
地声寸言  第百六十八回「竹島」 

 

時
に
世
間
で
そ
ん
な
大
し
た
価
値
の
な
い
小
さ
な
島
の
問
題
で
が
た
が
た
言
っ
て
大
事
な
経
済
関
係
を

傷
け
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
人
も
な
い
で
は
な
い
。 

 

こ
ち
ら
が
紳
士
然
と
し
た
態
度
で
う
じ
う
じ
し
て
い
る
間
に
、
ど
し
ど
し
土
足
で
踏
み
込
む
よ
う
に
し

て
侵
入
し
て
く
る
相
手
に
対
し
て
は
、
そ
れ
な
り
の
態
度
で
接
す
る
し
か
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
思
う
。 

 

日
本
の
外
務
省
そ
の
他
公
式
の
機
関
と
先
方
と
の
間
で
過
去
ど
の
よ
う
な
接
衝
が
あ
っ
た
の
か
、
詳
ら

か
に
承
知
を
し
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
マ
ス
コ
ミ
も
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
知
り
え
る
範
囲
で
は
、
何
故

も
っ
と
早
く
か
ら
毅
然
と
し
た
態
度
で
韓
国
と
交
渉
を
続
け
て
く
れ
な
か
っ
た
か
、
な
ぜ
も
っ
と
明
ら
か

に
実
効
支
配
を
進
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
か
、
残
念
で
な
ら
な
い
。 

 

私
は
、
咄
嗟
の
こ
と
で
、
何
故
そ
ん
な
地
図
が
あ
る
の
か
、
そ
の
地
図
は
本
当
に
林
が
作
っ
た
も
の
か

な
ど
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
そ
の
場
で
そ
ん
な
地
図
は
幕
府
の
公
式
の
地
図
か
ど
う
か
も
わ

か
ら
な
い
し
、
林
子
平
は
幕
府
の
学
者
で
も
な
い
と
答
え
て
お
い
た
。 

 

崔
氏
は
ア
ジ
ア
局
長
を
予
め
喚
ん
で
い
た
が
、
彼
は
い
き
な
り
江
戸
幕
府
の
末
期
林
子
平
の
作
製
し
た

と
い
う
地
図
を
拡
げ
て
見
せ
た
。
そ
の
地
図
で
は
、
竹
島
は
韓
国
と
同
じ
色
に
染
ま
っ
て
い
た
。 

 

竹
島
の
問
題
に
触
れ
な
い
で
欲
し
い
と
在
韓
日
本
大
使
館
員
か
ら
話
が
あ
っ
た
が
、
大
へ
ん
不
愉
快
な

思
い
を
い
だ
い
た
私
は
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
崔
氏
に
竹
島
の
話
を
持
ち
出
し
た
。 

 

竹
島
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
十
三
年
沿
岸
三
海
里
が
十
二
海
里
に
な
っ
た
年
の
五
月
自
由
民
主
党
の
広

報
副
委
員
長
と
し
て
韓
国
を
訪
れ
た
際
、
表
敬
訪
問
を
し
た
崔
国
務
総
理
に
竹
島
の
問
題
を
持
ち
出
し
た

の
で
あ
る
。 

 

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
本
は
、
竹
島
と
北
方
四
島
、
尖
閣
諸
島
と
い
う
三
つ
の
島
の
領
有
に
つ
い
て

外
国
と
の
間
に
紛
争
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
応
が
異
な
っ
て
い
る
。 

 

正
直
言
っ
て
不
思
議
で
な
ら
な
い
の
は
、
わ
が
国
の
領
土
で
あ
る
竹
島
に
韓
国
の
軍
隊
が
上
陸
し
、
接

岸
施
設
も
作
ら
れ
、
着
々
と
し
て
実
効
支
配
の
状
態
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
ど
う
し

て
も
っ
と
日
本
も
実
効
支
配
を
進
め
る
努
力
を
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。 

 

私
は
選
挙
区
が
鳥
取
県
で
あ
り
、
西
部
の
境
港
市
は
漁
港
と
し
て
水
揚
高
日
本
一
と
い
う
時
期
も
あ
り
、

私
は
全
国
の
大
中
型
捲
網
協
会
の
会
長
を
し
て
い
る
。
水
産
業
を
地
盤
と
し
て
い
る
立
場
か
ら
も
、
竹
島

領
有
権
に
つ
い
て
は
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
。 

 

十
七
世
紀
半
ば
以
降
日
本
で
作
ら
れ
た
地
図
で
は
竹
島
が
日
本
領
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。 

 

竹
島
が
記
さ
れ
た
初
期
の
日
本
地
図
は
「
改
正
日
本
輿
地
路
程
全
図
」
で
あ
っ
て
長
久
保
赤
水
作
製
、

一
七
七
九
年
初
版
。 

 

「
江
戸
時
代
後
期
に
作
製
さ
れ
た
複
数
の
地
理
学
者
に
よ
る
地
図
五
点
に
、
い
ず
れ
も
竹
島
が
日
本
領

と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
二
日
、
島
根
県
の
竹
島
問
題
研
究
所
の
調
査
で
分
か
っ
た
」 

 

一
月
二
十
二
日
産
経
新
聞
（
朝
）
の
「
『
竹
島
は
日
本
領
』
江
戸
時
代
に
定
着
」
と
い
う
見
出
し
が
眼
に

つ
い
た
。 
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し
か
し
、
領
有
権
は
国
の
権
咸
の
問
題
で
あ
り
、
又
、
そ
こ
を
基
点
と
す
る
沿
岸
二
〇
〇
海
里
の
経
済

圏
の
問
題
で
あ
る
。
資
源
問
題
が
か
ら
む
こ
と
も
多
い
。 

 

私
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
ヴ
ェ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
沖
の
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
の
領
有
が
争
わ
れ
た
時
の
サ
ッ

チ
ャ
ー
首
相
が
毅
然
と
し
て
対
応
措
置
を
と
っ
た
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。
領
有
権
と
は
そ
う
い
う
も
の

で
あ
る
。 

 

（
註
）
幕
末
の
学
者
林
子
平
は
、
北
は
松
前
か
ら
、
南
は
長
崎
ま
で
全
国
を
行
脚
し
、
「
海
国
兵
談
」
、

「
三
国
通
覧
図
説
」
な
ど
の
著
作
を
著
し
た
が
、
海
国
兵
談
は
版
木
沒
収
の
処
分
を
受
け
た
。 

 

「
三
国
通
覧
図
説
」
は
外
国
で
も
翻
訳
さ
れ
た
が
、
地
図
は
正
確
性
で
は
な
く
、
か
な
り
杜
撰
に
描
か

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

韓
国
で
は
、
こ
れ
を
竹
島
・
対
馬
領
有
権
の
証
拠
と
主
張
し
た
と
い
う
が
、
根
拠
の
な
い
話
で
あ
る
。 


