
聞
手 
尖
閣
諸
島
の
中
国
籍
の
漁
船
に
よ
る
衝
突
事
故
が
発
生
し
て
、
領

 

土
と
か
領
海
が
国
際
問
題
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま

 

す
が
、
そ
も
そ
も
領
土
と
領
土
侵
犯
と
は
何
で
す
か
？

渡
辺 

領
土
と
は
、
辞
書
に
よ
る
と
狭
義
に
は
国
家
の
主
権
（
統
治
権
）

 

が
及
ぶ
空
間
的
領
域
の
事
を
指
し
、
領
土
／
領
海
／
領
空
か
ら
構

 

成
さ
れ
る
。
と
あ
り
ま
す
。
日
本
に
お
い
て
領
土
に
関
し
て
は
、

 

そ
の
境
界
線
は
明
確
で
あ
り
問
題
化
さ
れ
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 

問
題
な
の
は
、
領
海
と
領
空
の
境
界
線
を
巡
る
国
家
が
介
在
す
る

 

漁
業
権
や
ら
海
底
資
源
の
採
掘
権
な
ど
莫
大
な
利
益
を
巡
る
経
済

 

的
摩
擦
及
び
軍
事
的
摩
擦
か
ら
、
自
国
の
利
益
と
自
国
民
の
生
命

 

と
財
産
を
守
る
と
い
う
国
家
の
義
務
の
根
幹
に
あ
る
大
切
で
重
大

 

な
事
柄
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
ね
。
最
初
は
コ
ソ
ッ
と
庭
先

 

に
侵
入
し
て
来
て
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
写
真
を
撮
っ
て
帰
る
だ
け
な

 

の
で
注
意 

せ
ず
に
居
た
ら
、
庭
の
竹
の
根
元
を
掘
っ
て
タ
ケ
ノ
コ

 

を
盗
ん
で
行
っ
ち
ゃ
っ
た
。
段
々
に
何
を
や
っ
て
も
注
意
も
さ
れ
な

 

い
か
ら
、
家
の
中
に
入
っ
て
来
て
食
べ
物
や
飲
み
物
を
勝
手
に
食
べ

 

始
め
、
家
人
の
お
金
を
盗
も
う
と
し
て
る
。
よ
う
や
く
覚
悟
を
決
め

 

て
注
意
を
す
る
と
、
何
十
年
も
前
か
ら
こ
こ
は
自
分
の
家
だ
と
主
張

 

し
始
め
、
あ
ろ
う
事
か
家
人
に
対
し
て
、
不
法
占
拠
だ
と
言
い
出
し

 

て
難
癖
を
つ
け
て
、
自
分
の
行
動
を
正
当
化
す
る
。
こ
ん
な
馬
鹿
な

 

事
が
実
際
の
事
件
と
し
て
先
日
発
生
し
た
尖
閣
諸
島
で
中
国
籍
漁

 

船
が
起
こ
し
た
衝
突
事
件
と
事
件
発
覚
後
の
中
国
側
の
仕
掛
け
て
来

 

た
態
度
が
そ
れ
で
す
よ
。
石
原
知
事
で
は
な
い
で
す
が
、
尖
閣
諸

 

島
は
国
有
化
す
べ
き
で
す
よ
。
民
主
政
権
は
、
国
の
責
任
を
都
に

 

丸
投
げ
し
ち
ゃ
っ
た
。
政
権
政
党
の
す
る
事
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
観
光
客
よ
り
行
儀
が
悪
い

 

で
す
か
ら
、
自
民
党
は
国
民
の
生
命
と
財
産
を
守
る
義
務
が
外
交

 

の
根
幹
に
あ
り
ま
し
た
。

 

米
ソ
冷
戦
時
代
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
と
の
同
盟
を
強
固
に
す
る
事

 

で
、ソ
連
と
の
外
交
の
カ
ー
ド
に
し
て
来
ま
し
た
。
ソ
連
が
崩
壊
し
、

 

ソ
連
に
変
わ
り
中
国
が
強
大
な
共
産
主
義
国
と
し
て
成
長
続
け
て

 

い
ま
す
。
長
期
に
渡
り
構
築
し
て
き
た
、
米
国
と
の
同
盟
に
民
主

 

党
政
権
が
、
ヒ
ビ
を
入
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
周
知
の
通
り
で
す
。

 

日
米
同
盟
を
対
中
国
や
対
韓
国
と
の
外
交
の
カ
ー
ド
と
し
て
使
い

 

難
く
な
っ
て
い
る
事
を
憂
慮
し
て
い
ま
す
。

 

ま
た
、
民
主
党
が
政
権
の
座
に
就
い
た
時
、
あ
の
小
沢
一
郎
議
員

 

が
数
百
名
の
政
治
家
を
引
き
連
れ
て
中
国
を
表
敬
訪
問
し
ま
し
た

 

よ
ね
。
時
代
錯
誤
の
遣
唐
使
ま
が
い
な
行
為
で
あ
り
、
平
等
な
立

 

場
で
の
外
交
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
事
は
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

 

民
主
党
を
売
国
奴
と
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
外
国
人
へ
の
参
政

 

権
を
認
め
よ
う
と
し
た
り
と
彼
等
の
行
動
を
、
私
は
と
て
も
残
念

 

で
許
せ
な
い
想
い
で
す
。

聞
手 

先
生
の
考
え
る
防
衛
と
は
、
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
？

渡
辺 

防
衛
は
、
と
て
も
難
し
く
憲
法
改
正
を
も
論
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま

 

せ
ん
。 

紙
面
が
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
当
に
基
本
的
な
事
だ
け

 

に
限
定
し
て
お
話
し
を
し
ま
す
ね
。

 

他
国
か
ら
の
攻
撃
や
侵
犯
に
対
す
る
対
応
や
防
衛
は
時
間
が
重
要

 

な
事
項
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
最
終
的
に
は
自
分
た
ち
の
国

 

は
自
分
で
守
る
。
自
国
は
防
衛
隊
（
警
察
／
自
衛
隊
／
自
国
民
）
が

 

守
り
抜
く
。
と
い
う
考
え
方
が
基
本
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。

 

現
行
の
憲
法
で
本
当
に
国
と
国
民
を
守
り
切
れ
る
か
疑
問
で
す
。

領
海
や
領
空
を
侵
犯
し
て
来
る
隣
国
の
行
儀
の
悪
さ
。
聞
手 

先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
国
家
間
の
領
土
問
題
と
い

 

う
の
は
人
間
性
善
説
を
前
提
に
考
え
て
、
国
家
の
常
識
と
良
識
が

 

平
和
を
構
築
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
ま
し
た
が
考
え
直
す
必

 

要
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。

渡
辺 

私
も
人
と
し
て
、
皆
さ
ん
と
同
じ
よ
う
に
良
識
や
常
識
が
外
交
の

 

基
盤
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。

 

し
か
し
、
残
念
な
が
ら
国
家
間
の
外
交
と
は
そ
ん
な
甘
い
も
の
で

 

も
、
美
し
い
も
の
で
も
な
い
と
い
う
現
実
が
あ
り
、
お
互
い
に
自

 

国
の
利
益
を
押
付
け
合
い
、
妥
協
点
を
探
り
合
う
の
が
外
交
で
あ

 

り
、
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
様
な
強
引
で
馬
鹿
げ
た
中
国
政
府

 

の
行
動
も
彼
等
な
り
の
外
交
に
お
け
る
常
套
（
ジ
ョ
ウ
ト
ウ
）
手
段

 

な
の
で
し
ょ
う
。

聞
手 

諸
外
国
と
の
外
交
に
臨
む
日
本
が
国
家
と
し
て
大
切
な
要
因
は
？

渡
辺 

諸
外
国
と
国
際
社
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
世
界
平
和
を
第
一

 

優
先
に
考
え
る
事
は
当
然
と
し
て
、
次
に
何
故
諸
外
国
と
付
合
う

 
 

 

の
か
を
考
え
る
と
、
自
国
の
国
民
の
生
命
と
財
産
を

 
 

 

守
る
た
め
の
責
任
感
と
、
決
し
て
曲
げ
ら
れ
る
事

 
 

 

の
無
い
強
い
信
念
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
外
交
と
は

 
 

 

戦
国
時
代
で
言
う
一
騎
打
ち
で
あ
り
、
一
歩
も
引

 
 

 

く
事
が
許
さ
れ
な
い
真
剣
勝
負
と
考
え
ま
す
。 

 
 

 

強
い
外
交
が
強
い
防
衛
（
武
力
防
衛
と
い
う
事
で

 
 

 

は
な
く
）
に
も
繋
が
っ
て
行
き
ま
す
。
過
去
の
外
交

 
 

 

の
あ
り
方
に
も
、
私
達
自
民
党
へ
の
ご
批
判
が
あ

 
 

 

る
事
も
、
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
も
あ
る

 
 

 

と
私
は
理
解
し
真
摯
に
受
け
止
め
ま
す
が
、
小
事

 
 

 
よ
り
も
大
事
を
最
優
先
と
考
え
て
行
動
す
る
事
が

 
 

 
国
家
の
存
在
価
値
で
あ
り
、
使
命
な
の
で
す
。

 
 

　
　

中
国
解
放
軍
の
監
視
船

　国民の関心の無いところで、日本の国土が合法的に
侵犯されています。領土問題は北方四島や尖閣諸島の
領海侵犯問題だけではありません。外国資本（特に中
国）による森林の買収や中国政府による広大な不動産
購入などの傾向が拡大しているデータを林野庁や国土
交通省が公式に発表しています。2011 年の買収実績
は前年度の約四倍であり、今後もこの傾向は続くと予
測されいます。問題なのは買収地の多くが、地域の水
源にかかる森林が多いという事。水源地の乱開発によ
る水源汚染や水源枯渇、環境破壊の要因になる事が懸
念されるからです。
　外国人の不動産保有を認める欧米においても、水源
周辺の所有や開発を規制して、自国の資源や自然を保
護している国が多いのです。日本政府も水源地の売買
や開発の実態を十分調査し、把握した上で保全の為の
規制を検討し、速やかに法整備をしなければならない
と考えます。

　太平洋沖の広大な海底が、新たに日本の「大陸棚」
として認定されました。海底権益の拡大を機会に、政
府は海底資源開発を積極的に展開する好機を迎えてい
ます。
　国連海洋法条約では、排他的経済水域（ＥＥＺ）の
外でも領土と自然な地続きであると証明できれば、日
本の大陸棚は延伸可能と定められています。大陸棚に
は『メタンハイドレード』や希少金属を含む『海底熱
水鉱床』が広がっています。世界的な資源争奪競争が
激化する中で、日本政府は、粘り強く大陸棚限界委員
会への提言を続けながら、中国や韓国の妨害や理不尽
な言い掛かりに負けない強い姿勢と、具体的な国家戦
略を構築し、積極的に展開すべきだと考えます。

領土侵犯は領海問題
　だけじゃない！
日本の清らかな水と
　  自然を守る。

ＴV報道の

自
分
た
ち
の
国
は
自
分
で
守
る
。

そ
れ
が
防
衛
の
基
本
で
す
！

海底資源の確保と領海問題の
　　　　　解決を
国家戦略で早急に実行すべし！

尖
閣
諸
島

魚
　
釣
　
島


