
朝
鮮
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水

は
じ
め
に

一
、　

一
九
〇
〇
年
以
前
の
幸
徳
款
一水

二
、　

一
九
〇
〇
年
の
幸
徳
の
論
調

三
、

高
朝
報
退
社
ま
で
の
幸
徳
秋
水

四
、

平
民
社
以
降
の
幸
徳
秋
水

ま
と
め

は
じ
め
に

識
蒔
つ 近

、い
抑
師
詳
し
（
ぉ

い
貨

郷
キ
却
藤
際
柳
即
帥
幸
非
義
葬
中
卵
榊
諏

識
を
考
え
る
上
で
の
若
子
の
方
法
論
も
提
起
し
て
お
い
た
。

そ
れ
は

要
約
す
れ
ば
、
日
本
人
社
会
主
義
者
の
思
想
総
体
を
考
え
る
中
で
朝

鮮
認
識
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
ぁ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、

そ
の
別
稿
に
お
い
て
は
紙
数
の
不
足
か
ら
、

み
ず
か
ら
の
提
起

史
苑

（第
四
六
巻
第
一
・
二
号
じ

石

坂

浩

を
充
分
生
か
し
き
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、

幸
徳

秋
水
を
と
り
あ
げ
て
、

そ
の
思
想
と
朝
鮮
認
識
の
あ
り
方
を
系
統
的

峰
追
究
し
て
み
た
い
。

初
期
社
会
主
義
者
が
社
会
主
義
者
と
し
て
活
動
し
え
た
の
は

一
九

〇
〇
年
代
の
十
年
足
ら
ず
の
歳
月
に
す
ぎ
な
い
。

従

っ
て
、

彼
ら
が

社
会
主
義
者
を
自
称
な
い
し
自
覚
す
る
以
前
か
ら
の
思
想
の
変
化
を

お
さ
え
る
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
は
同

時
に
、

社
会
主
義
者
と
非
社
会
主
義
者
の
ち
が
い
を
浮
き
ぼ
り
に
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

一
、　

一
九
〇
〇
年
以
前

の
幸
徳
秋
水

一
九
〇
〇
年
を
前
後
す
る
幸
徳
の

『
萬
朝
報
』
時
代
は
、

行
一が
社

会
主
義
を
徹
底
さ
せ
、

み
ず
か
ら
の
政
治
的
野
心
を
克
服
す
る
中
で
、

次
第
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
価
値
観
か
ら
分
離
し
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
で
ぁ

一一一！一整
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朝
辞
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水

（石
坂
）

っ　一に
。

ま
ず
、

社
会
主
義
者
を
自
称
し
て
い
な
い
、　

一
九
〇
〇
年
以
前
の

幸
徳
を
考
え
て
み
よ
う
。
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
の
は
中
国
問
題
で

あ
る
。

た
と
え
ば
、

欧
州
各
国
の
中
国
に
対
す
る
租
借
地
要
求
の
相

次
ぐ
中
で
英
国
で
は
清
国
独
立
維
持
の
決
議
案
が
出
た
が
、

こ
れ
は

「
唯
だ

一
場
の
お
茶
番
の
み
、

唯
だ
清
国
若
く
は
日
本
の
浅
薄
な
る

政
治
家
を
喜
ば
し
む
る
お
茶
番
に
過
ぎ
ず
し
て
、

彼
等
露
英
は
暗
に

顔
見
合
せ
て
舌
を
吐
け
る

や

明

ら

か
」
だ

と

し
、

「鳴
呼
清
国
の

輸
堆
紳
記 一
卵
醜
物

魂
晦
姉
一

昨
年 一
の
議
暉
離

「
向

日 っ
章
兜
牌
交 っ
ネ
ゎ
弟

わ
せ
て
考
え
る
と
い
い
だ
ろ
う
ゥ

幸
徳
は

「
予
は
日
本
に
外
交
あ
る

こ
と
を
信
ず
る
能
は
ず

（中
略
〕
果
し
て
外
交
な
る
者
あ
り
と
せ
ば
、

日
本
の
外
交
は

一
に
欧
州
人
を
利
せ
ん
が
為
の
外
交
な

る

に
似

た

り
、

東
洋
平
和
を
撹
乱
す
る
が
一為
の
外
交
な
る
に
似
た
り
、

我
親
朋

を
窮
危
せ
し
め
死
地
に
就
か
し
め
、

（
己

説
亦
自
ら
坐
し
て
困
掲
に
陥

る
が
為
の
外
交
な
る
に
似
た
り
」
と
い
う
ｏ

そ
し
て
、

こ
う
し
た
外

交
の
失
敗
の
た
め
に
朝
鮮
を

ロ
シ
ア
の
勢
力
目
に
さ
れ
て
し
ま

つ
た

な
ど
と
批
判
し
て
い
る
。

幸
徳
の
立
場
は
、

日
本
の
国
権
な
い
し
権
益
を
対
外
的
に
拡
大
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

そ
の
視
点
か
ら
す
る

と
、

当
時
の
東
北
ア
ジ
ア
で
の
列
強
の
帝
国
主
義
的
角
逐
は
大
い
に

危
機
感
を
持

つ
べ
き
状
況
で
あ
る
の
に
、

日
本
の
外
交
は
列
強
に
従

属
的
で
権
益
拡
大
に
は
は
な
は
だ
遠
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
論
じ

利
勤
な
か
革
げ
】

繭
敵
が
一
均
束
抽
容

「な
さ
（
れ

期
壕
拘
岬
坤
徹
繭
邸
韓

主
張
と
な
り
、

他
方
、

イ
ギ
リ
ス
と
も
ｒ
シ
ア
と
も
提
携
す
る
こ
と

を
拒
む
反
西
欧
確
な
態
度
と
し
て
麦
出
し
て
い
く
。

た
と
え
ば

「我

舶麻争垢鞠確帳抽穀弾郭兜待義け抑榊わる（東串晩劫的諦抑や

き
だ
と
い
う
よ
う
に
。

で
は
朝
鮮
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

同
じ
頃
に
書

か

れ
十
た

「
日
露
議
定
書
を
読
む
」
は
、

「朝
鮮
あ
前
途
は
猶
ほ
遼
遠
也
、　

之

を
誘
抜
扶
導
し
て
完
全
な
る
自
主
独
立
の
域
に
達
せ
し
む
る
は
、

是

れ
日
本
の
曽
て
自
ら
共
任
と
な
す
所
に
し
て
、

抑
も
又
た
日
清
戦
争

の
大
目
的
」
で
あ
る
の
に
、

日
露
新
揚
商
は
全
面
的
に
ロ
シ
ア
に
有

銅
れ
組
和
も
（
で

ら
抑
榊
取
歌

帥
耗
蜘
除
つ
瑠
働
わ
軸
端
帥
靴

全
く
掃
蕩

幸
徳
は
日
本
が
朝
鮮
に
対
す
る
指
導
者
と
し
て
、

朝
鮮
を
み
ず
か

ら
の
影
響
力
２
卜
に
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

ま
た
別
な
文
章
で
は
、

朝
鮮
の
独
立
協
会
の
運
動
に
つ

い
て
触
れ

「彼
等
が

一
国
世
論
の
帰
向
す
る
所
に
従
ひ
毅
然
と
し
て

囃咲非鞠的わ嚇憾義誰崎伸議的紳韓る（こ誰一駈中姫切輔府一嘘

字
画
だ
け
見
れ
ば
民
権
運
動
と
し
て
の
独
立
協
会
を
評
価
し
て
い
る
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わ
け
だ
が
、

独
立
協
会
の
運
動
が
主
に
ロ
シ
ア
の
勢
力
伸
長
に
対
す

る
抵
抗
の
方
向
で
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
幸
徳
の
青
定
的
評
価

が
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

い
わ
ば
、

幸
徳
の
朝
鮮
認
識
は
、
日
本

の
指
導
力
と
権
益
の
伸
長
と
い
う
問
題
に
律
せ
ら
れ
て
い
て
、

帝
国

主
義
的
な
言
辞
を
一矛
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

二
、　

一
九
〇
〇
年

の
子
徳

の
論
調

一
九
〇
〇
年
に
入
る
と
幸
徳
は
義
和
国
の
蜂
起
以
降
の

一
連
の
状

況
を
め
ぐ

っ
て
の
論
稿
を
多
数
書
い
て
い
る
。

朝
鮮
に
直
接
言
及
す

る
も
の
は
多
く
は
な
い
が
、

中
国
論
の
検
討
は
朝
鮮
認
識
と
多
く
の

関
連
を
持

っ
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
、

詳
し
く
検
討
し
て

み
た
い
。

和
酸
【
”
ャ
だ
蒔
却
″
鵜
脚
却
一殺
め

な
南
輸
諭
律
中
誨
譲
却
ば
郭
印

た
上
で
、　

一
九
〇
〇
年

一
〇
月

ま

で

の
論
説
と
、　

一
一
月
以
降
の

「
排
帝
国
主
義
論
」
や

「
何
の
名
誉
ぞ
」
な
ど
と
の
あ
い
だ
に

「
か

な
り
の
距
離
」
を
認
め
つ
つ
、

そ
れ
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
は

「
い

わ
ゆ
る
人
道
主
義
、

理
想
主
義
」
を
あ
げ
た
。
こ
れ
に
対
し
大
原
書

は
、

そ
う
し
た

「
距
難
」
を
埋
め
る
連
続
性
と
し
て
、

幸
徳
が
常
に

「
国
民
の
利
益
」
に
基
い
て
談
論
を
展
開
し
て
き
た
こ
と
、

あ
る
い

は

「
東
洋
の
平
和
を
担
保
す
る
の
は
口
不
の
使
命
で
あ
る
、
と
い
う

史
苑

（第
四
六
巻
第

一
・
二
号
）

目
負
を
い
だ
い
て
い
た
」
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て

「
の

（
ち

一
確
固
た
る

非
戦
論

へ
と
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
琴
線
と
な

っ
た
」
と
す
る
。

こ
こ
で
は
井

口
、

大
原
の
両
者
を
批
判
的
に
考
え
つ
つ
、

辛
徳
の

一
九
〇
〇
年
中
の
論
稿
に
つ
い
て
析
出
さ
れ
る
五
つ
の
一特
徴
を
あ
げ

て
み
十
ぞ
り
。

そ
の
第

一
は
、

何
よ
り
も
帝
国
主
義
相
互
間
の
矛
盾
と
葛
藤

へ
の

鋭
い
省
察
で
あ
る
。

幸
徳
は

「列
国
協
同
」
に
お
い
て
、

義
和
国
を

鎮
圧
す
る
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、

「
列
国
の
協
同
は
、

唯
だ
列
国
が
其
利
害
を
均
く
す
る
の
場
合
に
限

る
者
に
し
て
、

而
し
て
更
に
表
面
利
害
を

一
に
す
る
も
樫
面
に
利
害

を
実
に
す
る
こ
と
あ
り
」
、

義
和
団
鎮
圧
で
は
協
同
で
き
て

（
も

い
其

裡
面
に
は
一民
に
幾
道
の
危
険
な
る
膳
湖
を
包
蔵
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
」

と
一記
し
た
。

一同
様
に
幸
徳
は
、

英
露
の
対
立
の
み
に
目
を
奪
わ
れ
て
、

各
国
が

自
己
の
利
益
に
従
い
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ッ
ク
に
動
く
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
と
説
く
。

英
露
は
利
害
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、

み
ず
か

ら
戦
端
を
開
く
よ
う
な
賭
は
し
な
い
だ
ろ
う
し
、　

一
方
で
英
国
は
ロ

シ
ア
の
動
き
に
応
じ
て
日
本
を
利
用
し
て
い
る
か
ら
、
日
英
の
同
盟

で
ロ
シ
ア
を
制
圧
し
よ
う
な
ど
と
い
（うり
は
「迂
愚
の
最
も
甚
し
き

者
」
だ
と
い
う
の
が
幸
徳
の
主
張
で
あ
る
。

第
二
に
手
徳
が
列
強
に
対
す
る
警
戒
と
不
信
で

一
貫
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
は
第

一
の
特
徴
か
ら
お
の
ず
と
導
か

「ギ
■
一
卓
ギ



朝
鮮
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水

（石
坂
）

銃
毛

。
た
だ
し
、

井

日
も
別
の
論
稿
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、

市
国
主
義
諸
国
間
の
矛
盾
を
的
確
に
看
取
す
る
こ
と
と
、

そ
こ

で
幸
徳
が
提
示
し
た
日
本
の
と
る
べ
き
道
の
正
し
さ
と
は
、

ま

っ
た

く
別
問
題
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
、

幸
徳
の
論
説

「対
清
運
動
」
を
み
よ
う
。

平
和
回
復
の
後

に
く
る
の
は
清
国
を
め
ぐ
る

「
処
分
」
の
問
題
で
あ
り
、

そ
こ
で
は

「
元
よ
り
当
局
外
交
の
手
腕
如
何
に
存
す
と
難
も
、

其
背
後
の
実
力

と
、

今
日
平
和
恢
復
の
際
に
占
取
せ
る
地
歩
の
如
何
が
、

非
常
の
関

郷殺犠鮨貯れは膨的ザ貯皮朝れ駒海偽江」（議さ（て鞠鞠拘帥

耐七唖無々ぁ毎貯議れが抑力ヽ国一卯で「あ（協都一諦毎秒卯い薙拘思「却

に
ま
か
せ
ぬ
中
で
も
列
国
は
そ
れ
ぞ
れ
将
来
の
地
歩
を
固
め
る
の
に

腐
心
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

日
本
と
し
て
は
単
独
で
北
京
に
突
入
す

る
か
、

列
強
と
の
共
同
歩
調
に
終
始
す
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
犯
、

と
い
う
主
張
も
見
う
け
ら
れ
る
。

幸
徳
が
日
本
政
府
に
非
常
に
強
硬

な
政
策
を
促
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、

伊
藤
博
文
ら
日
本
の
当
局
者
は
国
内
に
は
専
制
を
ふ
る

っ
て
も
、

「自
人
排
斥
を
企
つ
る
が
如
き
、　

イ
ク
デ

あ
る
者
に
非
ざ

る
」
も
の
だ
し
、

清
国
で
の
反
乱
も

「
白
人
の
暴
積
に
堪
る
能
は
ざ

れ
ば
」
の
こ
と
で
あ
り
、

東
洋
の
文
明
の
た
め
に
真
に
憂
う
べ
き
は

自
人
同
盟
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
を
も
展
開
し
て
い

る
。

し
か
し
、

日
本
の
清
国
に
お
け
る
権
益
拡
大
は
、

列
強
に
対
す

る
反
感
と
矛
盾
な
く
幸
徳
の
思
想
の
中
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注

意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
に
、

日
本
が
独
自
の
地
歩
を
固
め
る
た
め
に
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
と

っ
て
東
洋
平
和
の
担
保
者
と
な
る
べ
き
だ
、

と
い
う
指
導
者

意
識
が
指
摘
し
う
る
。

幸
徳
は
論
説

「
日
本
の
態
度
方
針
」
で
、

日
本
の
と
る
べ
き
対
中

国
政
策
と
し
て
①
清
国
の
利
益
を
列
強
に
率
先
し
て
擁
護
す
る
②
中

国
に
お
け
る
列
強
の
勢
力
均
衡
を
維
持
す
る
③
以
上
の
目
的
の
た
め
、

清
国
政
府
を
指
導
し
つ
つ
、

列
国
と
の
あ
い
だ
の
調
停
者
と
し
て
の

和
回
復
は
列
強
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
し
か
な
い
、

と
す
る
時
、

行
あ

立
論
の
根
拠
が
あ
く
ま
で
日
本
の
利
権
確
保
で
あ
り
、

中
国
民
族
あ

主
体
性
は
ま

つ
た
く
か
え
り
み
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な

ろ
う
ち

こ
の
こ
と
は
朝
鮮
に
対
し
て
は
も
つ
と
明
確

で
あ

る
。

幸
徳
ほ

「我
日
本
が
朝
鮮
の
独
立
を
扶
植
し
平
和
を
保
持
す
る
に
力
む
る
は
、

二
十
七
八
年
以
来
の
国
是
と
す
る
所
に
し
て
、

而
し
て
是
れ
が
我
国

家
存
卜立
の
為
め
に
必
要
の
条
件
た
る
也
、

而
し
て
更
に
是
れ
東
洋
平

―-140--141-一

和
の
担
保
者
を
以
て
任
ず
る
我
帝
目
の
使
命
た
製
」
も
の
だ
と
す
る

の
で
あ

っ
た
。

さ
ら
に
第
四
に
、
日
本
が
朝
鮮
を
み
ず
か
ら
の
勢
力
国
内
に
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
指
摘
で
き
る
。

幸
徳
は

一露

国
が
朝
鮮
の

一
港
だ
も
得
る
こ
と
あ
ら
ん
子
、

是
れ
我
日
本
の
為
め

に
、

否
東
洋
全
体
の
平
和
の
為
め
に

一
大
毒
針
を
刺
さ
る
ヽ
が
如
し

（
中
略
）
露
国
に
し
て
強
て
之
を
主
張
し
実
行
せ
ん
と
欲
せ
ば
、

即

ち
東
洋
新
興
の
強
国
と
宣
し
く

一
大
決
戦
を
試
む
る
の
覚
悟
な
か
る

可
ら
ざ
る
也
」
と
い
う
。

ｒ
シ
ア
と
の
戦
争
も
辞
さ
な
い
わ
け
だ
。

そ
し
て

「
彼
れ
真
に
北
清

一
帯
を
領
し
て
其
経
営
を
完
成
せ
ん
と
欲

せ
ば
、

即
ち
朝
鮮
を
以
て
日
本
の
手
に
委
し
て
其
好
意
を
求
め
ざ
る

可
ら
ず
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

別
の
論
稿
で
も

「若
し
朝
鮮

一
杯
の
土
援
た
り
と
も
、

他

列
目
の
手
に
委
す
る
が
如
く
ん
ば
、

是
れ
実
に
将
来
帝
国
の
危
険
に

し
て
而
し
て
東
洋
平
和
の
危
険
也
、

我
日
本
は
今
後
の
危
機
に
際
し

て
は
、

障
令、
卦
伸
政、
府、
ぃ
希、
望、
之、
れ、
な、
し、
と、
す、
る、
も、
、

猛
然
自
ら
進

”
Ч

却
確
申

「
助

限
ば
醇
蜘
部
紳
御
葬
中
却
串
め

（
ざ

能

（
可

帥
耐
オ
嬢
れ

つ

幸
徳
は

一
応
は

「東
洋
の
平
和
」
の
よ
う
な
大
義
名
分
を
掲
げ
て

は
い
る
も
の
の
、

実
際
は
朝
鮮
政̈
府
の
意
向
に
か
か
わ
り
な
く
朝
鮮

を
日
本
の
勢
力
圏
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
力
説
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

史
苑

（第
四
六
巻
第

一
・
二
号
）

す
る
と
、

幸
徳
が

「
排
帝
国
主
義
論
」
や

「
何
の
名
誉
ぞ
」
な
ど

で
行
な

っ
た

「
帝
国
主
義
」
批
判
の
内
実
は
何
か
、
と
い
う
問
題
に

わ
れ
わ
れ
は
た
ど
り
つ
く
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、

こ
の
「帝
国
主
義
」

批
判
あ
系
統
の
文
章
を
検
討
し
て
み
ょ
う
。

ま
Ｆ，
、

一
九
〇
〇
年
八
月
七
日
の

『
高
朝
報
』
に

「
非
戦
争
主
義
」

が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

世
の
平
和
論
者
や
非
戦
争
論
者
が
な

ぜ
今
こ
そ
、

そ
の
主
張
を
叫
ば
な
い
の
か
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、

戦
争
の
悲
惨
さ
は
説
か
れ
て
い
る
が
、
自
己
の
主
張
を
は
っ
き
り
打

ち
出
す
よ
う
な
形
で
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
、
日
本
は
単

独
で
も
北
京
に
進
撃
す
る
か
、

列
強
と
の
共
同
歩
調
に
甘
ん
じ
る
か
、

二
つ
に

一
つ
で
あ
る
と
い
う
前
述
の

「連
合
軍
の
方
針
」
が
掲
載
さ

れ
た
の
は
、
こ
の
後
の
八
月
九
日
の
こ
と
で
あ
る
。

近
接
し
た
二
つ

の
論
説
は
、

あ
ま
り

一
貫
性
が
あ
る
と
は
い
え
ま
い
。

次
に
、

九
月
二
七
日
に
は

「
断
じ
て
名
誉
に
非
ず
」
が
掲
載
さ
れ

る
。
こ
れ
は

「
戦
ひ
に
長
ず
る
は
名
誉
也
、

戦
ひ
を
好
む
は
断
じ
て

名
誉
に
あ
ら
ず
」
と
し
つ
っ
、

「
甲
午
の
戦
争
は
東
洋
永
遠
の
平

和

の
為
め
と
称
す
、

拳
医
の
乱
に
於
け
る
出
師
は
、

所
謡
人
道
の
為
め

と
称
す
、

如
此
く
な
れ
ば
吾
人
は
我
出
師
の
名
誉
な
り
し
を
首
肯
す

る
こ
と
を
得
」
る
が
、

少
数
の
者
の
虚

綜
キ
野
心
の
た
め
に
国
民
を

苦
し
め
る
の
は
名
誉
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

そ
し
て
、　

一
一
月

十
七
日
に
は

「
排
帝
国
主
義
論
」
が
登
場
し
た
。

幸
徳
は
、

欧
米
の
帝
国
主
義
は

「
国
民
的
帝
国
主
義
」
と
称
し
て
は

十ヽ
■
〓
鉢
華
欝
鉛
諮
義
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い
る
が
、

実
際
は

「
唯
だ
資
本
家
的
、

富
豪
的
市
目
主
義
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
、　

一
方
の
日
本
は

「資

不
家
的
帝
国
主
義
」
で
さ
え
な
く

て
、

単
な
る

「
軍
人
的
帝
国
主
義
」
な
い
し

「空
威
張
的
缶
細
工
的

帝
国
主
義
」
に
す
ぎ

（
な

い
、　

と
評
し
、

「
国
家
前
途
の
為
め
寒
心
の

極
に
非
ず
や
」
と
結
ん
だ
。

井

口
は
こ
の

「
排
帝
国
主
義
論
」
に
つ
い
て
、

そ
れ
以
前
の
中
国

に
関
す
る
論
説
な
ど
と
比
較
し
て

「
か
な
り
の
距
離
」
を
認
め
る
。

幸
徳
は

「領
土
拡
張
の
主
義
」
と
し
て
帝
国
主
義
を
規
定
す
る
が
、

そ
の

「
領
土
拡
張
」
に
は
何
ら
必
然
的
な
一棋
拠
が
な
い
こ
と
を
主
張

す
る
ぅ

市
場
の
開
拓

・
獲
得
の
た
め
に
海
外
に
勢
力
を
拡
張
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
議
論
に
対
し
て
は
、

国
内
に
貧
し
い
持
た
ざ
る
国

民
を
と
り
残
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

領
土
拡
張
以
外
に
と
る
べ
き
道

が
あ
る
と
辛
徳
は
い
う
。

従

っ
て
、

幸
徳
の
侵
略
的
な
論
調
が
か
げ

を
ひ
そ
め
た
こ
と
が

「
か
な
り
の
距
離
」
と
し
て
読
み
と
れ
る
が
、

資
本
主
義
批
判
の
点
で
は
中
途
半
端
で
、

よ
っ
て
立
つ
所
も
「
正
義
」

穀
特
峻
晦
オ
設
ヽ
お っ
荘
内
つ
時
勢
梶

焼
”
ド
峠
晰
”
確
随
的
葬
却
苑
。

「汗
日
は
手
徳
の
宣
‐国
主
義
北
判
を

「
人
道
主
義
、

理
想
主
義
」
と

と
ら
え
て
い
る
が
、

こ
れ
は
非
常
に
あ
い
ま
い
な
評
価
で
あ
る
。

つ

ま
り

「
か
な
り
の
距
離
」
の
説
明
と
し
て
は
説
得
力
が
な
い
。

さ
ら

に
、

井

日
は
レ
ー
ニ
ン
の

『
荷
国
】主
義
』
を
帝
国
主
義
理
解
の
ひ
な

型
と
し
て
、

手
徳
の
帝
国
主
義
論
を
論
じ
る
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る

が
、

も

っ
と
当
時
の
状
況
に
即
し
て

一‐距
離
」
を
考
え
る
必
要
は
な

い
だ
一ろ
ｔク
か
。

こ
こ
で
先
に
結
論
を
記
せ
ば
、　

一
九
〇
〇
年
八
月
に
超
こ
っ
た
ア

モ
イ
出
兵
の
失
敗
と
い
う
事
件
が
、

キ
徳
に
大
き
な
影
響
を
与
え
そ

の
論
調
の
転
換
を
生
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

八
月
二
二
日
、

参
謀
結
長
大
山
巌
は
、

機
会
が
あ
れ
ば
ア
モ
イ
占

領
を
実
行
せ
よ
と
い
う
旨
の
、

台
湾
総
督
児
玉
源
太
郎
あ
て
訓
令

、

の
裁
可
を
得
た
。

そ
し
て
、

八
月
二
四
日
、

ア
モ
イ
の
東
本
願
寺
布

教
所
が
消
失
し
た
こ
と
を
口
実
に
、

早
速
、

軍
艦
和
泉
の
陸
戦
隊
が

上
陸
、

二
七
日
に
は
台
湾
か
ら
も
歩
兵
二
中
隊
が
ア
モ
イ
に
向
け
て

出
発
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

日
本
は
早
々
に
米
英
仏
三
目
の
領
事
か
ら

抗
議
を
受
け
、

二
八
日
に
は
派
兵
の
中
止
を
命
令
せ
ぎ
る
を
え
な
く

な

っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

幸
徳
は
こ
の
事
件
を
ど
う
見
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

八
月
三

一
日
に
掲
載
さ
れ
た
論
説
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

こ
の
文
章
は
派
兵

中
止
を
知
ら
ず
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

幸
徳
は

「
鳴
呼
清
国
人

民
の
頑
冥

一
に
此
に
至
れ
る
哉
」
と
書
き

出

し
、

「
暴
徒
」
が
本
一服

千
を
境
き
日
左
人
を
排
斥
せ
ん
と
し
て
い
る
状
況
下
で
ア
モ
イ
道
台

は
こ
れ
を
鎮
定
も
せ
ず
に
逃
亡
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら

「我
は
我

利
益
を
保
護
せ
ぎ
る
可
ら
ず
、

我
権
利
を
主
張
せ
ざ
る
可
ら
ず
」
と

し
て
、

出
兵
の
必
要
を
説
く
。

そ
し
て
、

こ
こ
が
重
要
な
の
だ
が
、

「各
国
亦
既
に
露
兵
の
北
清
に
入
り
、

英
兵
の
上
海
及
び
長
江
一沿
岸

一-142-―
一‐143-一

に
進
む
の
必
要
を
認
め
て
之
を
基
話
せ
る
以
上
は
、

我
日
本
が
兵
を

反
門
に
出
す
の
更
に
緊
切
な
る
必
要
に
応
ぜ
る
を
認
む
る
な
ら
ん
、

然
り
英
国
の
領
事
は
決
し
て
我
兵
士
の
上
陸
を
阻
ま
ざ
る
こ
と
を
信

ず
」
と
記
し
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

幸
徳
の
判
断
は
甘
か
っ
た
。

す
で
に
検
討
し
た
ょ
う
に
、

幸
徳
は

「保
全
」
と
い
う
名
の
一異
側

で
の
各
国
の
思
惑
を
警
戒
し
、
日
本
自
身
の
権
益
を
確
保
す
べ
き
こ

と
を
訴
え
て
お
り
、
こ
の
ア
モ
イ
出
兵
は
い
わ
ば
幸
徳
の
持
論
の
実

現
と
さ
え
い
え
る
も
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
ま
で
政
府
の
消
極
策
に
不

平
を
鳴
ら
し
て
き
た
だ
け
に
、

そ
の
期
待
も
ひ
と
し
お
で
ぁ

っ
た
ろ

し
か
し
な
が
ら
出
兵
は
失
敗
し
た
。

幸
徳
に
と

っ
て
は
吉
汁
を
飲

ま
さ
れ
た
思
い
だ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

か
く
し
て
、

義
和
国
の
蜂

起
以
降
、

六
月
に
四
編
、

七
月
に
四
編
、

八
月
に
は

一
一
編
も
の
関

連
す
る
論
説
を
書
い
た
幸
徳
が
、

九
月
に
は
四
編
、　

一
〇
月

（
に

算
つ

い
に

一
編
も
書
い
て
い
な
い
と
い
う
ぁ
り
さ
ま
に
な

っ
て
し
ま
ぅ
ｃ

こ
の
時
期
、

ア
モ
イ
出
兵
の
挫
折
以
外
に
、

幸
徳
の
論
調
を
変
え

う
る
事
件
は
見
い
出
せ
な
い
。

強
硬
論
を
説
い
た
前
日
の
八
月
三
〇

日
に
は
有
名
な
　
自
由
党
を
祭
る
文
」
が

『
高
事
報
』
に
掲
載
さ
れ

た
が
、
自
由
党
の
変
節
は
章
徳
の
中
国
論
に
変
化
を
与
え
る
も
の
と

は
考
え
ら
れ
な
い
。

む
し
ろ
、

伊
藤
博
一文
の
軍
門
に
下

っ
た
自
由
党

へ
の
反
発
か
ら
、

対
外
強
硬
論
の
持
続
に
よ
り
独
自
性
を
誇
示
し
ょ

う
と
し
た
と
さ
え
考
え
う
る
。

史
苑

（第
四
六
巻
第

一
・
ニ
ニ３

ア
モ
イ
出
兵
の
失
敗
を
知

っ
た
幸
徳
は
、

九
月
の
中
下
旬
に
か
け

て

「清
国
保
全
の
意
義
」
一‐保
全
論
と
人
種
の
区
別
」
「
罪
、

白
人
同

盟
に
在
り
」
を
次
々
と
書
い
た
。

列
稲
に

対
す
る
反
感
と
警
戒
は
以

前
に
な
く
露
骨
で
、

白
人
と
い
う
表
現
で
こ
れ
だ
け
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
も
、
こ
の
時
期
だ
け
で
ぁ
る
。

な
お
か
つ
幸
徳
は
、

ア
モ
イ
出

兵
の
失
敗
に
つ
い
て
、

ひ
と
こ
と
も
論
じ
て
い
な
い
。

従
来
の
幸
徳

で
あ
れ
ば
、

出
兵
の
撤
回
に
対
し
て
は
必
ず
批
判
し
た
で
ぁ
ろ
う
、

幸
徳
自
身
も
出
兵
に
賛
同
し
て
い
た
の
だ
か
ら
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の

三
つ
の
論
稿
に
は
列
強
批
判

・
白
人
批
判
は
あ

っ
て
も
政
府
批
判
志

な
い
。

列
強
の
い
う

「保
全
論
」
に
つ
い
て
は
や
は
り
警
戒
的
だ
が
、

近
衛
篤
磨
ら
の
国
民
同
盟
会
結
成
に
つ
い
て
は
そ
れ
を

「
喜
が
」
と

し
つ
つ
も

「
復
等
は
果
し
て
列
国
の
向
背
、

時
局
の
変
移
如

（
何

鋲
拘

は
ら
ず
、

尺
寸
の
地
を
も
割
譲
若
く
は
租
借
を
許
さ
ず
と
す
る
か
」

と
慎
重
で
あ
る
。

手
徳
の
反
発
と
挫
折
感
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き

（
四
）

る
は
ず
だ
。

だ
が
、

注
目
す
べ
き
こ
と
に
、

幸
徳
は
日
本
の
進
む
べ
き
道
に
つ

い
て
新
た
な
模
索
を
開
始
し
た
ょ
う
す
も
う
か
が
え
る
。

そ
れ
が
九

月
二
七
日
の

「断
じ
て
名
誉
に
非
ず
」
と
い
ぅ
論
説
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
こ
の
論
説
の
最
刊
の
段
落
で

「
戦
ひ
に
長
ず
る
と
戦
ひ
を
好
む

と
は
全
然
別
事
」
で
あ
り
、

「
戦
ひ
に
長
ず
る
は
名
誉
」
だ
が

「
戦

ひ
を
好
む
は
断
じ
て
名
誉
に
あ
ら
ず
」
と
し
た
こ
と
に
は
意
味
採
い

も
の
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、

感
情
的
な
ま
で
に
好
戦
的
だ

っ
た
幸
徳

習
…

…

‥

卦

一致
ン

ン
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自
身

へ
の
反
省
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

た
だ
し
、

国
民

が
戦
争
か
ら
受
け
る
悲
惨
に
言
及
し
て
い
る
と
は
い
え
、

戦
争
を
決

定
的
に
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

さ
ら
に

「
断
じ
て
名
誉
に
非
ず
」
か
ら
五
〇
日
間
の
時
間
を
お
い

て

「排
帝
国
主
義
論
」
が
書
か
れ
る
。
こ
こ
で
、

そ
の
論
理
展
開
を

検
討
し
て
み
よ
う
。

幸
徳
が

「
帝
国
主
義
」
を

「領
土
拡
張
」
と
し
て
と
ら
え
て
い
る

の
は
、

井
日
の
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。

幸
徳
は
欧
米
の
帝
国
主

義
を
否
定
す
る
が
、

そ
れ
は
欧
米
の
市
国
主
義
が

「
資
本
家
的
、

富

豪
的
帝
国
主
義
」
に
す
ぎ
ず
、

時
に
そ
れ
は

「
国
民
的
帝
国
主
義
」

と
称
さ
れ
る
も
の
の
単
な
る

「
一

時
の
口
実
」
で
あ
り

「多
数
国
民

の
利
益
に
非
ざ
る
」
も
の
だ
か
ら

だ

と

い
う
。

同
時
に
、

日
本
の

「
帝
国
主
義
」
に
つ
い
て
は

「軍
人
的
帝
国
主
義
」
や

「空
威
張
的

鈴
細
工
的
帝
国
主
義
」
と
否
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

戦
争
の
遂
行

と
同
時
的
に
経
済
的
膨
張
を
と
げ
て
い
る
政
米
に
比
べ
、

と
る
に
足

ら
ぬ
経
済
力
の
日
本
が

「
国
民
的
帝
国
主
義
」
を
い
う
の
は

「噴
飯

数
醜
峠
晩
↑
鳴
紗
ｋ

、

「
外
交
は
無
能
、　

其
財
政
は
困
迫
」
と
現
状

幸
徳
は
、

い
わ
ゆ
る

「
国
民
的
帝
国
主
義
」
ま
で
含
め
て
帝
国
主

義
を
否
定
し
て
い
る
が
、

列
強
と
日
本
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
規
定
を
し
た
。

そ
の
こ
と
は
、

欧
米
列
強
が
こ
れ
以
上
勢
力
を
拡

大
す
れ
ば
日
本
に
と

つ
て
の

一
層
の
脅
威
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、

日
本
は
ア
モ
イ
出
兵
の
よ
う
に
国
家
的
実
力
を
度
外
視
し
た
冒
険
を

行
な

っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
二
つ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は

一
面
で
軍
国
主
義
者
辛
徳
の
戦
術
転
換
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
る
が
、

他
面
、

そ
の
後
の
幸
徳
の
発
展
の

一
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
も
な

っ
て
い

く
。

そ
し
て
、

「多
数
国
民
の
利
益
」
が
新
た
な
名
分
と
な

っ
た
。

以
一上
を
評
価
す
れ
ば
、

幸
徳
が
ア
モ
イ
出
兵
の
挫
折
を
み
ず
か
ら

の
教
訓
と
し
て
、

日
本
の
進
む
べ
き
方
向
に
つ
い
て
従
来
の
持
論
に

反
省
一を
加
え
、　

一
九
〇
〇
年

一
一
月
の
時
点
に
至

っ
て

（
戦
術
的
に

で
は
あ
れ
）
帝
国
主
義
否
定
に
到
達
し
た
と
い
え
よ
う
。

だ
が
留
意

す
べ
き
こ
と
は
、

幸
徳
の
い
う

「多
数
国
民
の
利
益
」
と
い
う
も
の

の
実
体
が
こ
の
時
点
で
は
不
明
確
な
こ
と
で
あ
る
。

前

述

し

た

よ

う
な
戦
争
の
悲
惨
さ
を
批
判
す
る
と
い
う
点
で
は

「多
数
国
民
の
利

益
」
は
ほ
ぼ
文
字
通
り
の
も
の
と
な
ろ
う
が
、

時
と
し
て
国
家
の
利

益
が

「多
数
国
民
の
利
益
」
に
す
り
か
え
ら
れ
る
危
険
が
存
在
し
よ

ま
た
、

い
ま
だ
に
あ
い
ま
い
と
は
い
え

「自
由
平
等
」
の
理
念
に

つ
い
て
の
再
認
識
も
指
摘
で
き
よ
う
。

幸
徳
は

「所
謂
文
明
を
以
て

誇
る
の
徒
輩
」
が
貴
族
や
財
閥
を
崇
拝
し
て
い
る
こ
と
を

「文
明
を

汚
扉

（
す

携
者
」
と
批
判
し

「自
由
平
等
」
の
真
価
を
復
権
し
よ
う
と

し
て
い
る
。

こ
う
し
た
側
面
は
、　

一
九
〇
〇
年
の
社
会
民
主
党
創
立

へ
と
つ
な
が

っ
て
い
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
侵
略
的
外
交
論
か
ら
？
転

換
の
第

一
歩
が

一
九
〇
〇
年
に
お
い
て
し
る
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
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こ
の
時
期
の
幸
徳
の
論
調
の
第
五
の
特
徴
と
し
て
ぁ
げ
た
い
。

こ
の
節
の
終
わ
り
に
丼

口
和
起
と
大
原
憲
の
研
究
に
つ
い
て
若
千

ヨ
メ
ン
ト
し
て
お
こ
う
。

井

口
は
、

手
徳
に
即
し
た
分
一析
と
し
つ
つ
、

や
は
リ
レ
ー
ニ
ン
の

帝
目
主
義
論
の
尺
度
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

井

口
は
、

資
本
主
義
批
判
の
論
理
の

「
芽
生
え
」
は
あ
る
が
結
局
軍
国

主
義
批
判
で
と
ど
ま
っ
て
し
ま

っ
た
、
と
幸
徳
を
評
し
て
い
る
。
し

か
し
、

幸
徳
に
と

っ
て
の

「排
帝
国
主
義
論
」
は
、

帝
国
主
義

一
般

で
は
な
く
、
と
り
ゎ
け
日
本
に
対
す
る
批
判
が
意
図
さ
れ
て
お
り
、

列
強
の
帝
国
主
義
批
判
は

一
つ
の
与
件
と
も
い
え
る
も
の
だ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

ア
モ
イ
事
件
以
降
、

列
強
に
対
す
る
批
判

は
継
続
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
政
府
に
対
す
る
批

判
は
、

外
交
面
で
は
な
り
を
ひ
そ
め
て
お
り
、

こ
の
論
説
は
、

事
件

以
降
初
め
て
新
た
な
明
確
な
る
批
判
と
し
て
登
場
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

い
わ
ば
幸
徳
は

一
人
の
政
論
家
と
し
て
、

ァ
モ
イ
事
件
以
前

の
み
ず
か
ら
の
主
張
を
補
括
し
、

新
た
な
政
府
批
判
の
論
理
を
も

っ

て
再
登
場
し
た
わ
け
だ
。

ま
た
、

大
原
の
場
合
、

そ
の
評
価
は
若
千
高
す
ぎ
る
。

ま
ず
、

幸

徳
は

「
国
民
の
利
益
」
に
基
い
て
自
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
り
、

国

権
論
的
主
張
と
受
け
と
れ
る
も
の
も
、

決
し
て
政
治
家
や
資
本
家
の

利
益
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
と
大
原
は
指
摘
し
て
い
る
。

だ
が
、

こ
こ
に
は
二
つ
の
意
味
で
問
題
が
あ
る
。　

一
つ
は
、

幸
徳
が

「国
民

史
苑

（第
四
六
巻
第
一
，
二
】こ

の
利
益
」
を
意
識
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は

一
九
〇
〇
年

十
一
月
の

「
排
帝
国
主
義
論
」
以
降
で
あ
り
、

そ
れ
以
前
は
論
説
を
注
意
深
く

検
討
し
て
も

「
国
民
の
利
益
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
ほ
と
ん
ど
見
当

た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

一
一
月
の
論
説
に
お
け
る

「
国
民
の
利
益
」

の
主
張
は
、

既
述
の
よ
う
に
ア
モ
イ
出
兵
の
挫
折
を
な
め
た
幸
徳
に

と

っ
て
の
新
機
軸
と
も
い
え
る
も
の
で
、

そ
れ
を
六
、

七
月
に
さ
か

の
だ
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、

ア
モ
イ

出
兵
以
前
に
幸
徳
が
し
ば
し
ば
主
張
し
た
の
は

「
国
家
の
利
益
」
で

あ
り
、

直
接
に
は
資
本
家
の
利
益
を
説
い
て
い
な
い
と
し
て
も
、

事

実
上
、

資
本
家
な
ど
の
利
益
と
い
つ
で
も

一
体
化
し
う
る
と
こ
ろ
に

論
拠
を
置
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
幸
徳
は
、

政
府

以
上
に
侵
略
的
で
さ
え
あ

っ
た
で
は
な
い
か
。

ま
た
大
原
は
、

幸
徳
が
東
洋
の
平
和
を
担
保
す
る
こ
と
を
日
本
の

使
命
と
位
置
づ
け
た
の
は
、

後
進
諸
国
の
利
益
擁
護
の
た
め
で
あ
る
、

幸
徳
は
他
国

へ
の
侵
略
を
説
い
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
と
さ
え
い
ぃ

き
（程
。

だ
が
ヽ

朝
鮮
政
府
の
意
志
に
か
か
わ
ら
ず
、

朝
鮮
が
危
機
に

陥
れ
ば
、
日
本
は
介
入
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
幸
徳
は
堂
々
と
説

い
た
は
ず
だ
。
日
本
の
利
益
主
張
を
正
当
化
す
る
た
め
の
幸
徳
の
レ

ト
リ
ッ
ク
を
大
原
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
真
意
を
誤
読
し
た
か
、

あ
る
い
は
何
ら
か
の
先
入
観
や
思
い
入
れ
に
左
右
さ
れ
た
の
か
。

大

原
の
論
旨
は
事
実
に
思
実
で
な
い
。

幸
徳
は
非
常
に
政
治
的
野
心
が
大
き
く
、

政
界
進
出
も
狙

っ
て
い≡

≡，十一静
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朝
鮮
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水

（石
坂
）

た
こ
と
は
従
来
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

そ
の
こ
と
は
、

彼

を

一
人
の
民
衆
と
し
て
思
考
さ
せ
る
よ
り
、　

一
人
の
政
論
家
と
し
て

思
考
さ
せ
る
こ
と
に
な

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
政
論
家
と
し
て

の
性
格
が
、

幸
徳
に
権
力
と
同
化
し
た
立
場
で
の
朝
鮮
中
国
侵
略
論

を
主
張
さ
せ
る

一
因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
問
題
点
は

次
第
に
克
服
さ
れ
て
い
く
も
の
の
、

こ
れ
以
降
も
彼
の
論
調
に
残
存

す
る
で
あ
ろ
う
。

三
、

高
朝
報
退
社
ま
で
の
章
徳
秋
水

一
九
〇

一
年
、

幸
徳
秋
水
は
す
で
に
発
表
し
た
こ
と
の
あ
る
文
章

に
若
千
の
手
を
加
え
て

『
十
世
紀
之
怪
物
帝
国
主
義
』
を
上
梓
し
た
。

秋
水
の
こ
の
著
は

一‐帝
国
主
義
は
所
謡
愛
国
心
を
経
と
な
し
、

所

謂
軍
国
主
義
を
緯
と
な
し
て
、

以
て
織
り
成
せ
る
の
政
策
」
で
あ
る

と
し
て
批
判
の
矢
を
及

っ
た
、

世
界
的
に
も
先
駆
的
な
著
作
で
あ
る
。

彼
は
ま
ず
、

愛
国
心
を
否
定
し
た
上
で
、

軍
備
拡
張
は
愛
国
心
に
あ

お
ら
れ
た

「
狂
熱
」
以
外
に
何
の
理
由
も
な
く
、

軍
国
主
義
と
戦
争

こ
そ
が
社
会
の
荘
一歩
を
妨
げ
て
い
る
の
だ

＞
玉
調
じ

た
。

さ
ら
に
、

「
帝
目
主
義
」
と
は
版
図
の
大
拡
張
を
意
味
す
る
が
、
こ
う
し
た
膨

張
は
少
数
政
治
家
と
軍
人
の
功
名
心
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
ず

「
国
民

の
膨
張
」
と
は
い
え
な
い
と
し
つ
つ
、

イ
ギ
リ
ス
が
貿
易
に
よ
っ
て

繁
栄
し
て
い
る
よ
う
に
貿
易
の
利
益
の

一
致
に
よ
り
永
久
無
限
の
繁

栄
を
は
か
る
べ
き
だ
と
提
案
す
る
。

こ
の
本
は
、

貧
民
の
増
加
は
単
な
る
人
口
増
加
に
よ
る
の
で
は
な

く
、

経
済
組
織

・
社
会
組
織
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
す

る
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
観
察
を
含
ん
で
は
い
る
も
の
の
、

論
理
的
に
は

い
く
つ
か
の
矛
盾
が
生
じ
て
い
よ
う
。

た
と
え
ば
、

貿
易
の
利
益
に

よ
る
繁
栄
を
理
想
と
し
て
提
案
し
て
い
る
が
、

で
は
例
に
あ
げ
た
イ

ギ
リ
ス
は
武
力
侵
略
と
縁
が
な
い
の
か
ど
う
か
、

あ
る
い
は
現
代
に

お
い
て
ど
の
国
に
帝
国
主
義
が
存
在
す
る
の
か
。

む
し
ろ
幸
徳
は
貿

易
に
よ
る
利
益
の
拡
張
と
い
う
戦
略
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、

イ
ギ

リ
ス
を
強
い
て
そ
の
型
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
た
か
の
ご
と
く
感
じ

ら
れ
る
。

ま
た
、

貿
易
の
活
発
化
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
国
民
の
幸
福
に

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
は
本
書
で
論
証
さ
れ
て
は
い

な
い
こ
と
が
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、

本
書
に
は
、
日
本
に
関
す
る
具
体
的
な
問
題
は
ほ
と
ん

ど
登
場
せ
ず
、

朝
鮮
に
つ
い
て
も
何
ら
分
析
は
な
い
。

た
だ
、
日
本

人
が
清
国
人
を
憎
悪
し
侮
蔑
す
る
こ
と
の
は
な
は
だ
し
さ
は
「
狂
」
と

い
う
べ
き
ほ
ど
だ
と
、

ひ
と
こ
と
触
れ
た
に
と
ど
ま

っ
た
。

本
書
は

基
本
的
に
、

ア
モ
イ
出
兵
の
挫
折
を
ふ
ま
え
て
、

貿
易
に
よ
る
利
益

の
拡
大
と
い
う
日
本
の
め
ざ
す
べ
き
道
を
提
案
す
る
た
め
の
も
の
と

い
え
よ
う
。

前
年
来
の
幸
徳
の
議
論
の
推
移
か
ら
す
れ
ば
、

本
書
に

お
け
る
愛
国
心
批
判
は
、

か
つ
て
の
幸
徳
自
身
の
よ
う
な
乱
暴
な
対

外
強
硬
論

へ
の
批
判
で
あ
り
、

軍
国
主
義
批
判
は
藩
閥
政
府
批
判
で
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あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
ぅ
し
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、

幸

徳
は
み
ず
か
ら
の
日
本
に
お
け
る
批
判
意
識
を
、

世
界
の
帝
国
主
義

国
の
分
析
に
演
繹
し
て
適
用
し
て
ぃ
き
、
こ
の
著
を
作
り
上
げ
た
と

い

えヽ
卜
ふ
りヽ
。

幸
徳
は
こ
の

一
九
〇

一
年
に

「社
会
主
義
の
大
勢
」
と
い
ぅ
論
説

で
、

帝
国
主
義
は
多
数
人
民
を
飢
餓
と
罪
悪
に
お
と
し
入
れ
貧
富
の

差
を
拡
大
さ
せ
る
の
で
、

そ
ぅ
し
た
貧
富
の
差
を
除
去
す
る
た
め
に

社
会
主
義
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
説
い
た
。

彼
が

「我
は
社
会
主
義

者
也
」
を
書

い
て
社
会
主
義
者
と
し
て
の
公
然
た
る
宣
言
を
行
な

っ

た
の
も
こ
の
年
で
あ
る
。

か
つ
て
の
好
戦
的
で
軍
国
主
義
的
な
態
度

を
結
括
し
た
彼
は
、

国
民
の
利
益
の
た
め
の
政
治
を
め
ざ
し
始
め
、

そ
こ
に
社
会
主
義
と
い
う
方
向
付
け
が
現
ゎ
れ
て
き
た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、　

一
人
の
人
間
の
思
想
が

一
朝
に
し
て
全
く
転
換

し
て
し
ま
う
と
ぃ
ぅ
ゎ
け
に
は
い
か
な

い
。　

一
九
〇

一
年
に
は
朝
鮮

に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
文
章
は
見
当
た
ら
な
い
が
、

伊
藤
博
文

を
批
判
す
る
論
説
に
お
い
て
は

「
朝
鮮
に
於
け
る
我
権
利
利

（
益

携
喪

失
せ
る
も

（中
略
）
彼
が
優
柔
不
断
９
結
果
に
非
ざ
る
は
な
き
也
」

と
し
て
い
る
。

朝
鮮
を
日
本
の
勢
力
固
内
に
お
く
べ
き
だ
と
す
る
点

は
、

幸
徳
の
依
然
と
し
て
変
わ
ら
ぬ
主
張
で
あ

っ
た
。

ま
た
、

東
洋

の
大
局
の
利
益
と
平
和
を
増
進
す
る
一京
任
は
日
本
に
あ
る
と
任
じ
て

ぃ
だ
幸
徳
の
指
導
者
意
識
も
、

以
前
と
同
様
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
、　
ロ
シ
ア
の
動
き
な
ど
を
述
べ
た
文
章
で
、

外
敵
は

史
苑

（第
四
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武
力
で
退
け
る
こ
と
も
で
き
る
が
内
治
の
腐
敗
は
い
か
ん
と

話
れ
が

た
く

「今
の
朝
鮮
支
那
の
如
き
に
至
ら
ん
か
」
と
表
現
し
た
り
、

山

募注押鞭ゆ帥中秒柳芥一朝「御申線〕柳申駆め晦ガ蔚け註章

れ
て
い
る
。

さ
て
、　

一
九
〇
二
年
に
日
英
同
盟
が
結
ば
れ
同
年
中
に
ロ
シ
ア
が

第

一
次
撤
兵
を
実
行
す
る
と
、
日
本
の
対
露
論
調
も
若
子
の
鎮
静
を

み
た
が
、　

一
九
〇
三
年
の
春
頃
か
ら
再
び
日
本
の
開
戦
論
が
台
頭
し

た
ｏ
こ
う
し
た
情
勢
の
中
で
幸
徳
は
ど
ん
な
こ
と
を
論
じ
て
い
る
だ

ろ
う
か
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、　

一
九
〇
三
年
五
月
に
書
か
れ
た

「
日
本

の
東
洋
政
策
」
と
い
ぅ
論
説
で
あ
る
。
こ
れ
は

「某
外
人
」
の
手
紙

の

一
節
を
紹
介
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
ぃ
る
が
、

幸
徳
自
身
の

手
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

少
な
く
と

も

「某
外
人
」
の
意
見
は
、
こ
の
時
期
の
幸
徳
の
意
見
と

一
致
す
る

も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の

「
某
外
人
」
は
、
日
本
で
は
ロ
シ
ァ
討

つ
べ
し
の
声
が
高
い

が
、　
ロ
シ
ア
の

一‐満
洲
」
経
営
の
結
果
、
日
本
が
ど
れ
だ
け
の
利
益

を
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
の
か
、
と
問
う
。

そ
し
て
、
日
本
は
台
湾
朝

鮮
経
営
で
ど
れ
だ
け
の
進
歩
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
問
い

返
す
。

実
際
、

今
の
日
本
は

「
利
益
の
侵
害
さ
る
蛍
を
恐
る
ヽ
ょ
り

は
、

先
づ
侵
害
さ
る
ヽ
文
け
の
利
益
線
を
拡
張
し
」
な
け
れ
ば
な
ら

「■
「一■
■
■
■
，
Ｈ
、
「
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な
い
で
は
な
い
か
。

結
局
、　

こ
の

「某
外
人
」
は
、

「
日
本
今
日
の

急
は
朝
鮮
の
経
営
に
在
り
、

朝
鮮
の
経
営
は
露
人
の
之
を
脅
か
す
を

一量
ふ
る
よ
り
も
、

目
己
の
経
営
の
力
の
足
ら
ぎ
る
を
憂

へ
よ
、

自
己

の
画
策
の
周
ね
か
ら
ざ
る
を
愛

へ
よ
。

朝
鮮
の
運
命
の
危
険
な
る
を

憂
ふ
る
よ
り
も
、

日
本
人
の
此

的
に
於
け
る
立
場
の
習
国
な
ら
ざ
る

を
憂
へよ
」
と
い
う
の
で
あ
一湖
。

幸
徳
は
ア
モ
イ
出
兵
の
失
敗
の
苦
い
致
訓
か
ら
し
て
も
、　

ロ
シ
ア

と
戦
争
を
し
て
勝
つ
見
込
み
が
あ
る
か
ど
う
か
、

大
い
に
不
安
を
持

っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、　

ロ
シ
ア
と
の
戦
争
を
回
通
し
、

な
お

か
つ
日
本
の
権
益
を
朝
鮮
に
お
い
て
拡
大
し
て
い
く
た
め
に
、

朝
鮮

へ
の
経
済
侵
略
の
推
進
を
積
想
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
文
中
に

は

「
人
日
過
剰
に
苦
し
め
る
の
日
本
は
、

彼
の
た
漠
た
る
朝
鮮
の
沃

野
を
以
て
、

何
ぞ
直
に
日
本
農
一民
の
鋤
型
の
下
に
置
か
ざ
る
や
、

若

し
多
数
の
人
口
に
し
て
朝
鮮
の
地
に
住
し
、

其
富
源
は
、

其
農
工
は
、

全
く
日
本
人
の
手
に
落

つ
る
に
至
ら
ば
、

是
れ
朝
鮮
を
以
て
事
実
上

日
本
の
プ

ロ
テ
ク
ト
レ
ー
ト
と
為
す
者
に
非
ず
や
」
と
も
記
さ
れ
て

い
る
。

こ
の

「某
外
人
」
な
い
し
平
徳
は
「た
漠
た
る
朝
鮮
の
沃
野
」

に
も
数
多
く
の
農
民
が
い
て
、

日
本
人
の
こ
う
し
た
動
き
が
侵
略
に

ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
気
づ
か
な
か

っ
た
わ
け
だ
ｏ

幸
徳
は
こ
の
論
説
と
ほ
ぼ
同
様
の
趣
旨
を
八
月
に

「非
戦
論
」
で

述
べ
て
い
る
。

彼
は
、

三
国
干
渉
を
日
に
し
て
悲
憤
慌
慨
す
る
人
々

を

「復
讐
主
義
」
だ
と
し
て
否
定
し
、

「満
韓
経
営
」
が
固
ま

ら

ね

ば
何
回

ロ
シ
ア
と
戦
争
を
し
て
も
徒
労
に
終
わ
る
だ
ろ
う
と
説
く
。

そ
し
て

「我
国
民
の
朝
鮮
に
於
け
る
経
営
の
基
礎
が
今
に
於
て
確
立

し
な
い
の
は
、

露
人
の
妨
害
の
為
め
で
も
何
で
も
な
い
、

日
本
の
貧

乏
な
る
が
為
め
で
あ
る
、

イ
ク
デ
の
な
い
が
為
め
で
あ
る
」
と
し
て
、

も
し
日
本
が
鉄
道
を
敷
設
し
多
数
の
移
民
を
送

っ
て
富
を
開
発
し
て

朝
鮮
に
お
け
る
基
盤
を
固
め
て
お
い
た
な
ら
ば
、

「満
洲
」
に

お

け

る
位
置
は
日
本
が
主
で
ロ
シ
ア
が
従
と
な

っ
て
い
た
だ
ろ
う
と
主
張

す
る
。
と
こ
ろ
が
、　

ロ
シ
ア
と
戦
端
を
開
く
な
ら
ば
五
億
、

六
億
と

い
う
大
金
を
要
す
る
が
、

そ
れ
だ
け
の
大
金
を
費
消
す
る
な
ら
ば
、

な
ぜ
生
産
的
に
経
済
的
膨
張
の
費
用
と
し
て
そ
れ
を
使
用
し
な
い
の

か
。

こ
の
上
、

戦
費
を
費
す
な
ら
ば
、
日
本
国
民
を
餓
死
さ
せ
て
し

ま
う
で
は
な
い
か
、

と
い
う
の
が
幸
徳
の
一一一白
い
分
で
あ

つ
だ
ｏ

こ
う
し
た
幸
徳
の
論
調
の
背
景
に
も
、

や
は
り
戦
争
が
成
功
す
る

か
ど
う
か
お
ぼ
つ
か
な
い
と
い
う
、

大
局
的
立
場
か
ら
の
不
安
が
存

在
し
て
い
よ
う
。
日
本
が
後
発
の
市
国
主
義
国
と
し
て
、

軍
事
に
偏

重
し
て
い
る
こ
と
を
幸
徳
は
よ
く
自
覚
し
て
い
る
。

こ
こ
で
も
や
は

り
、

朝
鮮
に
対
す
る
侵
略
推
進
と
い
う
考
え
方
は
従
来
と
変
わ
ら
な

い
が
、　

一
方
で
は
政
府
と
異
な
る
戦
略
を
提
起
し
て
い
る
点
に
、

そ

の
後
の
幸
徳
と
も
関
連
し
て
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

時
間
的
に
前
後
す
る
が
、

七
月
に
発
表
し
た

「非
開
戦
論
」
は
、

も

っ
と

「人
民
」
の
立
場
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。

六
月

一
八

日
に
行
な
わ
れ
た
社
会
主
義
協
会
で
の
演
説
会
の
演
説
筆
記
で
あ
る

―-148--149-

こ
の
文
章
で
、

幸
徳
は
ま
ず
日
清
戦
争
は

「
朝
鮮
の
独
立
を
扶
け
、

支
那
の
暴
を
懲
ら
す
」
と
い
う

「
理
屈
の
上
か
ら
い
へ
ぼ
斯
る
立
派

な
戦
争
で
あ

っ
た
」
が
、

多
く
の
人
々
が
犠
牲
と
な
り

「
日
本
の
国

家
は
重
大
な
る
損
害
を
豪

っ
た
」
と
い
う
。

そ
し
て
、

戦
後
経
営
に

お
い
て
も

「疲
れ
切

っ
た
日
本
人
民
か
ら
此
の
莫
大
な
る
金
が
絞
り

出
さ
れ
」
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、

今
、

日
本
の
な
す
べ
き
は
ロ
シ
ア

と
戦
う
こ
と
で
は
な
く
、

運
夫
際
的
に
経
済
的
に
満
洲
に
出
て
行

く

よ
り
外
は
な
い
」
し

「
国
家
百
年
の
計
は
経
済
上
の
膨
張
を
期
し
、

国
民
を
富
ま
す
こ
と
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。

か
く
し
て
、

ｒ
シ
ア
を
討

つ
な
ど
と
い
う
の
は

「無
謀
な
事
」
で
あ

っ
て
、
日
本

人
全
体
を
憂
い
国
家
を
一畳
う
立
場
か
ら
も

「多
数
の
人
民
の
生
命
を

傷
け
財
産
を
奪
ふ
所
の
戦
争
に
は
反
対
す
る
」
と
宣
言
し
た
の
で
あ

（４０
）

と
つ

。

こ
こ
で
は
戦
争
で
得
を
す
る
の
が
少
数
の
御
用
商
人
ら
に
す
ぎ
ず
、

大
部
分
の
国
民
は
儀
牲
と
な
る
だ
け
だ
と
い
う
主
張
が
か
な
り
詳
細

に
、

そ
れ
も
日
清
戦
後
経
営
期
ま
で
射
程
に
入
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
の
幸
徳
は
、

国
家
の
利
益
を
議
論
の
中
心
に
す
え
、

そ
の

枠
内
で
国
民
の
生
活
の
問
題
を
論
じ
て
い
た
が
、

こ
の
時
期
に
至

っ

て
よ
う
や
く
戦
争
反
対
の
理
由
の
重
点
を
人
民
の
悲
惨
と
犠
牲
と
い

う
と
こ
ろ
に
本
格
的
に
置
き
始
め
た
と
思
わ
れ
る
。

社
会
主
義
を
身

に
つ
け
国
民
の
人
権

へ
の
考
察
を
深
め
て
き
た
手
徳
も
、

こ
と
が
対

外
問
題
に
な
る
と
国
家
の
利
益

へ
の
配
慮
が
先
行
し
、

理
念
と
現
実

史
苑

（第
四
六
巻
第

一
・
二
】こ

を
見
る
日
と
が
う
ま
く
結
合
し
な
か
っ
た
が
、　

一
九
①
三
年
半
ば
の

段
階
に
な

っ
て
内
政
か
ら
外
交
ま
で
の
全
面
に
お
け
る
、

ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
価
値
か
ら
の
分
離
が
始
ま

っ
た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
論
説
に
お
い
て
も
日
清
戦
争
の
戦
場
と
さ

れ
た
朝
鮮
の
民
衆
に
対
し
て
は
、

何
ら
思
い
が
い
た
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、

商
業
紙

『
高
朝
報
』
の
花
形
記
者
と
し
て
、

政
論
家
と
し
て

の
論
陣
を
張
る
幸
徳
は
、

戦
争
に
対
す
る
対
案
と
し
て
、

朝
鮮

へ
の

経
済
侵
略
を
語
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た

の
だ

ろ

う
。

八
月
に

『
菖
一朝
報
』
に
発
表
し
た

「椀
棄
平
併
呑
乎
」
は
、

彼
が
従
来
か
ら

引
き
ず

っ
て
き
た
侵
略
的
思
考
方
式
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

幸
徳
は
い
う
。

「
独
立
扶
植
」
と
い
う
の
は
結
構
な
言
葉
の

よ

う

に
聞
こ
え
る
が
、

こ
の

一
〇
年
間
の
歳
月
は
そ
の
言
葉
が
空
辞
で
あ

る
こ
と
を
証
明
し
た
。

今
や

「
独
立
扶
植
」
で
は
な
く
朝
鮮
を
日
本

と
し
て
い
か
に
す
る
か
が
問
題
な
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、

そ
の
朝
鮮
，問

題
を
解
決
す
る
た
め
の
基
準
は

「朝
鮮
人
民
の
為
の
利
福
」
、　

そ

し

て

一東
洋
人
類
、

世
界
人
類
の
文
明
」
の
た
め
に
有
益
か
ど
う
か
で

あ
り
、

「
椀
棄
、

若
し
人
類
を
利
せ
ば
拠
棄
せ
よ
、　

併
呑
、　

若
し
人

類
を
利
せ
ば
併
呑
せ
よ
」
と
い
う
わ
か
れ
目
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
、

朝
鮮
が
憲
法
政
治
に
浴
し
富
源
が
開
発
さ
れ
て
民
生
が
向

上
す
る
か
、

朝
鮮
が
長
く

「
蛮
野
の
奴
隷
」
と
な

っ
て
荒
地
の
野
に

放
置
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、

こ
の
問
題
は

「
日
本
国
民
の

一届
上
」
に
あ

っ
て
解
答
を
追
ら
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、

な
ぜ
朝
鮮

十≡
■
■
訂
鶴
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に
限

っ
て
独
立
に
の
み
こ
だ
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
。

独
立
を

「扶
植
」
で
き
な
け
れ
ば
、

そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
の
で
は

な
い
か
。

今
こ
そ

「
民
生
の
利
種
の
為
め
に
、

文
明
の
進
歩
の
為
め

に
、　

一
大
呆
決
を
要
す
る
の
時
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

以
上
が
こ
の

論
説
の
趣
旨
で
あ

っ
た
。

幸
徳
は

一
応
、

併
呑
か
放
棄
か
と
い
う
二
つ
の
選
択
肢
を
読
者
の

前
に
投
げ
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、

彼
が

「
民
生
の
利
福
」
や

「文

明
の
進
歩
」
の
た
め
の
決
断
を
追

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、

彼
が
人
類
の
幸
福
の
た
め
と
称
し
て
朝
鮮
の
併
呑
を
主
張
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

幸
徳
は
朝
鮮
人
自
身
の
発
展
の
力
量
と
い
う
も
の
を
全
然
認
め
て

い
な
い
。

朝
鮮
の
土
地
に
耕
作
し
生
活
す
る
農
民
の
姿
は
欠
落
し
、

朝
鮮
は
単
に
取
る
べ
き
土
地
空
間
で
し
か
な
く
な

っ
て
い
る
。

彼
は

戦
争
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ア
子
・イ
出
兵
の
失
敗
以
来
、

そ
の
考
察

を
深
め
権
力
層
と
の
分
岐
を
次
第
に
形
成
し
て
き
た
が
、

朝
鮮
に
つ

い
て
は
ま

っ
た
く
そ
う
し
た
認
識
の
深
ま
り
は
な
い
。

そ
こ
に
は
、

朝
鮮
に
対
す
る
無
知
と
、

以
前
か
ら
ア
ジ
ア
の
他
国
に
対
し
て
抱
い

て
い
た
指
導
者
意
識
が
支
配
し
て
い
た
。
こ
れ
が
平
民
社
以
前
の
時

期
の
彼
の
到
達
点
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

四
、

平
民
社
以
降

の
章
徳
秋
水

一
九
〇
三
年

一
〇
月
、

幸
徳
秋
水
と
堺
利
彦
は
高
朝
報
社
を
退
社

し
翌
月
に
平
民
社
か
ら

『
平
民
新
聞
』
を
創
刊
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

幸
徳
が
体
制
内
的
な
野
心
か
ら
決
定
的
に
訣
別
し
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的

な
価
値
と
全
面
的
に
対
決
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
重
要
な
分
岐
点
で

あ

っ
汁
馬

で
は
、

幸
徳
は
そ
こ
で
朝
鮮
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
を
展
開

し
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
論
か
ら
い
っ
て
し
ま
え
ば
、

幸
徳
が
朝
鮮
の

問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
稿
と
い
う
の
は
、

平
民
社
以
降

一

（
ゼ
）

つ
も
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、

断
片
的
な
も
の
は
い
く
つ
か
あ

る
の
で
検
討
し
て
み
よ
う
。

幸
徳
は

『
平
民
新
聞
』
第

一
一
号
に

「真
に
己
む
可
ら
ざ
る
子
」

を
書
い
た
。
こ
こ
で
は

「一露
国
、

朝
鮮
を
取
る
と
云
ふ
子
、

取
ら
る

ミ
の
朝
鮮
、

平
然
と
し
て
知
る
所
あ
ら
ず
、
日
本
独
り
騒
が
ざ
る
可

（
４３
）

ら
ざ
る
子
」
と
し
て
い
る
。
日
本
で
ロ
シ
ア
の
脅
威
を
騒
ぎ
立
て
冷

静
な
判
断
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
人
々
に
対
し
、

国
際
情
勢
を
落
ち
着

い
て
考
え
る
べ
き
こ
と
を
促
し
た
文
章
と
い
え
よ
う
。

ま
た

「
戦
争
の
結
果
」
と
い
う
論
説
で
は
、

戦
争
に
よ
っ
て
増
税

・
物
価
騰
貴

・
賃
金
下
落
な
ど
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と

を

主

張

し

「
鳴
呼
、

満
洲
も
取
る
可
し
、

朝
鮮
も
取
る
可
し
、

西
伯
利
も
取
る

―-150-

-151-

却
れ
ば
昧
帥
ん

（
ど

報
中
小
Ｎ
べ 民
神
韓
癖

〕
明 こ サ也
確 こ ょ
〕
却
〕
幸
中
中
『

車
韓

益
と
権
力
層
の
利
益
は
、

論
理
的
に

を
経
済
的
な
側
面
か
ら
日
本
の
勢
力
圏
に
取
り
込
も
う
と
ぃ
ぅ
ょ
ぅ

な
対
案
の
発
想
も
な
い
。

一
九
０
三
年
の

「
非
戦
論
」
の
段
階
で
の
幸
徳
は
、
日
本
の
国
家

的
侵
略
の
方
法
に
つ
い
て
の
是
非
を
問
う
て
い
た
の
だ
が
、

平
民
社

を
お
こ
し
て
以
降
、

特
に

一
九
〇
四
年
に
入

っ
て
か
ら
の
論
稿
は
、

侵
略
の
方
法
で
は
な
く
侵
略
そ
れ
自
体
を
否
定
し
て
、
日
本
の
権
力

と
の
対
決
の
度
合
を
深
め
て
い
く
。

そ
の
思
想
の

一
貫
性
が
形
成
さ

れ
て
い
く
ゎ
け
だ
っ

一
九
〇
四
年
一見
の

「社
会
党
の
戦
争
観
」
を
み
て
も
、

戦
争
の
目

的
と
は
植
民
地
と
新
市
場
の
獲
得
に
ほ
か
な
ら
ず

「
日
本
が
朝
鮮
、

満
洲
、

西
比
利
を
取
れ
り
と
仮
定
せ
ょ
、

之
が
福
利
を
受
く
る
者
は
、

唯
だ
政
治
家
、

資
本
家
の
階
級
な
ら
ん
の
み
、

何
の
地
位
も
な
く
些

の
資
本
な

驚
杉
数
労
働
者
は
、

能
く
何
事
を
為
し
得
べ
き
子
」
と
主

張
し
て
い
る
。

な
お
、

『
平
民
新
聞
』
第
〓
六
号
の

「朝
鮮
併
呑
論
を
評
す
」
は
、

幸
徳
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
取
り

上
げ
な
い
。

た
だ
、

次
の
第
二
七
号
で
、
こ
の

「
朝
鮮
併
呑
論
を
評

す
」
を
郊
楡
し
た

『
高
朝
報
』
の
記
事
に
反
論
す
る

「
高
朝
記
者
に

答
ふ
」
が
掲
載
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
幸
徳
の
署
名
が
ぁ
る
。
し
か
し
、

史
苑

（第
四
六
巻
第

一
・
二
号
）

こ
の
文
章
は
、

一
年
前
に
幸
徳
が
書

い
た

「
弛
棄
子
併
呑
子
」
と
『
平

民
新
聞
』
の
論
調
が
矛
盾
し
て
ぃ
な
い
と
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、

弁
解
じ
み
て
い
て
説
得
力
が
な
い
。

む
し
ろ
、

幸
徳
の
思
想
が

一
年

の
あ
い
だ
に
前
進
し
た
と
ぃ
ぅ
の
が
事
実
で
あ
ろ
う
。

こ
の
あ
と
、

入
獄
や
渡
米
を
経
る
幸
徳
は
、

い
ょ
ぃ
ょ
朝
鮮
に
触

れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
ょ
ぅ
ゃ
く
言
及
す
る
の
は

一
九
〇
七
年
以
降

で
あ
る
。

幸
徳
は

『
牟
雲
新
報
』
に
掲
載
さ
れ
た

「文
明
の
徳
沢
」
で
、

西

政
近
代
文
明
よ
り
も
ァ
フ
リ
カ
文
明
の
ほ
う
に

「
光
栄
」
を
見
い
出

す
と
し
た
の
ち

「
知
ら
ず
、

吾
人
日
本
人
民
の
浴
せ
る
文
明
、

台
湾

人
を
し
て
浴
せ
し
め
た
る
文
明
、

朝
鮮
人
を
し
て
浴

（
せ

鋭
め
ん
と
す

る
文
明
は
、

果
し
て
如
何
の
文
明
ぞ
や
」
と
問
い
か
け
た
。

ま
た
、

同
年
の

『
社
会
新
聞
』
に
の
っ
た

「
道
徳
論
」
で
は

「我

が
日
本
人
は
チ
ョ
ク
チ
ィ
人
に
比
す
れ
ば
善
を
行
ふ
の
範
囲
広
か
る

べ
し
、

さ
れ
ど
も
尚
ほ
日
本
人
に
為
し
て
悪
し
き
こ
と
も

鄭
押
人
に

は
為
し
て
も
構
は
ぬ
こ
と
と
な
り
居
れ
る
が
如
し
」
と
述
べ
た
。

同
年
秋
の

『
大
阪
平
民
新
聞
』
の
評
論
で
は
、

幸
徳
は
、

朝
鮮
侵

略
に
反
対
す
る
日
本
人
社
会
主
義
者
の
決
議
が
欧
米
の
社
会
主
義
者

に
注
目
さ
れ
て
い
る
と
記
し
、

第
ニ
イ
ン
タ
ー
の
大
会
に
お
け
る
移

民
問
題
を
め
ぐ
る
討
論
の
結
果
を
平
く
知
り
た
い
も
の
だ
と
書
い
て

（
４８
）

い
る
。

翌
年
の
年
頭
に
は

『
高
知
新
聞
』
に
寄
せ
た

「
病
間
放
語
」
に
お

ぎi!|||■ |と☆韓 簿 韻 寵 轟 麗 撥 襲 轟 顧 圏 目 欝 酉 ロ ロ ロ ロ ロ ~~~十 ~



朝
鮮
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水

（石
坂
）

い
て
、

社
会
主
義
が
日
本
を
含
む
世
界
中
そ

勢
力
を
拡
大
し
て
い
る

の
だ
と
説
い
た
。

特
に
中
国
に
つ
い
て
は

「
世
界
の
革
命
史
上
に
於

る
第
二
の
露
国
だ
と
し
、

「比
律
賓
人
、　

安
南
人
、　

朝
鮮
人
中
、

亦

気
慨
あ
り
学
識
あ
る
革
命
家
、

決
し
て
紗
き
に
非
ず
」
と
訴
え
、
日

鉢
一
革
命
の
き
ざ
し
が
な
い
と
い
う
の
も
大
き
な
誤
り
だ
と
し
て
い

ス
一

。

以
上
が
、

平
民
社
以
降
、

幸
徳
が
朝
鮮
に
つ
い
て
触
れ
た
も
の
の

す
べ
て
で
あ
る
。

ま
さ
に
朝
鮮
は
、

文
脈
の
中
で
ご
く
わ
ず
か
触
れ

ら
れ
る
と
い
っ
た
程
度
で
し
か
な
く
、

そ
れ
を
め
ぐ
る
考
察
や
情
勢

論
議
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

朝
鮮
の
侵
略
に
反
対
す
る

態
度
が
明
確
に
な

っ
た
の
は
、

平
民
社
以
前
と
比
べ
て
の
最
大
の
前

進
だ
が
、

朝
鮮
に
つ
い
て
幸
徳
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を

う
か
が
わ
せ
る
史
料
さ
え
な
い
。

こ
こ
で
、

幸
徳
の
書
簡
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
こ
う
。

一
九
〇
五
年
に
獄
中
か
ら
界
に
あ
て
て
書
か
れ
た
書
簡
の
中
で
、

彼
は
出
獄
後
の
希
望
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

そ
の
第
四

と

し

て

「
北
海
道
或
は
朝
鮮
に
田
園
を
買
ひ
、

数
百
人
の
農
夫
と
理
想
的
生

活
を
為
し
て
、

静
か
に
天
真
を
養
ふ
」
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
飛
鳥
井
雅
道
が
検
討
ず
み
な
の
で
詳
し
く
は
述
ベ

な
い
が
、

幸
徳
は
や
は
り
朝
鮮
の
す
み
ず
み
に
至
る
ま
で
、

現
に
朝

鮮
人
が
生
活
を
営
ん
で
お
り
、

そ
の
人
々
に
対
し
て
日
本
人
の
普
通

の
人
々
が
侵
略
行
為
を
行
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、

平
民
で
あ
り
社
会
主
義
者
で
あ
る
自

分
は
免
罪
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
も
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

二
年
後
、

第
三
次
日
韓
協
約
の
頃
、

幸
徳
は
百
瀬
晋

に
あ

て

イヽ

論「期呼穀妊靖沖調し（ぁ迎いお部一イ卿一鮮∞印ば衆碑確力ヽ条帥静

村
忠
雄
と
大
石
誠
之
助
に
あ
て
た
手
紙
は
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で

製
作
さ
れ
た
安
重
根
の
絵
葉
書
に
つ
い
て
触
れ
て
い
犯
。

朝
鮮
を
谷
中
村
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は
、

日
中
正
造
の
考
え
方
と
似

て
い
る
が
、

幸
徳
は
単
に
政
府
の
強
圧
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
述
べ
た
に

す
ぎ
ま
い
。
こ
れ
に
対
し
田
中
正
造
は

↓朝
鮮
の
ほ
ろ
び
る

ハ
対
岸

二
し
て
見

へ
る
、

己
れ
の
心
の
腐
れ
た

ハ
内

二
し
て
見

へ
ず
。

我
目

今
や
死
し
た
り
。

死
灰

ハ
再
ビ
燃

へ
ず
。

国
民
更

二
新
た

二
自
身
薪

木
と
な
り
て
再
生
す
る
に
し
か
ず
」
と
そ
の
書
簡
に
記
し
て
」
犯
。

大
国
主
義
や
排
外
主
義
に
と
ら
わ
れ
た
日
本
自
身

へ
の
と
ら
え
返
し

は
、

田
中
正
造
の
ほ
う
に
よ
り
深
い
も
の
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

と
も
あ
れ
、

幸
徳
は
平
民
社
以
前
よ
り
も
以
降
の
ほ
う
が
朝
鮮
を

論
じ
て
い
な
い
。

思
想
総
体
を
見
る
な
ら
ば
、

そ
れ
な
り
の
前
進
が

あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る

の
だ
ろ
う
か
。

文
章
に
お
い
て
取
り
上
げ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ

れ
だ
け
の
価
値
な
い
し
重
要
性
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
表

現
と
も
い
え
る
。

推
測
の
域
を
出
な
い
が
、

日
本
の
確
保
す
べ
き
勢

力
圏
と
し
て
朝
鮮
を
考
え
な
く
な

っ
た
平
民
社
以
降
の
幸
徳
は
、

逆

―-152-一

―-153-

に
朝
鮮
に
つ
い
て
論
ず
べ
き
価
値
を
見
い
出
せ
な
く
な

っ
た
の
で
は

つ
た
こ
と
は
事
実
で
あ

っ
た
。

ま

と

め

史
苑

（第
四
一金
巨
舜
一
二
一号
）

嘩釧
中爾鞠
否るヵ、鞄
【申雛
水髄
破
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朝
鮮
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水

（石
坂
）

他
者
と
し
て
の
朝
鮮
民
族
の
主
体
性
を
認
識
で
き
な
か
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。

第
二
に
、
日
本
人
が
朝
鮮

へ
の
侵
略
者
と
し
て
位
置
し
て
い
た
こ

と
が
把
握
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
日
本
の

朝
鮮
侵
略
や
そ
れ
と
日
本
人
大
衆
と
の
関
わ
り
は
、
ど
こ
に
も
論
じ

ら
れ
ず
、

そ
れ

へ
の
科
学
的
認
識
を
得
よ
う
と
い
う
姿
勢
も
見
い
出

せ
な
い
。

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
批
判
す
る
の
ほ
歴
史
学
の
方

法
か
ら
い
っ
て
、

あ
ま
り
公
平
で
は
な
い
。

そ
の
こ
と
は
承
知
し
つ

つ
も
、

幸
徳
が
平
民
社
以
前
に
朝
鮮
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
ど
こ

に
も
結
括
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
、

見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
点
は
、

社
会
主
義
者
に
限
ら
ず
日
本
人

全
体
の
も
の
だ

っ
た
が
、
日
本
の
変
革
を
め
ざ
す
立
場
で
あ
り
つ
つ

朝
鮮
の
問
題
の
重
要
性
が
そ
の
主
張
に
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

指
摘
す
る
に
足
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

朝
鮮
問
題
を
内
実
あ
る
も
の
と
し
て
い
か
に
み
ず
か
ら
の
思
想
の

中
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
は
、

大
正
社
会
主
義
以
降
の
課
題
と
な
っ

た
。

私
の
研
究
も
引
き
続
き

一
九

一
〇
年
代
以
降

へ
と
進
め
ら
れ
て

い
く
で
あ
ろ
う
。

争再問
　
拙
稿

「
日
本
の
初
期
社
会
主
義
思
想
と
朝
鮮
認
識
―
―
そ
の
機
関
紙

話
の
再
検
討
」
『
立
教
日
本
史
論
集
』
第
３
号

（
８５

・
・２
）

０
　
幸
徳
秋
水

「露
国
の
要
求
」
令
高
朝
報
』

一
八
九
八
年
３
月
１０
日
》

『幸
徳
秋
水
宣
集
』
第
二
き

（明
治
文
献
、

以
下

『
全
集
』
と
略
記
）

３７
頁

０
　
秋
水

「
日
本
の
外
交
」
令
高
朝
報
』

一
八
九
八
年
３
月
１２
日
）
同
前

３８
頁

四
　
秋
水

「感
情
的
外
交
論
」
∩
高
朝
報
』

一
八
九
八
年
８
月
１６
日
）
同

前
１１４
頁

回
　
幸
徳
秋
水

「在
野
の
外
交
論
」
Ｑ
高
朝
報
旦

八
九
八
年
４
月
１６
日
）

同
前
５８
‥
５９
頁

‐６‐
　
幸
徳
秋
水

「
日
露
議
定
書
を
読
む
」
亀
高
朝
報
』

一
八
九
八
年
５
月

・４
日
）
同
前
７６
２
７８
頁

例
　
幸
徳
秋
水

「如
何
に
し
て
今
日
の
東
洋
に
処
す
べ
き
子
六
冒
内朝
報
』

一
八
九
八
年
３
月
１９
日
）
同
前
４６
一貝

０
　
井
日
和
起

「幸
徳
秋
水

『
十
世
紀
の
怪
物
帝
国
主
義
』
に
つ
い
て
」

京
都
大
学

『
人
文
学
報
』
第
冴
号

（
６８

・
２
）

‐９‐
　
大
原
憲

『幸
徳
秋
水
の
思
想
と
大
逆
事
件
』
食

九
七
七
年
）
８３
２
８４

一貝
０
　
無
署
名

「列
国
協
同
」
翁
高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年

６
月
１６
日
）

『
全

集
』
第
二
巻
３５２
２
鯛
頁

０
　
無
署
名

「英
露
の
関
係
」
合
高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年
８
月
１４
日
）
同

前
４００
２
４０４
頁

０
　
井
日
前
掲
論
文
１３‐
頁
は
、　

一
八
九
九
年
の

「
べ
卿
の
四
国
同
盟
論
一

に
つ
い
て
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

一-154-一-155-

的
　
無
署
名

「
対
清
運
動
」
令
高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年

６
月
２２
日
）
『
全

集
』
第
二
巻
３８５
頁

］
　
無
署
名

「協
同
と
外
交
」
合
ｕ高

朝
報
』

一
九
〇
〇
年
６
月
３０
日
）
同

前
３５９
２
型
貝

呵
　
無
署
名

「
連
合
軍
の
方
針
」
Ｑ
高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年
８
月
９
日
）

同
前
３９５
２
３９６
頁

的
　
無
署
名

「罪
、

白
人
同
盟
に
在
り
」
亀
高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年
９
月

掬
日
》
同
前
軸
で
４４‐
頁

ｍ
　
無
署
名

「
日
本
の
態
度
方
針
正
Ｑ
菖
朝
報
生

九
〇
〇
年
７
月
２９
日
）

同
前
押
ぞ
３７８
頁

田
　
無
署
名

「
保
全
と
分
割
」
合
高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年
８
月
１６
日
）
同

前
４０７
頁

０
　
）而
出

「
対
清
運
動
」
、

３５４
２
肺
頁

的
　
無
署
名

「朝
拝
の
動
乱
と
日
本
」
令
高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年
８
月
２３

日
）
同
前
４‐５
一貝

的
　
無
署
名

「
日
露
の
関
係

（朝
鮮
問
題
ご

（『
高
朝
報
生

九
〇
〇
年
８

月
３
日
）
同
前
３８０
２
３８‐
頁

仰
　
工別
出

「朝
鮮
の
動
乱
と
日
本
」
、

４‐５
頁

仰
　
秋
水

「断
じ
て
名
誉
に
非
ず
」
令
高
朝
報
』
一
九
〇
〇
年
９
月
２７
日
）

同
前
４４‐
２
４４３
頁

仰
　
秋
水

「排
帝
国
主
義
論
」
３
・高
朝
報
』

一
九
〇
〇
年
１１
月
１７
日
）
同

前
４６４
２
型
貝

的
　
井
日
前
掲
論
文
１３７
頁

『
　
霊
署ヽ
名

「夏
門
の
動
乱
」
翁
島
朝
報
生

九
〇
０
年
８
月
３．
日
）
『
全

集
』
第
二
巻
４２４
２
嫡
頁

切
　
『
全
集
』
第
二
巻
に
よ
る
。

史
苑

（第
四
六
巻
第

一
・
二
十】喜

郷
！　
無
署
名

「
清
国
保
全
の
意
義
」
令
高
朝
報
主

九
〇
〇
年
９
月
１５
日
》

同
前
４３５
２
４３６
頁

肉
　
丼
上
清

『
日
本
帝
国
主
義
の
形
成
』
全

九
六
八
年
）
８３
頁
は

「厘
門

占
領
の
失
敗
は
、
日
本
の
支
配
者
た
ち
に

一
大
痛
棒
を
く
ら
わ
せ
た
」

と
評
し
て
い
る
。

的
　
一剛
出

「
排
帝
国
主
義
論
」
、

瑚
２
４６６
頁

的
　
無
署
名

「文
明
を
汚
厚
す
る
者
」
Ｑ
高
朝
報
』

一
九
０
０
年
１０
月
１０

日
）
同
前
４３０
２
４５‐
頁

働
　
大
原
前
掲
書
膨
２
節
頁

側
　
幸
徳
伝
次
郎

「社
会
主
義
の
大
勢
」
翁
日
本
人
』

一
九
〇

一
年
月
８

２０
日
）
『
全
集
』
第
二
巻
４００
２
４０６
頁

働
　
笠
小署
名

「天
下
の
至
愚
」
盆
高
朝
報
』

一
九
〇

一
年
５
月
３
日
）
同

前
２３４
頁

同
　
無
署
名

「
日
本
の
責
任
」
Ｑ
高
朝
報
』

一
九
〇

一
年
４
月
１１
日
》
同

一前
郷
２
２２４
頁

的
　
無
署
名

「危
険
は
内
に
在
り
」
令
蔦
朝
報
上

九
〇

一
年
４
月
２
日
）

一同
前
２‐８
頁

働
　
無
署
名

「妨
害
と
復
讐
」
Ｑ
高
朝
報
』

一
九
〇

一
年
５
月
１２
日
）
同

前
２３９
２
２４０
頁

的
　
幸
徳
生

「
日
本
の
東
洋
政
策
」
令
高
朝
報
呈

九
〇
三
年
５
月
１７
日
）

『
全
集
』
第
四
巻
２６６
２
２７０
頁

の
　
幸
徳
伝
次
郎

「非
戦
論
」
３
日
本
人
』

一
九
〇
三
年
８
月
５
日
》
同

前
４２４
２
４２８
頁

的
　
一平
徳
秋
水

「非
開
戦
論
」
会
社
会
主
義
』

一
九
〇
三
年
７
月
３
日
）

同
前
４‐４
２
４２３
頁

働
　
無
署
名

「地
美
子
併
呑
子
」
Ｑ
菖
朝
報
」

一
九
〇
三
年
８
月
２８
日
）

■
章！
掛

静

壁



!項

朝
鮮
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水

（
石
坂
）

同
前
３３８
２
３４〇
一員

仰

　
『
平
民
新
聞
』
第
３２
号
の

「敬
愛
な
る
朝
芹
」
を
三
徳
の
も
の
と
す

る
論
者
も
あ
っ
た
が
、

そ
の
筆
者
は
木
下
尚
江
と
思
わ
れ
る
。

詳
し
く

は
谷
口
智
彦

「幸
徳
秋
水
は

『敬
愛
な
る
朝
鮮
』
を
書
か
な
か
っ
た
」

『
朝
鮮
研
究
』
第
１６８
号

（
７７
・
７
）
。

０
　
無
署
名

「真
に
己
む
可
ら
ざ
る
子
」
『
平
民
新
聞
』
第
１１
号
１
面
公

九
〇
四
年
１
月
２４
日
》

的
　
無
署
名

「戦
争
の
結
果
」
『
平
民
新
聞
』
第
１４
号
１
面
公

九
〇
四
年

２
月
１４
日
）

的
　
鉦
小署
名

「社
会
党
の
戦
争
観
」
『
平
民
新
聞
』
第
４．
号
１
面
全

九
〇

四
年
８
月
２．
日
）

的
　
幸
徳
秋
水

「文
明
の
徳
沢
」
「
牟
雲
新
報
』
磁
号

（
一
九
〇
七
年

１

月
１
日
）
、

「
全
集
』
第
六
巻
１１７
２
型
貝

的
　
幸
徳
秋
水

一道
徳
論
」
『社
会
新
聞
」

第
１１
号
３
面

（
一
九
〇
七
年

８
月
１１
日
》

的
　
幸
徳
秋
水

「東
京
評
論

（第
三
信
と

「
大
阪
平
民
新
聞
』
第
９
号
１

面

（
一
九
〇
七
年
１０
月
５
日
》

０

　

「病
間
放
語
」
冒
向
知
新
聞
』
全

九
〇
八
年
１
月
１
日
）
『
全
集
』
第

六
巻
抽
２
３９０
頁

的
　
秋
水
病
夫

「巣
鴨
だ
よ
り
」
里
辱
戸
中
第
物
号
６
面

（
一
九
〇
五
年

７
月
２
日
）

的
　
飛
鳥
井
雅
道

「明
治
社
会
主
義
者
と
朝
鮮
そ
し
て
中
国
」
型
子
一‐
里
』

第
１３
号

（
７８
春
）

の
　
一日
瀬
晋
あ
て
書
筒

（
一
九
〇
七
年
７
月
じ
『
全
集
』
第
九
巻
３２６
頁

働
　
新
村
忠
姪
あ
て
書
簡

（
一
九

一
〇
年
５
月
２４
日
）
同
前
５０４
頁
ヽ

大
石

誠
之
助
あ
て
書
筒

（
一
九

一
〇
年
）
同
前
５‐０
頁

〔岬
　
大
出
喜
平
ほ
か
あ
て
書
簡

（
一

全
集
』
第
１７
巻

（
一
九
七
九
年
）

〔〕

石
川
三
四
郎
あ
て
書
筒

（
一
九

巻
５５５
頁

九
〇
七
年

７
月
２０
日
）

『
田
中
正
造

５５
頁

一
一
年

１
月
４
日
）
『
今
集
』
第
九
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