
の
上
陸
問
題
に
も
深
く
関
係
し
て
く
る
は
ず
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
関
心
が
な
い

C
か
、
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
。
日
本
に
お
け
る

外
H
人
語
誉
星
田
の
封
宝
問
題
に
つ
い
て
は
、
外

同
民
間
人
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
謹
軍
な
ど
も

大
き
な
囲
円
心
一
三
化
い
て
い
た
こ
と
一
志
1
-
】
持
し
て
お

く
。
イ
ギ
リ
ス
藻
…
阜
省
文
吉
な
ど
に
緩
叫
弘
の
ま
と

ま
っ
た
レ
ポ
ー
ト
が
存
在
す
る
。

第
二
話
に
つ
い
て
。
著
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
上

謹
話
等
法
筐
判
事
で
あ
り
、
同
由
の
日
本
に
お
け

る
賃
率
設
割
引
圧
を
担
苗
し
た
エ
ド
マ
ン
ド
・

ホ
ー
ン
ピ
ー
が
、
マ
リ
ア
・
ル
ス
号
事
件
鼓
判
に

悶
す
る
日
本
改
肝
の
対
応
を
背
後
か
ら
指
導
し
大

き
な
影
憲
を
与
え
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
確
証
が

あ
る
わ
け
で
な
く
、
現
状
で
は
著
者
自
身
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
説
得
力
を

増
す
た
め
に
、
ホ
ー
ン
ピ
ー
周
辺
か
ら
の
判
決
評

な
ど
、
そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
必
要
で
は
な

か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
同
裁
判
に
つ
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
主

張
し
て
い
た
奴
隷
貿
易
廃
止
論
と
の
関
連
で
多
大

な
関
心
を
抱
い
て
い
た
と
す
る
指
摘
は
た
い
へ
ん

興
味
深
い
。
た
し
か
に
、
裁
判
の
進
行
お
よ
び
判
決

に
関
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
少
な
か
ら
ぬ
関
心
を

抱
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、

そ
の
こ
と
が
現
実
の
国
際
関
係
に
対
し
て
、
ど
こ
ま

で
影
等
を
与
え
た
か
と
な
る
と
、
断
片
的
な
紹
介

に
留
ま
っ
て
い
る
。
西
洋
世
界
な
ど
で
の
判
決
に

対
す
る
反
苛
を
詳
し
く
紹
介
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

第
三
㍍
に
つ
い
て
。
著
者
は
、
借
金
と
い
う
言

票
に
つ
い
て
、
欧
米
言
語
が
一
様
で
な
い
こ
と
を

運
べ
、
そ
れ
を
糸
口
と
し
て
、
外
国
人
殺
傍
事
件

を
め
ぐ
る
償
金
の
性
格
分
類
を
試
み
て
い
る
が
、

例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
外
交
二
車
事
史
料
や
当
時
の

外
国
新
聞
な
ど
を
秩
観
し
て
み
て
も
、
i
コ
d
c
ヨ
n
i
t
y

r
c
d
r
c
芸
、
C
≡
ゴ
つ
C
コ
邑
〇
n
な
ど
明
確
に
そ
の
意
味
や

使
用
事
例
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
い
さ
さ
か
、

日
本
周
の
史
料
分
析
に
傾
斜
し
す
ぎ
た
指
摘
と
い

え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
、
誤
解
を
恐
れ
ず
辛
辣
な
こ
と
を
書
き
連

ね
て
し
ま
っ
た
。
お
許
し
頂
き
た
い
。
し
か
し
こ

れ
は
、
著
者
の
実
証
研
究
に
対
す
る
期
待
の
表
れ

に
は
か
な
ら
ず
、
評
者
の
戯
れ
言
程
度
で
本
書
の

価
値
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
重

ね
て
強
調
し
て
お
く
。

(
う
が
い
・
ま
さ
し
　
学
習
院
大
学
文
学
部
非
常
勤
講

師
)

(
A
5
判
、
三
四
四
ペ
ー
ジ
、
一
〇
五
〇
〇
円
、
吉
川

弘
文
館
、
二
〇
〇
五
二
刊
)

石
井
寛
治
・
中
西
聡
編

r
産
業
化
と
商
家
経
営
し中

　
山
　
富
　
広

本
書
は
大
阪
府
貝
塚
市
の
米
穀
肥
料
商
廣
海
家

の
一
八
三
〇
年
代
か
ら
約
一
世
紀
に
か
け
て
の
総

合
的
な
経
営
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
書

は
Ⅲ
部
二
二
章
に
序
章
と
終
章
が
付
け
ら
れ
て
い

る
が
、
ま
ず
序
章
「
商
家
経
営
の
展
開
と
産
業
化
」

(
石
井
寛
治
・
岡
田
光
代
・
中
西
聡
執
筆
)
と
終
章

「
総
括
と
展
望
」
(
中
西
聡
執
筆
)
を
読
む
方
が
、
本

書
の
意
図
と
廣
海
家
の
全
体
像
を
把
捉
し
や
す
い
。

本
書
の
第
一
の
課
題
は
、
廣
海
家
の
商
業
活
動

と
そ
の
損
益
の
推
移
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
課
題
に
は
近
世
的
な
問
屋
と

仲
買
が
近
代
に
な
っ
て
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い

く
か
と
い
う
商
人
資
本
の
性
格
究
明
の
意
図
が
あ

る
。
第
二
の
課
題
は
、
廣
海
家
が
獲
得
し
た
利
益

が
株
式
と
不
動
産
に
投
資
さ
れ
た
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
、
株
式
投
資

は
税
制
の
変
化
や
、
ま
た
地
方
名
望
家
と
し
て
の

経
済
外
的
動
機
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ

117　　書評と紹介

tosho-seibi-repo
長方形



て
き
た
が
、
東
海
家
の
場
合
は
経
済
的
動
機
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
商
人
に
よ
る
投
資

が
「
産
業
化
」
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か

を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
の
課
題

は
、
廣
海
家
の
経
営
活
動
と
大
坂
(
阪
)
湾
岸
地

域
の
経
済
発
展
と
の
関
連
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
を
解
明
す
る
た
め
三

部
構
成
が
と
ら
れ
て
い
る
。

第
-
部
「
廣
海
家
の
経
営
展
開
」
は
第
一
と
第

二
の
課
題
に
関
連
す
る
。

第
一
章
「
収
益
基
盤
の
転
換
と
多
様
化
」
　
(
中

西
聡
・
花
井
俊
介
執
筆
)
は
、
廣
海
家
の
経
営
展

開
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
収
益
基
盤
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
幕
末
・
明
治
前
期
は
米
穀
と
肥
料
の

収
益
が
中
心
で
、
そ
の
収
益
は
口
銭
収
入
か
ら
仲

買
的
な
自
己
勘
定
取
引
へ
と
比
重
が
移
っ
た
。
明

治
中
後
期
も
依
然
と
し
て
肥
料
を
中
心
と
し
た
商

業
部
門
が
中
心
で
あ
っ
た
が
、
後
期
に
な
る
と
有

価
証
券
部
門
に
収
益
基
盤
が
移
り
、
大
正
・
昭
和

戦
前
期
に
は
さ
ら
に
株
式
収
益
の
比
重
が
高
ま
る

と
と
も
に
、
不
動
産
事
業
な
ど
収
益
基
盤
は
多
様

化
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第
二
章
「
営
業
支
出
と
店
員
の
活
動
」
　
(
二
谷

智
子
執
筆
)
　
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
営
業
費
と

家
計
費
が
明
確
に
分
維
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

廣
海
家
が
多
角
化
を
遂
げ
る
と
、
そ
れ
に
応
じ
て

店
員
同
士
の
情
報
交
換
が
進
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。

第
三
章
「
商
業
経
営
と
不
動
産
経
営
」
　
(
中
西

聡
執
筆
)
　
は
肥
料
を
取
り
扱
い
、
幕
末
・
明
治
期

に
自
己
勘
定
取
引
、
産
地
直
接
買
付
、
小
売
業
へ

と
商
業
的
蓄
積
基
盤
が
移
り
、
大
正
・
昭
和
戦
前

期
に
は
人
造
肥
料
の
取
引
が
中
心
と
な
る
も
の

の
、
な
お
も
魚
肥
の
取
引
も
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
、

ま
た
一
八
八
〇
年
代
か
ら
耕
地
取
得
を
開
始
す
る

が
、
地
主
的
経
営
を
拡
大
す
る
意
図
は
な
く
、
こ

れ
ら
の
不
動
産
投
資
は
家
業
の
肥
料
商
を
補
完
す

る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

第
四
章
「
明
治
期
の
有
価
証
券
投
資
」
　
(
中
村

尚
史
執
筆
)
　
は
、
廣
海
家
が
日
清
戦
後
期
か
ら
積

極
的
に
地
元
企
業
の
成
長
を
支
え
、
一
八
九
〇
年

代
後
半
以
降
は
商
業
を
原
資
と
す
る
投
資
か
ら
株

式
所
得
と
役
員
報
酬
・
賞
与
を
原
資
と
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
五
章
「
大
正
・
昭
和
戦
前
期
の
有
価
証
券
投

資
」
(
花
井
俊
介
執
筆
)
は
、
廣
海
家
の
投
資
が
さ

ら
に
拡
大
し
投
資
原
資
の
約
八
割
が
株
式
収
益
で

調
達
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
、
同
家
の
投
資
が
経
済

合
理
的
投
資
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
し
て
こ
の
こ
と

が
地
域
の
工
業
化
に
貢
献
し
た
と
論
じ
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
「
市
場
取
引
と
廣
海
家
」
は
廣
潅
家
の

商
家
経
営
が
ど
の
よ
う
な
市
場
取
引
で
実
現
さ
れ

た
の
か
分
析
す
る
も
の
で
、
第
一
章
と
第
三
章
第

一
節
・
第
二
節
を
総
論
と
す
れ
ば
い
わ
ば
各
論
に

当
る
も
の
で
あ
る
。

第
六
章
「
米
穀
市
場
と
廣
海
家
の
取
引
活
動
」

(
山
田
雄
久
執
筆
)
　
は
、
北
前
船
主
や
大
坂
・
兵

庫
・
堺
の
米
穀
商
か
ら
仕
入
れ
て
い
た
廣
海
家
が

売
買
差
益
の
方
が
多
く
な
っ
た
こ
と
　
(
問
屋
業
務

か
ら
仲
買
的
業
務
へ
)
、
明
治
前
期
に
次
第
に
米

穀
取
引
か
ら
肥
料
取
引
へ
と
重
点
を
移
し
て
い
っ

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
七
章
「
廣
海
家
商
業
の
展
開
と
全
国
市
場
」

(
落
合
功
執
筆
)
　
は
、
幕
末
期
に
荷
受
問
屋
業
務

を
主
体
と
し
て
い
た
こ
と
、
明
治
前
期
に
は
入
荷

魚
肥
を
買
取
る
卸
商
(
問
屋
兼
仲
買
)
と
な
っ
た

こ
と
、
明
治
後
期
以
降
の
廣
海
家
の
北
海
道
直
買

い
が
停
止
さ
れ
て
か
ら
は
大
阪
・
兵
庫
で
多
様
な

肥
料
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
全
国

市
場
と
後
背
地
農
村
を
取
り
結
ぶ
米
穀
肥
料
商
と

し
て
の
視
点
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
八
章
「
産
地
直
接
買
付
に
お
け
る
情
報
伝
達

と
輸
送
」
(
伊
藤
敏
雄
執
筆
)
は
、
廣
海
家
文
書
の

電
報
と
書
簡
を
用
い
た
ユ
ニ
ー
ク
な
分
析
で
、
函

館
や
小
樽
で
の
産
地
買
付
な
ど
取
引
形
態
が
交
通
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通
信
手
段
の
変
化
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
九
章
「
廻
船
問
屋
廣
海
家
の
商
業
業
務
」
(
谷

本
雅
之
執
筆
)
　
は
、
問
屋
で
あ
り
な
が
ら
自
己
勘

定
取
引
を
行
っ
て
い
た
こ
と
の
意
義
を
論
じ
、
廣

海
家
の
取
引
範
囲
か
ら
の
仲
買
の
消
滅
、
す
な
わ

ち
仲
買
が
問
屋
・
仲
買
業
務
を
経
営
す
る
な
ど
の

重
要
な
流
通
構
造
の
変
化
を
指
摘
し
て
い
る
。

第
Ⅲ
部
「
地
域
径
清
と
廣
海
家
」
は
第
三
の
課

題
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
〇
章
「
幕
末
維
新
期
泉
南
地
域
の
肥
料
流

通
」
(
岡
田
光
代
執
筆
)
は
、
廣
海
家
が
貝
塚
の
最

有
力
問
屋
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
、
維
新
期
に
有

力
取
引
先
が
貝
塚
の
干
鰯
仲
買
か
ら
小
売
商
へ
と

変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
二
章
「
近
代
泉
南
農
業
の
変
容
と
廣
海
家
」

(
井
奥
成
彦
執
筆
)
　
は
、
泉
南
地
域
が
米
・
玉
葱
・

蜜
柑
中
心
の
近
代
型
商
業
農
業
へ
変
容
し
て
も
魚

肥
の
使
用
率
が
高
か
っ
た
こ
と
、
東
海
家
で
は
小

売
的
業
務
が
中
心
と
な
り
農
家
へ
前
貸
販
売
の
形

を
と
り
、
昭
和
期
に
は
産
業
組
合
へ
の
販
売
比
率

を
高
め
て
い
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
一
二
幸
「
近
世
後
期
の
手
形
流
通
と
両
替
商
」

(
西
向
宏
介
執
筆
)
は
、
廣
海
家
の
米
穀
・
肥
料
取

引
の
決
済
が
貝
塚
・
堺
・
大
坂
の
両
替
商
と
の
手

形
の
受
取
・
振
込
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
、
安
政
年
間
以
降
も
大
坂
両
替
商
宛
の
振
手
形

が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
手
形
に
よ
る
決
済
の
比
重

が
高
ま
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
三
一
章
「
近
代
の
金
融
シ
ス
テ
ム
と
廣
海
家
」

(
石
井
寛
治
執
筆
)
　
は
、
こ
れ
ま
で
の
両
替
商
へ

の
振
手
形
に
か
わ
っ
て
銀
行
を
利
用
し
た
為
替
送

金
や
荷
為
替
取
組
が
行
わ
れ
だ
し
た
こ
と
、
そ
し

て
廣
海
家
が
明
治
中
期
ま
で
の
自
己
資
本
中
心
か

ら
銀
行
融
資
に
よ
る
産
地
買
付
・
株
式
投
資
へ
と

転
換
し
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

以
上
が
本
書
各
章
の
内
容
で
あ
る
が
、
す
で
に

与
え
ら
れ
た
紙
数
も
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
評
者
は

か
つ
て
近
世
の
商
家
の
経
営
史
料
を
扱
っ
た
経
験

が
あ
る
が
、
複
雑
で
膨
大
な
廣
海
家
文
書
か
ら
そ

の
資
産
や
損
益
一
覧
が
示
さ
れ
て
お
り
、
中
西
氏

ら
が
そ
れ
ら
の
作
成
・
分
析
に
い
か
に
莫
大
な
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
さ
れ
た
こ
と
か
、
敬
服
の
念
を

禁
じ
え
な
い
。
ま
た
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
よ

う
に
本
書
は
た
ん
な
る
論
文
集
で
は
な
く
、
各
執

筆
者
相
互
の
連
携
が
と
れ
て
お
り
、
ま
た
評
者
の

よ
う
な
門
外
漢
が
言
う
の
も
気
が
ひ
け
る
が
、
各

章
で
展
開
さ
れ
た
実
証
的
な
問
題
提
起
は
近
代
経

済
史
研
究
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
こ

と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
近
世
の
商
人
資
本
は
い
わ
ゆ
る
　
「
前

期
的
資
本
」
と
い
う
概
念
の
壁
も
あ
っ
て
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
「
産
業
化
」
を
妨
げ
る
存
在
と
し

て
扱
わ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
「
商
家
な
く
し
て

は
市
場
経
済
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
」
と
い
う
本

書
の
視
角
は
も
ち
ろ
ん
、
肥
料
商
と
し
て
の
廣
海

家
が
泉
南
地
域
の
農
業
の
産
業
化
を
支
え
た
と
い

う
事
実
な
ど
は
近
世
史
研
究
に
も
有
用
な
視
角
と

な
る
べ
き
で
あ
る
。

(
な
か
や
ま
・
と
み
ひ
ろ
.
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
教
授
)

(
A
5
判
、
五
〇
二
頁
、
六
六
〇
〇
円
、
名
古
屋
大
学

出
版
会
、
二
〇
〇
六
・
二
刊
)

斉
藤
智
朗
著

『
井
上
毅
と
宗
教

明
治
国
家
形
成
と
世
俗
主
義
」

伊
　
藤
　
禰
　
彦

本
書
は
国
学
院
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文

を
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
は
「
本
書
の
課

題
」
　
(
序
章
)
と
し
て
、
「
世
俗
化
」
「
世
俗
主
義
」

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
明
治
国
家
形
成
を
解
明
す
る
こ

介用評書911
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長方形




