
一
は
じ
め
に
＝
帝
国
主
義
と
文
学
の
想
像
力
 
 

「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
 
（
『
無
産
者
新
聞
』
一
九
二
八
年
一
〇
月
五
日
～
 
 

一
二
月
一
日
、
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
）
 
は
、
植
民
地
朝
鮮
の
民
族
解
放
 
 

（
独
立
）
を
反
植
民
地
運
動
の
国
際
主
義
の
下
で
実
現
す
る
た
め
「
モ
ス
 
 

ク
ワ
に
指
し
て
」
行
く
二
人
の
朝
鮮
人
、
す
な
わ
ち
「
五
十
一
歳
の
李
と
 
 

一
九
歳
の
張
」
が
満
州
（
現
、
中
国
の
束
北
部
）
 
で
の
苦
難
－
怪
我
や
馬
 
 

賊
か
ら
の
襲
撃
－
に
耐
え
な
が
ら
モ
ス
ク
ワ
行
を
続
け
て
い
く
姿
を
描
い
 
 

た
も
の
で
あ
る
。
昭
和
天
皇
の
即
位
式
を
前
に
し
て
列
島
か
ら
追
放
さ
れ
 
 

る
朝
鮮
人
と
の
別
れ
を
通
し
て
異
民
族
差
別
・
排
除
の
権
力
と
し
て
現
わ
 
 

れ
た
天
皇
へ
の
痛
烈
な
糾
弾
を
行
っ
た
詩
「
雨
の
降
る
品
川
駅
〓
『
改
造
』
 
 

一
九
二
九
年
二
月
号
）
 
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
同
じ
 
 

く
植
民
地
朝
鮮
を
問
題
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
 
 

て
」
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
た
と
え
 
 

ば
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
に
見
ら
れ
る
天
皇
へ
の
怒
り
は
「
抒
情
詩
人
と
 
 

し
て
の
中
野
重
治
」
を
通
し
て
芸
術
性
を
獲
得
し
た
が
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
 
 

し
て
」
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
に
忠
実
」
し
た
作
品
に
す
ぎ
な
い
 
 

定
住
者
の
い
な
い
満
州
／
「
達
し
き
」
朝
鮮
人
 
 

－
 
中
野
重
治
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
 
の
植
民
地
表
象
を
め
ぐ
っ
て
 
 

（
1
）
 
 

と
い
っ
た
評
価
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
芸
術
性
（
文
学
性
）
 
の
欠
如
 
 

－
当
然
な
が
ら
、
そ
の
裏
側
に
は
過
剰
な
政
治
性
と
い
う
見
方
が
あ
る
と
 
 

い
え
よ
う
－
と
い
う
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
。
 
 

一
方
、
作
者
中
野
が
発
し
て
い
る
「
植
民
地
朝
鮮
の
独
立
 
（
解
放
）
」
 
 

と
い
う
政
治
的
発
言
に
関
し
て
は
、
当
時
と
し
て
は
希
に
植
民
地
の
問
題
 
 

を
被
植
民
者
の
立
場
（
硯
点
）
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
姿
勢
が
注
目
さ
れ
 
 

る
。
そ
の
一
方
で
、
「
朝
鮮
民
族
を
扱
い
な
が
ら
少
し
も
民
族
性
を
感
じ
 
 

さ
せ
な
い
表
現
。
…
（
中
略
）
…
中
野
重
治
は
朝
鮮
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ
 
 

た
し
、
実
は
民
族
解
放
と
は
言
い
な
が
ら
も
、
ソ
ビ
エ
ト
中
心
の
労
働
者
 
 

革
命
の
一
環
と
し
て
し
か
捉
え
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
、
民
族
解
放
の
問
 
 

題
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
主
義
」
 
の
観
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
の
政
治
的
 
 

T
こ
 
 

正
当
性
を
厳
し
く
追
及
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
は
「
芸
術
性
の
欠
陥
」
と
い
う
理
 
 

由
で
研
究
対
象
と
し
て
周
辺
化
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
政
治
性
の
限
界
」
 
 

と
い
う
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
中
、
ま
っ
と
う
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
 
 

か
っ
た
。
そ
れ
に
、
中
野
自
ら
が
「
習
作
の
集
ま
り
」
と
位
置
づ
け
た
最
 
 

初
の
小
説
集
『
鉄
の
話
』
 
（
一
九
三
一
年
、
戦
旗
社
発
刊
）
 
に
も
収
ま
る
 
 

こ
と
が
な
か
っ
た
過
去
を
考
え
る
と
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
は
実
に
そ
 
 

東
 
周
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の
成
立
か
ら
ず
っ
と
中
野
文
学
に
お
い
て
周
辺
化
さ
れ
て
き
た
と
い
え
 
 

る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
稿
の
ね
ら
い
は
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
を
改
め
て
芸
 
 

術
的
に
救
済
す
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
政
治
性
の
限
界
に
対
し
て
弁
護
 
 

す
る
こ
と
で
も
な
い
。
で
は
、
作
者
自
ら
に
よ
っ
て
「
習
作
の
習
作
」
か
 
 

ら
も
排
除
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
な
ぜ
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
 
 

る
の
か
。
こ
の
間
い
に
対
す
る
本
稿
の
答
え
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
「
モ
 
 

ス
ク
ワ
指
し
て
」
は
反
帝
国
主
義
（
反
植
民
地
主
義
）
を
そ
の
主
題
と
し
 
 

て
い
る
。
し
か
し
、
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
フ
ィ
ク
 
 

シ
ョ
ン
の
世
界
の
中
で
植
民
地
（
人
）
を
描
写
あ
る
い
は
形
象
化
す
る
際
、
 
 

不
可
避
的
に
帝
国
主
義
の
時
代
が
生
み
出
し
た
植
民
地
を
め
ぐ
る
想
條
力
 
 

に
依
存
し
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
は
反
帝
国
 
 

主
義
の
文
学
と
帝
国
主
義
の
文
化
と
の
複
経
で
錯
綜
す
る
関
係
を
示
す
材
 
 

料
（
テ
ク
ス
ト
）
 
と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
 
 

て
本
稿
で
の
作
業
は
帝
国
主
義
と
文
化
の
関
係
を
文
学
の
想
像
力
に
焦
点
 
 

を
当
て
て
検
証
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
課
庵
を
こ
こ
で
は
次
 
 

の
よ
う
な
三
つ
の
疑
問
を
通
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。
 
 
 

第
一
に
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
 
の
よ
う
に
朝
鮮
民
族
の
独
立
を
主
題
 
 

と
し
た
文
学
側
の
試
み
は
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
 
 

か
し
後
述
す
る
が
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
展
開
さ
れ
る
独
立
論
は
朝
鮮
国
内
 
 

の
言
説
と
は
隔
た
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
む
し
ろ
内
地
の
社
会
主
義
者
の
 
 

朝
鮮
独
立
言
説
を
反
復
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
興
味
深
い
 
 

の
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
主
義
者
の
言
説
は
必
ず
し
も
当
時
の
帝
国
日
本
 
 

の
植
民
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
同
化
主
義
の
言
説
と
括
抗
関
係
で
は
な
 
 

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
を
同
時
代
の
朝
鮮
 
 

の
独
立
を
め
ぐ
る
言
説
空
間
に
お
い
て
見
た
と
き
、
そ
れ
は
い
か
な
る
テ
 
 

ク
ス
ト
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
か
。
 
 
 

第
二
に
、
中
野
重
油
は
朝
鮮
に
長
い
間
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
よ
 
 

く
い
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
時
代
を
通
し
て
朝
鮮
 
 

問
題
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
作
品
と
し
て
は
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
と
「
雨
 
 

の
障
る
品
川
駅
」
の
二
踊
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
 
 

て
」
 
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
満
州
と
朝
鮮
を
同
時
に
視
野
に
 
 

い
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
野
自
身
は
そ
れ
ま
で
一
度
も
満
 
 

州
ば
か
り
か
、
朝
鮮
に
も
行
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
経
験
を
伴
な
っ
て
 
 

い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
の
朝
鮮
と
満
州
は
「
想
 
 

條
の
産
物
」
と
も
い
え
る
。
で
は
中
野
は
列
島
の
外
部
を
い
か
な
る
枠
組
 
 

み
で
想
條
し
提
え
た
の
か
、
そ
し
て
そ
こ
に
働
く
中
野
の
列
島
の
外
部
に
 
 

対
す
る
地
政
学
的
認
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
 
 
 

第
三
に
、
徒
歩
で
満
州
を
横
断
す
る
朝
鮮
人
と
い
う
設
定
が
想
起
さ
せ
 
 

る
の
は
、
彼
等
の
強
靭
な
身
体
性
と
い
え
る
。
そ
れ
は
ひ
と
ま
ず
プ
ロ
レ
 
 

タ
リ
ア
文
学
の
労
働
者
の
身
体
表
象
を
踏
襲
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
 
 

し
、
そ
の
身
体
性
が
他
な
ら
ぬ
移
動
と
い
う
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
 
 

に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
身
体
表
象
と
異
な
る
作
者
中
野
の
選
択
が
あ
っ
 
 

た
の
で
は
な
い
か
。
朝
鮮
に
渡
っ
た
こ
と
が
な
い
中
野
は
、
ど
こ
か
ら
こ
 
 

の
よ
う
な
朝
鮮
人
像
を
採
用
し
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
表
象
の
さ
 
 

れ
方
に
含
ま
れ
て
い
る
政
治
的
意
味
と
は
何
か
。
 
 

二
 
階
級
主
義
の
朝
鮮
独
立
論
と
l
九
二
〇
年
代
「
帝
国
の
思
想
」
 
 

「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
 
は
 
「
一
九
一
九
年
」
 
「
東
支
鉄
道
に
沿
う
て
、
興
 
 

安
嶺
を
超
え
、
コ
ロ
ン
パ
イ
ル
に
入
り
、
ハ
イ
ラ
ル
、
マ
ン
チ
ェ
リ
ア
、
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チ
タ
を
過
ぎ
て
遥
か
に
モ
ス
ク
ワ
に
続
い
て
い
た
」
道
を
「
十
九
に
な
つ
 
 

た
ば
か
り
の
若
い
張
と
額
に
雛
の
寄
つ
た
五
十
一
の
李
と
が
肩
を
組
み
合
 
 

わ
す
よ
う
に
し
な
が
ら
興
安
嶺
の
方
へ
急
い
で
い
た
」
と
い
う
記
述
か
ら
 
 

始
ま
る
。
彼
ら
が
徒
歩
で
急
ぐ
こ
の
道
は
、
「
汽
車
の
出
来
た
今
頃
」
は
 
 

「
選
ぶ
も
の
は
誰
も
な
い
」
道
で
あ
り
、
た
だ
「
ひ
と
儲
け
を
目
論
む
密
 
 

輸
入
業
者
」
と
彼
ら
の
 
「
合
財
袋
を
ね
ら
う
」
 
「
馬
賊
」
し
か
通
ら
な
い
 
 

「
危
つ
か
し
」
 
い
道
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
【
図
こ
 
に
見
る
よ
う
に
、
間
 
 

島
を
出
発
し
て
チ
タ
に
向
か
う
二
人
の
移
動
は
、
実
際
に
お
い
て
は
ち
ょ
 
 

う
ど
満
州
を
東
南
か
ら
西
北
へ
と
横
断
す
る
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
こ
と
 
 

が
わ
か
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
朝
鮮
人
で
あ
る
二
人
は
異
国
の
満
州
を
横
 
 

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
ま
た
、
横
断
す
る
二
人
の
 
 

目
的
地
は
な
ぜ
モ
ス
ク
ワ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
 
 

【図一】満州国地図  

の
世
界
的
全
図
の
な
か
で
計
量
さ
れ
、
新
し
い
方
針
決
定
さ
れ
、
そ
 
 

れ
が
持
ち
帰
ら
れ
、
そ
の
後
の
苦
し
い
一
年
の
あ
い
だ
に
そ
れ
が
生
 
 

か
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
一
年
が
い
ま
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
 
 
 

一
年
間
の
仕
事
の
結
果
が
モ
ス
ク
ワ
に
持
っ
て
行
か
れ
な
く
て
は
な
 
 

ら
な
い
。
ふ
た
た
び
仲
間
が
選
び
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

（
中
略
）
…
 
 

そ
れ
を
持
っ
て
行
く
人
は
…
（
中
略
）
…
頭
の
ぎ
り
ぎ
り
か
ら
足
 
 

の
爪
さ
き
ま
で
階
級
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
 

そ
し
て
李
と
張
と
が
選
ば
れ
た
。
 
 

の
で
あ
っ
た
。
李
と
張
を
モ
ス
ク
ワ
に
向
か
わ
せ
た
の
は
、
「
朝
鮮
民
 
 

族
解
放
」
の
 
「
仕
事
」
は
「
国
際
的
な
は
か
り
に
か
け
ら
れ
な
く
て
は
な
 
 

ら
な
い
」
、
「
植
民
地
運
動
の
世
界
的
全
図
の
な
か
で
計
量
さ
れ
」
な
け
れ
 
 

ば
な
ら
な
い
と
い
う
政
治
的
方
針
で
あ
る
。
反
植
民
地
運
動
の
国
際
的
に
 
 

連
帯
を
支
え
た
の
は
、
亭
っ
ま
で
も
な
く
民
族
を
超
え
た
（
階
級
）
と
い
 
 

て
」
 
に
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
る
。
「
一
九
一
〇
 
 

年
こ
の
方
と
い
う
も
の
 
「
我
々
の
朝
鮮
の
兄
弟
た
ち
」
は
身
の
毛
も
よ
だ
 
 

つ
総
督
府
政
治
の
ま
ん
中
に
叩
き
込
ま
れ
た
」
。
そ
し
て
、
そ
の
中
か
ら
 
 

「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
民
族
解
放
運
動
の
火
の
手
が
…
半
島
全
国
に
わ
 
 

た
つ
て
龍
巻
の
よ
う
に
捲
き
あ
が
つ
た
」
。
だ
が
 
「
だ
が
も
ち
ろ
ん
こ
の
 
 

仕
事
（
朝
鮮
民
族
解
放
の
仕
事
）
 
は
国
際
的
な
は
か
り
に
掛
け
ら
れ
な
く
 
 

て
は
な
ら
な
い
」
 
の
だ
。
そ
れ
で
、
 
 

あ
る
年
人
々
は
特
定
の
男
を
選
び
、
こ
の
選
ば
れ
た
仲
間
は
仕
事
 
 
 

の
総
計
を
携
え
て
モ
ス
ク
ワ
に
行
き
、
そ
こ
で
そ
れ
が
樹
矧
矧
矧
酬
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う
概
念
で
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
た
め
モ
ス
ク
ワ
に
向
か
う
人
に
は
「
頭
 
 

の
ぎ
り
ぎ
り
か
ら
足
の
爪
さ
き
ま
で
階
級
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
 
 

い
う
条
件
が
付
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
記
述
だ
け
を
取
り
上
げ
て
中
野
の
朝
鮮
認
識
の
す
べ
て
を
論
じ
る
 
 

の
は
、
言
い
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
に
お
い
て
 
 

中
野
が
打
ち
出
し
て
い
る
の
は
植
民
地
朝
鮮
の
独
立
を
階
級
主
義
に
従
属
 
 

さ
せ
る
認
識
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
が
「
雨
の
 
 

降
る
品
川
駅
」
に
お
い
て
は
「
朝
鮮
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
を
「
日
本
プ
ロ
 
 

レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
後
だ
て
前
だ
て
」
と
い
う
表
現
と
し
て
現
れ
た
こ
と
は
 
 

周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
と
し
て
は
珍
し
く
朝
鮮
問
題
に
対
 
 

す
る
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
関
心
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
現
地
の
事
情
 
 

は
や
や
異
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
山
九
年
の
三
二
独
立
運
動
 
 

は
総
督
府
の
同
化
主
義
政
策
に
対
す
る
民
族
主
義
的
な
性
格
の
抵
抗
運
動
 
 

で
あ
っ
た
し
、
ま
た
一
九
二
七
年
に
は
社
会
主
義
と
民
族
主
義
の
統
合
組
 
 

織
と
し
て
「
新
幹
会
」
が
発
足
し
た
。
こ
の
こ
と
は
朝
鮮
に
お
い
て
民
族
 
 

主
義
に
基
づ
い
た
独
立
運
動
が
決
し
て
無
視
で
き
な
い
影
響
力
を
持
っ
て
 
 

い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
 
 
 

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
時
期
中
野
の
展
開
し
て
い
る
 
 

朝
鮮
独
立
論
は
、
む
し
ろ
一
九
二
〇
年
代
内
地
の
社
会
主
義
者
の
言
説
を
 
 

反
復
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
端
的
な
例
を
日
本
共
産
党
 
 

の
機
関
誌
『
赤
旗
』
 
の
一
九
二
三
年
四
月
号
に
載
せ
ら
れ
た
「
無
産
階
級
 
 

か
ら
見
た
朝
鮮
解
放
問
題
に
関
す
る
2
9
人
か
ら
の
ア
ン
ケ
ー
ト
」
か
ら
見
 
 

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
当
時
階
級
主
義
の
立
場
か
ら
部
落
民
解
 
 

放
を
主
張
し
た
高
橋
貞
樹
は
朝
鮮
問
題
に
対
し
て
も
「
朝
鮮
の
独
立
運
動
 
 

も
、
今
は
明
確
に
無
産
階
級
自
身
の
も
の
で
あ
」
る
と
い
う
返
答
を
送
り
、
 
 

他
の
政
治
運
動
に
対
す
る
階
級
運
動
の
優
位
性
を
唱
え
た
。
『
近
代
日
本
の
 
 

社
会
主
義
と
朝
鮮
』
で
石
坂
浩
一
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
時
ほ
と
ん
ど
 
 

の
内
地
の
社
会
主
義
者
た
ち
は
民
族
運
動
な
い
し
独
立
運
動
を
無
産
階
級
 
 

運
動
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
、
前
者
を
否
定
的
に
見
る
認
識
を
示
 
 

し
た
。
 
 
 

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
動
向
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
在
日
朝
鮮
人
労
 
 

働
運
動
の
場
合
も
、
一
九
二
〇
年
代
後
半
に
入
る
と
、
民
族
主
義
を
斥
け
、
 
 

そ
の
活
動
の
方
針
と
し
て
階
級
主
義
を
前
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
る
。
 
 

山
九
二
七
年
結
成
さ
れ
た
「
在
日
本
朝
鮮
労
働
総
同
盟
」
は
綱
領
に
「
本
 
 

同
盟
は
朝
鮮
無
産
音
階
級
の
指
導
的
精
神
の
も
と
で
政
治
的
闘
争
を
展
開
 
 

し
民
族
的
解
放
を
期
す
」
と
明
記
し
、
た
と
え
民
族
よ
り
階
級
を
優
先
し
 
 

て
は
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
「
民
族
的
解
放
」
を
自
ら
の
政
治
的
課
 
 

題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
が
、
一
九
二
九
年
一
二
月
、
日
本
人
労
働
組
 
 

合
と
朝
鮮
人
労
働
組
合
と
の
統
合
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
「
日
本
労
働
組
合
 
 

全
国
協
会
」
 
（
以
下
、
全
協
）
 
に
至
っ
て
は
、
「
在
日
本
朝
鮮
人
労
働
者
階
 
 

級
の
利
益
」
は
「
民
族
的
闘
争
を
放
棄
し
」
、
「
徹
底
的
に
左
翼
労
働
組
合
」
 
 

の
見
地
か
ら
目
指
す
こ
と
を
公
言
し
、
「
民
族
的
利
益
の
階
級
的
利
益
へ
の
 
 

｛
3
）
 
 

従
属
」
を
明
ら
か
に
し
た
。
 
 
 

内
地
の
社
会
主
義
運
動
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
（
民
族
か
ら
階
級
へ
）
 
 

の
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
一
九
二
八
年
二
月
に
行
な
わ
れ
た
コ
ミ
ン
 
 

テ
ル
ン
第
六
回
大
会
を
き
っ
か
け
と
す
る
ソ
ビ
エ
ト
の
反
植
民
地
運
動
に
 
 

関
す
る
政
策
の
変
化
で
あ
っ
た
。
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
の
大
会
で
い
わ
ゆ
る
 
 

「
一
国
一
党
主
義
の
原
則
」
が
採
択
さ
れ
る
と
、
そ
の
後
開
か
れ
た
プ
ロ
 
 

フ
ィ
テ
ル
ン
第
四
回
大
会
で
は
、
そ
の
方
針
に
従
っ
て
 
「
日
本
労
働
組
合
 
 

評
議
会
と
在
日
本
朝
鮮
労
働
総
同
盟
の
合
同
に
関
す
る
勧
告
」
が
決
め
ら
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れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
 
「
勧
告
」
を
受
け
入
れ
た
日
本
共
産
党
の
指
導
 
 

の
下
で
、
日
本
人
労
働
組
合
と
在
日
朝
鮮
人
労
働
組
合
と
の
統
合
組
織
と
 
 

し
て
 
「
全
協
」
 
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

コ
ミ
ン
テ
ル
ン
第
六
回
大
会
を
発
端
と
す
る
こ
う
し
た
内
地
労
働
運
動
 
 

の
再
編
の
動
き
は
、
一
九
二
八
年
一
〇
月
の
時
点
で
、
な
ぜ
国
際
主
義
・
 
 

階
級
主
義
に
民
族
解
放
と
い
う
課
題
を
従
属
さ
せ
る
朝
鮮
人
を
描
い
た
小
 
 

説
が
共
産
党
の
合
法
的
機
関
誌
と
さ
れ
た
 
『
無
産
者
新
聞
』
 
に
誉
場
し
た
 
 

の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
、
あ
る
回
答
を
与
え
て
く
れ
る
。
お
そ
ら
く
 
 

「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
 
の
背
後
に
は
、
「
全
協
」
 
の
結
成
を
控
え
て
、
日
 
 

本
人
労
働
者
の
階
級
的
連
帯
意
識
を
高
め
よ
う
と
す
る
政
治
的
要
請
が
働
 
 

い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
意
味
で
 
「
頭
の
ぎ
り
ぎ
り
か
ら
足
の
爪
 
 

さ
き
ま
で
階
級
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
朝
鮮
人
、
す
な
わ
ち
徹
底
的
 
 

に
階
級
意
識
を
内
面
化
し
た
朝
鮮
人
の
姿
は
、
中
野
が
日
本
人
労
働
者
に
 
 

示
そ
う
と
し
た
理
想
的
な
労
働
者
懐
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
 
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
 
に
お
い
て
中
野
が
展
開
 
 

し
た
朝
鮮
独
立
論
は
、
実
際
の
植
民
地
朝
鮮
で
朝
鮮
人
に
よ
っ
て
打
ち
出
 
 

さ
れ
た
独
立
論
と
は
隔
た
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
 
 

に
、
む
し
ろ
一
九
二
〇
年
代
内
地
の
社
会
主
義
者
た
ち
が
共
有
さ
れ
て
い
 
 

た
認
識
の
「
反
復
」
あ
る
い
は
「
引
用
」
と
し
て
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
こ
 
 

と
は
朝
鮮
内
の
事
情
に
関
す
る
中
野
の
無
知
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
わ
 
 

れ
る
が
、
階
級
主
義
に
基
づ
い
た
朝
鮮
独
立
論
の
畢
む
問
題
性
は
そ
こ
に
 
 

と
ど
ま
ら
な
い
。
民
族
を
超
え
る
階
級
主
義
は
日
本
（
人
）
と
朝
鮮
（
人
）
 
 

の
関
係
に
つ
い
て
、
同
時
代
的
に
展
開
さ
れ
た
同
化
主
義
の
言
説
と
両
民
 
 

族
間
の
文
化
的
・
人
種
的
差
異
を
認
め
な
い
論
理
構
造
を
共
有
し
た
こ
と
 
 

に
よ
り
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

日
本
植
民
地
政
策
の
特
徴
の
一
つ
は
、
被
支
配
者
を
支
配
者
で
あ
る
日
 
 

本
人
と
同
一
的
な
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
総
督
府
は
、
朝
 
 

鮮
人
と
日
本
人
と
の
区
別
を
制
度
的
に
温
存
し
な
が
ら
も
、
表
面
で
は
 
 

（
血
の
同
一
性
）
に
よ
る
朝
鮮
人
の
日
本
人
化
を
標
梼
し
た
。
た
と
え
ば
、
 
 

総
督
府
は
吉
野
作
造
の
同
化
政
策
批
判
に
対
し
て
、
「
神
功
皇
后
、
桓
武
 
 

天
皇
さ
へ
も
朝
鮮
王
族
の
血
統
を
引
い
て
居
る
事
を
日
本
側
の
史
籍
に
明
 
 

記
し
て
居
る
」
 
ほ
ど
に
「
日
鮮
人
」
 
は
「
同
族
」
 
で
あ
る
か
ら
、
同
化
は
 
 

可
能
だ
と
反
論
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
論
理
が
よ
り
強
 
 

化
さ
れ
た
か
た
ち
で
現
れ
た
の
が
、
三
・
一
独
立
運
動
以
後
、
斉
藤
実
総
 
 

督
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
 
（
文
化
政
治
）
 
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
れ
以
後
、
同
化
政
策
が
推
し
進
め
ら
れ
る
の
と
並
行
す
る
か
た
ち
 
 

で
、
一
九
二
〇
年
代
を
通
し
て
と
り
わ
け
人
類
学
、
言
語
学
な
ど
を
中
心
 
 

と
し
て
日
本
と
朝
鮮
と
の
類
似
性
 
（
同
一
性
）
を
唱
え
る
言
説
－
い
わ
ゆ
 
 

る
帝
国
の
思
想
－
が
広
く
生
産
・
流
布
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
日
朝
同
祖
 
 

論
で
有
名
な
鳥
居
能
蔵
は
、
三
・
一
独
立
運
動
が
民
族
自
決
主
義
に
触
発
 
 

さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
あ
る
人
は
「
民
族
自
決
」
上
、
朝
鮮
人
は
内
 
 

地
人
よ
り
分
離
し
て
独
立
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
呼
び
ま
す
が
、
こ
れ
も
ま
た
 
 

大
い
に
誤
つ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
日
鮮
人
は
 
 

民
族
と
し
て
同
一
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
互
い
に
同
一
の
民
族
が
、
分
離
し
 
 

て
別
に
独
立
す
る
と
い
う
理
由
が
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か
」
（
「
日
鮮
人
は
「
同
 
 

源
」
な
り
」
 
『
同
源
』
一
九
二
〇
年
八
月
号
）
 
と
い
い
、
分
離
独
立
は
む
 
 

し
ろ
民
族
自
決
主
義
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
論
理
を
展
開
し
た
こ
 
 

T
エ
 
 

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

ま
た
注
目
さ
れ
る
主
張
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
天
皇
主
義
者
の
中
に
も
 
 

見
ら
れ
る
。
天
皇
主
義
歴
史
学
者
と
し
て
知
ら
れ
た
喜
田
貞
吉
は
「
我
が
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日
本
民
族
は
、
も
と
〈
種
々
の
変
つ
た
種
族
か
ら
成
り
立
っ
た
複
合
民
 
 

族
で
あ
」
 
り
、
ま
た
日
本
と
朝
鮮
は
か
つ
て
同
じ
民
族
が
住
む
同
一
領
域
 
 

だ
つ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
後
も
渡
来
人
の
記
録
は
多
く
、
新
撰
姓
氏
緑
で
 
 

は
約
三
分
の
一
が
渡
来
人
系
で
あ
る
と
主
張
し
、
日
本
民
族
の
成
立
に
お
 
 

ニ
ュ
 
い
て
「
単
一
民
族
論
」
を
否
定
し
た
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
論
者
達
は
、
当
時
の
日
本
を
純
粋
な
単
一
民
族
国
家
で
は
な
 
 

く
、
複
数
の
民
族
で
構
成
さ
れ
た
 
（
帝
国
）
 
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
上
、
 
 

新
し
く
帝
国
に
包
摂
さ
れ
た
異
民
族
を
い
か
に
帝
国
に
統
合
さ
せ
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
か
を
考
え
た
点
に
お
い
て
共
通
す
る
。
た
だ
、
彼
ら
は
そ
の
統
 
 

合
の
根
拠
と
し
て
日
本
と
朝
鮮
と
の
言
語
的
・
人
種
的
な
類
似
性
を
取
り
 
 

上
げ
た
点
に
お
い
て
、
彼
ら
は
純
粋
な
帝
国
の
思
想
家
と
い
う
よ
り
、
帝
 
 

国
日
本
を
拡
大
し
た
国
民
国
家
と
し
て
思
考
し
た
人
た
ち
だ
っ
た
と
い
え
 
 

る
。
と
い
う
の
も
、
言
語
と
人
種
の
類
似
性
は
近
代
的
国
民
の
創
出
を
可
 
 

能
に
し
た
重
要
な
媒
介
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
、
帝
国
の
思
想
と
当
時
内
地
の
社
会
主
義
者
た
ち
の
階
 
 

級
主
義
的
な
朝
鮮
独
立
論
は
、
現
実
的
に
あ
か
ら
さ
ま
に
存
在
し
た
人
 
 

種
・
習
慣
二
言
語
な
ど
に
お
い
て
の
朝
鮮
人
と
日
本
人
と
の
差
異
を
（
否
 
 

定
）
・
（
無
化
）
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
共
鳴
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

朝
鮮
問
題
に
関
し
て
 
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
 
の
問
題
性
は
、
先
行
論
が
指
 
 

摘
し
た
よ
う
な
「
朝
鮮
民
族
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
」
の
不
在
の
結
果
、
（
他
 
 

者
と
し
て
の
朝
鮮
）
 
に
対
す
る
 
（
無
知
）
を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
こ
と
よ
 
 

り
、
そ
の
よ
う
な
無
知
を
も
た
ら
し
た
階
級
主
義
的
発
想
が
、
そ
の
政
治
 
 

的
立
場
の
差
異
を
超
え
て
、
日
本
の
帝
国
主
義
支
配
を
正
当
化
し
た
帝
国
 
 

の
思
想
と
朝
鮮
の
他
者
性
を
無
化
・
否
定
す
る
認
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
 
 

と
か
ら
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
被
植
民
者
と
し
 
 

て
の
朝
鮮
の
人
々
が
抱
い
て
い
た
 
（
差
異
）
 
へ
の
意
識
が
考
慮
さ
れ
る
余
 
 

地
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
結
局
、
朝
鮮
人
労
働
組
合
と
日
本
人
労
働
組
合
 
 

の
統
合
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
「
全
協
」
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
人
組
合
員
 
 

T
エ
 
 

数
の
激
減
と
い
う
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 

三
 
語
ら
れ
た
満
州
と
隠
蔽
さ
れ
た
満
州
 
 

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
に
お
け
る
朝
鮮
に
関
 
 

す
る
記
述
は
日
本
に
よ
る
暴
力
的
な
支
配
が
行
な
わ
れ
る
空
間
認
識
に
よ
 
 

る
も
の
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
そ
れ
は
総
督
府
政
治
下
に
置
か
れ
た
朝
 
 

鮮
民
族
の
状
況
を
「
恐
ろ
し
い
こ
の
ル
ツ
ボ
の
底
で
彼
等
は
肉
と
骨
と
血
 
 

と
を
ド
ロ
ド
ロ
混
ぜ
に
鴇
き
砕
か
れ
た
」
と
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
端
的
に
 
 

見
て
と
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
植
民
地
朝
鮮
の
独
立
を
目
指
す
主
人
公
た
 
 

ち
は
、
朝
鮮
を
離
れ
て
「
間
島
」
を
中
心
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
 
 

た
。
こ
の
よ
う
な
設
定
が
暗
示
す
る
こ
と
は
、
朝
鮮
内
部
の
い
か
な
る
反
 
 

発
も
許
さ
な
い
総
督
府
政
治
の
徹
底
し
た
支
配
の
現
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
 
 

し
、
朝
鮮
が
こ
の
よ
う
に
日
本
の
政
治
的
・
軍
事
的
の
植
民
地
と
し
て
、
 
 

そ
の
表
象
が
単
一
化
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
中
の
満
州
 
 

は
明
ら
か
に
多
面
的
に
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
満
州
は
列
島
と
は
適
う
 
（
異
国
）
 
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
二
 
 

人
の
主
人
公
が
移
動
す
る
満
州
の
道
は
そ
れ
は
 
「
密
輸
入
業
者
」
 
と
彼
ら
 
 

の
 
「
重
み
の
あ
る
合
財
袋
を
ね
ら
う
あ
の
風
の
よ
う
に
去
来
す
る
馬
賊
の
 
 

群
」
 
の
み
が
利
用
す
る
道
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
 
 

の
満
州
へ
の
侵
略
が
始
ま
っ
た
時
期
か
ら
、
馬
賊
は
満
州
の
地
域
性
を
あ
 
 

ら
わ
す
存
在
と
し
て
認
知
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
当
時
の
満
州
案
内
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記
は
「
馬
賊
」
を
「
兎
も
角
支
那
特
有
の
厄
介
な
代
物
で
、
我
国
で
は
個
 
 

人
又
は
多
少
の
結
合
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
が
、
彼
ら
は
其
の
広
大
な
天
地
を
利
 
 

用
し
て
。
堂
々
と
軍
隊
的
大
集
団
を
組
織
し
、
出
没
自
在
、
白
日
公
然
と
 
 

＝
－
■
 
 

押
し
歩
く
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
こ
か
ら
馬
賊
が
満
州
の
地
域
性
を
あ
 
 

ら
わ
す
記
号
と
し
て
の
機
能
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
 
 
 

朝
鮮
と
満
州
を
同
時
に
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
満
州
だ
け
に
地
域
性
を
あ
 
 

た
え
る
ま
な
ぎ
し
は
、
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
満
州
と
朝
鮮
を
語
 
 

る
側
に
お
い
て
満
州
だ
け
が
外
部
と
し
て
認
知
す
る
地
理
的
感
覚
に
連
動
 
 

す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
満
州
と
朝
鮮
を
め
ぐ
る
地
域
表
象
の
差
異
 
 

は
満
州
と
朝
鮮
を
（
外
／
内
）
と
し
て
分
割
す
る
境
界
意
識
の
表
出
と
い
 
 

え
る
。
と
こ
ろ
が
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
境
界
意
識
が
同
時
代
 
 

の
地
図
や
旅
行
案
内
記
、
そ
し
て
植
民
地
文
学
に
も
確
認
で
き
る
と
い
う
 
 

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
帝
国
の
版
図
を
あ
ら
わ
す
地
図
【
図
二
】
に
 
 

見
る
よ
う
に
、
朝
鮮
と
列
島
は
同
じ
色
で
塗
ら
れ
て
い
る
に
対
し
て
、
満
 
 

州
は
別
の
色
で
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
図
の
列
島
外
部
へ
の
 
 

眼
差
し
は
言
う
ま
で
も
な
く
朝
鮮
と
満
州
の
間
に
境
界
を
想
像
す
る
も
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
境
界
意
識
は
内
地
延
長
主
義
と
い
う
立
場
か
ら
書
 
 

か
れ
た
朝
鮮
の
旅
行
案
内
記
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

釜
山
か
ら
鉄
道
を
汽
車
で
北
へ
北
へ
進
み
、
最
早
や
朝
鮮
と
支
那
 
 

と
の
国
境
に
迫
る
節
義
州
を
通
り
、
有
名
な
開
閉
式
鉄
橋
に
依
つ
て
 
 
 

鴨
緑
江
を
渡
り
、
安
東
県
に
這
入
る
時
の
感
じ
は
、
誰
で
も
顔
も
興
 
 
 

味
す
く
な
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
ら
う
と
思
ふ
。
第
一
は
其
の
心
持
で
あ
 
 

る
。
内
地
か
ら
朝
鮮
へ
人
つ
て
も
、
元
来
が
我
が
勢
力
範
囲
内
の
地
 
 

へ
釆
た
迄
で
、
内
地
と
何
の
変
は
り
も
な
く
、
謂
は
ば
内
地
の
延
長
 
 

に
他
な
ら
な
い
。
景
色
の
規
模
と
い
ひ
、
農
村
乃
至
家
屋
の
情
態
と
 
 

い
ひ
、
大
体
総
て
日
本
式
で
あ
る
。
然
る
に
鴨
緑
江
を
超
え
て
安
東
 
 
 

県
に
、
西
へ
北
へ
進
む
に
従
つ
て
、
荒
漠
た
る
平
野
の
大
光
景
を
望
 
 

（
H
）
 
 

む
に
当
つ
て
は
、
打
っ
て
変
つ
た
大
陸
気
分
と
な
つ
て
仕
舞
ふ
。
 
 

こ
の
著
者
に
お
い
て
朝
鮮
は
内
地
の
延
長
で
あ
る
が
、
満
州
は
あ
き
ら
 
 

か
に
内
地
と
は
異
な
る
風
貌
を
も
っ
た
地
域
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 

【図二】帝国日本の版図  

（『日本地理体系j改造社、一九二九より）  
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言
い
換
え
る
と
、
朝
鮮
は
内
地
の
一
部
と
し
て
、
満
州
は
外
部
と
し
て
み
 
 

な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
も
満
州
の
自
然
の
広
大
さ
と
 
 

い
う
特
徴
が
 
「
大
陸
」
 
と
い
う
言
葉
で
記
述
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
目
を
 
 

ひ
く
が
、
ま
さ
に
そ
の
 
「
大
陸
的
」
な
満
州
表
象
が
満
州
を
「
島
」
と
し
 
 

て
の
日
本
と
は
異
な
る
空
間
と
し
て
、
当
時
の
人
々
の
も
っ
て
い
た
外
部
 
 

の
イ
メ
ー
ジ
に
介
入
し
た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
難
し
く
な
 
 

い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
朝
鮮
と
満
州
を
内
と
外
と
し
て
区
別
す
る
認
 
 

識
は
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
幾
つ
か
の
例
に
限
ら
れ
た
現
象
で
は
な
か
っ
 
 

へ
り
ユ
 
 

た
こ
と
も
加
え
て
お
き
た
い
 

次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
統
治
権
力
が
不
在
で
あ
る
か
の
よ
う
な
満
 
 

州
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
満
州
と
い
う
地
域
と
は
も
と
も
と
関
係
が
な
い
 
 

外
部
者
の
存
在
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
モ
ス
ク
ワ
指
 
 

し
て
」
 
の
満
州
に
は
日
本
軍
だ
け
で
は
な
く
、
「
白
の
反
革
命
党
」
、
す
な
 
 

わ
ち
白
系
ロ
シ
ア
人
も
登
場
す
る
。
そ
こ
に
日
本
軍
の
監
視
を
避
け
な
が
 
 

ら
満
州
を
横
断
す
る
二
人
の
朝
鮮
人
を
加
え
る
な
ら
、
満
州
は
ま
さ
に
異
 
 

な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
を
持
っ
た
人
々
が
共
存
す
る
空
間
と
し
て
浮
上
す
 
 

る
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
こ
の
よ
う
な
記
述
は
満
州
に
は
土
着
的
な
統
治
権
 
 

力
が
不
在
し
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
繋
が
り
か
ね
な
い
点
に
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
中
野
は
満
州
を
単
に
馬
賊
が
走
り
回
る
、
異
国
の
イ
メ
ー
ジ
 
 

だ
け
で
捉
え
て
は
い
な
い
。
中
野
は
二
人
の
主
人
公
の
徒
歩
移
動
を
も
た
 
 

ら
し
た
、
満
州
に
お
け
る
日
本
の
鉄
道
支
配
の
現
実
も
書
き
込
ん
で
い
 
 

る
。
こ
こ
で
中
野
は
明
ら
か
に
満
州
を
植
民
地
と
し
て
表
象
し
て
い
る
の
 
 

で
あ
る
。
植
民
地
と
し
て
の
満
州
を
考
え
る
際
に
、
鉄
道
は
そ
れ
を
象
徴
 
 

す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
日
本
に
 
 

よ
っ
て
管
理
・
支
配
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
植
民
 
 

者
の
日
本
側
と
被
植
民
者
と
し
て
の
原
住
民
の
間
の
 
（
戦
い
の
現
場
）
と
 
 

い
う
側
面
に
も
っ
と
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

台
湾
縦
貫
鉄
道
や
南
満
州
鉄
道
に
つ
い
て
は
、
「
敵
」
は
ま
さ
に
 
 

は
破
壊
者
と
し
て
、
妨
害
者
で
あ
り
、
邪
魔
者
と
し
て
鉄
道
建
設
者
、
 
 

あ
る
い
は
鉄
道
の
保
護
者
た
ち
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
た
。
・
‥
張
作
 
 

森
の
乗
っ
た
列
車
爆
破
は
日
本
軍
自
体
の
陰
謀
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
 
 

「
満
鉄
」
や
「
関
東
軍
」
に
敵
対
す
る
も
の
の
仕
業
で
あ
る
と
日
本
 
 

側
が
デ
マ
宣
伝
す
る
程
度
に
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
っ
た
の
で
あ
 
 
 

り
、
列
車
の
運
行
妨
寄
、
破
壊
行
為
、
襲
撃
な
ど
は
、
こ
れ
ら
の
植
 
 
 

民
地
鉄
道
が
決
し
て
被
植
民
地
の
人
々
に
快
く
受
け
入
れ
れ
て
い
た
 
 

（
川
）
 
 

の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
白
に
し
て
い
る
。
 
 

当
時
、
満
州
で
は
鉄
道
を
め
ぐ
る
日
本
の
 
「
独
立
守
備
隊
」
と
「
路
線
 
 

の
ボ
ル
ト
や
枕
木
な
ど
が
抜
き
取
」
 
っ
た
り
、
列
車
が
「
減
速
し
た
と
き
 
 

を
ね
ら
っ
て
貨
車
に
飛
び
乗
り
、
積
み
荷
を
盗
む
」
事
件
が
頻
繁
に
行
な
 
 

（
‖
）
 
 

わ
れ
た
。
つ
ま
り
満
州
の
鉄
道
は
満
州
の
人
々
に
は
「
植
民
地
鉄
道
」
と
 
 

し
て
見
な
さ
れ
、
「
決
し
て
被
植
民
地
の
人
々
に
快
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
 
 

た
の
で
は
な
か
っ
た
」
 
の
で
あ
る
。
滴
州
の
鉄
道
に
関
わ
る
植
民
地
性
の
 
 

本
質
を
な
し
て
い
た
の
は
、
鉄
道
の
運
行
を
妨
害
す
る
原
住
民
の
行
為
や
 
 

そ
の
背
後
に
潜
ん
で
い
る
不
満
の
心
情
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
滴
州
の
鉄
道
を
支
配
・
管
理
す
る
日
本
軍
を
描
き
な
が
ら
 
 

も
、
中
野
は
た
だ
一
人
の
反
抗
す
る
満
州
の
人
も
登
場
さ
せ
て
い
な
い
。
 
 

テ
ク
ス
ト
に
は
、
支
配
す
る
日
本
軍
は
あ
っ
て
も
、
抵
抗
す
る
被
植
民
者
 
 

の
姿
は
み
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
テ
ク
ス
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ト
の
主
題
、
つ
ま
り
「
植
民
地
運
動
に
お
け
る
国
際
的
連
帯
」
 
と
い
う
観
 
 

点
か
ら
み
る
と
、
総
督
府
に
押
し
っ
ぶ
さ
れ
て
い
る
朝
鮮
人
と
同
じ
く
、
 
 

独
立
守
備
隊
の
暴
行
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
満
州
の
人
々
＝
定
住
者
も
そ
の
 
 

連
帯
の
対
象
に
な
る
べ
き
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
 
 

に
は
連
帯
す
べ
き
も
う
ひ
と
つ
の
他
者
が
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
 
 

る
・
、
 
 
 

で
は
、
こ
の
 
「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
植
民
地
的
他
 
 

者
に
関
す
る
、
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
二
重
の
排
除
の
論
理
の
上
、
成
り
 
 

立
っ
て
い
る
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
つ
ま
り
、
朝
鮮
は
他
者
と
し
て
の
 
 

資
格
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
な
ら
、
満
州
の
人
々
は
連
帯
の
対
 
 

象
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
植
民
地
 
 

表
象
に
お
い
て
の
問
題
は
、
民
族
性
を
感
じ
さ
せ
な
い
朝
鮮
描
写
で
は
な
 
 

く
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
排
除
の
論
理
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
 
 

四
 
「
達
し
き
」
朝
鮮
人
と
在
日
朝
鮮
人
労
働
者
の
表
象
 
 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
モ
ス
ク
ワ
に
向
か
う
李
と
張
と
い
う
二
人
の
朝
 
 

鮮
人
は
何
よ
り
も
階
級
主
義
を
内
面
化
し
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
 
 

る
。
そ
の
た
め
と
い
う
べ
き
か
、
二
人
の
間
に
展
開
さ
れ
る
言
い
争
い
も
 
 

モ
ス
ク
ワ
行
と
い
う
任
務
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
け
が
を
し
た
自
分
を
 
 

残
し
て
一
人
で
も
道
を
急
ぐ
こ
と
を
促
す
李
に
対
し
て
、
張
は
約
束
さ
れ
 
 

た
時
間
に
間
に
合
う
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
二
人
は
と
も
 
 

に
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
い
返
す
。
任
さ
れ
た
任
務
の
達
成
を
 
 

優
先
す
る
李
に
対
し
て
、
張
は
二
人
を
「
組
み
合
わ
せ
た
」
仲
間
た
ち
の
 
 
 

「
意
志
」
を
ぶ
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
二
人
の
人
物
造
型
 
 

に
お
い
て
モ
ス
ク
ワ
行
と
い
う
政
治
的
行
為
だ
け
が
過
剰
に
霜
出
し
て
い
 
 

る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
人
物
造
型
が
登
場
人
物
の
性
格
を
単
純
化
す
る
こ
と
は
い
 
 

う
ま
で
も
な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
の
朝
鮮
人
表
象
と
い
う
問
題
と
締
め
て
考
 
 

え
る
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、
二
人
の
行
動
と
思
考
を
決
定
す
る
要
因
 
 

と
し
て
 
（
桝
鮮
人
）
 
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
い
か
 
 

な
る
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
中
で
 
 

二
人
が
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
の
は
、
「
李
」
と
 
「
張
」
 
 

と
い
う
名
前
し
か
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
先
行
 
 

論
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
中
野
は
日
本
（
人
）
 
の
他
者
と
し
て
の
朝
鮮
 
 

（
人
）
 
に
 
「
無
知
」
だ
っ
た
と
い
え
る
。
 
 
 

し
か
し
、
他
者
性
の
除
去
さ
れ
た
政
治
的
人
間
と
し
て
の
造
型
と
は
別
 
 

に
、
満
州
を
徒
歩
で
横
断
す
る
と
い
う
設
定
は
階
級
主
義
の
よ
う
な
発
想
 
 

に
還
元
で
き
な
い
、
朝
鮮
人
を
そ
の
身
体
性
か
ら
捉
え
る
発
想
の
介
入
が
 
 

認
め
ら
れ
る
。
間
島
か
ら
チ
タ
ま
で
を
歩
い
て
移
動
す
る
朝
鮮
人
が
喚
起
 
 

さ
せ
る
の
は
、
強
靭
な
肉
体
 
（
身
体
）
 
能
力
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
だ
 
 

強
鞄
な
身
体
性
に
限
っ
て
い
う
と
、
そ
れ
は
す
で
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
 
 

の
労
働
者
表
象
に
も
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
朝
鮮
人
表
象
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
 
（
移
動
）
 
 

と
い
う
行
為
と
結
び
つ
い
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
、
（
移
動
）
 
と
い
 
 

う
行
為
と
身
体
性
を
結
び
つ
け
る
ま
な
ぎ
し
は
一
九
二
〇
年
代
の
闘
鮮
人
 
 

労
働
者
の
表
象
に
確
認
で
き
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の
朝
鮮
人
表
象
が
一
 
 

九
二
〇
年
代
在
日
朝
鮮
人
労
働
者
、
と
り
わ
け
土
木
工
事
に
従
事
し
た
労
 
 

働
者
を
め
ぐ
っ
て
生
産
・
流
通
さ
れ
た
一
連
の
表
象
が
関
わ
っ
て
き
た
可
 
 

能
性
を
示
唆
す
る
。
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先
に
テ
ク
ス
ト
の
成
立
の
背
景
に
は
朝
鮮
人
労
働
組
合
と
日
本
人
労
働
 
 

組
合
と
の
統
合
と
い
う
内
地
労
働
運
動
の
再
編
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
 
 

つ
い
て
言
及
し
た
が
、
統
合
組
織
と
し
て
の
 
「
全
協
」
に
所
属
し
た
在
日
 
 

労
働
者
の
半
分
以
上
は
土
木
労
働
者
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
 
 

ク
ス
ト
の
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
、
日
本
人
労
働
者
た
ち
が
頻
り
に
目
 
 

に
し
た
朝
鮮
人
労
働
者
と
は
お
そ
ら
く
土
木
労
働
に
従
事
す
る
人
達
で
 
 

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
 
 
 

で
は
、
朝
鮮
人
土
木
労
働
者
は
日
本
人
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
さ
れ
て
 
 

い
た
の
か
。
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
後
、
社
会
調
査
の
流
行
に
と
も
な
っ
 
 

て
、
在
日
朝
鮮
人
に
対
す
る
実
態
調
査
も
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
中
 
 

で
は
朝
鮮
人
土
木
労
働
者
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
日
本
人
を
上
回
る
身
体
 
 

能
力
に
関
す
る
記
述
が
反
復
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
一
九
二
九
年
（
昭
和
 
 

四
年
）
東
京
府
社
会
課
に
よ
っ
て
発
刊
さ
れ
た
『
在
京
朝
鮮
人
労
働
者
現
 
 

状
』
 
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
 
 
 

彼
ら
の
労
働
状
態
は
現
場
に
於
い
て
は
其
の
逢
し
き
体
力
を
以
て
 
 

急
が
ず
迫
ら
ず
悠
々
と
し
て
重
量
物
の
運
搬
に
、
地
堀
り
に
、
ト
ロ
 
 

押
し
に
あ
る
い
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
作
業
に
従
事
…
 
 
 

肩
荷
役
二
依
ル
貨
物
ノ
運
搬
ニ
ハ
鮮
人
ノ
方
優
レ
リ
、
従
ッ
テ
最
 
 

高
収
入
額
モ
多
シ
 
（
N
倉
庫
神
戸
支
店
）
 
 
 

総
ジ
テ
垂
キ
モ
ノ
ヲ
脊
又
ハ
肩
ノ
カ
ニ
依
リ
テ
運
搬
ス
ル
等
ノ
仕
 
 

事
ハ
、
彼
等
ノ
最
モ
得
意
ト
ス
ル
所
ナ
リ
 
（
Q
土
木
株
式
会
社
出
張
 
 

所
）
 
 
 内

地
人
卜
大
差
ナ
ケ
レ
ト
モ
、
肩
荷
役
ニ
ヨ
ル
貨
物
ノ
運
搬
二
就
 
 

テ
ハ
鮮
人
ノ
方
遥
二
耐
久
力
強
シ
 
（
S
倉
庫
神
戸
支
店
）
 
 
 

在
日
朝
鮮
人
労
働
者
の
主
流
を
成
し
て
い
た
点
以
外
、
以
上
の
引
用
の
 
 

記
述
か
ら
す
る
と
、
読
者
と
し
て
の
日
本
人
労
働
者
が
満
州
を
徒
歩
で
移
 
 

動
す
る
撃
と
張
の
姿
か
ら
朝
鮮
人
土
木
労
働
者
を
連
想
す
る
可
能
性
は
高
 
 

い
。
ま
ず
、
「
達
し
き
体
力
」
 
の
持
主
と
い
う
点
に
お
い
て
二
人
の
主
人
 
 

公
と
朝
鮮
人
労
働
者
は
重
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
連
想
を
う
な
が
す
も
う
 
 

一
つ
の
要
素
は
、
両
者
と
も
「
運
搬
す
る
＝
運
ぷ
」
行
為
の
逆
行
者
と
し
 
 

て
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
の
引
用
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
朝
 
 

鮮
人
労
働
者
の
主
な
作
業
は
土
木
現
場
で
重
い
も
の
を
「
運
ぷ
」
こ
と
で
 
 

あ
っ
た
。
同
様
、
満
州
を
移
動
す
る
二
人
の
朝
鮮
人
に
託
さ
れ
た
の
は
、
 
 

「
（
朝
鮮
で
の
二
年
間
の
仕
事
の
結
果
を
…
日
本
と
張
作
寮
と
白
の
反
革
 
 

命
発
と
の
共
同
の
網
の
目
を
く
ぐ
り
抜
け
て
首
尾
よ
く
モ
ス
ク
ワ
に
届
け
 
 

る
」
 
こ
と
、
つ
ま
り
朝
鮮
で
の
活
動
の
結
果
を
モ
ス
ク
ワ
ま
で
 
（
運
ぶ
＝
 
 

運
搬
す
る
）
 
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
連
想
関
係
は
定
か
で
は
な
い
も
の
の
、
中
野
重
治
が
主
人
 
 

公
の
造
型
に
お
い
て
当
時
の
朝
鮮
人
土
木
労
働
者
像
を
参
考
に
し
た
可
能
 
 

性
を
う
か
が
わ
せ
る
。
た
だ
本
稿
に
と
っ
て
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
連
想
 
 

関
係
そ
の
も
の
よ
り
、
「
達
し
き
体
力
」
の
持
主
と
し
て
の
朝
鮮
人
表
象
 
 

に
は
あ
る
種
の
 
（
人
種
的
偏
見
）
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
一
九
二
五
年
に
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
が
ま
と
め
た
 
『
土
工
紡
 
 

績
工
鉱
夫
と
し
て
の
鮮
人
労
働
者
』
 
で
は
「
現
今
内
地
渡
来
鮮
人
労
働
者
 
 

の
大
部
分
は
其
の
筋
力
の
勝
れ
た
る
点
、
機
械
作
業
に
不
適
な
る
点
、
団
 
 

結
的
労
働
を
審
ぷ
点
等
よ
り
し
て
最
も
土
木
工
事
に
」
適
し
て
お
り
、
「
終
 
 

日
筋
力
を
駆
使
せ
し
も
殆
ど
倦
む
こ
と
を
知
ら
ず
」
、
性
格
は
「
比
較
的
 
 

温
順
」
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
い
っ
そ
う
露
骨
な
仕
方
で
そ
う
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し
た
 
「
人
種
的
偏
見
」
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
朝
鮮
人
労
働
 
 

者
の
な
か
に
「
疲
れ
る
こ
と
を
知
ら
ぬ
た
く
ま
し
き
筋
力
」
と
「
温
順
さ
」
 
 

を
見
出
し
、
他
方
で
は
産
業
化
の
産
物
た
る
機
械
的
な
労
働
か
ら
彼
ら
の
 
 

資
質
を
遠
ぎ
け
て
お
く
。
こ
の
構
図
か
ら
は
、
「
文
明
」
 
の
保
持
者
で
あ
 
 

る
帝
国
が
い
ま
だ
「
野
蛮
」
な
植
民
地
に
ま
な
ぎ
し
を
向
け
て
い
く
と
い
 
 

l
い
っ
 
 

う
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
視
線
の
表
出
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
指
摘
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
 
 

ロ
ニ
ア
ル
的
ま
な
ぎ
し
が
生
み
出
し
た
朝
鮮
人
表
象
は
、
朝
鮮
人
労
働
者
 
 

の
現
実
に
対
す
る
あ
る
 
（
転
倒
）
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
二
 
 

五
年
に
東
京
地
方
職
業
紹
介
事
務
局
が
ま
と
め
た
 
『
土
工
紡
績
工
鉱
夫
と
 
 

し
て
の
鮮
人
労
働
者
』
 
に
は
、
な
ぜ
た
く
さ
ん
の
朝
鮮
人
た
ち
が
土
木
労
 
 

働
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
「
筋
肉
力
の
強
く
事
以
外
 
 

の
特
徴
な
き
を
以
て
自
然
産
業
関
係
の
直
接
生
産
に
適
せ
ず
極
め
て
簡
易
 
 

な
る
工
場
稚
役
…
に
於
て
や
や
多
数
の
就
職
者
あ
る
外
大
部
分
は
簡
単
な
 
 

る
筋
肉
動
労
方
面
に
駆
逐
さ
る
る
結
果
と
な
っ
」
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
 
 

す
な
わ
ち
朝
鮮
人
労
働
者
が
主
に
土
木
労
働
者
と
な
っ
た
の
は
、
「
筋
肉
以
 
 

外
樽
徴
が
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
の
道
で
 
 

あ
っ
た
。
朝
鮮
人
の
土
木
労
働
者
化
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
植
民
地
出
身
 
 

の
人
々
に
対
す
る
差
別
意
識
に
基
づ
い
た
内
地
の
差
別
的
な
労
働
市
場
構
 
 

造
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
朝
鮮
人
の
 
「
達
し
き
体
力
」
 
は
土
木
労
働
を
余
儀
 
 

な
く
さ
れ
た
彼
ら
の
姿
か
ら
事
後
的
に
発
見
さ
れ
た
特
徴
と
し
て
見
る
べ
 
 

き
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

中
野
重
治
が
身
体
能
力
に
結
び
つ
い
た
朝
鮮
人
像
を
採
用
し
た
の
は
、
 
 

そ
こ
か
ら
彼
等
の
 
（
堅
い
）
階
級
的
信
念
を
見
せ
よ
う
と
し
た
意
図
が
働
 
 

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
は
少
な
く
と
も
、
彼
ら
の
身
体
性
と
階
級
 
 

主
義
と
い
う
意
識
が
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
 
 

味
す
る
。
し
か
し
、
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
身
体
性
と
結
 
 

び
つ
い
た
主
人
公
の
表
象
は
在
日
土
木
労
働
者
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
、
結
果
と
し
て
テ
ク
ス
ト
の
受
容
行
為
の
中
で
は
朝
鮮
人
に
対
す
 
 

る
人
種
的
偏
見
の
再
生
産
に
加
担
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
 
 

こ
か
ら
見
え
る
こ
と
と
い
え
ば
、
階
級
主
義
が
む
し
ろ
人
種
的
偏
見
を
も
 
 

た
ら
す
逆
説
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
 
 

「
モ
ス
ク
ワ
指
し
て
」
の
本
文
引
用
は
『
中
野
歪
治
全
集
第
一
巻
k
 
（
筑
摩
裔
関
、
一
九
 
 

七
六
）
 
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
）
 
畢
学
準
「
中
野
東
治
の
自
己
批
判
－
朝
鮮
へ
の
姿
勢
に
つ
い
て
」
『
新
日
本
文
学
』
 
 

一
九
七
九
年
〓
一
月
号
 
 

（
2
）
柿
浩
治
「
桟
か
っ
た
朝
鮮
認
識
－
民
族
よ
り
階
級
だ
っ
た
」
（
舘
野
暫
絹
「
韓
国
・
 
 

朝
鮮
と
向
き
合
っ
た
3
6
人
の
日
本
人
」
明
石
出
版
、
二
〇
〇
二
）
 
 

（
3
）
 
「
内
務
省
暫
報
局
報
告
畜
」
 
（
西
成
田
豊
「
在
日
朝
鮮
人
の
 
「
世
界
」
と
 
「
帝
国
」
 
 

国
家
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
か
ら
再
引
用
）
 
 

（
4
）
 
そ
の
他
に
、
言
語
学
に
お
い
て
は
、
金
沢
庄
三
郎
な
ど
が
朝
鮮
の
言
語
を
日
本
語
 
 

と
同
一
系
統
に
属
し
て
い
る
と
い
う
主
張
を
行
っ
た
。
 
 

（
5
）
 
小
熊
英
二
 
「
単
一
民
族
神
話
の
起
源
－
（
日
本
人
）
 
の
自
画
像
の
系
譜
』
析
曜
 
 

杜
、
一
九
九
五
 
 

（
6
）
 
「
全
協
」
 
の
朝
鮮
人
組
合
員
数
の
変
化
推
移
を
見
る
と
、
一
九
三
二
年
の
四
七
一
 
 

六
名
だ
っ
た
の
が
三
三
年
に
は
五
五
一
〇
名
に
増
加
し
た
が
、
三
四
年
に
は
五
 
 

三
〇
名
に
激
減
し
、
三
五
年
に
は
二
六
二
名
ま
で
減
少
し
た
。
 
 

（
7
）
 
杉
本
文
雄
『
満
州
と
は
ど
ん
な
処
か
」
大
阪
屋
号
番
店
、
昭
和
五
年
二
月
 
 

（
8
）
 
杉
本
文
雄
、
前
掲
杏
 
 

（
9
）
 
こ
の
よ
う
な
境
界
意
識
は
、
湯
浅
克
衛
の
い
わ
ば
植
民
地
文
学
か
ら
も
み
る
こ
と
 
 

が
で
き
る
。
南
笛
鋳
は
r
近
代
文
学
の
 
（
朝
鮮
）
体
験
』
 
（
勉
誠
出
版
、
二
C
C
｝
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こ
 
の
中
で
次
の
よ
う
に
番
い
て
い
る
。
「
満
州
開
拓
を
扱
っ
て
り
う
こ
の
二
作
 
 
 

（
『
遥
な
る
地
平
』
と
コ
一
つ
な
き
太
陽
の
と
も
に
と
は
、
最
初
か
ら
植
民
者
と
 
 

し
て
の
自
己
認
識
が
あ
り
、
そ
れ
が
瀾
州
と
中
国
人
へ
の
一
建
の
配
慮
に
も
つ
な
 
 

が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
朝
鮮
を
描
く
と
き
に
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
朝
鮮
と
滴
 
 

州
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
認
識
の
相
通
は
、
渦
減
克
衛
個
人
の
視
点
と
い
う
よ
 
 

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
植
民
の
背
景
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
 
 

る
。
滴
州
は
日
本
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
は
い
る
が
、
衷
面
的
に
は
日
本
と
は
適
 
 

う
国
家
と
民
族
の
構
造
が
あ
る
、
ど
う
し
て
も
現
地
へ
の
配
慮
と
日
本
人
植
民
 
 

者
と
し
て
の
自
己
認
識
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
朝
鮮
の
場
合
に
 
 

な
る
と
、
日
本
の
延
長
線
に
あ
る
ひ
と
つ
の
特
殊
地
域
の
、
異
郷
に
過
ぎ
な
い
と
 
 

い
う
認
識
が
あ
る
。
」
 
 

川
村
滞
「
植
民
地
鉄
道
の
夜
－
旧
植
民
地
の
日
本
文
学
」
 
【
知
の
植
民
地
 
越
境
 
 

す
る
』
束
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
 
 

塚
漸
進
『
満
州
の
日
本
人
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
 
 

吉
見
俊
也
「
帝
都
東
京
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
文
化
政
治
」
 
（
小
森
陽
〓
他
絹
【
岩
波
 
 

講
座
6
近
代
日
本
の
文
化
史
 
拡
大
す
る
モ
ダ
l
二
丁
イ
』
岩
波
番
店
、
二
〇
〇
 
 

二
）
 
 

（
ソ
 
ド
ン
ジ
ュ
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
総
合
文
学
）
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