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中
国
漁
船
に
よ
る
尖
閣
諸
島
周
辺
の
日
本
領
海
侵
犯
問

題
は
、
何
を
露
呈
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
は
中
国
の
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
海
上
覇
権
（
シ
ー
・

パ
ワ
ー
）
へ
の
強
固
な
意
志
を
表
し
た
。
し
か
し
、
尖
閣

諸
島
の
日
本
領
土
宣
言
は
、
明
治
28
（
１
８
９
５
）
年
に

早
く
も
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
百
年
近
く
、
正
確
に

は
１
９
７
１
年
ま
で
、台
湾
の
国
民
政
府
に
よ
っ
て
も
、大

陸
の
中
国
政
府
に
よ
っ
て
も
、
領
土
的
主
張
は
な
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
。

　

台
湾
の
国
民
政
府
、
さ
ら
に
は
大
陸
の
中
国
政
府
が
尖

閣
諸
島
を
自
国
の
領
土
だ
と
主
張
し
た
の
は
、
１
９
６
８

年
に
国
連
が
東
シ
ナ
海
に
海
洋
調
査
船
を
出
し
、
尖
閣
列

島
の
海
域
に
石
油
や
天
然
ガ
ス
、
そ
れ
に
世
界
最
大
級
規

模
の
メ
タ
ン
ハ
イ
ド
レ
ー
ト
の
埋
蔵
量
を
確
認
し
て
以
後

の
こ
と
で
あ
る
。
今
、
日
本
政
府
（
＝
民
主
党
政
権
）
が
、

「
こ
こ
（
東
シ
ナ
海
）
に
領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」
と

言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
う
歴
史
的
経
緯
を
ふ
ま
え
て

の
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
も
う
一
つ
、
今
回
の
尖
閣
問
題
が
浮
上
さ
せ
た

の
は
、
中
国
漁
船
の
衝
突
映
像
の
流
出
を
め
ぐ
る
日
本
政

府
（
＝
海
上
保
安
庁
）
の
情
報
管
理
の
甘
さ
で
あ
る
。
た

と
え
、
そ
の
映
像
流
出
が
一
海
上
保
安
官
の
「
憂
国
」
的

感
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
彼
の
私
情
が
国
家
的
秩

序
を
揺
る
が
す
問
題
を
惹じ

ゃ
っ

起き

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
一
個
人

の
「
憂
国
」
的
行
動
に
拍
手
喝か

っ

采さ
い

を
送
る
だ
け
で
は
済
ま

な
い
だ
ろ
う
。

中
国
に
何
が
起
こ
っ
て

い
る
の
か

麗
澤
大
学
教
授  

松
本 

健
一

─
尖
閣
問
題
が
露
呈
し
た
も
の
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た
だ
、
そ
の
国
家
的
秩
序
の
問
題
と
、
一
個
人
の
「
憂

国
」
的
感
情
、
つ
ま
り
私
情
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
、日
本
の
国
内
問
題
で
あ
っ
て
、中
国
に
何
が

起
こ
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
こ
れ
に
対
応
す
べ
き
日
本

外
交
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
。

　

中
国
漁
船
が
尖
閣
周
辺
の
日
本
領
海
侵
犯
を
行
っ
た
の

は
、
今
回
が
初
め
て
で
は
な
い
。
小
泉
内
閣
当
時
の
５
年

間
だ
け
で
も
、
た
し
か
十
数
回
の
領
海
侵
犯
問
題
が
起

こ
っ
て
い
た
。
と
は
い
え
、
自
民
党
政
権
下
で
は
、
領
海

侵
犯
し
た
中
国
漁
船
乗
組
員
を
日
本
領
海
か
ら
追
い
出
す

実
力
行
使
を
と
る
か
、捕
縛
し
て
強
制
送
還
す
る
か
で
、問

題
を
処
理
し
て
い
た
。
そ
れ
が
今
回
は
、
日
本
政
府
（
外

務
大
臣
）
が
領
土
主
権
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
国

人
船
長
を
逮
捕
・
訊
問
し
た
た
め
に
、
外
交
問
題
に
発
展

し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
日
本
が
中
国
人
船
長
を
逮
捕
し
た
後
、

中
国
政
府
お
よ
び
温
家
宝
首
相
が
行
っ
た
発
言
は
、

ち
ょ
っ
と
常
軌
を
逸
し
て
い
た
。「
釣
魚
島
（
＝
尖
閣
諸

島
）
は
歴
史
的
に
も
国
際
法
的
に
も
、
わ
が
中
国
の
神
聖

な
領
土
で
あ
る
」
と
か
、「
中
国
の
領
土
と
主
権
、
国
民
の

人
権
を
著
し
く
侵
犯
し
た
。
中
国
政
府
は
強
い
抗
議
を
表

明
す
る
」
と
い
う
強
硬
な
主
張
を
し
た
の
で
あ
る
。
加
え

て
、
中
国
外
務
省
は
船
長
が
釈
放
さ
れ
た
（
９
月
25
日
）

後
で
、「
日
本
側
は
今
回
の
事
件
に
つ
い
て
中
国
側
に
謝
罪

と
賠
償
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
声
明
し
た
の
で

あ
る
。

　

普
段
は
温
厚
な
温
家
宝
首
相
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
強
硬

な
発
言
を
し
、
中
国
政
府
と
し
て
日
本
側
を
批
判
し
た
の

に
は
、何
ら
か
の
国
内
的
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ

の
こ
と
に
対
す
る
日
本
外
務
省
の
分
析
が
ほ
と
ん
ど
な
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
な
気
が
、
わ
た
し
に
は
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
外
務
省
は
、
中
国
政
府
が
謝
罪
と
賠
償
を
要

求
し
た
こ
と
に
対
し
て
、「
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
」（
９

月
25
日
）と
拒
否
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、な

ぜ
中
国
政
府
が
そ
の
よ
う
な
強
硬
な
要
求
を
し
た
か
に
つ

い
て
は
、「
中
国
側
の
声
明
は
、
尖
閣
諸
島
が
自
分
た
ち
の

領
土
で
あ
る
と
い
う
立
場
で
論
じ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
中

国
側
の
理
屈
に
沿
っ
た
も
の
だ
」（
外
務
省
幹
部
）
と
批
判

し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
中
国
側
が
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
強
硬
な
要
求
を
し
た
か
に
つ
い
て
の
背
景
の
分
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析
が
、
一
切
な
い
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
外
務
省
は

そ
の
分
析
の
公
表
を
し
て
い
な
い
。

軍
部
が
海
上
覇
権
を
強
め
て
い
る

　

尖
閣
問
題
を
め
ぐ
っ
て
中
国
側
が
強
気
の
対
応
を
続
け

て
い
た
９
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
、
中
国
内
部
で
は
権
力

闘
争
が
激
化
し
て
い
た
。
10
月
15
日
開
催
の
中
央
委
員
会

（
５
中
総
会
）で
は
次
期
国
家
指
導
者
が
習
近
平
国
家
副
主

席
に
決
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
習
の
次
期
国
家
主
席
へ

の
就
任
は
す
で
に
既
定
路
線
に
な
っ
て
い
た
が
、「
革
命
は

銃
口
か
ら
生
ま
れ
る
」
と
い
う
毛
沢
東
の
革
命
思
想
以
来
、

中
国
で
は
本
当
の
権
力
者
は
軍
事
委
員
会
の
主
席
（
現
在

は
胡
錦
濤
）
に
選
ば
れ
る
か
ど
う
か
が
試
金
石
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

そ
れ
が
中
央
委
員
会
の
席
上
、
習
近
平
が
軍
事
委
員
会

副
主
席
に
選
ば
れ
た
こ
と
が
公
表
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
習
が
胡
錦
濤
の
後
で
軍
事
委
員
会
の
主
席
に
就
任
す

る
こ
と
と
な
り
、
文
字
通
り
次
期
国
家
指
導
者
と
な
る
こ

と
が
決
定
し
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
間
、
中
国
共

産
党
の
公
的
機
関
紙
と
い
え
る
『
人
民
日
報
』
に
は
、
連

日
の
よ
う
に
、
温
家
宝
首
相
に
対
す
る
批
判
記
事
が
載
っ

て
い
た
。

　

そ
う
い
っ
た
中
国
の
国
内
情
勢
が
尖
閣
問
題
に
お
け
る

日
本
へ
の
強
硬
な
対
応
と
、ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
。日

本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
や
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
こ
と
を
ほ
と

ん
ど
語
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
『
東
京
新
聞
』

９
月
25
日
の
「
こ
ち
ら
特
報
部
」
で
、温
家
宝
首
相
の
「
強

気
な
発
言
」
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
読
み
解
い
た
の
だ
っ

た
。

　
「
胡
錦
濤
国
家
主
席
、
温
首
相
は
外
交
を
重
視
す
る
グ

ル
ー
プ
で
、
軍
へ
の
力
が
弱
い
。
対
立
グ
ル
ー
プ
（
習
近

平
ら
江
沢
民
グ
ル
ー
プ
）
と
背
後
に
い
る
軍
部
の
暴
発
を

心
配
し
、
あ
れ
ほ
ど
強
硬
な
発
言
を
し
た
の
だ
ろ
う
」

　

つ
ま
り
、
温
家
宝
首
相
の
「
強
気
な
発
言
」
に
は
、
そ

う
し
な
け
れ
ば
軍
部
の
圧
力
を
背
景
に
し
た
習
近
平
＝
江

沢
民
グ
ル
ー
プ
の
批
判
に
対
抗
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
軍
部
の
力
の
強
大
化
は
む
ろ
ん
、中
国
が「
経

済
大
国
」
に
な
っ
た
こ
と
を
前
提
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
強
め
、
海
軍
力
の
増
強
を
進
め
た
結
果
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
中
国
が
「
経
済
大
国
」
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
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東
シ
ナ
海
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
、
特
に
石
油
資
源

の
権
益
や
、「
シ
ー
レ
ー
ン
を
守
っ
て
い
る
の
は
わ
れ
わ
れ

人
民
解
放
軍
だ
」
と
い
う
意
識
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
こ

の
場
合
、
東
シ
ナ
海
と
い
う
の
は
、
中
国
に
と
っ
て
単
な

る
近
海
、
す
な
わ
ち
地
域
的
な
海
洋
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

ア
メ
リ
カ
や
日
本
に
直
接
的
に
向
き
合
う
外
洋
、
つ
ま
り

軍
事
的
な
意
味
を
持
つ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
日
本
や
台
湾

と
の
経
済
的
な
、
ま
た
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
シ
ー
レ
ー
ン

を
め
ぐ
る
、と
ど
の
つ
ま
り
、海
上
覇
権
の
場
で
あ
る
。
そ

れ
を
中
国
人
民
解
放
軍
（
海
軍
）
が
守
っ
て
い
る
と
い
う

強
固
な
意
識
が
軍
に
あ
り
、
そ
の
軍
の
力
を
背
景
に
し
た

政
治
グ
ル
ー
プ
が
国
内
の
権
力
闘
争
で
大
き
な
勢
力
と

な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　

外
交
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
「
国
際
的
な
権
力
闘
争
」

（
モ
ル
ゲ
ン
ソ
ー
）
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
そ
れ
は
中
国
に

あ
っ
て
は
、
国
内
的
な
権
力
闘
争
に
勝
っ
た
上
で
の
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
が
、
国
内
的
に
熾し

烈れ
つ

な
権
力
闘
争
が
続
け
ら
れ
て
い
る
現
在
の
中
国
の
場
合
、

特
に
顕
著
に
な
る
わ
け
だ
。

　

で
は
、
共
産
党
の
一
党
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
中
国
で
、

今
な
ぜ
権
力
闘
争
が
熾
烈
に
な
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ

は
共
産
党
の
一
党
支
配
が
今
後
も
続
け
ら
れ
る
の
か
、
と

い
う
瀬
戸
際
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
中
国
は
、
２
０
０
８

年
の
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
、２
０
１
０
年
の
上
海
万
博
、そ

う
し
て
２
０
１
０
年
11
月
の
広
州
ア
ジ
ア
大
会
と
国
際
的

イ
ベ
ン
ト
を
連
続
開
催
し
、
そ
の
国
家
統
一
、
民
族
的
な

誇
り
、
国
民
の
豊
か
さ
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
国
際
社
会
の

中
で
強
烈
な
存
在
感
を
提
示
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
は
共
産
党
の
指
導
が
う
ま
く
な
さ
れ
た

結
果
で
あ
る
と
、
国
家
指
導
者
た
ち
は
自
信
満
々
で
あ
る

よ
う
に
み
え
る
。
自
信
満
々
だ
か
ら
こ
そ
、
尖
閣
問
題
で

も
あ
れ
だ
け
強
い
立
場
を
取
れ
た
の
だ
、
と
。

　

だ
が
こ
れ
は
、
中
国
国
民
が
自
ら
の
国
民
的
権
利
を
要

求
し
、
近
代
の
一
典
型
で
あ
る
国
民
国
家
の
性
格
を
強
め

て
ゆ
く
過
程
に
あ
っ
て
は
、
両
刃
の
剣
と
い
っ
た
意
味
合

い
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
中
国
が
北
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
て
こ

0

0

に
高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
て
「
経
済

大
国
」
と
な
っ
て
も
、
そ
の
成
果
が
国
民
に
等
し
く
及
ば

ず
、
都
市
と
農
村
、
沿
岸
部
と
内
陸
部
、
そ
う
し
て
富
裕

層
と
貧
困
層
の
経
済
格
差
が
大
き
く
な
れ
ば
、
そ
れ
は
共
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産
党
の
指
導
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
不
満
に
一

転
す
る
か
ら
だ
。
す
る
と
、
国
民
の
怨え

ん

嗟さ

は
共
産
党
に
向

か
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

胡
錦
濤
体
制
が
経
済
格
差
の
な
い
「
和
諧
」
社
会
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
い
る
の
は
、
こ
の
国
民
の
怨
嗟
を
何

と
か
起
こ
さ
せ
た
く
な
い
努
力
な
の
で
あ
る
。

中
産
階
級
の
民
主
化
要
求

　

今
わ
た
し
は
、
中
国
国
民
が
自
ら
の
国
民
的
権
利
を
要

求
し
て
、
国
民
国
家
の
性
格
を
強
め
て
い
く
過
程
に
あ
る
、

と
い
う
た
ぐ
い
の
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
根

拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
。

　

最
近
の
社
会
学
理
論
に
よ
れ
ば
、
一
人
当
た
り
の
国
民

所
得
が
年
１
万
ド
ル
（
お
よ
そ
百
万
円
）
を
超
え
る
と
、そ

の
国
の
国
民
は
必
ず
民
主
的
要
求
を
強
め
る
よ
う
に
な
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
的
自
由
競
争
の
成
果

を
ふ
ま
え
て
の
政
治
へ
の
参
加
要
求
で
あ
り
、
思
想
や
宗

教
や
教
育
の
自
由
へ
の
要
求
で
あ
り
、
人
権
の
主
張
で
あ

る
。

　

例
え
ば
、
韓
国
が
経
済
発
展
を
始
め
た
の
は
、
１
９
６

５
年
に
日
韓
基
本
条
約
が
結
ば
れ
た
後
、
１
９
７
０
年
代

の
後
半
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
学
生
や
市
民
は

戒
厳
令
拡
大
に
反
対
し
、
軍
事
政
権
に
対
し
て
民
主
的
権

利
を
求
め
る
意
識
が
強
ま
っ
た
。
そ
れ
が
１
９
８
０
年
の

光
州
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
１
９

８
６
年
に
は
戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
、
軍
事
的
独
裁
政
権
か

ら
大
統
領
の
国
民
投
票
に
よ
る
選
出
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
戒
厳
令
解
除
の
１
９
８
６
年
が
、

韓
国
で
一
人
当
た
り
国
民
所
得
が
１
万
ド
ル
を
超
え
た
年

だ
っ
た
。

　

そ
う
し
て
韓
国
は
１
９
８
８
年
に
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
実
現
し
た
。
漢ハ

ン

江ガ
ン

の
奇
跡
と
呼
ば
れ
る
経
済
発
展
は
、

こ
の
よ
う
な
国
民
の
民
主
化
要
求
と
表
裏
一
体
の
出
来
事

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
台
湾
の
国
民
政
府
が
戒
厳
令
を
解
除
し
た
の
も
、

一
人
当
た
り
国
民
所
得
が
１
万
ド
ル
を
超
え
た
１
９
８
６

年
の
こ
と
だ
っ
た
。戒
厳
令
が
解
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、国

民
党
の
一
党
支
配
が
終
わ
っ
た
。
総
統
の
李
登
輝
（
国
民

党
）
は
そ
の
第
２
期
目
を
、
国
民
の
直
接
投
票
に
よ
っ
て

選
出
さ
れ
る
形
で
務
め
た
。
こ
の
第
２
期
目
に
あ
っ
て
は
、
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総
統
を
国
民
の
直
接
選
挙
で
選
出
す
る
方
式
を
導
入
し
た

李
登
輝
が
民
進
党
か
ら
の
支
持
も
集
め
て
当
選
し
た
の
で

あ
る
。

　

経
済
発
展
は
国
民
の
経
済
的
自
由
競
争
に
支
え
ら
れ
て

行
わ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
国
民
心
理
は
経
済
活
動
の
自

由
ば
か
り
で
な
く
、
政
治
的
自
由
や
民
主
化
を
求
め
る
よ

う
に
な
る
わ
け
だ
。
そ
の
指
標
と
な
る
の
が
、
一
人
当
た

り
国
民
所
得
が
年
１
万
ド
ル
を
超
え
る
あ
た
り
な
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
、
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
行
わ
れ
た
２
０
０
８

年
、
中
国
で
経
済
発
展
が
著
し
い
広
州
や
上
海
で
は
、
一

人
当
た
り
の
国
民
所
得
が
年
８
０
０
０
〜
９
０
０
０
ド
ル

に
達
し
て
い
た
。
広
州
ア
ジ
ア
大
会
が
行
わ
れ
た
２
０
１

０
年
に
は
、
広
州
の
一
人
当
た
り
国
民
所
得
は
１
万
ド
ル

に
達
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
上
海
万
博
が
終
わ
っ
た
上

海
で
は
や
は
り
、
１
万
ド
ル
近
く
に
達
し
て
い
る
よ
う
な

気
が
す
る
。
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
当
時
、
北
京
で
は
７
０
０
０

〜
８
０
０
０
ド
ル
と
言
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
北
京
で
も
２

０
１
０
年
に
は
９
０
０
０
ド
ル
を
超
え
て
い
る
だ
ろ
う
。

　

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
広
州
や
上
海
や
北
京
な
ど
の
大
都

市
部
で
は
、
い
ず
れ
も
一
人
当
た
り
国
民
所
得
が
１
万
ド

ル
の
指
標
を
超
え
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
大
都
市

部
の
市
民
た
ち
は
共
産
党
一
党
支
配
下
の
中
国
で
民
主
化

要
求
や
、
人
権
を
守
れ
と
い
う
要
求
を
強
め
て
く
る
と
思

わ
れ
る
。

劉
暁
波
の
ノ
ー
ベル
平
和
賞
受
賞

　

２
０
１
０
年
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
た
劉ラ

オ

暁シ
ャ
オ
ボ
ー波

は
、
こ
の
中
国
の
民
主
化
運
動
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
っ

た
。
劉
氏
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
受
賞
は
、
10
月
８
日
に

発
表
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
彼
は
「
こ
の
受
賞
は
天
安
門

事
件
で
犠
牲
に
な
っ
た
人
々
の
魂
に
贈
ら
れ
た
も
の
だ
」

と
涙
を
流
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。

　

天
安
門
事
件
は
、
１
９
８
９
年
６
月
４
日
、
北
京
の
学

生
た
ち
の
い
わ
ば
早
す
ぎ
る
民
主
化
運
動
と
し
て
悲
劇
を

生
ん
だ
。
劉
暁
波
氏
は
当
時
、
北
京
師
範
大
学
文
学
部
講

師
と
し
て
学
生
の
民
主
化
運
動
に
参
加
し
、
そ
の
後
、
何

度
も
中
国
政
府
当
局
に
よ
っ
て
投
獄
さ
れ
て
い
る
。

　

２
０
０
８
年
に
は
、
民
主
的
立
憲
政
治
を
求
め
る
「
０

８
憲
章
」
を
起
草
し
て
拘
束
さ
れ
、
２
０
２
０
年
ま
で
の
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懲
役
11
年
の
判
決
を
受
け
て
服
役
中
で
あ
る
。
ノ
ル

ウ
ェ
ー
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
委
員
会
は
、
そ
の
服
役
中
の

劉
暁
波
氏
に
今
年
、
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
与
え
た
わ
け

だ
っ
た
。

　

劉
氏
が
中
心
に
な
っ
て
起
草
し
た
「
０
８
憲
章
」
は
、天

安
門
民
主
化
運
動
の
理
想
を
受
け
継
ぎ
、「
一
党
独
裁
体
制

の
終
結
、
民
主
主
義
国
家
の
実
現
」
を
唱
え
て
い
た
。
と

同
時
に
、「
中
華
連
邦
国
家
」
構
想
も
打
ち
出
し
て
い
た
。

前
者
は
、
中
国
の
民
主
化
を
推
し
進
め
る
天
安
門
以
来
の

方
向
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
漢
民
族
中
心
の
大
中
華
帝
国

主
義
に
対
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
民
族
や
ウ
イ
グ
ル
民
族
の
独

立
を
容
認
し
た
上
で
「
中
華
連
邦
国
家
」
を
目
指
す
と
い

う
、
極
め
て
画
期
的
な
提
言
と
な
っ
て
い
た
。

　

だ
が
、
こ
の
「
中
華
連
邦
国
家
」
と
い
う
構
想
は
、
共

産
党
の
一
党
支
配
体
制
を
維
持
し
つ
つ
、
国
民
に
あ
る
程

度
の
自
由
と
民
主
化
を
与
え
よ
う
と
い
う
国
民
国
家
体
制

へ
の
ソ
フ
ト
・
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
目
指
し
て
い
た
胡
錦
濤

＝
温
家
宝
路
線
に
と
っ
て
も
、
容
認
し
難
い
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、
共
産
党
の
一
党
支
配
の
下
で
漢
民
族
中
心
の
国

家
統
一
を
強
化
し
よ
う
と
す
る
路
線
へ
の
ア
ン
チ
・
テ
ー

ゼ
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
、
都
市
の
知
識
人
層
＝
中
産
階
級

は
、
共
産
党
の
一
党
支
配
の
下
で
国
民
国
家
体
制
に
ソ
フ

ト
・
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
し
よ
う
と
す
る
胡
錦
濤
路
線
に
対
し

て
異
議
申
し
立
て
を
始
め
て
い
る
。

　

い
や
、
そ
う
い
っ
た
異
議
申
し
立
て
を
始
め
て
い
る
の

は
、
都
市
部
の
学
生
や
市
民
ば
か
り
で
は
な
い
。
農
村
部

の
農
村
籍
の
人
々
や
内
陸
部
の
農
民
た
ち
は
、
北
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
や
上
海
万
博
な
ど
の
国
家
的
イ
ベ
ン
ト
が
終

わ
っ
て
み
る
と
、
都
市
へ
の
出
稼
ぎ
か
ら
再
び
農
村
に
帰

る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
出
稼
ぎ
か
ら
地
方
の
故
郷

へ
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
日
々
食
べ
て
ゆ
く
の
が

や
っ
と
の
農
作
業
し
か
待
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

進
学
の
た
め
に
地
方
の
都
市
に
出
し
た
子
ど
も
た
ち
は
、

大
学
を
出
て
も
仕
事
が
な
い
。
こ
れ
は
日
本
と
同
様
、
い

や
日
本
以
上
の
厳
し
さ
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
大
学
新

卒
者
の
就
職
率
は
例
年
ほ
ぼ
90
％
（
２
０
１
０
年
11
月
時

点
で
の
内
定
率
は
57
％
で
、
就
職
氷
河
期
よ
り
悪
化
し
て

い
る
と
い
わ
れ
る
）
だ
が
、
中
国
で
は
こ
の
数
年
70
％
に

到
達
し
な
い
と
い
う
。
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
中
で
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は
、
一
時
期
景
気
が
少
し
良
く
な
っ
て
も
、
日
本
の
み
な

ら
ず
、
韓
国
で
も
中
国
で
も
若
者
の
雇
用
を
生
み
出
さ
な

い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
数
年
、
中
国
の
農
村
暴
動
は
年
３
万
件
を
下
ら
な

い
。
都
会
で
の
若
年
層
の
デ
モ
は
、反
日
デ
モ
で
あ
れ
、漢

語
強
制
反
対
デ
モ
で
あ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
・
ウ
イ
グ
ル
の
人

権
問
題
デ
モ
で
あ
れ
、
こ
の
農
村
暴
動
の
変
形
と
し
て
の

反
政
府
デ
モ
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

中
国
国
内
の
不
協
和
音

　

中
国
が
漢
民
族
中
心
の
大
中
華
帝
国
主
義
を
強
め
る
一

方
で
、国
内
の
不
協
和
音
は
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
る
。中

国
で
歴
代
王
朝
が
倒
れ
る
の
は
、
必
ず
次
の
３
条
件
が
重

な
っ
た
時
だ
っ
た
。
第
一
は
、
地
方
に
農
民
暴
動
が
頻
発

す
る
こ
と
。
第
二
は
、
官
僚
の
汚
職
が
激
し
く
な
り
、
権

力
が
内
部
か
ら
腐
敗
す
る
こ
と
。
第
三
は
、
例
え
ば
白
蓮

教
や
太
平
天
国
や
義
和
団
な
ど
の
新
興
宗
教
が
勃
興
し
て
、

体
制
批
判
の
受
け
皿
と
な
る
こ
と
、
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
近
年
農
民
暴
動
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
。
ま
た
、
２
０
０
９
年
の
一

年
間
で
汚
職
な
ど
の
罪
で
処
分
さ
れ
た
共
産
党
幹
部
は
４

万
人
を
数
え
る
と
い
わ
れ
る
。
２
０
０
８
年
に
も
同
じ
く

４
万
人
を
超
え
て
い
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
新
興
宗
教
の
問
題
は
北
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
前
に
法
輪
功
の
規
制
が
少
し
話
題
に
な
っ
た
ぐ

ら
い
で
あ
る
。

　

た
だ
、
中
国
政
府
が
法
輪
功
を
な
ぜ
あ
れ
だ
け
激
し
く

取
り
締
ま
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
は
、
依
然
と
し
て
残
る
。

法
輪
功
は
百
万
人
程
度
の
新
興
宗
教
団
体
、そ
れ
も
「
真
・

美
・
忍
」
を
理
想
に
掲
げ
、
健
康
な
身
体
を
つ
く
ろ
う
と

い
う
趣
旨
の
ご
く
穏
和
な
修
養
・
鍛
錬
団
体
で
あ
る
か
に

見
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
最
近
の
情
報
で
は
、
法
輪
功
の
規
模
は
８

千
万
人
に
達
し
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
中
国
政

府
に
と
っ
て
恐
れ
る
べ
き
数
で
あ
る
の
は
、
共
産
党
員
の

７
千
万
人
を
超
え
る
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
。
健
康
な
身
体
、

平
穏
な
家
庭
、安
定
し
た
社
会
を
目
指
す
、と
い
う
ス
ロ
ー

ガ
ン
は
、
政
府
が
「
和
諧
」
社
会
を
掲
げ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
安
定
し
た
社
会
を
つ
く
り
得
て
い
な
い
と
感
じ

た
と
き
に
は
容
易
に
反
政
府
運
動
に
転
じ
る
温
床
に
な
る
、
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と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
、
か
つ
て
は
無
神
論
的
で
あ
っ
た
中
国
の
中
で
、

今
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
数
が
８
千
万
人
に
達
し
て
い
る
と

い
う
の
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
あ
る
国
際
学
会
で
わ
た

し
が
中
国
政
府
の
統
計
を
基
に
、
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
徒

は
３
千
万
人
近
く
い
る
と
述
べ
た
と
こ
ろ
、
香
港
の
学
者

が
「
そ
の
中
国
政
府
の
統
計
は
古
い
、
地
下
教
会
の
メ
ン

バ
ー
を
ふ
く
め
る
と
８
千
万
人
い
る
」
と
訂
正
さ
れ
た
。

　

地
下
教
会
と
い
う
の
は
、
正
式
に
洗
礼
を
受
け
て
教
区

に
登
録
さ
れ
た
、
つ
ま
り
中
国
政
府
に
も
報
告
さ
れ
た
メ

ン
バ
ー
以
外
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
地
下
教
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
教
会
に
表
門
か
ら

入
っ
て
い
か
な
い
。
夜
に
な
る
と
、
教
会
の
裏
山
か
ら
ぞ

く
ぞ
く
と
降
り
て
来
て
、
そ
こ
で
食
糧
や
町
で
入
手
で
き

な
い
ペ
ニ
シ
リ
ン
な
ど
の
医
薬
品
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ

る
。
や
や
現
世
利
益
的
な
入
信
の
動
機
と
は
い
え
、
こ
れ

が
い
つ
政
府
批
判
に
転
じ
る
か
は
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。

　

と
も
あ
れ
、こ
う
い
っ
た
中
国
国
内
の
不
安
材
料
が
、尖

閣
問
題
を
は
じ
め
と
し
て
中
国
政
府
の
対
外
的
な「
強
気
」

政
策
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
外
に
あ

る
敵
を
叩
く
こ
と
で
、
国
民
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
高
揚

さ
せ
、
国
内
の
不
協
和
音
を
封
じ
る
の
は
、
ど
こ
の
政
府

で
も
い
つ
の
時
代
で
も
す
る
こ
と
だ
。

　

こ
れ
は
、
小
泉
内
閣
当
時
の
中
国
胡
錦
濤
体
制
も
同
様

だ
っ
た
。
た
だ
あ
の
と
き
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
米
政
権
を
は
じ

め
と
し
て
、
世
界
各
国
が
外
に
敵
を
作
っ
て
叩
く
“
ハ
ン

チ
ン
ト
ン
の
罠
”
に
落
ち
て
い
た
。
今
は
中
国
の
み
に
顕

著
な
政
治
現
象
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
中
国
国
内
に
不
協
和
音
が
大
き
く
な
っ
て
き
て

い
る
こ
と
の
反
映
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
現
在
の
中
国
の

場
合
、
こ
れ
に
軍
拡
路
線
、
膨
張
的
大
中
華
帝
国
主
義
が

絡
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
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