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視
点
・
論
点
①

「
竹
島
」「
尖
閣
」＝「
固
有
の
領
土
」論
の
ウ
ソ
を
暴
き
、
排
外
主
義
と
の
対
決
を
！	

国
富
建
治

　
「
８
・
15
」
を
前
後
し
て
、
韓
国
と
中
国
と
の
「
領
土
」
を
め
ぐ
る
紛
争
が
あ
ら
た

め
て
大
き
く
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
竹
島
」（
独
島
）
と
「
尖

閣
諸
島
」（
釣
魚
諸
島
）の
問
題
で
あ
る
。日
本
政
府
、各
政
党
、マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
こ
ぞ
っ

て
日
本
の
「
固
有
の
領
土
」
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
し
て
金
切
り
声
を
あ
げ
て

い
る
。
自
衛
隊
を
派
遣
し
て
韓
国
、
中
国
か
ら
日
本
の
主
権
を
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
っ
た
「
戦
争
」
ム
ー
ド
が
煽
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
「
竹
島
」
や
「
尖
閣
」
へ
の
日
本
の
「
領
有
権
」
主
張
の
根
拠
に
つ
い
て
歴

史
的
事
実
に
即
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
私
た
ち
は
、「
竹
島
」
や
「
尖

閣
」
の
日
本
に
よ
る
領
有
宣
言
が
、朝
鮮
や
中
国
へ
の
近
代
天
皇
制
日
本
国
家
の
侵
略
・

植
民
地
支
配
の
歴
史
と
、決
し
て
切
り
離
せ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
べ
き
だ
。

そ
れ
は
「
尖
閣
」
の
領
有
が
一
八
九
五
年
一
月
、日
清
戦
争
の
さ
な
か
で
あ
り
、「
竹
島
」

の
領
有
も
一
九
〇
五
年
二
月
の
日
露
戦
争
の
さ
な
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
見
る
だ
け
で
わ

か
る
こ
と
だ
。
す
な
わ
ち
「
尖
閣
」
の
領
有
は
日
清
戦
争
に
よ
る
台
湾
・
澎
湖
諸
島
の

略
奪
・
植
民
地
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
「
竹
島
」
の
領

有
も
一
九
〇
四
年
八
月
第
一
次
日
韓
協
約
、
一
九
〇
五
年
一
一
月
の
第
二
次
日
韓
協
約

を
通
じ
た
韓
国
の
「
保
護
国
」
化
と
一
九
一
〇
年
の
「
韓
国
併
合
」
に
至
る
歴
史
過
程

の
中
で
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
も
う
す
こ
し
詳
細
に
見
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
漁
業
や
羽
毛
の
採
取
に

従
事
し
て
い
た
古
賀
辰
四
郎
が
魚
釣
島
、
久
場
島
の
開
拓
許
可
を
沖
縄
県
を
通
じ
て
政

府
に
申
請
し
た
の
は
一
八
八
五
年
だ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
は
「
中
国
領
」
の
可
能
性

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
明
治
政
府
は
許
可
を
保
留
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
日
清
戦
争
に

至
る
ま
で
古
賀
か
ら
の
開
発
許
可
申
請
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
た
が
、
明
治
政
府
は
「
尖

閣
」
の
沖
縄
県
編
入
に
は
同
意
を
与
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
日
清
戦
争
で
の
中
国
の
敗

勢
が
明
ら
か
に
な
っ
た
一
八
九
五
年
一
月
に
な
っ
て
初
め
て
、「
尖
閣
諸
島
」
の
沖
縄

県
編
入
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
決
定
は
官
報
に
も
掲
載
さ

れ
ず
、諸
外
国
に
も
通
知
さ
れ
ず
、か
つ
閣
議
決
定
に
あ
る「
国
標
」も
設
置
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
や
、八
木
秀
次
の
「
日

本
教
育
再
生
機
構
」
の
顧
問
を
務
め
る
右
派
の
歴
史
学
者
・
伊
藤
隆
が
監
修
し
て
い
る

『
資
料
検
証
・
日
本
の
領
土
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
〇
）
で
も
「
領
土
編
入
に
つ

い
て
無
主
物
先
占
の
万
全
の
手
続
き
を
ふ
ん
だ
と
は
到
底
言
え
な
い
」
と
指
摘
し
て
い

る
。

　
「
竹
島
」
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
日
本
外
務
省
の
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の

10
の
ポ
イ
ン
ト
」
で
は
、
日
本
（
江
戸
幕
府
）
は
、
遅
く
と
も
一
七
世
紀
半
ば
に
は
竹

島
の
領
有
権
を
確
立
し
ま
し
た
」
と
し
て
い
る
。
当
時
「
竹
島
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
韓

国
の
鬱
陵
島
を
め
ぐ
っ
て
朝
鮮
と
江
戸
幕
府
・
対
馬
藩
の
間
で
領
有
権
を
め
ぐ
る
交
渉

が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
。
そ
し
て
一
六
九
六
年
、
江
戸
幕
府
は
鬱
陵
島
が
朝
鮮
の
領

有
に
帰
す
こ
と
を
確
認
し
、
鬱
陵
島
へ
の
日
本
人
の
渡
航
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
鬱

陵
島
に
至
る
航
海
の
目
印
と
し
て
当
時「
松
島
」と
呼
ば
れ
て
い
た
現
在
の「
竹
島
」（
独

島
）
は
、
絶
海
の
孤
島
と
し
て
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

　

日
本
外
務
省
は
「
鬱
陵
島
へ
の
日
本
人
渡
航
を
禁
止
し
た
が
、
竹
島
へ
の
渡
航
は
禁

止
し
て
い
な
い
」
と
し
て
「
歴
史
的
領
有
」「
実
効
的
支
配
」
を
主
張
し
て
い
る
。
し

か
し
一
九
〇
五
年
二
月
の
「
竹
島
」
の
島
根
県
へ
の
編
入
は
、「
歴
史
的
領
有
」
権
に

基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。「
他
国
ニ
於
テ
之
ヲ
占
領
シ
タ
リ
ト
認
ム
ヘ
キ
形
跡
ナ
ク
」

と
い
う
「
無
主
物
先
占
」
の
論
理
で
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
前
掲
『
日
本
の
領
土
』
は

こ
の
点
で
も
、「
島
根
県
告
示
の
み
で
、外
国
に
分
か
る
よ
う
に
広
く
宣
言
し
て
い
な
い
」

こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
「
結
果
と
し
て
は
、
日
本
側
の
手
続
き
的
な
不
十
分
さ
は
非
常
に

大
き
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
事
実
に
踏
ま
え
て
「
固
有
の
領
土
」
論
の
ウ
ソ
を
明
ら
か
に

し
、
排
外
主
義
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
ク
サ
ビ
を
打
ち
こ
む
べ
き
だ
。

（
く
に
と
み
・
け
ん
じ
／
反
安
保
実
行
委
員
会
）




