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は
じ
め
に

『〈
独
島
・
竹
島
〉
の
日
韓
史
』
が
こ
の
よ
う
に
日
本
で
出
版
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
深
く

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

原
題
は
『
我
が
歴
史 

独
島
』
で
あ
り
ま
す
が
、
韓
国
で
は
二
〇
〇
九
年
七
月
に
発
行
さ
れ
、
そ
の
後
数
年

が
経
ち
ま
し
た
の
で
、
こ
の
日
本
語
版
『〈
独
島
・
竹
島
〉
の
日
韓
史
』
で
は
、
新
た
な
内
容
を
加
え
、
よ
り

実
証
的
に
独
島
（
竹
島
）
の
領
有
権
問
題
を
解
説
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
た
。

日
韓
の
間
で
大
変
ホ
ッ
ト
な
問
題
で
も
あ
る
の
で
、
著
者
と
し
て
は
客
観
的
な
視
点
に
立
っ
て
叙
述
す
る
こ

と
を
心
が
け
ま
し
た
。

筆
者
は
、
一
九
九
八
年
か
ら
独
島･
竹
島
問
題
に
関
す
る
研
究
を
本
格
化
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
の
本
の

内
容
は
、
そ
の
研
究
成
果
の
一
部
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
内
容
の
判
断
は
、
読
者
の
皆
様
に
任
せ
た

い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
『〈
独
島
・
竹
島
〉
の
日
韓
史
』
で
は
、
六
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
の
内
容
を
扱
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
以
降
、
現
代
ま
で
の
内
容
に
関
し
て
は
続
編
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

拙
著
を
通
し
て
、
日
本
の
皆
様
が
よ
り
広
い
視
野
で
独
島･
竹
島
問
題
を
見
直
し
て
く
だ
さ
れ
ば
こ
れ
に
勝
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一
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日
韓
、
ど
ち
ら
の
国
が
先
に
独
島
を
領
土
と
し
て
認
識
し
た
の
か
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日
韓
両
国
の
内
、
ど
ち
ら
が
先
ず
独ド
ク

島ト

を
自
国
の
領
土
と
し
て
認
識
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、
独
島
の
領

有
権
を
歴
史
的
に
追
跡
、
解
明
す
る
過
程
で
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
日
韓
の
歴
史
記
録
を
確
認
し
て
み
る
と
、

独
島
が
属
し
た
と
言
わ
れ
る
古
代
の
于ウ

サ
ン山
国
に
関
す
る
記
録
が
『
三
国
史
記
』
五
一
二
年
条
に
初
め
て
登
場
す

る
。韓

国
の
文
献
に
よ
る
と
、
独
島
が
現
在
の
独
島
と
い
う
名
前
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
二
〇
世
紀
の
初
め
の

頃
で
、
そ
れ
ま
で
独
島
は
主
に
于ウ

山サ
ン

島ド

と
呼
ば
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
独
島
が
長
い
歴
史
の
中
で
本
来
「
于

山
島
」
と
い
う
名
称
だ
っ
た
と
い
う
事
実
に
関
し
て
は
、
特
別
な
経
緯
が
あ
る
。

于
山
国
の
人
々
は
、
元
々
自
分
た
ち
の
住
む
鬱ウ

ル

陵ル
ン

島ド

〔
韓
国
の
東
、
約
一
三
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
韓
国
を
代
表
す
る
島
の
一
つ
。

こ
の
島
か
ら
八
七
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
や
や
東
南
の
方
向
に
独
島
が
位
置
す
る
。

〕

が
于
山
国
の
中
心
だ
っ
た
た
め
、
鬱
陵
島
を
于
山
国
の
于
山
を
取
っ
て
于
山
島
と
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

鬱
陵
島
と
い
う
名
称
は
、
元
々
は
本
土
の
人
々
が
そ
の
島
を
呼
ぶ
名
称
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
本
土
の
方
で

は
于
山
国
の
本
島
を
主
に
鬱
陵
島
と
呼
ん
で
い
た
た
め
、
そ
の
島
を
于
山
島
と
呼
ぶ
島
の
人
た
ち
と
鬱
陵
島
と

呼
ぶ
本
土
の
人
た
ち
と
の
間
に
、
名
称
の
混
乱
が
起
き
た
。

そ
の
後
、
第
三
代
朝
鮮
王
の
太テ

宗ジ
ョ
ン（

在
位
：
一
四
〇
一
～
一
四
一
八
）
が
「
鬱
陵
島
民
の
本
土
送
還
政
策
」（
空



3　第一章　日韓、どちらの国が先に独島を領土として認識したのか

島
政
策
、
刷
還
政
策
）
を
推
進
し
、
世セ

宗ジ
ョ
ン（

在
位
：
一
四
一
八
～
一
四
五
○
）
が
こ
の
政
策
を
完
成
す
る
過
程
で
名

称
の
混
乱
が
整
理
さ
れ
、
于
山
国
の
本
島
は
鬱
陵
島
と
定
ま
り
、
于
山
島
と
い
う
名
称
は
独
島
の
名
称
と
し
て

定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

１　

新
羅
が
于
山
国
を
服
属
さ
せ
た
頃
の
三
国
と
日
本

韓
国
の
歴
史
を
ひ
も
解
い
て
み
る
と
、
新シ
ル

羅ラ

時
代
か
ら
于
山
国
を
領
有
し
て
き
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
を
証
明
す
る
文
献
と
し
て
は
、『
三
国
史
記
』
第
四
巻
の
智チ

證ジ
ュ
ン

麻マ

立リ
プ

干カ
ン

一
三
（
五
一
二
）
年
夏
六
月
条
が
挙

げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
第
二
二
代
新
羅
王
の
智
證
王
（
在
位
：
五
〇
〇
～
五
一
四
）
の
時
代
に
、
新
羅
軍
主
の
異イ

斯サ

夫ブ

が
于
山
国
を
服
属
さ
せ
た
記
録
が
載
っ
て
い
る
。

韓
国
に
于
山
島
（
独
島
）
を
継
承
さ
せ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
智
證
王
は
、「
王
」
と
い
う
中
国
式
称
号
を

用
い
た
朝
鮮
半
島
で
の
最
初
の
人
物
で
あ
る
。
彼
の
姓
は
金
だ
っ
た
が
、
諡
号
〔
貴
人
の
死
後
に

贈
ら
れ
る
名
前
。〕
が
智
證
だ
っ
た

た
め
、
逝
去
し
た
後
に
は
智
證
王
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
智
證
王
の
前
の
統
治
者
た
ち
は
、
王
の
代
わ

り
に
麻
立
干
と
い
う
称
号
を
使
っ
て
い
た
。
麻
立
干
と
は
、「
最
高
の
階
級
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

智
證
王
は
ま
た
、「
新
羅
」
と
い
う
国
名
を
確
立
し
た
王
で
も
あ
る
。
彼
は
五
〇
五
年
に
州
郡
制
度
を
施
行

し
た
が
、
当
時
彼
が
は
じ
め
て
設
置
し
た
州
が
、
今
日
の
江カ

ン

原ウ
ォ
ン

道ド

三サ
ム

陟チ
ョ
クに
当
た
る
悉シ
ル

直ジ
ク

州ジ
ュ

で
あ
る
。
そ
し
て
、
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智
證
王
は
異
斯
夫
を
悉
直
州
の
初
代
軍
主
に
任
命
し
た
。
そ
の
後
、
五
一
二
年
に
現
在
の
江
原
道
江カ
ン

陵ヌ
ン

に
阿ア

瑟ス

羅ラ

州ジ
ュ

が
設
置
さ
れ
、
異
斯
夫
は
阿
瑟
羅
州
の
軍
主
に
な
っ
た
。

異
斯
夫
が
于
山
国
を
服
属
さ
せ
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
智
證
王
は
新
羅
の
東
北
方
面
に
一
二
城
を
築
い

て
、
海
洋
政
策
に
も
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
そ
し
て
智
證
王
と
異
斯
夫
が
一
緒
に
な
っ
て
古
代
国
家
の
基

盤
を
整
え
て
い
き
、
新
羅
は
于
山
国
を
服
属
さ
せ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

新
羅
の
智
證
王
が
政
権
を
握
っ
て
い
た
頃
、
高コ

句グ

麗リ
ョ

と
百ペ
ク

済チ
ェ

で
は
各
々
文ム
ン

咨ジ
ャ

明ミ
ョ
ン

王
（
在
位
：
四
九
二
～

五
一
九
）
と
武ム

寧リ
ョ
ン

王
（
在
位
：
五
〇
一
～
五
二
三
）
が
国
を
治
め
て
い
た
。
そ
の
当
時
は
百
済
と
新
羅
が
協
力
し

て
高
句
麗
と
戦
っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
が
、
智
證
王
の
時
代
に
は
三
国
の
戦
争
が
一
時
的
に
中
断
さ
れ
た
。

智
證
王
の
兄
で
あ
る
第
二
一
代
王
の
炤ソ

知ジ

麻
立
干
は
、
四
七
九
年
か
ら
五
〇
〇
年
ま
で
国
を
統
治
し
た
が
、

こ
の
時
期
の
新
羅
は
高
句
麗
と
よ
く
戦
争
を
し
た
。
四
八
一
年
に
は
靺マ

ル

鞨カ
ル

族
と
高
句
麗
が
連
合
し
て
新
羅
の
北

部
に
攻
め
入
り
、
狐ホ

鳴ミ
ョ
ン

城
を
は
じ
め
と
す
る
七
つ
の
城
を
占
領
し
た
後
、
新
羅
に
進
軍
し
た
。
こ
の
時
、
炤

知
麻
立
干
は
百
済
と
伽カ

倻ヤ

に
援
軍
を
頼
み
、
高
句
麗
と
靺
鞨
を
撃
退
し
た
。

炤
知
麻
立
干
の
治
世
に
は
高
句
麗
だ
け
で
な
く
、
倭
が
幾
度
も
新
羅
に
侵
攻
し
た
。
そ
の
最
中
の
四
九
三
年

に
は
、
百
済
の
東ト

ン

城ソ
ン

王
（
在
位
：
四
七
九
～
五
〇
一
）
が
新
羅
に
使
臣
を
遣
わ
し
て
婚
姻
を
要
請
し
た
た
め
、
新

羅
は
第
一
階
級
の
伊イ

伐ボ
ル

飡チ
ャ
ン

比・
ピ

智ジ

の
娘
を
送
っ
て
結
婚
同
盟
を
結
ん
だ
。
こ
の
よ
う
に
智
證
王
の
即
位
す
る
前

後
に
、
新
羅
と
百
済
は
高
句
麗
の
強
力
な
軍
事
力
に
対
抗
す
る
た
め
に
同
盟
を
結
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
新



5　第一章　日韓、どちらの国が先に独島を領土として認識したのか

羅
と
百
済
の
同
盟
も
高
句
麗
の
覇
道
的
な
力
に
は
敵
わ
ず
、
新
羅
は
高
句
麗
に
続
け
て
侵
攻
さ
れ
、
守
勢
一
方

に
な
っ
て
い
た
。

五
〇
〇
年
に
炤
知
麻
立
干
が
死
去
す
る
と
、
息
子
の
い
な
か
っ
た
彼
の
後
を
継
い
で
弟
の
智
證
王
が
王
位
を

継
承
し
た
。
そ
し
て
そ
の
治
世
に
戦
争
が
小
康
状
態
に
入
っ
て
し
ば
ら
く
平
和
が
訪
れ
る
と
、
智
證
王
は
国
を

新
た
に
整
備
す
る
機
会
を
得
た
。
こ
れ
が
新
羅
が
干
山
国
を
服
属
さ
せ
た
背
景
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
智
證
王
の
執
権
当
時
、
日
本
は
ど
う
い
う
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
頃
の
日
本
は
、
古
代
国
家
と
称
さ
れ
る
大
和
王
朝
が
形
成
さ
れ
て
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
当
時
、「
倭
」

が
新
羅
を
何
回
か
侵
攻
し
た
と
い
う
記
録
は
残
っ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
「
倭
」
が
当
時
の
日
本
の
中
央
政
権

だ
っ
た
と
い
う
確
証
は
な
い
。
新
羅
に
侵
攻
し
た
倭
は
、
日
本
国
内
の
一
部
勢
力
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
当

時
の
日
本
は
ま
だ
統
一
を
欠
く
状
態
で
あ
り
、
当
時
の
日
本
の
王
家
は
様
々
な
豪
族
の
中
の
一
つ
に
過
ぎ
な

か
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
歴
史
書
に
よ
る
と
、
新
羅
智
證
王
の
時
代
に
日
本
を
統
治
し
た
人
物
は
、
武ぶ

烈れ
つ

天
皇
（
在
位
：

四
九
八
～
五
〇
七
）
と
継け
い

体た
い

天
皇
（
在
位
：
五
〇
七
～
五
三
一
）
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
後
世
の
記
録
な
の
で
、

実
際
に
日
本
で
は
豪
族
間
の
争
い
が
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
興
味
深
い
こ
と
に
、
武
烈
天
皇
と

継
体
天
皇
と
の
間
に
は
具
体
的
な
血
統
関
係
が
な
く
、
継
体
天
皇
は
百
済
の
武
寧
王
の
弟
だ
っ
た
と
い
う
説
が
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あ
る
。

継
体
天
皇
の
出
身
に
つ
い
て
は
日
本
で
も
意
見
が
ま
ち
ま
ち
で
、
ま
だ
確
実
な
も
の
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
の
和
歌
山
県
所
在
の
隅
田
八
幡
神
社
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
人
物
画
像
鏡
」
と
い
う
国
宝
の
鏡
の
刻
文
に

は
、
五
〇
三
年
に
斯
麻
（
武
寧
王
）
が
男
弟
王
（
継
体
天
皇
）、
つ
ま
り
王
に
な
っ
た
弟
の
た
め
に
長
寿
を
祈
願

し
な
が
ら
、
そ
の
鏡
を
送
っ
た
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
日
本
で
は
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
上
の
問
題
点
を
挙
げ
、
こ
の
解
釈
を
否
定
す
る
傾
向
が
強
い
が
、
こ

こ
で
言
う
斯
麻
が
武
寧
王
だ
と
い
う
点
だ
け
は
認
め
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
韓
国
の
武
寧
王
の
遺
跡
か
ら
、
武
寧

王
の
名
が
「
斯
麻
」
で
あ
っ
た
と
い
う
碑
石
が
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
百
済
は
日
本
と
の
関
係

が
深
か
っ
た
が
、
当
時
の
日
本
は
内
部
的
に
非
常
に
混
乱
し
て
い
た
の
で
、
鬱
陵
島
な
ど
の
地
に
対
す
る
海
洋

政
策
を
掲
げ
る
状
況
に
は
な
か
っ
た
。

２　

木
造
の
獅
子
で
于
山
国
を
服
属
さ
せ
た
異
斯
夫

新
羅
の
阿
瑟
羅
州
の
軍
主
だ
っ
た
異
斯
夫
は
、
獅
子
を
用
い
て
于
山
国
を
征
服
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
生

き
た
動
物
の
獅
子
で
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
当
時
東
海
（
日
本
海
）
に
孤
立
し
て
い
た
于
山
国
を
征
服
す
る
た

め
に
、
多
く
の
兵
士
を
島
に
送
る
こ
と
は
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
船
が
遭
難
す
る
恐
れ
も
あ
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り
、
島
民
た
ち
が
島
の
地
形
を
利
用
し
て
ゲ
リ
ラ
戦
で
反
撃
し
て
来
れ
ば
、
官
軍
が
全
滅
す
る
可
能
性
も
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
異
斯
夫
は
知
恵
を
絞
っ
た
。
彼
が
考
案
し
た
方
法
は
、
木
造
の
獅
子
を
た
く
さ
ん

作
っ
て
鬱
陵
島
の
海
岸
に
配
置
し
、
島
民
に
脅
威
を
与
え
る
作
戦
で
あ
っ
た
。

現
在
の
感
覚
で
は
、
全
く
脅
威
で
は
な
く
、
む
し
ろ
幼
稚
な
作
戦
に
見
え
る
が
、
当
時
の
于
山
国
の
民
た
ち

を
威
嚇
す
る
に
は
充
分
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
異
斯
夫
は
兵
士
を
引
率
し
て
こ
の
作
戦
を
実
行
し
た
の
だ
が
、

彼
の
思
っ
た
通
り
于
山
国
の
人
々
は
獅
子
た
ち
を
見
て
恐
怖
に
か
ら
れ
た
。
彼
ら
は
木
造
の
獅
子
を
生
き
た
獅

子
と
思
い
込
み
、
い
く
ら
ゲ
リ
ラ
戦
で
対
抗
し
た
と
し
て
も
人
間
の
何
倍
も
恐
ろ
し
い
獅
子
に
は
勝
て
な
い
と

判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
島
民
は
、
新
羅
軍
が
獅
子
た
ち
を
島
に
放
て
ば
自
分
た
ち
が
す
ぐ
に
全
滅
す

る
と
恐
れ
た
。
于
山
国
も
一
つ
の
国
だ
っ
た
が
、
当
時
の
人
口
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
新

羅
が
木
造
の
獅
子
を
利
用
し
て
仕
掛
け
た
攻
勢
は
、
た
い
へ
ん
効
果
的
で
あ
っ
た
。

鬱
陵
島
の
海
岸
に
木
造
の
獅
子
を
置
い
て
島
民
た
ち
に
脅
威
を
与
え
て
か
ら
、
新
羅
軍
は
鬱
陵
島
の
内
側
に

攻
め
込
み
、
于
山
国
を
降
伏
さ
せ
た
。
于
山
国
に
王
が
い
た
か
ど
う
か
不
確
か
だ
が
、
彼
ら
の
代
表
者
は
本
土

に
押
送
さ
れ
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
時
か
ら
于
山
国
は
正
式
に
新
羅
に
合
併
さ
れ
た
。

一
三
（
西
暦
五
一
二
）
年
夏
の
盛
り
の
六
月
、
于
山
国
が
帰
属
し
て
、
毎
年
特
産
物
を
貢
物
と
し
て
献

上
し
た
。
于
山
国
は
溟
州
（
江
原
道
）
の
真
東
の
海
上
に
あ
る
島
で
あ
り
、
鬱
陵
島
と
も
呼
ぶ
。
そ
の
島
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は
四
方
が
一
〇
〇
里
で
、
元
々
そ
の
島
に
住
ん
で
い
た
人
々
は
地
勢
の
険
し
さ
に
頼
っ
て
服
属
し
な
か
っ

た
。
何
瑟
羅
州
の
軍
主
に
な
っ
た
伊
飡
異
斯
夫
は
、
于
山
国
の
人
々
は
愚
鈍
で
気
性
が
大
変
荒
く
、
武
力

だ
け
で
は
降
伏
さ
せ
る
の
が
難
し
い
が
、
計
略
を
使
え
ば
服
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
っ
た
。
そ

れ
で
彼
は
木
の
獅
子
を
た
く
さ
ん
作
っ
て
戦
船
に
分
け
て
積
み
、
そ
の
国
（
于
山
国
）
の
海
岸
に
到
着
し

て
、「
お
前
ら
が
も
し
服
属
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
猛
獣
を
解
き
放
っ
て
踏
み
に
じ
っ
て
や
る
」
と
欺
い
て

言
っ
た
。
こ
れ
を
聞
く
や
否
や
、
そ
の
国
の
人
々
は
恐
れ
て
す
ぐ
に
降
伏
し
た
。

（
原
文
：
一
三
年 
夏
六
月 

于
山
国
帰
服 

歳
以
土
宜
為
貢 

于
山
国
在
溟
州
正
東
海
島 

或
名
鬱
陵
島 

地
方

一
百
里 

恃
嶮
不
服 
伊
飡
異
斯
夫 

為
何
琵
羅
州
軍
主 

謂
于
山
人
愚
悍 

難
以
威
来 

可
以
計
服 

乃
多
造
木

偶
師
子 

分
載
戦
船 

抵
其
国
海
岸 

桂
告
曰 

汝
若
不
服 

則
放
此
猛
獣
踏
殺
之 

国
人
恐
懼
則
降
）

―
『
三
国
史
記
』
巻
四
、
新
羅
本
紀
四
、
智
證
麻
立
干
一
三
年
、
六
月
条 

（
翻
訳
、
括
弧
内
は
著
者
に
よ
る　

以
下
同
様
）

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
原
文
を
見
る
と
、
当
時
の
鬱
陵
島
を
于
山
国
と
呼
ん
だ
こ
と
は
分
か
る
が
、
実
際
に

独
島
に
関
す
る
言
及
は
な
い
。
そ
の
た
め
日
本
側
は
于
山
国
と
は
鬱
陵
島
だ
け
を
指
す
名
称
で
あ
り
、
于
山
国

と
独
島
は
何
ら
関
係
は
な
い
と
主
張
し
て
き
た
。
事
実
、
こ
の
引
用
文
だ
け
を
見
る
と
独
島
に
関
す
る
言
及
が

な
い
の
で
、
当
時
の
新
羅
で
独
島
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
知
り
得
な
い
。
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し
か
し
当
時
、
新
羅
の
人
々
が
独
島
を
全
く
知
ら
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
独
島
は
鬱
陵

島
か
ら
見
え
る
距
離
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
独
島
に
関
す
る
言
及
が
な
い
と
言
っ
て
も
、
独
島
が
于
山
国
に
含

ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
確
証
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
具
体
的
な
言
及
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
鬱
陵

島
か
ら
東
へ
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
あ
る
竹
島
（
竹チ
ュ
ク
ソ
ド

嶼
島
）〔
鬱
陵
島
や
独
島
を
日
本
側
か
ら
呼
ん
だ
竹
島
で
は
な
く
、
韓
国
が
命

名
し
た
鬱
陵
島
か
ら
東
に
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
位
置
に
あ
る
小
島
。〕

が
、
于
山
国
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
人
は
い
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
肉
眼
で
見
え
る
距
離
に
あ

る
独
島
に
関
す
る
言
及
が
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
独
島
が
于
山
国
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

日
本
側
は
韓
国
の
独
島
領
有
主
張
の
曖
昧
に
見
え
る
部
分
を
指
摘
し
つ
つ
、
自
国
に
有
利
な
方
向
で
批
判
す

る
。
し
か
し
韓
国
側
は
新
羅
が
于
山
国
を
服
属
さ
せ
た
と
い
う
記
録
か
ら
、
于
山
国
に
は
独
島
が
当
然
含
ま
れ

て
い
た
と
信
じ
る
。
鬱
陵
島
か
ら
独
島
が
見
え
る
た
め
、
二
つ
の
島
は
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
鬱
陵
島
と
于
山
島
（
独
島
）
が
于
山
国
の
領
土
だ
、
と
い
う
具
体
的
な
記
録
は
存
在
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
あ
ら
ゆ
る
国
家
は
主
権
の
及
ぶ
範
囲
、
つ
ま
り
領
土
を
持
っ
て
い
る
。
于
山
国
も
例
外
で
は
な
い
の

で
、
肉
眼
で
見
え
る
距
離
に
あ
る
独
島
ま
で
を
統
治
の
範
囲
に
入
れ
た
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
韓

国
で
後
に
作
成
さ
れ
た
公
文
書
に
は
、
于
山
国
と
は
鬱
陵
島
と
于
山
島
（
独
島
）
だ
と
は
っ
き
り
記
録
さ
れ
て

い
る
。
一
五
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
世
宗
実
録
』「
地
理
志
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
の
認
識
は
一
七
世
紀
末
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の
日
本
と
の
鬱
陵
島
紛
争
が
終
わ
っ
た
後
の
記
録
に
も
明
確
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

３　

鬱
陵
島
の
住
民
た
ち
は
独
島
を
往
来
し
た
の
だ
ろ
う
か

そ
れ
で
は
、
鬱
陵
島
の
人
々
が
独
島
を
往
来
し
た
と
い
う
記
録
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
日
本
の
文
献
を
み
る
と
、
一
〇
〇
四
年
に
作
成
さ
れ
た
古
文
書
に
鬱
陵
島
に
関
す
る
記
録
が
初
め
て
見

ら
れ
る
。
そ
れ
は
鬱
陵
島
の
人
々
が
日
本
に
漂
着
し
た
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
こ
の
記
録
に
は
三
国
時
代
に
鬱

陵
島
の
人
々
が
日
本
に
漂
流
し
、
鬱
陵
島
を
日
本
語
で
「
う
る
ま
島
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
話
も
記
録
さ
れ
て
い

る
。う

る
ま
島
と
は
、
鬱
陵
島
や
羽ウ

陵ル
ン

島ド

・
芋ウ

陵ル
ン

島ド

と
い
う
韓
国
の
名
称
か
ら
派
生
し
た
鬱
陵
島
の
日
本
式
名
称

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
録
は
、
日
本
の
正
史
で
あ
る
『
大
日
本
史
』
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

る
。

寛
弘
元
（
一
〇
〇
四
）
年
、
高
麗
の
芋
陵
島
の
人
が
漂
流
し
て
因
幡
に
到
着
す
る
に
至
っ
た
。（
中
略
）

新
羅
時
代
、
う
る
ま
島
の
人
が
（
漂
流
し
て
）
来
た
が
、
う
る
ま
島
は
ま
さ
に
芋
陵
島
で
あ
る
。

（
原
文
：
寛
弘
元
年
高
麗
蕃
徒
芋
陵
島
人
漂
至
因
幡
（
中
略
）
新
羅
宇
流
麻
島
人
至 

宇
流
麻
島
即
芋
陵
島
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