ
て
批
判
し
た
り
榔

撤
し
た
り
す
る
こ
と
は、
そ
の
ま
ま
金
日
成
批
判
に
つ
な
が
る
の
で

あ
る。
金
正
思
が
祖
父
を
訪
御
と
さ
せ
る
姿
形
で
あ
る
こ
と
を
今
回

印
象
づ
け
た
こ
と
は、
彼
に
た
い
す
る
批
判
を
未
然
に
防
ぐ
う
え
で、

き
わ
め
て
効
果
的
な
措
置
で
あっ
た
と
思
わ
れ
る。

こ
の
こ
と
は
ま
た、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
が
金
正
恩
の
年
齢
に
こ
と
さ
ら

神
経
を
使っ
て
い
る
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る。
だ
と
す
る
な
ら

ば、
表
舞
台へ
の
登
場
と
と
も
に
ナ
ン
バ
ー
2
の
地
位
を
付
与
す
る

の
で
は
な
く、
少
し
時
間
を
か
け
実
績
を
積
ま
せ
る
な
か
で
金
正
恩

を
プ
ロ
モ
ー
ト
し
て
ゆ
く
と
い
う
シ
ナ
リ
オ
が
す
で
に
出
来
上
が
っ

て
い
て
も、
け
っ
し
て
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う。

北
朝
鮮
の
立
場、

論
理
を
じ
っ
く
り
考
え
る
必
要
性

第
四
に、
金
正
恩
の
顔
姿
が
早
々
と
9
月
初
日
に
は
報
じ
ら
れ
た

こ
と
で
あ
る。
わ
た
く
し
は、
m
月
叩
日
の
朝
鮮
労
働
党
創
建
白
周

年
に
さ
い
し
て
の
閲
兵
式
が、
そ
の
機
会
に
な
る
と
考
え
て
き
た。

し
か
し、
代
表
者
会
で
改
め
て
総
書
記
に
推
戴
さ
れ
た
金
正
日
の
姿

を、
数
日
内
に
北
朝
鮮
が
報
じ
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

い。
当
然
の
こ
と
な
が
ら、
金
正
日
の
姿
が
報
じ
ら
れ
る
と
き
に
は、

そ
の
周
り
に
い
る
指
導
部
の一
員
と
し
て
金
正
恩
の
姿
も
同
時
に
報

じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る。
わ
た
く
し
は、
今
回
の
代
表
者
会
開
催
に

お
け
る
金
正
日
プ
レ
イ
ア
ッ
プ
の
重
要
性
を
十
分
に
認
識
し
て
い
な

が
ら、
そ
の
点
に
想
い
が
至
ら
な
か
っ
た。

北
朝
鮮
の
動
向
は
き
わ
め
て
読
み
難
い
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る

が、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い。
わ
れ
わ
れ
が、
北
朝
鮮
の
立
場
や

論
理
を
じ
っ
く
り
と
考
え
て
み
る
こ
と
を
怠っ
て
い
る
点
に
も、
問

題
が
あ
る
は
ず
で
あ
る。
今
回
の
党
代
表
者
会
と
党
中
央
委
員
会
総

会
は、
そ
の
こ
と
を
改
め
て
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
機
会
を
も
た
ら
し
て

く
れ
た
と
思
わ
れ
る。

（
本
稿
は、
9
月
却
日
付
共
同
通
信
配
信
原
稿
に
加
筆
訂

正
し
た
も
の
で
あ
る。
敬
称
略）
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9
月
7
日
に
尖
閑
諸
島
近
海
で
中
国
漁
船
と
海
上
保
安
庁
の
巡
視

船
「
ょ
な
く
に」
が
衝
突
し
た
事
件
は、
日
本
側
が
公
務
執
行
妨
害

容
疑
で
逮
捕
し
た
中
国
人
漁
船
長
を
釈
放
し
た
こ
と
か
ら
日
中
紛
争

は
収
束
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
ま
す
が、
ま
だ
ま
だ
予
断

は
許
せ
ま
せ
ん。
長
く
中
国
政
治
研
究
を
続
け
る
中
嶋
嶺
雄・
国
際

な
か
じ
ま

み
ね
お

中
嶋

嶺
雄

氏

（
国
際
教
養
大
学
理
事
長
・
学
長）

-68-

教
養
大
学
理
事
長・
学
長
は
9
月
幻
日
の
ア
ジ
ア
研
究
委
員
会
の
冒

頭
で
尖
閣
諸
島
問
題
に
つ
い
て
報
告、
質
疑
応
答
を
し
ま
し
た。
中

国
側
の
尖
閑
諸
島
に
対
す
る
領
有
権
主
張
が
海
底
資
源
の
存
在
判
明

直
後
か
ら
で
あ
り、
国
際
法
に
基
づ
い
て
も
根
拠
は
全
く
な
く、
日

本
の
領
有
権
は
揺
る
が
な
い、
と
い
う
お
話
で
し
た。
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BRCti�アジア調査会（毎酬



さまざまな歴史経験の連鎖を通し
新たな東アジア像を描く

［編集委員］
和国春樹・後頭乾一・木焔洋一・山室信一・趨景達・中野聡・川島真

アジアはいまだに冷戦構造が残り， 脱槌民地化の課題を抱え，
ナショナリズムが凶民感情を刺激している．

J氏抗と抗争のための！＇I国史の枠組みを克服し， 平手11と和解のための
共通史を｜｜析し， 通史を過して学術的悦出を提示する．

ASTlJ· I·製カパーl内容案内進室l

回東アジア g’ ！
近現代通史：i: � 
。�！＂！�·洲町

組
五 韓日
雲 国露
寸井戦
目 合 争
代 と

日
以
戦
争
か
ら
税
同
併
合
へ
と
烹

る
時
則 、

欧
米
銭
円
の
ア
ジ
ア
政

策 、

そ
の
術
燃
と
川紛
糾 、

他
民
地

体
制
の
完
成
な
ど
を
横
断
的
に
促

え
な
お
す 。

定
価
3
9
9
0
同

宰
，訓

華託

i

 

羽山！

回 白
石世石東

福 塁 語 之
走 事予

と 世
竺改 A界
；；造lfの
w 1

'
1 近

� Ht 

四

社

会

主

義

と

ナ
シ
ョ

ナ

リ

ズ

ム

一
九
二
0
年
代

国
新
秩
序
の
模
索一
九三
0
年代

回
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
と

「
大
東
亜
共
栄
圏」

一
九
三
五・一
九
四
五
年

回
ア
ジ
ア
諸
戦
争
の
時
代

一
九
四
五・一
九
六
O
年

固
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
の
時
代

一
九
六
O，一
九
七
五
年

国
経
済
発
展
と
民
主
革
命

一
九
七
五・一
九
九
O
年

回
和
解
と
協
力
の
宋
来
へ

一
九
九
O
年
以
降

圃

ア

ジ

ア

研

究

の

来

歴

と

展

望

榊

弔

問K

月

初

日

巾,j>;
込cl
JUJ Iii. 
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lこIll
添版
f.tで
のす
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約令
巾�
込 お
tヰ刊l
にし
よ込
りみ．の
お）j
近に
く必
の(fi
’l、ち
1<. ＼‘ 

1·� た
lli， し
にま
おT
，，， ・
し
込
み
く
だ
さ
L、
。
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