
日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識

一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
祭
―
―
―

は

じ

め

に

整蜘蜘“詢嶋練靴ば刺齢柳帥嗣脚瑞唯雑蟻能範抑謝榊鞠焼

て
の
論
理
を
構
築
す
る
中
で
、

資
本
家
と
人
民
の
利
害
は
ま

っ
た
く

相
反
す
る
も
の
で
あ
り
、

戦
争
は
人
民
に
と

っ
て
何
ら
利
益
に
な
ら

な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
っ
た
。

こ
れ
は
、

明
治
期
の
国
家

の
論
理
に
対
決
す
る
価
値
観
を
提
起
し
た
点
で
大
き
な
功
績
で
あ
る

が
、　

一
方
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
を
残
し
た
こ
と
も
事
実
だ

っ
た
。

朝
鮮
に
つ
い
て
、

侵
略
が
正
し
く
な
い
こ
と
は

一
般
論
と
し
て
認
識

し
え
た
が
、

日
本
人
ひ
と
り
ひ
と
り
が
朝
鮮
侵
略
に
加
担
し
て
い
る

こ
と
を
総
括
し
き
れ
な
か

っ
た
こ
と
は
、

そ
の

一
例
で
あ
る
。

社
会
主
義
と
民
族
の
問
題
は
実
に
む
ず
か
し
い
課
題
に
ち
が
い
な

日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
十

一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

や
研
究
を
深
め
つ
つ
、

少
し
ず
つ
宣
伝
活
動
を
始
め
て
い
く
。

彼
ら

の
活
動
の
幅
は
か
な
り
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

一
方
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
て
発
生
し
た
世
界
大
戦
は
、

第

ニ
イ
ン
タ
ー
を
崩
壊
さ
せ
、

そ
の
廃
嘘
に
社
会
主
義

ロ
シ
ア
を
出
現

さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
日
本
の
社
会
主
義
者
に
革
命
論
の
上
で
大
き
な

影
響
を
与
え
る
。

加
え
て
、　

一
九

一
八
年
の
米
騒
動
、

翌

一
九
年
の

三

・
一
運
動
が
、
日
本
を
揺
る
が
し
た
。
こ
う
し
た
時
代
の
動
き
を

背
景
に
、

社
会
主
義
者
の
あ
い
だ
で
も
団
結
と
組
織
運
動
の
機
運
が

盛
り
上
が
り
、　

一
九
二
〇
年
の
日
本
社
会
主
義
同
盟
の
結
成

へ
と
結

実
し
て
い
っ
た
。

そ
の
中
で
、

朝
鮮
と
の
関
わ
り
を
、

日
本
人
社
会
主
義
者
は
ど
う

考
え
て
い
た
の
か
。

以
下
、

議
論
を
進
め
て
い
こ
う
。

一
、　

一
九

一
〇
年
代
社
会
主
義

の
位
相

（
一
）

第
ニ
イ
ン
タ
ー
と
そ
の
崩
壊

弾
圧
下
に
あ

っ
た
社
会
主
義
者
は
堺
利
彦
を
中
心
に
売
文
社
に
依

拠
し
て
結
束
を
保
ち
つ
つ
、

時
期
を
待

っ
た
。　

一
九

一
二
年
に
は
大

杉
栄

，
荒
畑
寒
村
に
よ
り

『
近
代
思
想
』
が
創
刊
さ
れ
、

続
い
て

一

四
年
の

『
へ
ち
ま
の
花
』
の
創
刊
、　

一
五
年
九
月
に
お
け
る
同
誌
の

『新
社
会
』

へ
の
発
展
と
、

社
会
主
義
者
は
少
し
ず

つ
啓
蒙
宣

伝

活

動
を
前
進
さ
せ
た
。

史
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当
時
、

日
本
の
社
会
主
義
者
が
最
も
関
心
を
寄
せ
た
の
は
、

欧
米

の
社
会
主
義
の
動
向
で
あ

っ
た
。

戦
争

へ
の
道
を
歩
み
つ
つ
あ
る
ョ

ー
ロ
ッ
パ
で
、

社
会
主
義
者
が
戦
争
回
避
の
た
め
に
い
か
に
間
う
か

は
、

注
目
の
ま
と
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

（
（３
）

初
期
社
会
主
義
者
は
英
語
を
中
心
に
欧
米
情
報
を
入
手
し
て
い
た
。

一
〇
年
代
に
入
る
と
大
杉
が
フ
ラ
ン
ス
語
、

高
畠
素
之
が
ド
イ
ツ
語

を
早
々
に
手
が
け
る
よ
う
に
な
り
、

読
解
し
う
る
資
料
の
幅
は
広
が

っ
た
は
ず
だ
。

『
ノ
イ
エ
・
ツ
ァ
イ
ト
』
が
読
ま
れ
て
い
た
こ
工
」
も

（
５
）

う
か
が
え
る
。

少
し
時
期
は
戻
る
が
、

山
川
均
は

「
シ
ュ
ツ
ッ
ト
ガ
ル
ト
大
会
が

一
九
〇
七
年
だ
か
ら
明
治
四
〇
年
に
当
る
の
で
す
が
、

当
時
の
大
論

争
を
わ
れ
わ
れ
は
熱
心
に
読
ん
だ
も
の
で
す
」
と
回
想
し
て
い
る
。

こ
の
第
ニ
イ
ン
タ
ー
第
七
回
大
会
は
、

軍
国
主
義
に
対
抗
す
る
戦
術

を
め
ぐ
っ
て
激
し
い
論
議
が
た
た
か
わ
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
一結
局
、

決
議
案
は
折
衷
的
な
も
の
と
な

っ
た
が
、　

ロ
ー
ザ

Ｈ
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
ク
が
戦
争
勃
発
に
対
し
大
衆
的
な
闘
い
を
も

っ
て
対
抗

し
、

ひ
い
て
は
社
会
革
命

へ
と
結
び

つ
け
て
い
く
べ
き
こ
と
を
提
起

し
た
と
こ
ろ
に

一
つ
の
意
義
が
あ

っ
た
ろ
う
。

研
究
史
上
し
ば
し
ば
無
政
府
主
義
と
さ
れ
る
幸
徳
秋
水
ら
は
こ
の

第
ニ
イ
ン
タ
ー
最
左
派
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
持

っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対

（８
）

し
堺
は

「
正
統

マ
ル
ク
ス
派
の
立
場
」
を
自
称
し
て
い
た
が
、

と
も

あ
れ
自
分
た
ち
の
活
動
が
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い
中
で
、

日
本
の
社

石

坂

浩

４
》

「
し
か
し

マ
ル
ク
ス
主
義
ほ
ど
徹
底
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を

超
え
る
国
際
主
義
を
鼓
吹
し
実
践
し
た
思
想
も
稀
で
あ

っ
た
だ
け
に
、

理
念
と
現
実
の
対
照
が
ひ
と
き
わ
際
立

っ
て
み
え
る
こ
と
も
事
実
」

で
あ
り

「
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、

こ
の
事
実
を
直
視
し
そ
れ
に
知
的
に

対
応
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ま
で
き
わ
め
て
不
充
分
で
あ
っが
」

と
い
う
指
摘
も
、

根
拠
の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

日
本
人
は
植
民
地
を
領
有
す
る
側
の
国
民
で
あ
り
、　

ス
ロ
ー
ガ
ン

や
文
書
に
お
い
て
、

さ
ら
に
は
現
実
の
運
動
や
意
識
に
お
い
て
、

日

本
人
社
会
主
義
者
が
朝
鮮
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
か
は
、

思
想
史
上

の
重
要
な
テ
ー
マ
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
前
稿
に
次
い
で

一
九

一

〇
年
代
の
日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
を
考
え
て
い
き
た
い
。

一
九

一
〇
年
の
大
逆
事
件
に
よ
り
、　

一
九

一
〇
年
代
の
社
会
主
義

運
動
は

「
冬
の
時
代
」
を
す
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

身
動

き
の
な
ら
な
い
状
況
の
下
で
、

彼
ら
は
社
会
主
義
に
つ
い
て
の
議
論

（石
坂
）
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
十

一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
）

会
主
義
者
は
戦
争
反
対
の
立
場
を
買
い
て
い
た
。

ま
た
、

日
本
の
社

会
主
義
者
は
、

日
露
戦
争
後
の
運
動
の
過
程
で
、

世
界
認
識
の
書
と

し
て
の
ホ
ブ
ソ
ン
の

『
帝
国
主
義
論
』
を
ひ
も
と
く
こ
と
が
で
き
た
。

同
書
は

一
九
〇
七
年
に
西
川
光
次
郎
が

『
社
会
新
聞
』
に
紹
介
し
た
。

ホ
ブ
ソ
ン
は
、

帝
国
主
義
の
主
体
を
大
金
融
業
者
と
し
、

帝
国
主
義

の
寄
生
性

・
腐
朽
性
を
解
明
し
て
い
る
。

対
外
投
資
に
よ
る
経
済
の

寄
生
化

へ
の
道
徳
的
批
判
と
、

過
剰
資
本
形
成
の
理
論
的
解
明
と
が

範

堀

鞭

碑

銘

鑓

舞

響

巽

談

弄

評

蜘

の
先
駆
的
業
績
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
レ
ー
エ
ン
の

『
帝
国
主
義
』
が

出
る
ま
で
、

こ
れ
は
日
本
社
会
主
義
者
に
と

っ
て
も
、　

一
つ
の
よ
り

ど
こ
ろ
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
、　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
者
は
、

い
っ
た
ん
戦
争
が
勃

発
し
た
時
に
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
不
統

一
だ

っ
た
し
、

大
部
分
が
戦
争
の
回
避
を
楽
観
し
す
ぎ
て
い
た
。
日
本
の
社
会
主
義

者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
同
志
が

一
貫
し
て
間
う
こ
と
を
期
待
し
て
い
た

に
ち
が
い
な
い
が
、

現
実
に
は
大
戦
の
勃
発
と
と
も
に
第
ニ
イ
ン
タ

ー
は
崩
壊

へ
の
道
を
た
ど

っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
社
会
主
義
者
は
困
惑
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。

堺
は
、

独

仏
社
会
党
も
、

サ
ン
ジ
カ
リ
ス
ト
も
、

は
た
ま
た
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
も
、

戦
争
に
対
す
る
態
度
に
は
問
題
が
あ

っ
た
と
し
、

大
戦
後
に
ど
う
い

う
人
々
が
主
流
と
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、

と
し
て
い
理
。

そ
の
後
、　

一
九

一
五
年
九
月
に
は
ツ
ィ
ン
メ
ル
ヴ
ァ
ル
ト
会
議
が

開
か
れ
た
が
、

こ
の
会
合
の
参
加
者
の
見
解
も
ま
と
ま

っ
た
も
の
で

巾拍怒府な却ゆ鞠帥痢つ（ン妙「的榊韓使郊鞭却イ協均杓ノレ同端アと

もブレ「韓鞠勁的韓輸焼巾ばヤあ（れ幾叩和回復運動ととらえたの

ら翔一腋稲輛棟祭醜詢約ば呼媛労シ酵「勁鞠搬流れいをヵ、陶

期拘説唯喰鵜略陶彊融榊蜘位彬セ焼佐碇ｋ悔苑庁磯附ば紳

軸歳・キ陸晦販印帥れ効北ぱ口だり，嘘桂無却義れ晩誨無律】狛、

日
本
の
社
会
主
義
者
の
目
が
ど
れ
だ
け
向
い
て
い
た
か
、

と
い
う
こ

と
だ
。

た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
の
モ
ロ
ッ
コ
問
題
に
対
す

る
あ
い

ま
い
な
姿
勢
に
つ
い
て
、

日
本
の
社
会
主
義
者
は
論
じ
て
い

な
い
。

ま
た
、

日
本
の
社
会
主
義
者
が

一
九

一
六
年
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

お
け
る
イ
ー
ス
タ
ー
蜂
起
に
ほ
と
ん
ど
関
心
を
持
ち
え
な
か

っ
た
こ

と
も
見
の
が
せ
な
い
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
の
情
報
自
体
、

ど

の
程
度
存
在
し
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

と
も

あ
れ
、

社
会
主
義
者
が
関
心
を
持

つ
の
は

一
九

一
九
年
の
独
立
戦
争

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、

興
味
深
い
こ
と
に
、

『新
社
会
』
の
誌
上
に
列
挙
さ

れ

た

取
次
英
文
書
籍
の
中
に
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
労
働
運
動
家
ジ

ェ
イ
ム

ス
・
コ
ノ
リ
ー
の
著

『∽
呂
一い
汗
曽

Ｋ
＆
命
問
い
昭
』
が
含
ま
れ
て
い

（・３
）

る
。
こ
の
小
冊
子
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
独
立
を
訴
え
、

そ
の
間
い

の
主
体
は
労
働
者
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
と
は
い
え
、

こ
の

本
が
広
く
関
心
を
集
め
た
形
跡
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、

日
本
の
社
会
主
義
者
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義

に
注
目
し
多
く
を
学
ん
だ
も
の
の
、

植
民
地
や
民
族
の
問
題
に
つ
い

て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

教
訓
化
し

え
な
か

っ
た
。　
こ
れ
は
、

　
一
九

一

〇
年
代
の
日
本
の
社
会
主
義
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
点
で
あ
ろ

，つ
。（

二
）

天
皇
制
と
朝
鮮

山
川
菊
栄
は

一
九

一
〇
年
代
の
社
会
主
義
者
の
あ
い
だ
で
、

社
会

主
義
の
女
性
論
を
確
立
さ
せ
て
い
く
。

そ
れ
は
、

統
計
や
調
査
に
一異

付
け
ら
れ
た
科
学
的
認
識
に
基
き
、

体
系
的
論
理
を
展
開
し
た
と
い

う
こ
と
だ
。
こ
れ
は
、

従
来
の
あ
い
ま
い
な
女
性
論
に
対
し
て
、

そ

れ
を
の
り
越
え
る
地
平
を
開
い
た
。

体
系
的
な
認
識

・
論
理
の
成
立
は
、

あ
る
分
野
の
運
動
の
発
展
に

欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
の
体

系
的
論
理
の
確
立
の
た
め
の
努
力
は
、

不
足
し
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

戦
争
と
侵
略
に
よ
る
大
国
化
を
国
民
統
合
の
基
軸
と
し
て

史
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き
た
天
皇
制
は
、

日
本
人
の
あ
い
だ
に
朝
鮮
に
対
す
る
差
別

・
蔵
視

を
必
然
的
に
植
え
つ
け
て
い
っ
た
。

植
民
地
支
配
の
現
実
の
下
で
の
、

日
本
人
の
朝
鮮
に
対
す
る
意
識
は
、

構
造
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

そ
う
し
た
構
造
の
根
底
に
天
皇
制
が
位
置
す
る
と
い
え
る

で
あ
ろ
う
。

で
は
、

当
時
の
社
会
主
義
者
は
天
皇
制
に
対
し
て
い
か
に
向
き
合

っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

伊
藤
晃
は

一
九

一
〇
年
代
を
中
心
に
、

堺
ら
と
袂
を
わ
か

っ
て
国

家
社
会
主

患
い
と
進
ん
だ
高
畠
素
之
を
分
析
し
、

天
皇
制
の
問
題
を

考
察
し
て
い
る
。

高
畠
は
、

米
英
帝
国
主
義
の
支
配
す
る
国
際
秩
序

の
下
で
、

日
本
は
圧
迫
さ
れ
る
弱
者
で
あ
る
と
し
た
。

そ
し
て
、

資

本
家
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
を
犠
牲
に
し
て
こ
の
国
際
秩
序
に
順
応
し
利

益
を
得
て
い
る
が
、

国
民

一
般
は
階
級
の
い
か
ん
を
間
わ
ず
抑
圧
さ

れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
。

か
く
し
て

「一向
畠
は
、

日
本
の
プ

ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
が
敗
北
す
る
理
由
を
、

資
本
家
階
級
の
民
族

へ
の
裏
切

り
に
求
め
た
」
が
、

こ
れ
は
、

プ

ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
意
識
を
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
転
化
さ
せ
る
役
割
を
持

っ
た
。

つ
ま
り
、

国
家
と
天

皇
を
資
本
家
の
手
か
ら
労
働
者
の
も
と
に
奪
い
返
す
と
い
う
脈
絡
で
、

国
家
社
会
主
義
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

社
会
主
義
者
の
主
流
た
る
堺

】
山
川
ら
は
天
皇

制
の
矛
盾
を
感
じ
て
は
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
機
構
や
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
を
わ
か
り
や
す
く
大
衆
に
説
き
明
か
し
、

迂
回
し
た
方
法
で
あ
れ

ギ
一
，
↓
ド
■
↓
ギ
一
「
Ｈ
■
一
■
嘘
ヽ
「
，＝
，
■
”
【
摂
ボ
有
対
刊
一「
■
■
■
「
一
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―

一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
》

民
衆
の
手
に
よ
り
天
皇
制
を
解
体
す
る
方
向
性
は
打
ち
出
さ
れ
な
か

っ
た
。

当
時
の
社
会
主
義
者
に
と

っ
て
は
、

大
逆
事
件
の
記
憶
は
ま

だ
生
々
し
い
。

国
家
権
力
に
対
す
る
恐
れ
が
社
会
主
義
者
に
存
在
し

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、　

一
方
で
、

二
〇
年
代
の
こ
と
と
は
い
え
、

第

一
次
共

産
党
の
参
加
者
が
、

天
皇
制
を

「言
わ
れ
な
い
で
も
わ
か

っ
て
い
る

こ
と
」
「
理
論
的
に
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
な
ん
だ
が
、　

ど
う
い
う

処
置
を
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と
で
困

っ
た
」
と
回
顧
し
て
い
定
の
は

興
味
深
い
。

天
皇
制
の
実
体
や
機
能
に
つ
い
て
、

日
本
の
社
会
主
義

者
は
ほ
と
ん
ど
分
析
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、

特
に

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
側
面
に
お
い
て
、

日
本
人

一
般
を
と
ら
え
て
い
る

天
皇
制
は
過
小
評
価
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
〇
年
代
に
入

っ

て
も
、

日
本
の
経
済
的
側
面
に
つ
い
て
の
分
析
が
ほ
と
ん
ど
だ

っ
た
。

大
衆
の
力
で
天
皇
制
を
解
体
し
て
い
く
作
業
の
道
す
じ
は
、

い
ま

だ

つ
け
ら
れ
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
、

大
衆
を
組
織
化
し
変
革
主
体
を

形
成
し
て
い
く
方
法
論
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
と
も
大
い
に
関
連
し

て
い
る
。

初
期
社
会
主
義
以
来
の
啓
蒙
宣
伝
の
手
法
が
こ
の
当
時
も

い
ま
だ
に
継
続
し
て
い
た
。　

一
九

一
七
年
に
は

ロ
シ
ア
革
命
が
お
こ

る
が
、

そ
の
具
体
像
や
革
命
党
の
姿
が
日
本
で
正
確
に
理
解
さ
れ
る

に
は
、
し
ば
し
時
間
も
か
か

っ
た
の
で
あ
る
。

天
皇
制
に
対
す
る
日
本
人
社
会
主
義
者
の
努
力
の
欠
如
は
、

朝
鮮

認
識
の
欠
如
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
と
い
え
よ
う
。

朝
鮮
の
独
立
も
、

在

日
朝
鮮
人
労
働
者
と
の
連
帯
も
、

多
く
の
社
会
主
義
者
は
自
明
の
こ

と
と
思

っ
て
い
た
だ
ろ
う
。

だ
が
、
日
本
人
労
働
者
の
中
で
朝
鮮
の

問
題
を
ど
う
宣
伝
す
る
か
、

日
本
人
と
朝
鮮
人
と
の
交
流
を
い
か
に

深
め
る
か
、

な
ど
の
具
体
的
方
策
は
な
か

っ
た
。

朝
鮮
人
が
労
働
者

と
し
て
多
数
日
本
に
や

っ
て
く
る
こ
と
に
も
、

彼
ら
は
有
効
な
対
応

策
を
提
案
で
き
ず
に
い
た
の
で
あ
る
。

天
皇
制
の
生
み
出
す
朝
鮮
観
に
対
抗
し
う
る
、

社
会
主
義
者
の
側

の
論
理
の
未
形
成
を
と
り
あ
え
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

二
、

諸
刊
行
物

の
検
討

次
た
、

第

一
章
で
述
べ
た
論
点
を
確
認
し
つ
つ
、　

一
九

一
〇
年
代

に
出
さ
れ
た
社
会
主
義
系
統
の
諸
刊
行
物
の
論
調
を
、

朝
鮮
問
悪
を

中
心
に
し
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

こ
の
中
に
は
、　

一
九
二
〇
年
代

に
か
か
る
も
の
も
あ
る
が
、

基
本
的
に

一
〇
年
代
を
中
心
と
す
る
刊

行
物
を
選
択
し
た
。

後
掲
の
朝
鮮
関
係
記
事
目
録
の
番
号
を
本
文
中

で
使
用
す
る
。

な
お
、

『
へ
ち
ま
の
花
」
は
全
体
の
量
も
少

な

く
、

朝
鮮
関
係
の
記
事
も
な
い
の
で
、

こ
こ
で
は
検
討
を
略
す
。

（
一
）

近
代
思
想

『近
代
思
想
』
は
大
杉
と
荒
畑
の
二
人
が
社
会
主
義
運
動
の
再

起

の
た
め
に
出
し
た
文
芸
誌
で
あ
る
。

厳
し
い
弾
圧
の
た
め
に
、　

一
九

一
二
年

一
〇
月
、

保
証
金
を
納
め
な
い
非
時
事
雑
誌
と
し
て
出
発
し

た
。

寄
稿
者
の
顔
ぶ
れ
も
多
彩
で
、

社
会
主
義
に
無
関
心
な
者
も
合

ま
れ
て
い
る
。

同
誌
の
朝
鮮
関
係
記
事
は
数
も
少
な
く
断
片
的
で
あ
る
。

ま
と
ま

っ
た
も
の
と
し
て
は
、

大
杉
が

一
九

一
五
年
に
東
洋
の
植
民
地
各
国

で
お
こ
っ
た
抵
抗
運
動
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
を
あ
げ

ら

れ

よ

う

谷
０
）
。

大
杉
は
、

自
分
た
ち
は
植
民
地
と
同
様
に
言
論
の
自
由
を
許

さ
れ
て
い
な
い
の
で
同
情
を
表
明
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
が
、

新

聞
報
道
を
ま
と
め
て
み
る
こ
と
に
し
た
、

と
前
お
き
し
て
い
る
。

大
杉
は
、

イ
ン
ド
や
台
湾
に
つ
い
て
述
べ
た
す
え
に
、

朝
鮮
に
ふ

れ
る
。

大
杉
は
、

「或
る
陰
謀
事
件
」
が
裁
判
所
に
よ

っ
て
審

理

中

で
あ
る
と
し
、

皮
肉
を
こ
め
て

「，何
れ
に
し
て
も
朝
鮮
は
陰
謀
の
国

で
あ
る
」
と
述
べ
た
。

そ
し
て
、

安
重
根
や
桂
益
鉱
の
例

を

あ

げ

「各
地
に
於
け
る
暴
動
、

其
他
殆
ん
ど
数
よ
る
に
違
が
な
い
」

と

抵

抗
の
盛
ん
な
こ
と
を
記
し
つ
つ
、　

一
九
〇
七
年
の
亜
洲
和
親
会
に
朝

鮮
の
同
志
が
参
加
し
て
い
た
と
付
け
加
え
た
。

大
杉
は
同
じ
号
の
別
な
文
で
ム
、

「朝
鮮
併
合
の
為
め
に
日
本

人

の
物
質
的
精
神
的
生
活
が
何
れ
縛
一高
め
ら
れ
た
か
と
云
ふ
間
に
対
し

て
は
、

何
等
首
肯
す
べ
き
明
確
な
答
は
ま
だ
与

へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
や

う
で
あ
る
」
と
、

朝
鮮
支
配
を
怖
一曲
に
批
判
し
た
。

同
時
に
大
杉
は

「
多
く
の
人
は
真
の
答
を
与

へ
ら
れ
な
い
前
に
承
認
し
て
ゐ

る
」

と

し
て
、

彼
の
い
う

「政
府
的
思
根
こ

の
根
強
さ
を
認
め
て
い
る
（④
）
。

史
苑

（第
四
人
巻
第
二
号
）

以
上
の
大
杉
の
文
は
婉
曲
だ
が
、

植
民
地
支
配
を
否
定
し
抵
抗
運

動
に
共
感
す
る
書
き
方
で
あ
る
。
日
本
人
の
多
く
が
植
民
地
支
配
を

容
認
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
を
き
ち
ん
と
指
摘
し
た
こ
と
は
興
睦
深

い
。

だ
が
、

植
民
地
に
お
け
る
弾
圧
と
日
本
に
お
け
る
そ
れ
と
を
同

列
に
考
え
て
い
る
の
は
気
が
か
り
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、

そ
こ
か

ら
、

植
民
地
の
抵
抗
運
動
に
対
す
る
大
杉
の
共
感
が
発
し
て
い
る
の

も
確
か
で
あ
ろ
う
。

荒
畑
も
、

イ
ン
ド
に
お
け
る
反
乱
を
あ
げ

つ
つ
、
日
本
は
英
国
の

た
め
の
東
洋
の
番
犬
か
、

と
問
い
か
け
た
が
、

非
時
事
雑
誌
で
も
あ

り
こ
れ
以
上
の
批
判
は
む
ず
か
し
か

っ
た
だ
ろ
う
。

上
岐
哀
果
は
朝
鮮
か
ら

ロ
ー
マ
字
の
通
信
を
送
り
、

パ
ゴ
ダ
を
見

て
加
藤
清
正
の
侵
略
を
思
い
起
こ
し

「
い
く
さ
人
の
犯
罪
の
あ
と
が

五
〇
〇
年
の
の
ち
に
残

っ
て
い
る
」
と
し
た
（①
）
。

彼
は
朝
鮮
や
中

国
を
旅
し
て
の
歌
集

『
侍
み
て
』
が
紹
介
さ
れ
て
も
い
る
（②
）
。

特

に
ロ
ー
マ
字
の
通
信
の
ほ
う
は
、

現
在
の
侵
略
に
対
す
る
批
判
に
通

じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

『近
代
思
想
』
は
朝
鮮
を
述
べ
る
に
あ
た

っ
て

非
常
に
慎
重
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
朝
鮮
問
題
に
限

っ
た
こ
と
で

は
な
い
。

一
方
、

中
国
に
つ
い
て
、

荒
畑
が
第

一
巻
第

一
二
号
に
小
説

「
或

る
男
の
影
」
を
書
い
た
。

何
人
も
の
日
本
人
が
革
命
渦
中
の
中
国

ヘ

向
か
う
の
を
見
送

っ
た
二
人
の
男
が
会
話
を
交
わ
す
。

卓
卓
捉
州
増
増
ず
ギ
増
瑠
寒
増
増
増
】
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―

一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
）

「
一
体
、

自
分
の
国
の
事
は
ウ
ッ
チ
ャ
ッ
と
い
て
、　

他
人
の
国
の

革
命
に
ば
か
り
熱
中
す
る
の
は
、

随
分
妙
な
も
の
と
思
ふ
ん
だ
け
れ

ど
、

然
し
そ
の
心
も
ち
は
確
か
に
同
感
が
出
来
る
ネ
…
…
。

僕
等
に

し
た

っ
て
、

若
し
支
那
の
戦
争
が
純
粋
な
ア
ナ
ア
キ
ス
ト
の
革
命
運

動
だ

っ
た
ら
、

そ
れ
こ
そ
飛
ん
で
往
く
ネ
。

」

「
そ
う
だ
。

つ
ま
り
何
か
や
り
た
い
と
い
ふ
、

そ
の
心
も
ち
だ
な
」

抑
圧
さ
れ
た
状
況
下
で
日
本
の
社
会
主
義
者
が
中
国
革
命
に
心
を

と
き
め
か
せ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、

荒
畑
が
登
場
人
物
に
語
ら

せ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
れ
は
日
本
で
の
運
動
を
放
棄
し
た
非
主
体
的

な
発
想
で
も
あ

っ
た
。

ま
た
、

大
杉
は
第
二
巻
第
四
号
の
編
集
後
記
で
、

中
国
の
エ
ス
ペ

ラ
ン
チ
ス
ト
師
復
か
ら
の
手
紙
を
紹
介
し
、

そ
の

「
排

斥

軍

国

主

義
」
「
反
対
祖
国
主
義
」
と
い
う
内
容
が

「痛
快
」
だ
と
し
て
い
る
。

荒
畑

・
大
杉
の
い
ず
れ
も
、

中
国
革
命
の
民
族
主
義
的
な
面
に
は
注

意
を
向
け
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ほ
か
に
は
、

荒
畑
が
第
三
巻
第
二
号
の

「事
実
と
解
釈
」
で
、

死

去
し
た
ケ
ア
　
ハ
ー
デ
ィ
ー
を
、

ボ
ー
ア
戦
争
反
対
や
イ
ギ
リ
ス
の

イ
ン
ド
統
治
批
判
の
点
か
ら
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き

た
い
。

こ
の
よ
う
に

『
近
代
思
想
」
の
朝
鮮
論
は
慎
重
な
も
の
で
、

論
理

的
に
初
期
社
会
主
義
の
水
準
を
出
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。

を
侮
蔑
し
、

あ
ら
ゆ
る
暴
虐
を
恣
に
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ

る
。

山
口
が
下
関
に
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、

こ
う
し
た
在
朝
日
本

人
の
問
題
に
着
目
さ
せ
た

一
つ
の
要
因
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、

朝
鮮
政
策

へ
の
批
判
は
や
は
り
腕
曲
な
も
の
と
な
っ
て
い

る
。

た
と
え
ば
、

堺
が

「
日
本
は
今
台
湾
朝
鮮
を
少
々
持
余
し
て
ゐ

る
」
と
し
た
り

（①
）、
台
湾

・
朝
鮮
な
ど
で
の
反
乱
の
動

き

が
、

「本
人
共
に
は
大
不
幸
に
」
鎮
圧
さ
れ
た
と
皮
肉

っ
ぽ
く
書
い

た
り

（②
）
し
て
い
る
よ
う
に
。

三

「
一
運
動
に
つ
い
て
正
面
か
ら
論
じ
た
文
は

一
つ
も
な
い
。

た

だ
、　

一
九

一
九
年
六
月
に
、

張
継
ら
の
日
本
人
に
対
す
る
ア
ピ
ー
ル

を
紹
介
す
る
中
で

「
殊
に
中
国
人
が
日
本
に
対
し
怨
恨
と
恐
怖
と
を

抱
く
に
至
れ
る
左
の
事
実
あ
り
。

第

一
は
朝
鮮
問
題
即
ち
是
な
り
。

…
…
日
本
の
朝
鮮
を
併
呑
す
る
、

中
国
本
部
を
侵
略
す
る
端
と
見
る

の
故
な
り
」
と
い
う
部
分
を
堺
が
摘
記
し
た
（①
）。
日
本
帝
国
主
義

の
弾
圧
に
対
す
る
批
判
を
、

他
人
の
言
葉
を
借
り
て
行
な

っ
て
い
る

わ
け
だ
。

ま
た
、

そ
の
前
の
号
で
堺
は
、

総
督
文
官
制
に
娩
曲
に
批

判
を
加
え
た
。

そ
れ
は
、

日
本
政
府
は
人
種
差
別
撤
廃
を
主
張
し
て

い
る
の
に

「
何
で
自
国
領
土
内
の
鮮
人
を
践
人
あ
つ
か
ひ
に
す
る
も

の
か
。

独
立
時
代
よ
り
も
違
か
に
寛
大
な
自
由
な
政
治
の
下
で
迄
か

に
幸
福
な
生
活
を
送
り
な
が
ら
、

其
の
恩
誼
を
忘
却
し
て
騒
擾
を
起

す
と
は
、

鮮
人
も
余
り
に
物
が
分
ら
な
す
ぎ
る
」
な
ど
、

完
全
に
反

語
の
形
で
書
か
れ
て
い
る

（⑩
ヽ

「
苛
政
は
虎
よ
り
も
猛
し
」
と
い

史
苑

（第
四
八
巻
第
二
号
）

（
二
）

新
社
会

・
新
社
会
評
論

・
社
会
主
義

一
九

一
五
年
秋
に
堺
ら
が
お
こ
し
た
新
社
会
は
、

日
本
社
会
主
義

運
動
の
中
央
機
関
誌
的
役
割
を
果
た
し
、

『新
社
会
評
論
』
『
社
会
主

義
』
と
改
題
さ
れ
な
が
ら

一
九
二

一
年
ま
で
続
い
た
。

い
わ
ば
、

六

年
間
に
わ
た
り
日
本
社
会
主
義
の
オ
ピ
ニ
オ
ン

・
リ
ー
ダ
ー
で
あ

っ

た
。同

誌
の
朝
鮮
認
識
を
い
く

つ
か
に
分
け
て
見
て
い
こ
う
。

ま
ず
第

一
に
、

日
本
の
朝
鮮
侵
略
を
比
較
的
具
体
的
に
批
判
す
る
い
く

つ
か

の
記
事
が
存
在
す
る
。

天
折
し
た
山
口
孤
剣
が

一
九

一
六
年
に
、

朝

鮮
の
鉱
山
利
権
に
む
ら
が
る
日
本
人
の
姿
を
批
判
し
た
（④
）
。　

一
九

一
五
年

一
二
月
に
朝
鮮
鉱
業
令
が
公
布
さ
れ
翌
年
四
月
に
施
行
と
な

っ
た
が
、

そ
の
前
日
に
京
城
の
郵
便
局
に
は
鉱
山
採
掘
出
願
書
が
山

を
な
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
は
頭
山
満

・
内
田
良
半
ら

も
含
ま
れ
て
お
り

「
浪
人
が
資
本
家
の
走
狗
た
る
こ
と
は
此
の

一
事

で
も
説
明
さ
れ
る
」
と
山
口
は
記
し
て
い
る
。

彼
は
翌
年
、

手
井
の

朝
鮮
に
お
け
る
侵
略
に
つ
い
て
も
批
判
を
展
開
し
た
（⑤
）
。
こ
れ
は
、

三
井
の
不
正
を
様
々
な
面
か
ら
糾
弾
し
た

一
文
だ
が
、

特
に
朝
鮮
に

関
し
て
は
金
剛
山
麓
の
国
有
林
盗
伐
事
件
と
、

忠
清
道
で
の
タ
ン
グ

ス
テ
ン
盗
掘
を
あ
げ
た
。

山
日
は
す
で
に

一
九
〇
三
年
、

そ
の
著

『
破
帝

国

主

義

論
』
で

「韓
国
に
於
け
る
日
本
国
民
の
亡
状
」

に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。　

二

〇
万
人
を
こ
す
在
朝
日
本
人
が

「
其
の
数
の
多
き
を
時
ん
で
、

韓
人

う
言
葉
を
引
い
た
安
成
二
郎
の

一
文
も
完
全
な
皮
肉
で
あ
る
（⑫
し
。

『新
社
会
』
は
し
ば
し
ば
発
禁
の
う
き
目
に
あ

っ
て
い
た

の

で
、

こ
う
し
た
表
現
を
と
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
の
が
現
実
だ

っ
た
。

し
か
し
、

こ
う
し
た
書
き
方
で
あ
れ
ば
結
果
と
し
て
説
得
力
が
限
定

さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ま
た
、

堺
は
、

日
本
人
は
日
露
戦
争
で
中
国

・
朝
鮮
に
お
い
て
犠

牲
と
な
っ
た
が
、

資
本
家
だ
け
は
何
ら
の
犠
牲
も
払
わ
ず
に
自
己
の

利
益
追
求
に
の
み
腐
心
し
て
き
た
、

と
述
べ
て
い
る
（①
）
。

堺
の
真

意
が
戦
争

・
侵
略

へ
の
反
対
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。

が
、

こ
れ
は
侵
略
の
利
益
を
広
く
分
配
せ
よ
と
い
う
意
味
に
な
り
か
ね
な

い
、

あ
る
意
味
で
は
高
畠
素
之
に
も
通
じ
う
る
発
想
で
あ
ろ
う
。

初

期
社
会
主
義
の
時
代
に
は
、

こ
う
し
た
発
想
は
し
ば
し
ば
表
明
さ
れ

た
が
、　

一
九

一
〇
年
代
に
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
か

っ
た
。

次
に
、

『新
社
会
』
が
在
日
朝
鮮
人
労
働
者
の
問
題
に
関
心

を

寄

せ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

高
畠
は

「
日
本
の

『
日
米
問
題
ヒ

と
題
し
て
こ
の
問
題
を
扱

っ
た
。
日
本
で
ス
ト
ラ
イ
キ
が
ふ
え
賃
金

が
上
昇
す
る
に
伴
い
、

資
本
家
は
低
廉
な
労
働
力
と
し
て
の
朝
鮮
人

に
着
目
し
た
が
、

日
本
人
労
働
者
か
ら
す
れ
ば
朝
鮮
人
は

「
ス
カ

ッ

プ
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
日
本
は
土
地
が
狭
く
人
口
過
多
だ
と
称
し

て
い
た

「帝
国
主
義
の
先
生
た
ち
」
は
こ
の
現
象
を
ど
う
解
釈
す
る

の
か
、

と
高
畠
は
問
う
（⑤
）
。

高
畠
は
、

最
近
の
労
働
争
議
を
列
挙

し
た
中
で
も
、

熱
海
の
鉄
道
工
事
に
お
け
る
朝
鮮
人
の
ス
ト
を
あ
げ
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―

一
九

一

て

い

る

。

○
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
）

そ
の
次
の
号
で
も
、

堺
が
同
じ
問
題
を
と
り
上
げ
た
。
こ
の
間
、

朝
鮮
人
労
働
者
の
移
入
が
非
常
に
多
く
、

「内
地
」
労
働
者
は

駆

逐

さ
れ
賃
金
も
下
落
し
た
、

中
国
人
労
働
者
ま
で
導
入
さ
れ
つ
つ
あ
る
、

資
本
家
は
利
益
の
追
求
に
没
頭
し
て
い
る
の
に
世
の
識
者
は
な
ぜ
資

本
家
の
温
情
に
す
が
れ
と
い
う
の
か
。
こ
れ
が
堺
の
文
の
大
意
で
あ

る
（⑤
）
。

高
畠

・
堺
と
も
に
、

説
明
が
現
象
的
に
，終
わ

っ
て
い
る
こ
と
が
気

に
か
か
る
。

朝
鮮
人
労
働
者
の
増
加
を
う
け
て
、
日
本
人

一
般
の
被

害
者
意
識
や
排
外
主
義
は
高
ま

っ
て
い
た
の
が
現
実
だ

ろ

う
。

『新

社
会
』
の
読
者
は
限
ら
れ
た
範
囲
で
し
か
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

大
切
な
課
題
を
と
り
上
げ
な
が
ら
、

大
衆
に
向
か
い
合
う
視
点
が
欠

け
て
い
た
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
え
ま
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

朝
鮮
人
と
日
本
の
社
会
主
義
者
と
の
あ
い
だ
に

貴
重
な
交
流
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
も
、

誌
面
か
ら
う
か
が
え
る
。

た
と
え
ば
、

李
達
と
い
う
人
物
で
あ
る
。

堺
は
李
か
ら

送

ら

れ

た

「新
朝
鮮
』
を
紹
介
し
、

「私
は
本
紙
の
全
て
の
記
事
に
依

っ
て
朝
鮮

に
於
け
る
民
族
運
動
の
実
に
強
国
で
あ
り
且
つ
熱
誠
で
あ
る
事
を
極

力
報
道
し
て
見
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
摘
記
し
て
い
る
（①
）
。

ま
た
、

李
が
大
即
の
監
獄
か
ら
山
崎
今
朝
弥
に
あ
て
て
出
し
た
手
紙
も
紹
介

さ
れ
た
（⑮
）
。

文
芸
で
は
中
西
伊
之
助
の

「若
き
改
革
者
」
（①
）
と
吉
田
金
重
の

「
ホ
ン
ス
の
響
」
（①
）
が
あ
る
。

中
西
の
作
品
は
、

朝
鮮
の
監
獄
に

投
ぜ
ら
れ
た
主
人
公
を
描
い
た
も
の
だ
が
、

た

っ
た
ひ
と
こ
と

「朝

鮮
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
で
、

描
か
れ
て
い
る
場
が
朝
鮮

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
小
品
だ
け
で
は
、

後
年

の
名
作

「
赫
土
に
芽
ぐ
む
も
の
」
を
予
想
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

吉
円
の
作
品
は
、

朝
鮮
人
が
後
景
に
数
行
登
場
す
る
の
み
で
あ
る
。

一
九
二

一
年
に
本
誌
が

『
社
会
主
義
』
と
改
題
さ
れ
て
か
ら
の
こ

と
だ
が
、

日
本
社
会
主
義
同
盟
第
二
回
大
会
の
宣
言
案
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
（①
）
。
こ
こ
に
は
、

東
洋
に
お
い
て
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
が
力
を

つ
け
、

イ
ン
ド
や
朝
鮮
に
お
け
る
独
立
運
動
が
階
級
的
な
方
向
性
を

持

つ
に
至

っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。

『新
社
会
』
の
到
達
点

を

知

る
上
で
の
、　

一
つ
の
象
徴
的
な
文
書
と
も
い
え
よ
う
。

次
に
、

も
う
少
し
広
い
意
味
で
民
族
の
問
題
に
つ
い
て
の
論
一訓
を

見
よ
う
。

民
族
の
問
題
に
対
し
階
級
の
問
題
を
対
置
し
、

後
者
の
優

越
を
説
く
論
理
を
提
起
し
た
の
は
山
川
均
で
あ

っ
た
。

社
会
が

「抹

奪
階
級
」
と

「被
掠
奪
階
級
」
と
に
分
裂
し
て
か
ら
は
、

民
族
同
十

の
間
い
よ
り
も
、

民
族
内
部
の
階
級
同
士
の
間
い
の
ほ
う
が
本
質
的

で
あ
り
、

民
族
間
の
戦
争
が
た
え
な
い
の
も
支
配
階
級
同
士
の
利
官

の
衝
突
の
た
め
だ
と
山
川
は
説
く
。

そ
し
て
、

階
級
社
会
で
は

「最

早
真
の
共
同
生
活
は
民
族
全
体
に
亘

っ
て
存
在
し
な
い
で
、

共
通
の

利
害
に
立
脚
す
る

一
階
級
の
内
部
に
の
み
存
す
る
」
と
結
論
づ
」
だ
。

山
川
は
別
の
論
稿
で
も
、

室
伏
高
信
の

「
民
族
的
伝
統
主
義
」
を

帝
国
主
義
の
追
認
と
批
判
し
つ
つ
、

民
族
は
人
類
の
歴
史
の

一
定
の

段
階
に
至

っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、

民
族
に
つ
い
て
の
み
永

遠
性
を
主
張
す
る
の
は
誤
り
だ
と
し
た
。

こ
う
し
た
論
理
は
、

初
期
社
会
主
義
以
来
の
民
族
観
の

一
つ
の
ま

と
め
で
あ
り
、

原
則
的
な
意
味
で
は
真
理
を
合
ん
で
い
る
。

そ
れ
は

ま
た
、

国
家
社
会
主
義
者
と
の
論
争
の
中
で
も
、　

一
層
堅
持
さ
れ
ざ

る
を
え
な
か

っ
た
。
し
か
し
、

現
実
に
対
す
る
洞
察
力
を
欠
く
と
、

誤

っ
た
解
釈
を
下
す
も
と
と
も
な

っ
た
。

た
と
え
ば
、

堺
は
チ
ェ
コ
の
革
命
運
動
を
あ
げ
て
、
ド
イ
ツ
が
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
反
乱
を
ひ
き
起
こ
そ
う
と

「突

っ
つ
い
」
た
の
と
同

様
に
、

イ
ギ
リ
ス
な
ど
に
そ
そ
の
か
さ
れ
た
動
き
だ
と
指
摘
す
る
。

堺
は
続
け
て
、

民
族
的
独
立
の
運
動
も
次
第
に
階
級
的
な
闘
い
に
な

り
つ
つ
あ
る
の
で
、

そ
そ
の
か
し
た
英
仏
な
ど
に
と

っ
て
も
、

チ
ェ

（
２０
）

コ
の
運
動
は
憂
慮

の
種
に
な

っ
て
い
く
だ
ろ
う
と
推
測
し
た
。

彼
は

（
２．
）

別
の
論
稿
で
は

「
民
族
的
国
家
は
既
に
過
去
の
夢
」
と
も
書
い
た
。

堺
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
も
何
回
か
触
れ
た
が
、

ア
イ
ル
ラ

ン
ド
独
立
戦
争
の
始
ま
り
に
際
し
て
は

「
イ
ギ
リ
ス
も
こ
ん
な
内
顧

の
憂
を
持

っ
て
ゐ
る
の
で
、

余
り
調
子
に
乗

っ
た
事
は
出
来
ま
い
」

（
２２
）

と
皮
肉
を
投
じ
た
だ
け
だ

っ
た
。

だ
が
、

そ
の
後
の
闘
い
の
高
揚
を

見
て
、

堺
期
争
ン

・
フ
ェ
イ
ン
の
実
質
が

「革
命
的
社
会
主
義
に
な

り
か
け
て
ゐ
る
」
と
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
堺
の
論
調
に
は
、

民
族
独
立
運
動
や
民
族
主
義

へ
の
過

史
苑

（第
四
八
巻
第
二
号
）

小
評
価
が
は

っ
き
り
と
現
わ
れ
て
い
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ

の
運
動
が
外
部
の
そ
そ
の
か
し
に
よ
っ
て
お
こ
っ
た
と
考
え
る
の
は

歴
史
的
に
見
て
正
し
く
な
い
し
、

こ
れ
は
民
族
主
義
運
動
に
お
け
る

社
会
主
義
的
傾
向
を
、

そ
れ
だ
け
切
り
離
し
て
高
く
評
価
す
る
考
え

方
と
表
裏

一
体
の
も
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
レ
ー
エ
ン
の
民
族
論
を
紹
介
し

た
高
畠
の
論
稿
だ

っ
た
。

ロ
シ
ア
で
社
会
主
義
が
実
現
す
れ
ば
、

植

民
地

・
被
圧
迫
民
族
の
解
放
を
条
件
と
し
て
各
国
に
講
和
を
提
議
す

る
し
、　

ロ
シ
ア
は
そ
れ
に
先
立

っ
て
い
っ
さ
い
の
民
族
の
解
放
を
断

行
す
る
、

と
い
う
レ
ー
エ
ン
ら
の
主
張
を
高
畠
は
伝
え
た
。

簡
単
で

は
あ
る
が
初
め
て
の
紹
介
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
中
国
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
の
社
会
主
義
者

は

一
九
〇
〇
年
代
か
ら
交
流
が
あ

っ
た
の
で
、

中
国
人
活
動
家
を
身

近
に
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『新
社
会
』
で
も
、　

石
川
三
四
郎

が

宋
教
仁

・
章
殖
麟
を
、

堺
が
張
継

・
戴
天
仇
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ

う
し
た
交
流
か
ら
く
る
親
近
感
に
加
え
、

中
国
は
植
民
地
で
は
な
か

っ
た
の
で
朝
鮮
よ
り
も
論
じ
や
す
か

っ
た
と
い
う
条
件
が
存
在
し
よ

う
。

堺
は

「
日
本
人
の
多
く
は
、

戦
争
を
す
れ
ば
必
ず
勝

つ
も
の
と

（
信

鋭
て
居
る
」
と
青
島
を
占
領
し
た

「
慢
心
せ
る
日
本
人
」
を
批
判

し
た
。
日
本
人
と
中
国
人
と
で
は
米
国
で
も
扱
い
が
ち
が
う
の
で
自

分
は
日
本
人
に
生
ま
れ
て
よ
か

っ
た
と
い
う
鈴
木
文
治
の
話
を
、

和

田
久
太
郎
が
痛
烈
に
皮
肉

っ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
犯
。
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―
上

九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
）

と
こ
ろ
で
、

堺
は

一
九

一
五
年
に
、

中
国
革
命
は
明
治
維
新
や
フ

ラ
ン
ス
革
命
と
同
じ
性
質
の
も
の
だ
と
記
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

今

後
何
回
か
の
小
革
命
を

へ
て
か
ら
中
国
は
資
本
主
義
国
家
と
な
り
、

そ
れ
で
初
め
て
真
の
社
会
主
義
運
動
が
お
こ
る
と
敷
術
し
だ
。
こ
う

し
た
発
想
は
別
稿
で
も
く
り
返
さ
れ
て
い
理
が
、

歴
史
的
条
件
を
無

視
し
た
皮
相
な
見
方
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、

歴
史
発

展
は
ど
の
民
族
　
国
家
に
お
い
て
も
同
じ
過
程
を
た
ど
る
と
い
う
発

想
か
ら
、

中
国
の
民
族
解
放
運
動
を
遅
れ
た
も
の
と
見
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
、

カ
ウ
ツ
キ
ー
な
ど
の
影
響
に
加
え
、

中
国
に
対
す

る
停
滞
史
観
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

だ
か

ら
、

堺
は
、

孫
文
が
板
垣
退
助
の
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
（だ
、

板
垣
か
渋
沢
栄

一
か
、

い
ず
れ
か
の
道
を
歩
む
だ
ろ
（理

と
か
の
的
外

れ
な
こ
と
も
書
い
て
い
る
。

と
は
い
え
、

堺
も

ロ
シ
ア
革
命
の
詳
細
を
知
り
社
会
主
義
運
動
が

中
国
で
も
勃
興
し
て
く
る
と
、

考
え
方
を
変
え
る
よ
う
に
な

っ
た
。

一
九
二
〇
年
、

堺
は
中
国
各
地
で
の
労
働
運
動
や
社
会
主
義
運
動
を

概
括
し

「欧
州
の
中
で
経
済
的
発
達
の
最
も
遅
れ
て
ゐ
た
露
西
亜
が

昨
戦
命 ‐こ
競
的
饗
諭
唯
醜
兜
韓
噂
確
頓
ネ
如
い
べ 支
抑
取
締
朝
弾
原
蜘
柳

一
九
二
〇
年
代
入
る
と
、

中
国
の
民
族
運
動
の
社
会
主
義
化
を
強

調
す
る
論
調
が
い
く
つ
か
登
場
す
る
。

そ
れ
自
体
、

誤
り
で
は
な
い

が
、

そ
の
こ
と
の
民
族
主
義
的
な
意
味
あ
い
を
日
本
人
の
論
者
は
看

過
し
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
の
社
会
主
義
者
の
多

く
は
、

民
族
主
義
運
動
が
社
会
主
義
運
動

へ
と
、

と

つ
て
か
わ
ら
れ

る
べ
き
だ
と
考
え
た
。

民
族
よ
り
階
級
を
優
先
す
る
機
械
的
な
発
想

は
変
わ

っ
て
は
い
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、

『新
社
会
』
は
、

朝
鮮
認
識
に
つ
い
て
は
目

立

っ

た
も
の
が
な
い
が
、

民
族
の
問
題
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
前
進
も

か
い
ま
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

（
三
）

国
家
社
会
主
義

堺
ら
と
枚
を
わ
か
ち
、

そ
の
名
の
と
お
り
国
家
社
会
主
義
を
め
ざ

し
た
高
畠
ら
の

「
国
家
社
会
主
義
』
は
、

こ
の
当
時
の
天
皇
制
国
家

に
は
受
容
さ
れ
な
か

っ
た
。

創
刊
号
は
発
禁
と
な
り
、

そ
の
袴
百

穏

健
さ
を
強
調
し
た
が
反
響
を
得
ら
れ
ず
、

四
号
で
終
わ

っ
た
。

朝
鮮

に
つ
い
て
は
、

第
四
号
の

「
遠
近
消
息
」
欄
で
伊
藤
松
雄
が

「
朝
鮮

人
は
泣
い
て
ゐ
る
の
か
笑

っ
て
ゐ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

そ
こ
が
恐

ろ
し
い
」
と
、

偏
見
の
断
片
を
書
き
記
し
て
い
る
だ
け
だ
。

こ
の
雑
誌
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
、

こ
れ
以
上
扱
う
余
裕
が
な
い
。

（
四
）

労
働
及
産
業

一
九

一
二
年
八
月
、

鈴
木
文
治
ら
の
手
に
よ
っ
て
友
愛
会
が
創
立

さ
れ
た
。

役
員
に
も
気
を
使
い
国
策
協
力
的
な
立
場
か
ら
出
発
せ
ざ

る
を
え
な
い
時
代
状
況
で
あ

っ
た
。

そ
の
機
関
誌

『
労
働
及
産
業
直

に
執
筆
し
た
顔
ぶ
れ
も
、

渋
沢
栄

一
の
よ
う
な
実
業
家
か
ら
、

大
臣
、

大
学
教
授
、

宮
吏
ま
で
名
士
を
そ
ろ
え
て
い
る
。
こ
の
雑
誌
は
厳
密

に
い
え
ば
社
会
主
義
で
は
な
い
が
、　

一
定
の
労
働
者
に
影
響
を
お
よ

ば
し
た
こ
と
は
確
か
で
、

そ
こ
に
検
討
の
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

労
働
者
は
国
家
を
支
え
る
基
で
あ
り
、

国
家
発
展
の
た
め
に
は
労

働
者
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

労
働
者
も
そ
れ
だ
け
の
目

覚
を
持

つ
べ
き
だ
、

と
い
う
の
が
同
誌
の
編
集
者
の
考
え
方
で
あ

っ

た
。

だ
か
ら
、

日
本
は
人
口
を
ふ
や
し
朝
鮮

・
台
湾
を
開
発
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

（Ｏ
）
と
か
、

朝
鮮
人
の
手
中
に
あ
る
朝
鮮
の
商
業

を
日
本
人
の
手
に
お
さ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（④
）
と
か
の
、

労

働
者
に
対
し
上
か
ら
国
家
的
使
命
を
鼓
吹
す
る
文
も
あ
る
。

友
愛
会

員
で
あ
る
労
働
者
自
身
も
、

日
本
は

「
三
韓
征
伐
朝
鮮
征
伐
元
寇
の

乱
日
清
日
露
の
役
」
で
海
外
に
武
勇
を
と
ど
ろ
か
せ
た
の
だ
と
書
く

（Ｏ
）
ほ
ど
、

国
家
意
識
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。

だ
が
、

そ
う
し
た
中
で
朝
鮮
人
の
日
本

へ
の
移
住
に
つ
い
て
、

注

目
す
べ
き
投
書
も
見
い
出
さ
れ
る
。

福
島
の
友
愛
会
員
斉
藤
机
友
の

書
い
た
も
の
で
あ
る
。

朝
鮮
人
労
働
者
が
低
賃
金
労
働
力
と
し
て
使

わ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
彼
ら
が

「
裏
切
者
」
な
の
で
は
な
く
資
本

家
が

「
裏
切
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

朝
鮮
人
労
働
者
も

「
同
胞
」
な

の
だ
か
ら
、

彼
ら
を
排
斥
す
れ
ば
欧
米
の
笑
い
物
に
な
る
ば
か
り
。

む
し
ろ
、

朝
鮮
人
が
な
ぜ
出
稼
ざ
を
す
る
の
か
を
研
究
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

あ
る
い
は
、

日
本
人
が
移
住
し
て
職
を
奪

っ
た
の
か
も

史
苑

（第
四
八
巻
第
二
号
）

し
れ
な
い
か
ら
、

そ
の
出
稼
ぎ
の
原
因
を
根
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

（⑥
）
。

こ
の
意
見
は
、

朝
鮮
人
を

「
同
胞
」
と
す
る
な
ど
の
問
題
点
は
あ

る
が
、

素
朴
で
冷
静
な
考
え
方
で
あ
る
。

朝
鮮
人
労
働
者
の
問
題
を

根
本
的
に
つ
き
つ
め
て
い
く
こ
と
は
、

朝
鮮
人
と
の
連
帯
を
形
成
す

る

一
つ
の
芽
に
な
り
え
よ
う
。

鈴
木
文
治
も
、

大
戦
後
の
事
業
縮
小

時
代
に
備
え
て
、

朝
鮮
人
労
働
者
の
問
題
に
つ
い
て
研
究
と
準
備
が

必
要
だ
と
提
言
し
て
い
る

（⑤
）
。

た
だ
、

斉
藤
の
よ
う

に

日
本
人

の
移
住
が
朝
鮮
人
の
職
を
奪

っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
よ
う
な

心
配
は
し
な
か

っ
た
の
だ
が
。

こ
の
ほ
か
、

野
坂
鉄
が
朝
鮮
の
鉄
道
職
工
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
つ
い

て
報
告
し
た

一
文

（①
）
な
ど
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
簡
単
な
も
の

で
あ
る
。

「
労
働
及
産
業
』
で
は
何
と
い
っ
て
も
斉
藤
机
友
の

一
文
が

ロー
．能

性
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

（
五
）

デ
モ
ク
ラ
シ
イ

・
先
駆

・
同
胞

・
ナ
ロ
オ
ド

三

，
一
運
動
か
ら
そ
の
後
に
か
け
て
の
時
期
、

最
も
積
極
的
に
朝

鮮
問
題
を
論
じ
た
の
が
、

新
入
会
の
機
関
誌
で
あ
る
。

そ
の
論
調
は

当
初
の
理
想
主
義
的
な
も
の
か
ら
、

次
第
に
社
会
主
義
に
接
近
し
て

い
っ
た
。

『
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』
一第
二
号
は
発
禁
と
な

っ
た
が
、　

そ
の
冒
頭
は
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―
‐
一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
）

「朝
鮮
青
年
諸
君
に
呈
す
」
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
（①
）
で
飾
ら
れ
て
い

た
。

三

・
一
運
動
に
対
す
る
日
本
の
弾
圧
を

「差
別
的
待
遇
を
与

へ

威
力
と
制
度
と
を
以
て
人
民
の
声
を
圧
伏
す
る
が
如
き
は
非
人
道
の

極
」
と
糾
弾
し

「
予
等
は
兄
等
の
同
胞
が
自
由
の
天
地
に
真
の
人
類

と
し
て
の
正
し
き
生
活
を
獲
得
す
べ
き
日
の

一
日
も
速
か
に
来
ら
ん

事
を
希
望
し
て
止
ま
な
い
」
と
こ
の
ア
ピ
ー
ル
は
い
う
。

そ
し
て
、

日
本
政
府
の
行
為
を

「
衷
心
よ
り
恥
辱
と
し
是
れ
を
憎
悪
す
る
」
と

同
時
に

「
兄
等
と
共
に
涙
の
下
る
を
禁
じ
得
な
い
」
と
述
べ
た
。
と

こ
ろ
で
、

こ
の
文
は
、　

ロ
シ
ア
の

「
威
脅
」
か
ら
祖
国
を
守
る
な
ど
、

日
本
人
は
強
国
に
抗
し
て
苦
闘
し
て
き
た
の
に
、

日
本
の
政
治
家

・

軍
人
は
軍
国
的
帝
国
主
義
者
と
な

っ
て
朝
鮮
を
苦
し
め
て
い
る
の
だ

と
敷
行
す
る
。
自
己
を
利
す
る
た
め
に
他
を
略
奪
す
る
ほ
ど
悪
い
こ

と
は
な
い
、

将
来
の
た
め
互
い
に
努
力
し
よ
う
、

と
呼
び
か
け
て
い

Ｚつ
。以

上
の
よ
う
に
、

こ
の
文
は
軍
国
主
義
を
批
判
し
朝
鮮

へ
の
同
情

を
表
明
し
て
い
る
。

た
だ
、

旬
一節
の
美
し
さ
の
わ
り
に
内
容
は
あ
ま

り
な
い
。
日
本
が
み
ず
か
ら
を
守
る
た
め
強
国
に
抗
し
て
戦

っ
て
き

た
と
い
う
の
も
客
観
的
事
実
と
は
い
え
な
い
。

そ
の
点
、

同
じ
号
に
載

っ
た
廉
尚
里
の
文
章
は
も

っ
と
深
刻
に
訴

ぇ
て
い
る
（②
）。
留
学
生
の
独
立
宣
言
は
、

米
騒
動
と
同
様
に

「
生

存
の
保
障
を
得
ん
と
す
る
真
剣
な
る
内
面
的
要
求
」
か
ら
の
も
の
で
、

言
論
の
自
由
も
教
育
の
自
由
も
な
く
圧
追
を
こ
と
と
し
て
い
る
状
況

の
結
果
で
あ
る
。

い
く
ら
同
化
を
唱
え
て
も
、

今
の
ま
ま
で
は
一説
得

力
は
な
く
、

階
級
的
偏
見
や
民
族
的
差
別
を
解
消
す
る
の
が
第

一
だ
、

と
。

朝
鮮
人
の
立
場
か
ら
も
、

言
論
規
制
の
た
め
に
こ
の
程
度
し
か

一言
え
な
か

っ
た
の
だ
が
、

そ
れ
で
も
結
果
的
に
こ
の
号
は
発
禁
と
な

っ
た
。

こ
の
ほ
か
、

日
本
は
中
国

・
朝
鮮
に
愛
な
き
権
力
を
強
制
し
て
い

る

（①
）
と
か
、

朝
鮮
併
合
は
わ
が
国
最
大
の
不
利
益
だ

（①
▼
と
か

い
う
批
判
が
く
り
返
し
行
な
わ
れ
た
。

ま
た
、

三

・
一
運
動
後
の
姑

息
な
改
革

へ
の
批
判

（⑦
）
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。

新
人
会
の
活
動
を
報
告
す
る
記
事
に
は

「朝
鮮
の
金
君
が
頃
来
の

暴
動
の
実
状
及
び
之
に
対
す
る
人
道
的
な
君
の
批
判
を
語
ら
れ
た
」

と
あ
る

（⑤
）
。

こ
の

「
金
君
」
は
明
ら
か
に
金
俊
渕
の
こ
と
だ
が
、

金
は
後
年

「私
、

新
入
会
に
入

っ
て
お

っ
た
ん
で
す
が
、

朝
鮮
の
独

立
問

（
題

靴

つ
い
て
は
、

会
員
た
ち
と
い
っ
ぺ
ん
も
話
し
た
こ
と
が
な

い
ん
で
す
」
と
回
顧
し
て
い
る
。

こ
れ
は
金
の
思
い
ち
が
い
か
、

あ

る
い
は
別
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、

新
人
会
の
日
本
人
は
と
て
も
楽
天
的
で
あ
る
。

別
の

新
人
会
の
記
録
で
は
、

演
説
会
に
中
国

・
朝
鮮
の
留
学
生
が
出
席
し

た
の
で

「
す

っ
か
リ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
会
に
な

っ
た
」
と
記

し
アふ

る

（③
）
。

こ
の
よ
う
に
、

『
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』
は
当
時
と
し
て
は
ぬ
さ

ん
出

て
明
確
に
朝
鮮
統
治
を
批
判
し
た
点
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
が
、

そ

の
誌
面
か
ら
見
る
限
り
、

朝
鮮
論
は
あ
ま
り
深
め
ら
れ
ず
心
情
的
な

も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』
は
改
題
さ
れ
て

『
先
駆
』

と
な
る
が
、　

最
も

興
味
深
い
の
は
、

北
京
の

『
晨
報
』
と
朝
鮮
の

『
東
亜
日
報
』
を
新

人
会
で
と

っ
て
い
る
と
い
う
記
事
だ

（⑫
）
。　
日
本
人
で
朝
鮮
語

を

読
め
る
新
人
会
員
が
い
た
と
い
う
記
録
が
な
い
の
で
、

金
俊
渕
か
、

な
い
し
は
他
の
留
学
生
が
読
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
。

『東
亜
』

に

は

独
立
運
動
関
係
の
裁
判
に
つ
い
て
の
記
事
が
多
い
、

と
も
書
か
れ
て

い
る
。

次
の

『
同
胞
』
で
は
、

雑
誌
が
社
会
主
義
的
傾
向
を
帯
び
て
き
た

こ
と
と
も
相
ま

っ
て
、

北
九
州
の
工
業
地
帯
の
短
い
ル
ポ
が
の
っ
た

が
、

そ
こ
に
朝
鮮
人
人
夫
の
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（①
）
。

ま
た
、

「朝
鮮
に
お
く
る
」
と
末
尾
に
付
記
さ
れ
た
詩
が
あ
る
が
、

そ
こ
に
は

「
一
つ
の
未
知
の
　
刃
毬
●
げ
中一ｏ＼
爾
の
生
る
ゝ
時
こ
そ
は

／
破
壊
さ
る
べ
き
も
の
ゝ
破
壊
さ
る
ゝ
時
だ
」
と
記
さ

れ

て

い

る

（⑤
）
。

圧
制
に
抗
し
自
由
を
求
め
る
と
い
う
点
で
、

朝
鮮
人
も
日
本

人
も
共
通
す
る
と
い
う
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
な
発
想
を
う
か
が
い
見
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。

司
ナ
ロ
オ
ド
」
で
は
、

軍
備
縮
小
に
つ
い
て
論
じ
る
中

で

「対
外

的
軍
備
を
同

一
国
家
に
帰
属
せ
る
朝
鮮
民
族
の
自
尊
心
を
害
す
る
が

如
き
方
法
に
使
用
す
る
事
は
、

人
類
帰

一
の
理
想
を
抱
け
る
労
働
者

階
級
の
許
し
得
な
い
罪
悪
」
だ
と
す
る

一
文
が

あ

る

（①
）
。

朝
鮮

史
苑

（第
四
八
巻
第
二
号
）

の
運
動

へ
の
弾
圧
に
抗
議
し
て
い
る
の
は
正
し
い
が
、

朝
鮮
人
が
同

一
国
家
に
「
帰
属
」
す
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
は
、

誤

っ
た
理
解

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

『
ナ
ロ
オ
ド
』
に
至
る
と
社
会
主
義

商

な

傾
向
が
か
な
り
強
ま
り
、

民
族
解
放
運
動
を
め
ぐ

っ
て
も
、

真
の
民

族
解
放

期
挟
産
党
樹
立
の
日
だ
、

と
い
う
よ
う
な
機
械
的
な
論
理
ま

で
登
場
す
る
。

こ
れ
は
、

民
族
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
現
実
を
軽

視
し
て
い
る
点
で
、

『
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
』

の
理
想
主
義
な
い
し

「一
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
通
底
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
新
人
会
の

一
連
の
刊
行
物
は
、

朝
鮮
統
治
を
批
判
一す
る

に
お
い
て
、

当
時
と
し
て
は
最
も
勇
敢
で
あ

っ
た
。

た
だ
、

批
・判
の

内
容
が
乏
し
く
、

そ
の
後
も
問
題
を
深
め
て
い
け
な
か

っ
た
か
こ

ろ

は
充
分
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、

社
会
主
義
者
と
朝
鮮

（
一
）

朝
鮮
人
と
の
交
流

次
に
日
本
人
社
会
主
義
者
と
朝
鮮
人
と
の
交
流
に
つ
い
て
述
べ
よ

う
。

史
料
的
制
約
か
ら
、

い
く
つ
か
の
断
片
的
事
実
を
指
摘
す
る
に

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
が
。

ま
ず
第

一
に
注
目
さ
れ
る
の
は
社
会
主
義
者
横
田
宗
次
郎
の
こ
と

で
あ
る
。

彼
は

一
九
〇
〇
年
代
は
小
倉
に
住
み
、

『
熊
本
評
論
』
に
、

朝
鮮
人
労
働
者
増
加
の
問
題
は
大
言
壮
語
で
論
評
す
る
の
で
は
な
く
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
‐―
十
一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
）

軸
穐
に
取
り
組
む
べ
き
だ
と
い
う
投
稿
を
し
た
人
物
に
ほ
か
な
ら
な

官
憲
資
料
に
よ
れ
ば
、

横
田
は

一
九

一
三
年
半
ば
頃
か
ら
活
動
に

熱
心
に
な

っ
た
と
い
う
。

同
年
の
夏
、

東
京
の

「
シ
ン

デ

カ

リ

ズ

ム
」
研
究
会
に
わ
ざ
わ
ざ
出
席
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

翌
年
彼

は
大
阪
に
転
居
し
、

「
煙
」
と
い
う
新
聞
を
発
行
し
、

労
働
者

の
組

織
化
を
試
み
る
。

彼
は
新
聞
発
行
や
演
説
な
ど
の

「
一
時

的

ナ
運

動
」
に
は
反
対
し
、

社
会
主
義
者
の
養
成
に
力
を
注
い
で
、

い
ず
れ

は
そ
う
し
た
人
々
の
主
導
に
よ
り
団
体
行
動
を
行
使
し
て
い
く
こ
と

幾

へ め
ど

れ
焼

。一
叫
鋪
射
喉
舶
加
強
能
焼
晦
泰

（
の

ひ
旅
翰
焼
呼
壊
わ
印
拘

て
、

と
も
に
起
居
す
る
よ
う
に
な
る
。

鄭
は

一
四
年
七
月
に
東
京
か

ら
大
阪
に
来
た
も
の
の
、

ほ
か
に
頼
る
あ
て
も
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
点
に
つ
い
て
宮
憲
資
料
は

「
鄭

ハ
横
田
ノ
所
説

二
感
シ
同
年

十
月
三
日
以
降
同
人
卜
同
宿
シ
起
臥
ヲ
共

ニ
シ
テ
其
ノ
談
論
ヲ
聴
キ

主
義

二
関

ス
ル
新
聞
雑
誌
フ
モ
信ヽ
覧
シ
逐

二
社
会
主
義
ノ
趣
味
フ
感

得
ン
タ
ル
モ
ノ
ゝ
如
ク
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、

横
田
の
発
言
と
し

て

「自
分
ハ
多
数
ノ
朝
鮮
人

二
交
際
ア
リ
彼
等

ハ
政
治
的
意
味

二
於

テ
帝
国

二
対
シ
雪
辱
的
行
動

工
出
テ
ン
ト
ス
ル
者
僅
少
ナ
ル
ガ
如
キ

モ
一
般

二
不
平
ノ
余

一
種
ノ
危
険
思
想
ヲ
抱
持

ス
ル
者
接
出
シ
内
地

居
住
者
中

ニ
モ
多
数
ア
ル
フ
認
ム
」
と
い
う
内
容
が
記
録
さ
て
い
理
。

こ
の
よ
う
に
、

横
田
は
朝
鮮
人
と
か
な
り
交
際
が
あ

っ
た
よ
う
だ
。

鄭
は
来
阪
早
々
か
ら

「朝
鮮
人
親
陸
会
」
を
組
織
し
た
が
、

構
！田
は

こ
れ
を
助
け
て
も
い
る
。

と
は
い
夕
一、
肝
心
の
日
本
人
の
組
織
化
は
、

横
田
の
思
う
よ
う
に
は
進
ま
な
か

っ
た
よ
う
だ
。

鄭
が

一
九

一
五
年

一
月
に
上
海
に
行
き
、

朝
鮮
人
親
眸
会
の
あ
と
を
ま
か
さ
れ
た
羅
景

錫
も
や
が
て
帰
国
、

加
え
て
横
田
も
同
年
九
月
に
愛
知
に
転
居
す
る

と
、

親
睦
会
と
社
会
主
義
者
の
関
わ
り
は
な
く
な

っ
た
と
い
だ
。

横

田
は
そ
の
後
、

愛
知
新
聞
に
就
職
し
た
が
、

仕
事
で
も
運
動
で
も
成

］
中
中
す
あ

（
あ 官

恭
〕

う
（
圧

帥
靴

鞭
田 っ
味
ゃ
理
帥
旅
鵜
般
初
晦
巾
空
施
車
∞

こ
の
よ
う
に
、

横
田
は
、

日
本
人
社
会
主
義
者
と
し
て
朝
鮮
人
と

深
い
交
流
を
持

っ
た
先
駆
的
事
例
で
あ
る
。

横
田
と
親
し
く

司
熊
本

『
臨
昨
的
卿
以
“
晦
た っ
韓
珊
榊
嬢
紳
Ｆ
唯
軸
胞
ち

脚
囃
靭
蜘
件
確
ｍ

っ
た
行
動
は
な
い
の
で
、

横
円
を
つ
き
動
か
し
た
も
の
が
何
か
は
、

今
の
と
こ
ろ
見
当
が
つ
か
な
い
。

次
に
指
摘
す
べ
き
は
朝
鮮
人
李
達
の
存
在
で
あ
る
。

李
は
日
本
で

一
一
九
八
年
以
降
、

『東
亜
時
論
』
早
早
新
時
報
』
『新
朝
鮮
』

み
」
刊

行
し
た
。

大
杉
や
堺
も
寄
稿
し
て
い
る
が
、

ど
れ
も
短
命
に
終
わ

っ

た
の
で
次
々
と
改
題
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

現
物
は
未
見
で
あ

る
。

『革
新
時
報
』
第
二
巻
第
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
堺
の

「世

界
一
の

大
勢
と
民
族
の
覚
醒
」
は
、

と
り
わ
け
小
民
族
の
覚
醒
を
主
張
し
た

も
の
と
い
翌
。

当
局
は
、

李
と
日
本
人
社
会
主
義
者
の
結
び

つ
き
を

警
戒
し
た
が
、

彼
は
大
杉
の
裁
判
の
傍
聴
の
記
録
は
あ
る
も
の
の
、

言
論
宣
伝
活
動
に
力
を
と
い
だ
よ
う
で
あ
る
。

既
述
の
よ
う
に
李
は

一
九
二
〇
年
、

大
郵
監
獄
か
ら
山
崎
今
朝
弥

に
あ
て
て
手
紙
を
出
し
て
い
る
が
、

そ
の
後
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

ま
た
、

朝
鮮
人
韓
光
沫
が
、　

一
九

一
八
年
頃
、

愛
知
の
松
井
広
文

の
経
営
す
る
雑
誌

『
大
公
論
』
に
副
社
長
と
し
て
む
か
え
ら
れ
、

当

局
を
批
判
す
る
筆
鋒
を
ふ
る
っ
た
と
い
う
の
も
興
味
深
い
事
実
で
あ

る
。

松
井
は
横
田
宗
次
郎
と
も
交
友
が
あ

っ
た
と
い
う
。

韓
は

一
九

一
九
年
四
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
、

同
誌
に

「
亡
民
独

語
」
と
い
う
記
事
を
連
載
し
、

値
民
地
支
配
を
批
判
し
た
。

韓
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー

・
朝
鮮

・
イ
ン
ド
の
運
動
を
軽
視
す
る
な
か
れ
と
説
き
、

朝
鮮
は
併
合
し
た
の
で
は
な
く
征
服
さ
れ
た
の
だ
、

今
や
朝
鮮
に
は

（
４２
）

「革
命
権
」
と

「
死
」

し
か
な
い
、　

と
訴
え
た
。

ほ
か
に
文
芸
作
品
と
し
て
は
、

丹
潔
の

「
朝
鮮
飴
屋
」
が
出
色
で

あ
（理
。

圧
迫
さ
れ
る
自
民
族
の
身
の
上
を
嘆
く
飴
屋
が
実
は
独
立
運

動
の
た
め
に
連
絡
役
を
し
て
い
た
人
物
だ

っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
。

そ
の
こ
と
が
、
日
本
人
の
目
を
通
し
て
描
か
れ
、

そ
の
日
本

人
の
心
理
の
動
き
が
感
じ
と
れ
る
こ
と
も
、

作
品
と
し
て
の
面
白
味

に
な

っ
て
い
る
。

三

・
一
運
動
後
、

ほ
ど
な
い
時
期
の
作
品
な
の
で
、

や
は
り
触
発
さ
れ
て
書
い
た
も
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、

櫛
国
民
蔵
が

一
九

一
七
年
に
論
文
で
朝
鮮
人
労
働
者
の
日

史
苑

（第
四
八
巻
第
二
号
）

本
流
入
の
問
題
を
論
じ
て
い
鍵
。

客
観
的
に
見
て
、

朝
鮮
人
労
働
者

の
流
入
は
日
本
の
労
働
者
を
圧
迫
す
る
か
ら
、

朝
鮮
に
企
業
を
お
こ

し
て
労
働
力
需
要
を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
る
、

と
い
う
の
が
櫛
画
の

意
見
で
あ
る
。

朝
鮮
人
の
日
本
渡
航
を
禁
ず
る
の
は
憲
法
上
の
住
居

の
自
由
に
反
す
る
し
、

朝
鮮
人
に
と

っ
て
非
常
に
不
公
平
だ
と
い
う

櫛
田
の
論
理
展
開
は
正
当
だ
が
、

朝
鮮
で
の
産
業
振
興
に
つ
い
て
は

学
者
と
し
て
も
う
少
し
具
体
的
な
提
言
が
あ

っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
ち

こ
れ
は
、　

一
つ
の
具
体
的

李
現
実
的
な
政
策
提
言
と
し
て
の
意
味
が

あ
る
こ
と
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
、　

一
九

一
〇
年
代
に
は
初
期
社
会
主
義
に
な
か

っ

た
よ
う
な
、

日
本
人
社
会
主
義
者
と
朝
鮮
人
と
の
交
流
が
生
ま
れ
た

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
二
）

中
国
観
と
の
比
較

既
述
の
よ
う
に
、

日
本
の
社
会
主
義
者
は
辛
亥
革
命
以
降
の
中
国

に
大
下

に
関
心
を
寄
せ
た
。

そ
れ
は
あ
こ
が
れ
と
い
っ
て
も
い
い
で

あ
る
こ
つ
。

橋
浦
時
雄
は
日
記
に
中
国
の
状
況

へ
の
関
心
を
書
き
つ
づ

っ
て
い

る
。

彼
は

一
九

一
〇
年
二
月
に
福
田
英
子
の
家
で
宋
教
仁
と
会

っ
た

が
、

宋
に
つ
い
て

「
人
間
が
ず

っ
と
ひ
ら
け
て
い
る
。
日
本
の
亡
者

の
よ
う
な
社
会
主
義
者
な
ん
か
と
は
ド
ン
ト
人
間
が
異
う
。

だ
か
ら

（
４５
）

南
京
は
英
い
テ
ナ
」
と
高
く
評
価
し
た
。
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―
上

九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

一
九

一
三
年
に
は
橋
浦
は
中
国
に
行
き
た
い
と
矢
も
楯
も
た
ま
ら

な
く
な

っ
て
、

堺
に
中
国
の
革
命
家

へ
の
紹
介
状
を
書
く
よ
う
依
頼

の
手
紙
を
出
す
。
し
か
し
、

堺
は
、

張
継
に
な
ら
紹
介
し
て
も
よ
い

が
、
行
く
こ
と
に
賛
成
は
し
な
い
と
の
手
紙
を
よ
こ（だ
。

当
時
、

安
易
な
中
国
渡
航
を
い
ま
し
め
る
環
の
よ
う
な
意
見
は
む

し
ろ
少
数
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

中
国
に
渡

っ
た
社
会
主
義
者
の

一
人
渡
辺
政
太
郎
は

「
前
年
支
那

へ
赴
キ
タ
ル
ハ
幸
徳
事
件
以
来
警

察
ノ
取
締
厳
重
ナ
ル
為
メ
手

モ
足
モ
出

ス
能

ハ
ザ
ル
ニ
配
」
る
と
語

っ
た
と
い
う
。

ま
た
、　

一
九

一
二
年
に
岐
阜
の
あ
る
社
会
主
義
者
は
、

日
本
革
命
が
東
京
を
根
拠
地
と
す
る
の
は
誤
り
で
、

中
国
に
な
ら
い
、

無
緋
鞠
催
雌
鵠
晴
印
卿
鋼
斑
翻
柳

地
を
移
す
べ
き
だ
、

と
い
う
荒
唐

中
国
に
行

っ
て
き
た
社
会
主
義
者
が
、

日
本
に
帰

っ
て
中
国
問
題

で
積
極
的
に
寄
与
し
た
形
跡
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
も
注
意
し
た

い
。
日
本
の
状
況
を
お
き
ざ
り
に
し
て
中
国
に
安
易
に
渡
航
す
る
よ

う
な
非
主
体
的
な
関
わ
り
で
は
、

残
せ
る
も
の
が
な
か

っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

し
か
し
、

若
い
世
代
が
受
け
と
め
た
中
国
は
ち
が

っ
た
も
の
が
あ

っ
た
。　

一
九

一
五
年
夏
休
み
に
中
国
を
旅
行
し
た

一
高
生
の
林
要
は
、

排
日
運
動
を
ま
の
あ
た
り
に
し
な
が
ら
、　

一
方
で
中
国
人
の
親
切
さ

に
打
た
れ
、

深
い
印
象
を
残
し
た
。

あ
る
い
は
、

小
岩
井
浄
の
場
合
、

一
九

一
八
年
夏
に
中
国
を
旅
し
、

日
本
帝
国
主
義
の
半
植
民
地
に
対

（石
坂
）

す
る
支
配
の
現
実
に
衝
撃
を
受
け
た
。

青
年
た
ち
が
中
国
か
ら
得
た

印
象
は
二
〇
年
代
に
生
き
て
く
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、

状
況
と
も
相
ま

っ
て
の
強
い
関
心
は
、

中
国
に
は
あ

っ
て
も
朝
鮮
に
は
な
い
も
の
だ

っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、

関
わ
り
方
が
非
主
体
的
で
あ

っ
た
と
い
う
点
で
は
、

中
国
に
つ
い
て

も
本
質
的
に
大
き
な
差
が
な
い
と
い
え
よ
う
。

む
す
び

堺
利
彦
は

『
雄
弁
』
の

一
九
二
〇
年

一
月
号
に
書
い
た

「大
正
八

鱒
勤
弾
唯
帥
郷
帥
販
叶
療
は
確
“
い
樺
陶
靴

官 っ
静
無
料

「印
軸
範
軸
政

堺
は
三

】
一
運
動
に
つ
い
て

「怪
シ
ム
ニ
足
ラ
ス
若
シ
吾
国
力
他
国

サ ニ
嚇
唯
確
移
カ
ウ
『
ナ
（

卜
嘩
一
蜘
諏

つ 国
な
み
嘘
ヤ
探

視

ス
ル
コ
ト
能

ハ

堺
の
発
言
は
た
し
か
に
も

っ
と
も
で
は
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
当

然
の
こ
と
が
当
時
の
日
本
人

一
般
に
は
当
然
で
は
な
か

っ
た
の
で
は

な
い
か
。

以
上
で
検
討
し
て
き
た

一
九

一
〇
年
代
の
日
本
の
社
会
主
義
者
の

朝
鮮
認
識
に
つ
い
て
、

ま
ず
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

認

識
の
深
化
か
ら
社
会
主
義
者
と
し
て
の
論
理
化
に
至
る
、

作
業
の
不

充
分
さ
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
社
会
主
義
者
は
第
ニ
イ
ン
タ
ー
の
崩
壊

に
出
会

っ
て
も
反
戦
の
主
張
は
堅
持
し
た
し
、　
ロ
シ
ァ
革
命
の
画
期

性
も
積
極
的
に
受
容
し
た
。

ま
た
、

女
性
論
の
分
野
で
は
、

山
川
菊

栄
の
よ
う
な
論
者
が
認
識
の
深
化
と
体
系
化
に
努
め
、

明
確
な
前
進

を
見
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

朝
鮮
に
関
し
て
は
初
期
社
会
主
義
の
時

代
と
同
様
の
糾
弾
な
い
し
皮
肉
に
満
ち
た
批
判
の
域
を
出
ら
れ
な
か

っ
た
。

山
口
孤
剣
が

『新
社
会
』
で
書
い
た
よ
う
な
、

朝
鮮
侵
略
の
具
体

的
事
例
を
も

っ
と
指
摘
す
る
こ
と
、

客
観
的
に
日
朝
の
経
済
関
係
を

分
析
す
る
こ
と
、

な
ど
は
当
時
と
し
て
も
可
能
だ

っ
た
ろ
う
が
、

着

手
さ
れ
ず
に
終
わ

っ
た
。
こ
う
し
た
作
業
の
欠
如
の
た
め
、

大
衆
に

朝
鮮
の
問
題
、

朝
鮮
人
労
働
者
の
日
本
移
住
問
題
を
、

説
得
力
を
も

っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

と
い
う
、

中
途
半
端
と
は
い
え
、

そ
れ
な
り
に
思
想
の
幅
を
広
げ
う

る
時
代
性
を
活
用
す
る
こ
と
も
、

多
く
の
社
会
主
義
者
は
で
き
な
か

っ
た
が
、

そ
う
し
た
弱
さ
が
、

朝
鮮
認
識
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
な
も
の
を
解
明
で
き
な
か

っ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
よ
う
。

従

っ
て
、

朝
鮮
に
つ
い
て
何
ら
か
の
運
動
を
形
成
す
る
こ
と
、

運

動
的
な
提
言
を
す
る
こ
と
な
ど
は
と
う
て
い
望
め
な
か

っ
た
。

堺
の

発
言
に
も
あ
る
よ
う
に
、

朝
鮮

へ
の
侵
略
　
抑
圧
が
不
当
で
あ
る
こ

と
は
当
時
の
多
く
な
い
社
会
主
義
者
に
は
自
明
の
こ
と
だ

っ
た
ろ
う
。

だ
が
、

そ
の
先
の
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、

初
期
社
会
主
義
の
時
代
と
比
べ
て
前
進
し
た
面
も
指

史
苑

（第
四
人
巻
第
二
号
）

摘
で
き
る
。

そ
れ
は
、

横
田
宗
次
郎
の
よ
う
に
実
際
に
親
し
く
朝
鮮

人
と
接
す
る
日
本
人
が
登
場
し
、

全
体
的
に
も
交
流
の
場
が
多
く
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

数
力
月
と
は
い
夕
．共
に
起
居
し
た
と
い
う
”横
円

の
例
は
貴
重
で
、

今
後
も
調
査
す
べ
き
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
、

友
愛
会
員
の
斉
藤
机
友
の
よ
う
に
、

朝
鮮
人
が
日
本
に
や

っ
て
く
る
こ
と
に
素
朴
な
疑
間
を
持

つ
日
本
人
労
働
者
が
い
た
こ
と

は
、　

一
つ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
よ
う
。

だ
が
、

当
時
の
社
会
ｉ
義

運
動
に
し
て
も
、

友
愛
会
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
芽
を
発
展
さ
せ
る

ほ
ど
の
理
論
的

・
運
動
的
力
量
は
ま
だ
存
在
し
な
か

っ
た
と
い
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。

一
九

一
〇
年
代
は
史
料
的
に
も
乏
し
く
、

特
に
運
動
的
な
面
で
の

細
か
い
分
析
は
む
ず
か
し
か

っ
た
。

今
後
、

さ
さ
や
か
で
は
あ

っ
て

も
、

新
史
料
の
発
見
に
努
め
て
い
き
た
い
。

朝
鮮
関
係
記
事
目
録

（
一
）

近
代
思
想

①
栄

「大
久
保
よ
り
」
（
１
巻
９
号
、

狛

・
６
）
②

〈
新
刊
〉
「
侍

み
て

（土
岐
哀
果
著
江

（
２
巻
４
号
、

加

・
１
）
①
大
杉
栄

「
事
実

と
解
釈
―
―
植
民
地
の
叛
逆
＝
印
度
＝
安
南
＝
台
湾
＝
朝
鮮
六
３
巻

２
号
、

ｈ

・
血
）
④
大
杉
栄

「所
謂
政
府
的

思

想
」
（同
前
）
Ｏ
栄

「
甘
口
鼠
と
ド
ラ
猫
」
（
３
巻
３
号
、

「

・
辺
）

十~ 60 __- 61 -



日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―
二
九
一

（
二
）

新
社
会

・
新
社
会
評
論

・
社
会
主
義

〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

（石
坂
）

Ｏ
堺
利
彦

「
渦
巻
く
流
六
２
巻
２
号
、

町

・
１０
）
②
堺
利
彦

「
霜

ば
し
ら
」
（
２
巻
５
号
、

袖

・
１
）
③
堺
利
彦

「
四
種
の
半
無

意

識

的
活
動
」
（
２
巻
６
号
、

拍
　
２
）
④
孤
剣

「
浮
世
巷
談
」
（
２
巻
１０

号
、

拍

・
５
）
③
山
口
孤
剣

「寵
商
三
井
家
論
」
（
３
巻
１０
号
、

ヤ
・

６
）
⑥
高
畠
素
之

「
火
の
見
台
」

（
４
巻
１
号
、　

竹

・
９
》
④
山
川

生

「
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会
と
独
逸
多
数
派
の
能
小
度
」
（同
前
）
①

堺
利
彦

「火
の
見
台
」
（
４
巻
２
号
、

神

・
１０
）
③
中
西
伊
之
助
「若

き
改
革
者
」
（
４
巻
８
号
、

榔

・
５
）
①
堺
利
彦

「
カ
ラ
イ
ド

ス
コ

ー
プ
」
（
６
巻
１
号
、

仰

・
５
）
①
堺
利
彦

「
カ
ラ
イ
ド

・
ス

コ
ー

プ
」
（
６
巻
２
号
、

仰

・
６
）
⑫
安
成
二
郎

「
ア
フ
オ
リ
ズ
ム
」
（
６

巻
３
号
、

仰

・
７
》
⑬
堺
生

「寄
贈
書

紹

介
」
（
６
巻
７
号
、

伽

・

１
）
⑭
吉
田
金
重

「
ホ
ン
ス
の
響
六
７
巻
５
号
、

納

・
７
》
⑮

〈
個

人
の
消
息
と
通
信
〉
「
李
達
氏
よ
り

（山
崎
今
朝
弥

氏

宛
江

（
８
巻

２
号
、

伽

・
１１
）
①

〈
団
体
消
息
〉
「
日
本
社
会
主
義

同
盟

第
二
回

大
会
盲
一言

（案
と

（
９
巻
６
号
、

独

・
５
）

（
三
）

国
家
社
会
主
義

Ｏ

〈
遠
近
消
息
〉
「
伊
藤
松
雄
一氏

」
（
・
巻
４
号
、

仰

・
８
）

（
四
）

労
働
及
産
業

①
小
河
滋
次
郎

「
労
働
の
価
値
」
（
４６
号
、

「
　
６
）
②
坂

本

正

雄

「
最
近
労
働
問
題
」
（
４９
号
、

拍

・
９
）
①
藤
田
正
義

「武

＋
工
道

主
義
ズ
５．
号
、

拍

・
１１
）
④
向
軍
治

「
海
外
発
展
論
」
（
６３
号
、

拍
・

１１
）
①
鈴
木
生

「
労
働
閑
話
」
（
７３
号
、

「

・
９
）
①
斉
藤
机
友
「
朝

鮮
労
働
者
輸
入
に
就
て
」
（
７４
号
、　

ヤ
　
ー０
）
⑦

〈
労
働
文
学
〉

南

品
川
　
鳩
生

「
朝
鮮
の
友

へ
」
（
７６
号
、

「

・
１２
）
⑤
野
坂
鉄

「社

会
の
雑
事
」
（
８２
号
、

拍

・
６
）
③
鈴
木
生

「
東
奔
西
走
記
」
齢
∞
号
、

拍

，
１０
）

（
五
）

デ
モ
ク
ラ
シ
イ

ｔ
先
駆

・
同
胞

・
ナ
ロ
オ
ド

△
デ
モ
ク
ラ
シ
イ

①
同
人

「朝
鮮
青
年
諸
君
に
呈
す
」
（
１
巻
２
号
、　

拍

「
４
）

②

廉
尚
里

「朝
野
の
諸
公
に
訴
ふ
」
（同
前
）
③
麻
生
久

「如
何

に
生

く
る
子
六
１
巻
４
号
、

仰

・
６
）
④
宮
崎
竜
介

「
資
本
主
義
外
交
の

平
和
破
壊
」
（同
前
）
⑤

「
中
京
と
西
京
」
（同
前
）
①
同
人

「朝
鮮

の
統
治
者
に
与
ふ
」
（
１
巻
５
号
、

仰

】
７
）
⑦

〈
時
評
〉
「
朝
鮮
問

題
」
（同
前
》
①

〈
時
評
〉
「
新
朝
鮮
総
督
」
「幾
多
の
ボ
ヘ
ミ

了
Ｌ

（
１
巻
６
号
、

仰

・
９
）
③

「新
人
会
記
事
六
１
巻
７
号
、

抑
　
虹
》

△
先
駆

⑭

〈
時
代
批
判
〉
赤
松
克
磨

「
同
志
社
の
朝
鮮
人
教
授
任
命
六
４

号
、

抑

・
５
）
①

「声
息
交
響
」
（
６
号
、

抑

，
７
）
⑫

「熱

風

の

中
で
」
（
７
号
、

伽

・
８
）

▽
同
胞

①

「
北
九
州
工
業
地
を
巡
り
て
」
（
１
号
、　

加

・
１０
）
①

「
間

争

か
和
合
か
」
（
３
号
、

抑

・
１２
）
⑤

「
生
れ
ざ
る
希
望
」
（
６
号
、

■

，
３
）

▽
ナ

ロ
オ
ド

⑤
友
成
与
三
吉

「
軍
備
縮
小
と
労
働
者
」
（
６
号
、

独

，
１２
）

一証

（
１
）

拙
稿

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

紙
の
再
検
討
」
『
立
教
日
本
史
論
集
』
第
二
号

（袖

，
１２
）
お
よ
び
「朝

鮮
認
識
に
お
け
る
幸
徳
秋
水
」
『史
苑
』
第
四
六
巻
第

一
・
二
号

（神
・

５
）

（
２
）

渓
内
謙

『現
代
社
会
主
義
を
考
え
る
』
（
一
九
八
八
）
四

一
頁

（
３
）

西
川
正
雄

『初
期
社
会
主
義
運
動
と
万
国
社
会
党
―
―
点
と
線
に
関

す
る
覚
書
』
全

九
八
五
）
九
頁

（
４
）

堺
利
彦

「序

（完
文
社
の
記
ご

『
売
文
集
』
公

九

一
二
）
、
こ
こ
で

は

『堺
利
彦
全
集
』
第
四
巻

（
一
九
七

一
）
七
頁
を
参
照
し
た
。

（
５
）

小
原
慎
三

習
フ
フ
ァ
ル
グ
の
認
識
論
」
「
近
代
思
想
』
第

一
巻

第

一

号

（切

・
１０
）

一
四
頁
は

『
ノ
イ
エ
ヽ
ツ
ァ
イ
ト
』
を
読
ん
で
い
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
ま
た
、

堺
が

『新
社
会
』
で
原
文
オ
ラ
ン
ダ
語

の
ゴ
ル
テ
ル

『唯
物
史
観
解
説
』
を
訳
載
し
た
が
、

こ
れ
は
独
語
版
の

重
訳
で
あ
っ
た
。

山
川
菊
栄

・
向
坂
逸
郎
編

『山
川
均
自
伝
』
盆

九
六

一
￥
一人
○
頁

飛
鳥
井
雅
道

『
近
代
文
化
と
社
会
主
義
』
公

九
七
〇
）
の
７
参

照

前
掲

『
山
川
均
自
伝
』
三
八
二
頁

降
旗
節
雄

『
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
理
論

構

造
』
公

九
七
六
）
二
二

史
苑

（第
四
人
巻
第
二
号
）

七
頁

（
１０
）

堺
利
彦

「
笹
黄
橘
緑
」
『新
社
会
』
第
二
巻
第
二
号

（布

。
１１
）

（
１１

）
　

「
Ｄ
３

ｏ
り

的
ｏ
】
ド

『

ず

①

∽
ｏ
の
ｏ
わ
い
　

】
コ
【】①
【
”
ゆ
一
】
Ｏ
Ｄ
Ｄ
Ｆ
　

Ｆ

ｏ
コ
い
Ｏ
ｐ
】

』ｂ

『
ト

ｏ
も
　
淳
〇
卜
‐
い

（
‐２
》

高
畠
生

「
万
国
時
事
」
『
新
社
会
』
第
二
巻
第
五
号

（袖

・
１
）

（
硝
）

『新
社
会
』
第
二
巻
第
八
号

（Ｗ

，
３
）
五
五
―
六
頁
。

そ

の
後
、

英
文
書
籍
目
録
に
何
回
か
同
書
が
見
い
出
さ
れ
る
。

（
・４
）

伊
藤
晃

「
高
畠
素
之
の
思
想
に
つ
い
て
与
天
皇
制
と
社
会
主
義
―
―

高
畠
素
之
の
思
想
に
つ
い
て

（続
ご

千
葉
工
業
大
学
研
究

報

告

（人

文
編
こ

第
二
二
号

（
一
九
八
五
）

（
‐５
）

高
津
正
道

・
浦
田
武
雄

・
高
瀬
清

「
『
暁
民
共
産
党
』
と
第

一
次

日

本
共
産
党
」
、

同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編

『
近
藤
栄
蔵
自

作
ほ

（
一
九
七
〇
）
所
収

（
‐６
）

荒
畑
勝
三

「
事
実
と
解
釈
」
『
近
代
思
想
』
第
二
巻
第

二
百
巧
（■

・

‐２
）

一
二
頁

（
・７
）

山
口
義
三

「
破
帝
国
主
義
論
」
、

霜
明
治
文
化
資
料

叢

書
』
第

上
巻

（
一
九
六
〇
）
二
五
〇
で

一
頁

（
‐８
）

出
川
均

「
闘
争
と
人
道
」
『新
社
会
』
第
三
巻
第

四
号

（恥

・
塑
）

二
五
頁

（
‐９
）

山
川
均

「
暴
風
の
前
」
『
新
社
会
』
第
四
巻
第

二
百
巧
（Ｗ

・
１２
）
ニ

四
２
七
頁

（
２０
）

堺
利
彦

「
カ
ラ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
」
『新
社
会
』
第
五
巻
第
二
号

（拍
，

１０
）

一
四
頁

（
２‐
）

堺
利
彦

「
カ
ラ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
」
『．新
社
会
』
第
四
巻
第
八
号

（■
・

５
）

一
七
頁

（
２２
）

堺
利
彦

「
カ
ラ
イ
ド
ス
コ
ー
プ
」
『）新
社
会
』
第
五
巻
第
六
号

（拍
】

提
ギ
料
電
卓
理
瑠
環
帽
刊
増
瑠
翻
習
瑠
瑠
瑠
頑
翻
瑠
霞
穏
絹
韻
瑠
瑠
欝
瑠
縄
頓
覇
目
瑠目
翻
域
遇
絹
翻
瑠
理
頑
戦
増
■
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日
本
人
社
会
主
義
者
の
朝
鮮
認
識
―
―

一
九

一
〇
年
代
に
つ
い
て
の
考
察

２
）
二
七
頁

（
２３
）

堺
利
彦

「花
の
散
る
こ
ろ
」
『新
社
会
評
論
』
第
七
巻
第
二
号

（納
・

５
）
一
一
〓
貝

（
２４
）

高
畠
生

「
万
国
時
事
」
『新
社
会
』
第
四
巻
第
”四
号

（榔

・
１
）
二

人
頁

（
２５
）

堺
利
彦

「
紅
葉
黄
葉
」
『新
社
会
』
第
二
巻
第
四
号
（恥

・
１２
）
九
―

一
〇
頁

（
２６
）

和
国
久
太
郎

「
友
愛
会
の
演
説
を
聴
く
Ｌ
『新
社
会
』
第

〓
一
巻
第
九

号

（神

・
５
）
三
七
一員

（
好
）

堺
利
彦

「
種
黄
橘
緑
」
『
新
社
会
』
第
二
巻
第
二
号

（恥

・
１１
）九
頁

（
２８
）

堺
利
彦

「菅
と
芽
」
『新
社
会
』
第
二
巻
第
八
号
（恥

・
４
）
六

一
頁

（
２９
）

堺
利
彦

「酷
暑
清
暑
」
『
新
社
会
』
第
二
巻
第

一
一
百
百
（恥

・
７
）

二
四
一貝

（
３０
）

堺
利
彦

「
火
の
見
台
」
『新
社
会
』
第
二
巻
第

一
〇

号

（神

‘
６
）

二
六
頁

（
３‐
）

堺
利
彦

「千
百
五
番
よ
り
」
「し新
社
会
評
論
』
第
七
巻
第
四
号

（納
・

６
）
四
一貝

（
授
）

石
堂
清
倫

・
竪
山
利
忠
編

『東
京
市
大
新
人
会
の
記

録
』
全

九
七

六
）
三
四
頁

（
３３
）

友
岡
久
雄

「
民
族
解
放
運
動
に
付
て
」
『
ナ
ロ
オ
ド
』
第
九
号

（物
・

４
）
六
頁

（
３４
）

小
倉
　
横
田
生

「
同
志
よ
努
力
せ
よ
」
『
熊
本
評
論
』
第
二
号

（神
・

７

・
２０
）

（
３５
）

鄭
は

「
特
別
要
視
察
人
状
勢

一
斑
」
の
第
四
か
ら
第
七
で
は
鄭
泰
信

と
書
か
れ
て
い
る
が
、

第
八
で
は
突
然
、

名
前
が
誤

っ
て
い
た
と
し
て

鄭
泰
玉
と
訂
正
さ
れ
た

（松
尾
専
允
編

『続
現
代
史
資
料

（社
会
主
義

（石
坂
》沿

革

一
と

第

一
巻

（
一
九
八
四
）
所
収
の
史
料
》
。

こ
こ
で
は

「
郎
泰

玉
」
で
統

一
し
た
。

な
お
、　

一
九
二
二
年
に
朝
鮮
で
事
故
死
す
る
社
会

主
義
者
鄭
泰
信
と
同

一
人
物
な
の
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
３６
）

「
特
別
要
視
察
人
状
勢

一
斑

（以
下
、

状
勢

一
斑
と
略
す
）
第

千
亡

松
尾
前
掲
書
四

一
二
頁

（
３７
）

「
状
勢

一
斑
第
六
」
同
前
書
四
五
四
、

四
七
七
頁

（
３８
）

「
状
勢

一
斑
第
八
」
同
前
書
六
〇
二
頁

（
３９
》

こ
の
年
ま
で
は

『新
社
会
評
論
』
に
通
信
を
寄
せ
て
い
る
。

第
七
巻

第
四
号
、

第
五
号
参
照
。

（
４０
）

岡
本
宏

・
上
回
校

一
編

『大
逆
事
件
と

「
熊
本
評
論
と
全

九
八
六
）

二
二
六
頁

「
状
勢

一
斑
第
九
」
松
尾
前
掲
書
六
九

一
頁

同
前
六
六
八
―
九
、

六
九
二
―
三
頁

こ
れ
は

『
黒
煙
』
第

一
巻
第
四
号

（抑

・
７
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

表

一松
で
は

「
朝
鮮
飴
屋
」
、

本
文
中
で
は

「
飴
屋
」
と
タ
イ
ト
ル
が

ち

が

っ
て
い
る
。

（
４４
）

櫛
国
民
蔵

「
朝
鮮
労
働
者
の
移
入
」
『
国
家
学
会
雑
誌
』

第

〓
三

巻

第
八
号

（神

・
８
）

（
４５
）

山
本
博
雄

・
佐
藤
清
賢
編

『橋
浦
時
雄
日
記
第

一
巻
―
―
冬
の
時
代

か
ら
』
（
一
九
八
三
）

一
七
四
頁

（
４６
）

同
前
三
二
三
―
四
頁

（
４７
）

「
状
勢

一
斑
第
五
」
松
尾
前
掲
書
四
〇
三
頁

（
４８
）

「
状
勢

一
斑
第
四
」
同
前
三
七

一
頁

（
４９
）

『堺
利
彦
全
集
』
第
五
巻

（
一
九
七

一
）
四
七
二
頁

（
５。
》

「
状
勢

一
斑
第
九
」
松
尾
前
掲
書
六
九
二
！
四
頁

（
立
教
大
学
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
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