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李
恢
成
は
「
中
野
重
治
と
朝
鮮
」（『
新
日
本
文
学
』
一
九
八
〇
年
十
二
月
）

に
お
い
て
、「
最
後
の
三
行
目
の
と
こ
ろ
が
、「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
後

だ
て
、
前
だ
て
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
在
日
朝
鮮
人
が

―
い
か
に
祖

国
を
植
民
地
化
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え

―
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
後
だ

て
前
だ
て
、
に
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
の
で
す
。」
と
手
厳
し
い
批

判
を
行
っ
た
。「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
は
、
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
（
朝
鮮
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

芸
術
家
同
盟
）
と
の
国
際
連
帯
を
契
機
に
提
出
さ
れ
て
お
り
、
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ｆ
（
日

本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
家
同
盟
）
の
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
（
３
）

に
対
す
る
指
導
が
当
時
連
帯
の

背
景
に
は
あ
っ
た
。
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ｆ
は
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
を
一
国
一
党
の
原
則
か
ら
組
織
下

に
置
こ
う
と
し
、
ま
た
同
時
に
植
民
地
に
お
け
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
を
自
国

の
前
衛
と
定
義
し
よ
う
と
し
た
。「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
前
だ
て
後
だ

て
」
と
い
う
表
現
や
朝
鮮
人
表
象
、
そ
し
て
彼
ら
が
天
皇
暗
殺
を
す
る
と
い
う

夢
想
は
現
代
の
目
か
ら
見
れ
ば
当
然
批
判
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
全
集
編
纂
の
作
業
を
経
て
、
中
野
重
治
自
身
に
よ
る
詩
句
の
修
正
が
行

一
、
は
じ
め
に

中
野
重
治
の
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」（『
改
造
』
一
九
二
九
年
二
月
）
は
、
発

表
当
時
に
は
、「
わ
か
れ
の
抒
情
（
１
）
」
の
結
晶
、
ま
た
は
「
反
逆
や
憤
怒
」
の
抒

情
が
「
中
野
の
固
有
な
感
情
の
歴
史
に
媒
介
さ
れ
て
で
き
て
い
る
（
２
）

」
詩
で
あ
る

と
高
く
評
価
さ
れ
た
。
し
か
し
、
後
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
「
雨
の
降
る
品

川
駅
」
は
、
毀
誉
褒
貶
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

詩
へ
の
否
定
的
評
価
は
、
中
野
重
治
自
身
の
自
己
批
判
か
ら
は
じ
ま
る
。
中

野
重
治
は
「
著
者
う
し
ろ
書
　
楽
し
み
と
苦
し
み
、
遊
び
と
勉
強
」（『
中
野
重

治
全
集
　
第
二
四
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
九
月
）
に
お
い
て
、「
む
し

ろ
私
は
仮
り
に
天
皇
暗
殺
の
類
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
、
な
ぜ
詩
を
書

い
た
日
本
人
本
人
に
そ
れ
を
考
え
さ
せ
な
か
つ
た
か
。
な
ぜ
そ
れ
を
、
国
を
奪

わ
れ
た
ほ
う
の
朝
鮮
人
の
方
に
移
そ
う
と
し
た
か
。
そ
こ
に
私
と
い
う
国
を
奪

つ
た
側
の
日
本
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
だ
つ
た
。」
と
述
べ
た
。

金
龍
済
「
鮮
血
の
思
出

」
の
意
義

︱ 

中
野
重
治
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」の
〈
擬
態
〉
を
通
じ
て 

︱
萬

　

田
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た
い
の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
の
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
後
期
に
登
場
し
た
金
龍
済
は
先

行
研
究
が
考
え
て
き
た
植
民
地
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
と
の
交
流
を
日
本
語
詩
の

中
で
果
た
そ
う
と
し
た
。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
る
〈
擬
態
〉
と
い
う
概
念
を
ホ
ミ
・
Ｋ
・
バ
ー
バ
『
文

化
の
場
所
』（
本
橋
哲
也
ほ
か
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年
二
月
、
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）
は
以
下
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

植
民
地
的
擬
態
と
は
、
ほ
と
ん
ど
同
一
だ
が
完
全
に
は
同
一
で
は
な
い

差
異
の
主
体
と
し
て
の
、
矯
正
ず
み
で
認
識
可
能
な
〈
他
者
〉
に
対
す
る

欲
望
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
擬
態
の
言
説
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン

ス
の
ま
わ
り
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
が
有
効
で
あ
る

た
め
に
は
、
絶
え
ず
自
ら
の
ず
れ
、
過
剰
、
差
異
を
生
産
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
私
が
擬
態
と
呼
ん
で
き
た
こ
の
植
民
地
的
言
説
様

式
の
権
威
は
、
不
確
定
性
に
刺
し
貫
か
れ
て
い
る
。
擬
態
は
そ
れ
自
体
が

否
認
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
よ
う
な
差
異
の
表
象
と
し
て
現
れ
る
。
二
重
の

分
節
化
の
記
号
と
し
て
の
擬
態
。
権
力
を
視
覚
化
し
て
く
れ
る
〈
他
者
〉

を
「
領
有
す
る
」、
改
良
と
規
制
と
規
律
と
の
複
合
的
な
戦
略
。
し
か
し

そ
れ
は
ま
た
不
適
切
な
も
の
の
記
号
、
つ
ま
り
植
民
地
権
力
の
支
配
的
な

戦
略
作
用
を
首
尾
一
貫
さ
せ
、
監
視
を
強
化
し
、「
規
範
化
さ
れ
た
」
知

識
と
規
制
力
と
の
両
方
に
対
し
て
内
在
的
な
脅
威
に
な
る
と
い
う
、
差
異

わ
れ
た
後
も
「
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
前
だ
て
後
だ
て
」
の
詩
句
は
最
終

版
に
お
い
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

一
方
で
、
同
時
代
の
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
と
中
野
重
治
の
相
互
交
流
の
資
料
は
再
注
目

さ
れ
る
。
申
銀
珠
は
、「〈
朝
鮮
〉
か
ら
見
た
中
野
重
治

―
植
民
地
知
識
人

の
自
画
像
を
求
め
て
」（『
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
一
九
九
四
年
十

月
）
に
お
い
て
、
林
和
「
雨
の
降
る
品
川
駅
埠
頭
」
へ
の
影
響
を
指
摘
し
た
。
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）
に
お
い
て
、

Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
に
よ
る
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」の
翻
訳
自
体
に
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」

原
詩
の
完
全
な
姿
を
見
出
す
の
で
は
な
く
、
批
判
的
回
答
と
し
て
の
意
味
を
見

出
そ
う
と
し
た
。「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
低
評
価
の
裏
に
は
、
領
土
や
国
民
を

再
定
義
し
、
包
括
し
て
い
く
戦
後
日
本
の
確
立
と
日
本
共
産
党
の
国
際
路
線
放

棄
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。そ
し
て
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」批
判
は
同
時
に
、〈
在

日
〉文
学
の「
雨
の
降
る
品
川
駅
」の
擬
態
と
見
な
せ
る
詩
に
も
集
中
す
る
。「
雨

の
降
る
品
川
駅
」
や
中
野
重
治
の
〈
在
日
〉
文
学
に
お
け
る
擬
態
は
こ
れ
ま
で

検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
（
４
）

。

本
論
で
は
、
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
の
金
龍
済
の
詩
「
鮮
血
の
思
出
」
を
、「
雨
の
降
る

品
川
駅
」
の
〈
擬
態
〉
で
あ
っ
た
と
見
な
し
た
い
。
金
龍
済
の
詩
に
は
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
詩
の
系
列
か
ら
中
野
重
治
の
影
響
が
色
濃
く
う
か
が
え
る
の
だ
が
、
そ

れ
ら
を
単
純
な
模
倣
で
は
な
く
、
も
っ
と
逸
脱
的
で
批
判
的
な
営
為
と
見
な
し
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思
出
」を
擬
態
と
見
な
せ
ば
、抑
圧
さ
れ
て
い
た
そ
の
批
判
性
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
。

本
論
の
目
的
は
、〈
在
日
〉
文
学
が
擬
態
を
も
っ
て
、
い
か
に
テ
ク
ス
ト
を

生
成
し
え
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
で
は
、「
雨
の
降
る
品

川
駅
」
を
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
と
し
て
受
容
し
、
ま
た
は
反
発

し
て
き
た
金
龍
済
の
「
鮮
血
の
思
出
」
に
お
け
る
擬
態
と
し
て
の
批
判
性
を
読

み
取
り
、〈
在
日
〉
日
本
語
文
学
と
し
て
の
可
能
性
を
考
え
た
い
。

二
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
に
お
け
る
「
凍
る
」
河

「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
は
「
辛
」
や
「
金
」、「
李
」、「
も
う
一
人
の
李
」
で

あ
る
「
君
ら
」
と
い
う
三
人
称
へ
向
け
て
呼
び
か
け
る
詩
で
あ
る
。「
さ
や
う

な
ら
」
と
抒
情
的
に
呼
び
か
け
た
後
、「
君
ら
は
雨
の
降
る
品
川
駅
か
ら
乗
車

す
る
」、「
君
ら
は
君
ら
の
父
母
の
国
に
帰
る
」
と
断
言
調
で
結
ば
れ
て
い
る
。

全
体
的
に
品
川
駅
の
様
子
は
機
械
的
で
断
言
的
に
「
鳩
は
雨
に
濡
れ
て
煙
の
な

か
を
車
庫
の
屋
根
か
ら
舞
ひ
下
り
る
」、「
降
り
し
ぶ
く
雨
の
な
か
に
緑
の
シ

グ
ナ
ル
は
上
が
る
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
は
先
行
研

究
に
お
い
て
既
に
、
伏
字
部
分
で
あ
る
騎
乗
し
た
天
皇
の
表
象
、
品
川
駅
構
内

の
様
子
な
ど
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
詩
は
「
君
ら
」
が
乗
車
し
た
と
こ
ろ
で
最

大
の
抑
揚
を
迎
え
る
。
全
体
を
貫
く
の
は
自
然
物
と
し
て
の
「
雨
」
の
イ
メ
ー

ジ
で
、
こ
れ
ら
が
「
寒
い
冬
に
凍
る
」
河
の
イ
メ
ー
ジ
に
流
入
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
抵
抗
の
記
号
で
も
あ
る
の
だ
。

「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
の
擬
態
と
は
、
日
本
語
詩
や
日
本
共
産
党
の
指
針
に

対
し
て
ほ
と
ん
ど
完
全
な
同
一
化
や
規
律
化
が
図
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
し

か
し
詩
の
読
解
と
し
て
は
原
詩
に
対
す
る
批
判
的
置
き
換
え
、
逸
脱
、
批
評
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
事
態
を
指
す
。
つ
ま
り
〈
在
日
〉
文
学
に
お
け
る
植
民
地

的
擬
態
は
ま
ず
、
日
本
と
い
う
対
象
に
対
し
て
部
分
的
協
力
の
方
針
を
示
す
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
朝
鮮
が
植
民
地
支
配
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
の
内
部
に
お
い
て
も
差
別
や
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
の
矛
盾
の
痕
跡
が
残

る
。
そ
の
矛
盾
の
痕
跡
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」

の
内
部
の
規
範
と
反
倫
理
に
対
す
る
同
時
的
な
批
判
に
他
な
ら
な
い
。

ま
ず
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
に
お
け
る
「
凍
る
」
河
の
表
象
を
具
体
的
に

確
認
し
、
原
詩
に
お
い
て
満
州
・
朝
鮮
国
境
線
付
近
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連

帯
の
上
で
ど
の
よ
う
に
提
出
さ
れ
た
の
か
を
探
る
。
こ
の
「
凍
る
」
河
の
表
象

は
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
の
擬
態
に
お
い
て
、
金
龍
済
の
詩
の
み
な
ら
ず
幾

度
も
提
出
さ
れ
て
き
た
素
材
で
あ
っ
た
。

次
に
、金
龍
済
「
鮮
血
の
思
出
」
を
取
り
あ
げ
る
。「
鮮
血
の
思
出
」
は
、「
雨

の
降
る
品
川
駅
」
の
「
温
も
り
あ
る
、、の
歓
喜
の
な
か
に
泣
き
笑
へ
」
に
対
し
、

「
復
×
の
よ
ろ
こ
び
に
酔
ふ
ま
で
は
！
」
と
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
一

部
門
化
さ
れ
た
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
の
東
京
の
在
日
朝
鮮
人
と
し
て
〈
応
答
し
て
し
ま
っ

た
〉
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連
帯
の
た
め
の
詩
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
鮮
血
の
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す
る
「
雨
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
従
来
の
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
研
究
で
は
、
朝
鮮
の
「
凍
る
」
河

の
表
象
は
何
を
指
示
す
る
の
か
、
具
体
的
に
は
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ

の
朝
鮮
の
凍
る
河
と
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
満
州
・
朝
鮮
国
境
地
域
の
鴨
緑
江
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
浜
井
松
之
助
『
満
州
写
真
帖
』（
大
阪
屋
号
書
店
、

一
九
一
三
年
五
月
）
は
当
時
の
満
州
地
域
を
取
り
扱
っ
た
地
誌
的
な
グ
ラ
フ
で

あ
る
。
日
本
資
本
か
ら
の
視
点
で
描
か
れ
て
お
り
、「
夏
期
ノ
鴨
緑
江
」
と
し

て
木
材
集
積
地
と
し
て
の
鴨
緑
江
の
写
真
と
共
に
、「
鴨
緑
江
氷
上
帆
掛
滑
走
」

と
し
て
凍
結
し
た
鴨
緑
江
の
写
真
を
掲
載
し
て
い
る
。
解
説
に
は
、「
鴨
緑
江

ハ
常
ニ
木
材
集
散
ノ
為
メ
船
舶
出
入
ノ
絶
エ
ル
コ
ト
ナ
ク
（
中
略
）
一
度
冬
期

結
氷
セ
バ
渺
々
タ
ル
一
大
氷
野
ト
化
ス
而
モ
寒
風
烈
風
ヲ
モ
ノ
ト
モ
セ
ズ
氷

滑
大
会
ノ
開
催
ヲ
見
ル
」
と
あ
る
。『
満
州
写
真
帖
』
の
鴨
緑
江
凍
結
の
写
真

は
植
民
地
下
で
の
厳
し
い
気
候
状
況
を
特
殊
な
地
誌
と
し
て
表
象
し
た
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
当
時
労
働
者
や
花
柳
界
で
歌
わ
れ
た
「
鴨
緑
江
節
」
に
も
朝
鮮
を
代

表
す
る
も
の
と
し
て
の
凍
る
鴨
緑
江
が
登
場
す
る
。歌
詞
に
は
異
同
が
あ
る
が
、

「
朝
鮮
と
支
那
の
境
の
　
あ
の
鴨
緑
江
　
流
す
筏
は
　
ア
リ
ャ
　
よ
け
れ
ど

も
　
雪
や
氷
に
　
ヤ
ッ
コ
ラ
　
と
ざ
さ
れ
る
ヨ
　
あ
す
は
ま
た
　
新
義
川
に
つ

き
か
ね
る
　
チ
ョ
イ
チ
ョ
イ
」
と
歌
わ
れ
て
い
る
（「
鴨
緑
江
節
」
仲
井
幸
二

郎
ら
編
『
日
本
民
謡
辞
典
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
二
年
九
月
）。
こ
れ
ら
は

い
か
に
日
本
資
本
と
日
本
労
働
者
に
よ
る
鴨
緑
江
の
木
材
事
業
が
盛
ん
で
あ
っ

君
ら
の
国
の
河
は
寒
い
冬
に
凍
る
／
君
ら
の
反
逆
す
る
心
は
別
れ
の
一
瞬

に
凍
る

こ
の
「
君
ら
の
反
逆
す
る
心
」
に
喩
え
ら
れ
る
「
寒
い
冬
に
凍
る
」
河
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
後
半
連
に
再
登
場
し
て
、
伏
字
つ
き
初
出
の
最
大
の
読
み
ど
こ
ろ

と
な
っ
て
い
る
（
５
）
。
そ
れ
ら
は
追
放
さ
れ
る
朝
鮮
の
同
志
た
ち
に
革
命
へ
の
決
意

を
う
な
が
す
も
の
で
あ
っ
た
。

行
っ
て
あ
の
堅
い
　
厚
い
　
な
め
ら
か
な
氷
を
叩
き
割
れ
／
長
く
堰
か
れ

て
居
た
水
を
し
て
ほ
と
ば
し
ら
し
め
よ

別
れ
に
際
し
て
凍
っ
て
い
た
「
君
ら
」
の
心
は
朝
鮮
を
表
象
す
る
河
に
転
移

し
、「
朝
鮮
の
男
で
あ
り
女
で
あ
る
君
ら
」、「
底
の
底
ま
で
ふ
て
ぶ
て
し
い
仲
間
」

は
、
革
命
的
に
「
凍
る
」
河
を
叩
き
割
る
。
言
わ
ば
、
そ
こ
で
は
「
堅
い
　
厚

い
　
な
め
ら
か
な
氷
」
は
長
く
資
本
に
よ
っ
て
膠
着
化
し
て
い
る
、
朝
鮮
・
満

州
国
境
地
域
の
比
喩
と
な
り
、「
堰
か
れ
て
居
た
水
を
し
て
ほ
と
ば
し
ら
し
め
」

る
よ
う
に
解
放
さ
れ
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
そ
こ
で
は
別
れ
に
際
し
て
凍
っ
て

い
た
君
ら
の
心
も
朝
鮮
の
「
ふ
て
ぶ
て
し
い
仲
間
」
に
よ
っ
て
自
ら
叩
き
割
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
の
呼
び
か
け
で
あ
る
「
行
つ
て
あ
の
堅
い
　
厚
い
　
な

め
ら
か
な
氷
を
叩
き
割
れ
／
長
く
堰
か
れ
て
居
た
水
を
し
て
ほ
と
ば
し
ら
し
め

よ
」
と
い
う
朝
鮮
の
革
命
へ
の
祈
念
は
、
こ
れ
ら
の
自
然
物
と
し
て
生
成
流
動



̶ 31 ̶

こ
の
よ
う
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連
帯
の
段
階
に
お
い
て
は
、
国
境
と
く
に

満
州
朝
鮮
地
域
が
注
目
さ
れ
て
お
り
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
で
歌
わ
れ
た
「
凍

る
」
河
の
解
氷
は
解
放
や
越
境
の
表
象
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
生

成
流
動
す
る
水
と
国
境
線
と
し
て
の
凍
る
河
と
河
へ
の
革
命
の
祈
念
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
こ
の
詩
の
最
大
の
特
徴
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
直
接
触
れ
な
い
が
、
戦
後
の
〈
在
日
〉
文
学
の
多
く
の
「
雨
の
降

る
品
川
駅
」
擬
態
の
中
で
も
、
こ
の
「
凍
る
」
河
と
「
堰
か
れ
て
ゐ
た
水
」
の

イ
メ
ー
ジ
は
逸
脱
的
に
幾
度
も
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
重
要
な
の
は
こ
れ

ら
の
「
堰
か
れ
て
居
た
水
」
表
象
の
ほ
と
ん
ど
が
〈
在
日
〉
文
学
に
お
い
て
は
、

国
境
地
域
で
は
な
く
、
国
境
内
国
境
線
と
も
呼
べ
る
日
本
国
内
の
表
象
に
擬
態

的
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

以
上
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
と
い
う
植
民
地
と
の
連

帯
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
放
出
を
求
め
る
氷
に
閉
ざ
さ
れ
た
河
と
い
う
表
象
で
提
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
流
浪
の
民
の
記
憶
で
あ

る
と
同
時
に
、
通
俗
的
植
民
地
表
象
で
も
あ
り
、
日
本
人
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家

に
よ
っ
て
、
ソ
ビ
エ
ト
と
も
国
境
を
接
す
る
解
放
、
越
境
、
革
命
の
イ
メ
ー
ジ

で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
。
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連
帯
が
現
代

的
に
見
て
批
判
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
の
は
本
論
の
一
で
確
認
し
た
通
り
で
あ

る
。
で
は
、〈
在
日
〉
文
学
の
側
は
ど
の
よ
う
に
応
答
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
か
を
示
す
実
例
で
あ
ろ
う
。
管
見
の
限
り
で
は
中
野
重
治
自
身
に
は
、戦
前
、

朝
鮮
・
中
国
を
旅
行
し
た
経
験
は
な
く
、
鴨
緑
江
表
象
は
伝
聞
や
右
の
よ
う
な

地
誌
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
朝
鮮
・
満
州
地
域
は
、
日
本
が
資
本
投
下
し
て
お
り
、
国
際
的
な

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
連
帯
が
必
要
と
し
て
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
は
、

一
九
二
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
三
〇
年
代
に
か
け
て
よ
く
登
場
し
た
地
域
で
あ

る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
満
州
朝
鮮
国
境
地
域
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と

も
国
境
を
接
し
て
お
り
、
国
境
を
乗
り
越
え
て
亡
命
ま
た
は
革
命
を
輸
入
す
る

可
能
性
を
持
つ
と
同
時
に
、
日
本
国
家
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
中
国
と
の
係
争
中
の

地
域
で
あ
っ
た
。
同
時
期
の
黒
島
伝
治「
国
境
」（『
戦
旗
』一
九
三
一
年
二
月
号
）

で
は
「
ブ
ラ
ゴ
ウ
エ
シ
チ
ェ
ン
ス
ク
」
と
「
黒
河
」
を
隔
て
る
「
黒
龍
江
」
が

描
か
れ
た
。
そ
こ
で
は
密
輸
入
者
と
労
働
者
が
国
境
の
間
で
移
動
す
る
。
し
か

し
、
最
後
に
は
「
黒
龍
江
の
結
氷
が
轟
音
と
共
に
破
れ
、
氷
塊
は
、
濁
流
に
押

し
流
さ
れ
て
動
き
出
す
春
」
が
や
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
は
「
民
族
の
み
ぞ
」
と

し
て
の
河
が
描
か
れ
る
。

ま
た
、
宮
本
百
合
子
「
ズ
ラ
か
つ
た
信
吉
」（『
改
造
』
一
九
三
一
年
六
月‒

九
月
）
で
は
、「
春
、
解
氷
期
に
な
る
と
、
ロ
シ
ア
じ
ゅ
う
の
川
は
気
ぜ
わ
し

く
泡
立
ち
な
が
ら
氾
濫
す
る
。
今
こ
う
や
っ
て
氷
の
上
へ
ぶ
ち
こ
ま
れ
て
い
る

材
木
は
、
ア
ム
グ
ー
ン
川
の
氷
が
と
け
て
水
嵩
が
ま
す
と
一
緒
に
、
河
口
ま
で

ひ
と
り
で
に
押
し
出
さ
れ
る
と
い
う
寸
法
だ
。」
と
描
写
さ
れ
、
信
吉
と
い
う

国
境
労
働
者
は
雪
解
け
と
共
に
ソ
ビ
エ
ト
へ
脱
出
す
る
。
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八
月
の
太
陽
は
熱
く
／
土
ま
み
れ
の
ド
ン
ブ
リ
で
汗
は
ぐ
つ
し
よ
り
だ
／

道
路
工
事
の
最
中
／
俺
の
ツ
ル
ハ
シ
め
／
エ
ン
ギ
で
も
ね
え
も
の
を
掘
り

出
し
や
が
つ
た
／
あ
さ
ま
し
い
人
間
の
白
骨
を
！
／
俺
は
こ
の
白
骨
を
瞠

つ
め
唇
を
噛
ん
で
つ
ぶ
や
く
／
「
震
災
当
時
に
×
×
さ
れ
た
／
朝
鮮
労
働

者
の

―
そ
れ
か
も
！
」
／
お
ゝ
　
も
し
そ
の
犠
牲
の
一
片
な
ら
ば
と
／

俺
の
胸
板
に
ギ
リ

く
深
く
釘
打
つ
も
の

―
／
あ
の
む
ご
い
思
出
の
な

か
に
／
恨
み
を
重
ね
た
こ
の
白
骨
の
年
齢
を
指
折
つ
て
見
る
／
俺
は
額
の

汗
を
手
の
甲
で
ふ
き
／
燃
え
ひ
ろ
が
る
夏
の
雲
に
考
へ
を
走
ら
せ
る
／
そ

し
て
震
災
当
時
の
空
色
を
思
ひ
浮
べ
る

―
／
熱
気
を
ふ
く
み
／
不
吉
を

は
ら
ん
だ
空
気
が
／
地
上
の
灰
燼
と
鮮
血
を
ぼ
か
し
た
幕
の
や
う
に
／
暴

徒
と
×
×
の
不
安
に
す
ご
く
燃
え
て
た
こ
と
を
！
／
俺
は
こ
の
ほ
こ
り
を

運
ぶ
風
に
／
震
災
当
時
の
風
を
思
ひ
出
す

―
／
お
し
つ
ぶ
さ
れ
た
若
い

娘
の
胸
や
／
×
ま
み
れ
の
土
工
の
胸
を
切
る
生
臭
い
風
が
／
逃
げ
ま
ど
ふ

俺
の
髪
を
吹
乱
だ
し
／
お
の
の
く
胸
を
え
ぐ
り
抜
き
／
燃
え
残
つ
た
街
路

樹
の
黒
い
枝
に
す
ゝ
り
泣
い
て
た
こ
と
を
！
／
俺
は
こ
の
猫
の
腐
つ
て
る

ド
ブ
川
に
思
ひ
出
す

―
／
逃
げ
場
を
失
つ
た
俺
は
／
ド
ブ
川
の
小
さ
な

石
橋
の
影
に
か
く
れ
て
た
ら
／
橋
の
上
を
叩
く
騎
兵
馬
の
蹄
の
響
き
！
／

×
に
飢
え
た
竹
槍
を
引
き
づ
る
音
！
／
俺
は
そ
の
度
に
／
×
に
淀
ん
だ
ド

ブ
水
に
頭
を
入
れ
　
息
を
殺
し
た
／
そ
の
時
／
人
間
の
手
足
が
ぬ
ら

く

と
首
す
ぢ
に
か
ら
ん
で
流
れ
て
た
事
を
！
／
お
お
　
親
愛
な
る
日
本
の
労

働
者
た
ち
よ
！
／
こ
の
白
骨
の
冷
た
い
悲
し
み
は
／
生
き
た
労
働
者
の
鉄

三
、金
龍
済
「
鮮
血
の
思
出

―
九
月
一
日
の
た
め
に

―
」

（『
戦
旗
』
一
九
三
一
年
九
月
）

先
行
研
究
に
お
い
て
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
の
中
野
重
治
へ
の
応
答
や
関
係
性
は
注
目
さ

れ
て
き
た
が
、
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
後
期
の
金
龍
済
の
詩
で
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
の
擬

態
と
見
な
せ
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
。
金
龍
済
の

伝
記
的
事
実
、
翻
訳
な
ど
は
大
村
益
夫
『
愛
す
る
大
陸
よ

―
詩
人
金
龍
済
研

究
』（
大
和
書
房
、
一
九
九
二
年
三
月
）
に
詳
し
い
（
６
）

。

金
は
一
九
〇
九
年
朝
鮮
忠
清
北
道
陰
城
郡
で
生
れ
、
一
九
二
七
年
学
業
の
た

め
来
日
、西
巣
鴨
で
新
聞
配
達
の
仕
事
に
つ
い
た
。や
が
て
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
メ
ン
バ
ー

と
し
て
「
玄
界
灘
」（『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
』
一
九
三
一
年
三
月
）、「
牛
乳
配
達

の
朝
」（『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
』
一
九
三
一
年
十
二
月
号
）
な
ど
で
日
本
語
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
に
登
場
す
る
。
一
九
三
二
年
六
月
逮
捕
、
投
獄
さ
れ
、
非
転
向

を
貫
く
。
し
か
し
、
最
終
的
に
一
九
三
六
年
朝
鮮
に
強
制
送
還
さ
れ
、
戦
中
親

日
派
に
転
向
し
、『
亜
細
亜
詩
集
』（
大
同
出
版
社
、
一
九
四
二
年
十
二
月
）
な

ど
の
翼
賛
的
な
詩
を
書
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
戦
後
は
韓
国
に
お
い
て
反

共
詩
を
書
く
に
至
る
活
動
を
行
っ
た
。
ま
た
、
金
は
中
野
重
治
の
妹
で
詩
人
の

中
野
鈴
子
と
一
時
結
婚
を
約
束
す
る
ま
で
の
恋
愛
関
係
に
あ
っ
た
。
婚
約
の
破

談
と
共
に
中
野
と
は
疎
遠
に
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
中
野
と
か
な
り
親
交
の
深

い
〈
在
日
〉
朝
鮮
人
作
家
で
あ
っ
た
。
以
下
に
紹
介
も
兼
ね
て
長
く
は
な
る
が
、

金
の
「
鮮
血
の
思
出
」
全
文
を
引
用
す
る
。
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「
鮮
血
の
思
出
」
は
、「
八
月
の
太
陽
」
の
下
、「
道
路
工
事
の
最
中
」
に
「
俺
」

が
人
間
の
白
骨
を
掘
り
出
す
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
。「
俺
」
は
関
東
大
震
災

当
時
の
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
。
想
起
さ
れ
る
「
震
災
当
時
の

空
色
」
は
「
地
上
の
灰
燼
と
鮮
血
を
ぼ
か
し
た
幕
の
や
う
に
」
燃
え
て
い
た
の

で
あ
る
が
、そ
こ
に
感
情
移
入
さ
れ
る
の
は
「
暴
徒
と
×
×
の
不
安
」
で
あ
り
、

日
本
人
被
災
者
と
は
別
の
不
安
で
あ
る
。
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
は
「
お
し
つ
ぶ
さ

れ
た
若
い
娘
の
胸
や
／
×
ま
み
れ
の
土
工
の
胸
を
切
る
生
臭
い
風
」
と
映
像
的

に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
写
さ
れ
る
。
そ
の
リ
ア
ル
な「
風
」は
逃
げ
る「
俺
」

の
髪
や
胸
を
吹
き
乱
し
、「
街
路
樹
の
黒
い
枝
に
す
ゝ
り
泣
」
く
と
い
う
現
実

上
の
優
れ
た
恐
怖
感
情
の
比
喩
と
な
っ
て
立
ち
現
れ
る
。
虐
殺
事
件
の
被
害
者

側
か
ら
見
た
怖
ろ
し
さ
は
ま
ざ
ま
ざ
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

「
俺
」
は
「
猫
の
腐
つ
て
る
ド
ブ
川
」
と
近
代
日
本
の
川
の
汚
泥
を
表
現
す

る
。「
逃
げ
場
を
失
つ
た
俺
」
は
、
ド
ブ
川
の
石
橋
に
隠
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。「
橋
の
上
を
叩
く
騎
兵
馬
の
蹄
の
響
き
！
／
×
に
飢
え
た
竹
槍
を
引
き
づ

る
音
！
」
の
部
分
は
、
虐
殺
を
行
う
騎
兵
馬
の
帝
国
主
義
的
側
面
の
無
機
的
な

表
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
敵
対
す
る
テ
ロ
ル
を
無
機
的
に
描
く
こ

と
は
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
の
騎
乗
し
た
天
皇
表
象
と
似
通
っ
て
い
る
。「
髭    

眼
鏡    

猫
背
」
の
昭
和
天
皇
の
騎
乗
像
は
戦
前
伏
字
で
あ
っ
た
が
金
は
前
に
述

べ
た
通
り
中
野
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
伏
字
以
前
の
原
稿
に

ふ
れ
て
い
た
可
能
性
が
存
す
る
。
そ
し
て
、「
俺
」
が
「
×
に
淀
ん
だ
ド
ブ
水

に
頭
を
入
れ
」
る
と
、「
人
間
の
手
足
が
ぬ
ら

く
と
首
す
ぢ
に
か
ら
ん
で
流

の
意
志
と
ひ
と
す
ぢ
だ
／
同
じ
敵
へ
の
激
し
い
憎
し
み
と
憤
り
を
こ
め
て

／
被
圧
迫
階
級
の
反
逆
の
誓
ひ
を
美
く
刻
み
つ
け
よ
う
／

―
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
に
国
境
は
な
い
！
／

―
民
族
の
み
ぞ
を
埋
め
立
て
ろ
！
／
な
あ
兄

弟
！
／
震
災
当
時
労
働
者
で
あ
り
な
が
ら
／
朝
鮮
人
の
の
ど
笛
を
日
本
の

×
×
で
／
野
獣
の
喚
き
を
あ
げ
て
ブ
ツ
×
し
た
奴
も
ゐ
る
だ
ら
う
／
だ
が

兄
弟
　
俺
達
に
過
去
が
な
ん
で
あ
ら
う
／
労
働
者
の
悔
ひ
に
泣
き
／
労
働

者
の
誓
ひ
に
ご
つ
い
手
を
握
り
な
が
ら
／
あ
の
鮮
×
の
思
出
を
し
や
べ
ら

う
ぢ
や
ね
え
か
！
／
今
年
の
九
月
一
日
を
／
戦
ひ
を
も
つ
て
迎
へ
よ
う
で

は
ね
え
か
！
／
九
月
一
日
は
迫
つ
て
来
る
！
／
支
配
階
級
は
俺
達
に
／
こ

の
日
の
恨
み
を
忘
れ
さ
せ
や
う
と
あ
が
き
／
な
に
よ
り
も
／
日
鮮
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
の
団
結
を
お
そ
れ
／
そ
し
て
そ
れ
を
切
り
離
さ
う
と
謀
む
支
配
階

級
／
（
だ
が
　
ど
つ
こ
い
と
さ
う
は
い
か
ぬ
！
／
こ
の
鮮
血
の
思
出
が
さ

ら
に
燃
え
／
複
×
の
よ
ろ
こ
び
に
酔
ふ
ま
で
は
！
）

「
鮮
血
の
思
出
」
は
国
際
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
連
帯
を
企
図
し
て
、
朝
鮮
人
の
側

か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、「

―
九
月
一
日
の
た
め
に

―
」
と
の
副
題

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
関
東
大
震
災
の
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
に
対
す
る
抗
議
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
で
労
働
者
連
帯
的
に
歌
わ
れ
た
同

志
追
放
の
事
件
詩
は
、
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
陣
営
が
踏
み
込
め
な
か
っ
た
民
族

対
立
の
事
件
詩
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
か
ら
の
一
つ

の
積
極
的
逸
脱
が
見
出
せ
る
。
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対
す
る
応
答
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
初
出
時「
雨
の
降
る
品
川
駅
」の「
、、

の
歓
喜
」
は
伏
字
で
あ
り
、
金
が
二
字
の
た
め
予
測
で
文
字
を
起
こ
し
た
可
能

性
も
残
る
も
の
の
、「
復
讐
」
の
伏
字
が
起
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
金
が
中
野

の
伏
字
以
前
の
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
原
稿
を
直
接
見
た
可
能
性
が
生
じ
る
。

金
は
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
を
一
つ
の
手
本
と
し
て
忠
実
に
日
本
語
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
文

学
活
動
は
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
と
Ｎ
Ａ
Ｐ
Ｆ
の
国
際
連
帯
を
目
的
と
す
る
組
織
の
姿
勢
の

元
で
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
金
の
詩
に
は
「
雨
の
降
る
品
川

駅
」
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
詩
句
を
擬
態
し
、
逸
脱
し
て
い
っ
た
要
素

が
あ
る
。
金
に
お
い
て
は
、「
民
族
の
み
ぞ
」
は
何
よ
り
関
東
大
震
災
時
の
朝

鮮
人
虐
殺
で
あ
り
、
鴨
緑
江
で
は
な
く
、
日
本
の
「
猫
の
腐
つ
て
る
ド
ブ
川
」

と
い
う
国
境
内
国
境
線
で
あ
っ
た
。「
雨
の
降
る
品
川
駅
」に
お
い
て
、「
凍
」り
、

「
長
く
堰
か
れ
て
居
た
水
を
し
て
ほ
と
ば
し
」
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
鴨
緑
江

は
、
戦
前
の
〈
在
日
〉
朝
鮮
人
に
よ
っ
て
、「
民
族
の
み
ぞ
」
と
し
て
の
国
境

内
国
境
線
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
こ
の
後
も
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
擬
態
詩
に

お
い
て
は
、
雨
や
川
が
表
象
さ
れ
る
が
、
そ
の
解
放
さ
れ
る
べ
き
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
持
っ
た
国
境
は
、
日
本
国
内
に
こ
そ
敷
か
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ

後
期
の
活
動
に
お
い
て
、
中
野
重
治
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連
帯
は
、
ま
ず
日

本
国
内
の
国
境
線
、
ゲ
ッ
ト
ー
こ
そ
、「
叩
き
割
」
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
、

批
判
的
に
反
復
さ
れ
た
の
で
あ
る（
７
）
。

れ
て
た
」
と
い
う
虐
殺
事
件
の
あ
ま
り
に
生
々
し
く
残
酷
な
証
明
が
衝
撃
的
に

告
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
前
半
連
で
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
の
衝
撃
的
で
リ
ア
ル
な
告
発
と
怨
恨

の
流
出
で
あ
っ
た
も
の
は
、後
半
連
で
「
生
き
た
労
働
者
の
鉄
の
意
志
」
や
「
被

圧
迫
階
級
の
反
逆
の
誓
ひ
」
に
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
。「
俺
」
は
「

―
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
に
国
境
は
な
い
！
／

―
民
族
の
み
ぞ
を
埋
め
立
て
ろ
！
」
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連
帯
を
背
景
に
大
衆
へ
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
〈
在
日
〉
朝
鮮
人
に
と
っ
て
「
民
族
の
み
ぞ
」
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い

る
の
は
、「
な
あ
兄
弟
！
／
震
災
当
時
労
働
者
で
あ
り
な
が
ら
／
朝
鮮
人
の
の

ど
笛
を
日
本
の
×
×
で
／
野
獣
の
喚
き
を
あ
げ
て
ブ
ツ
×
し
た
奴
も
ゐ
る
だ
ら

う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
人
労
働
者
や
日
本
人
群
衆
が
虐
殺
に
加
担
し
た
可

能
性
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
民
族
の
み
ぞ
」
と
は
、
日
本
の
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
作
家
が
連
帯
に
際
し
て
描
い
た
よ
う
な
、
朝
鮮
・
満
州
国
境
地
域
で
は

な
く
、
関
東
大
震
災
時
に
死
体
の
手
足
が
流
れ
て
き
た
、
日
本
の
「
猫
の
腐
つ

て
る
ド
ブ
川
」
な
の
で
あ
る
。

「
鮮
血
の
思
出
」
は
、「
な
に
よ
り
も
／
日
鮮
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
団
結
を
お
そ

れ
／
そ
し
て
そ
れ
を
切
り
離
さ
う
と
謀
む
支
配
階
級
／
（
だ
が
　
ど
つ
こ
い
と

さ
う
は
い
か
ぬ
！
／
こ
の
鮮
血
の
思
出
が
さ
ら
に
燃
え
／
複
×
の
よ
ろ
こ
び
に

酔
ふ
ま
で
は
！
）」
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
連
帯
へ
の
決
意
で
結
ば
れ
る
。
こ
の
「
こ

の
鮮
血
の
思
出
が
さ
ら
に
燃
え
／
復
×
の
よ
ろ
こ
び
に
酔
ふ
ま
で
は
！
」
は
、

「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
の
「
温
も
り
あ
る
、、
の
歓
喜
の
な
か
に
泣
き
笑
へ
」
に
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一
九
二
三
年
十
一
月
十
四
日
朝
）
と
「
荒
川
放
水
路
」
に
埋
め
ら
れ
て
い
た
朝

鮮
人
と
平
沢
計
七
ら
社
会
主
義
者
の
遺
骨
が
警
察
の
手
に
よ
っ
て
掘
り
起
こ
さ

れ
、
引
き
渡
し
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
埼
玉
本
庄
市
の
事
件
で
あ
る
が
、
北

沢
文
武『
大
正
の
朝
鮮
人
虐
殺
』（
鳩
の
森
書
房
、一
九
八
〇
年
九
月
）で
は
、「
そ

の
白
骨
が
出
て
き
た
の
は
、
学
校
プ
ー
ル
の
建
設
工
事
が
始
ま
っ
て
、
二
日
め

か
三
日
め
の
こ
と
で
し
た
。（
中
略
）白
骨
の
知
覚
に
銅
銭
が
六
、七
枚
あ
っ
て
、

土
を
落
と
し
て
み
る
と
、
刻
ん
で
あ
る
の
は
日
本
の
文
字
や
元
号
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。」
と
白
骨
が
掘
り
出
さ
れ
た
際
の
証
言
が
あ
る
。
ま
た
、
自
警

団
の
み
な
ら
ず
戒
厳
令
下
の
騎
兵
隊
が
虐
殺
に
参
加
し
た
例
と
し
て
は
、
亀
戸

の
事
件
に
お
け
る
習
志
野
の
騎
兵
連
隊
の
関
与
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。『
関

東
戒
厳
司
令
部
詳
報
』（
松
尾
章
一
監
修
『
関
東
大
震
災
政
府
陸
海
軍
関
係
史

料
　
第
二
巻
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
七
年
三
月
所
収
）
に
よ
れ
ば
、「
大

島
町
付
近
住
民
カ
鮮
人
ヨ
リ
危
害
ヲ
受
ケ
ン
ト
セ
ル
際
救
援
隊
ト
シ
テ
野
重
一

ノ
二
岩
波
少
尉
来
着
シ
騎
十
四
ノ
三
浦
少
尉
ト
偶
々
会
合
シ
朝
鮮
人
ヲ
包
囲
セ

ン
ト
セ
ル
（
中
略
）
鮮
人
ハ
全
部
殺
害
セ
ラ
レ
タ
リ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
鮮
血
の
思
出
」
は
亀
戸
事
件
な
ど
を
元
に
構
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
よ
う
だ
。

ほ
と
ん
ど
の
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
が
日
本
の
川
へ
朝
鮮
人
の
群
集
を
追
い
込
む

形
で
行
わ
れ
、
殺
害
、
死
体
の
投
棄
が
そ
こ
で
行
わ
れ
た
。
国
境
内
国
境
線
と

し
て
「
猫
の
腐
つ
て
る
ド
ブ
川
」
と
名
指
し
さ
れ
た
川
は
、
普
段
か
ら
の
居
住

地
域
の
一
部
で
あ
る
と
共
に
、
震
災
と
い
う
危
機
に
際
し
て
は
、
殺
害
の
現
場

四
、
お
わ
り
に

本
論
で
は
中
野
重
治
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
が
金
龍
済
「
鮮
血
の
思
出
」
に

い
か
に
擬
態
さ
れ
た
か
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
抱
え
る
矛
盾
の
元
で
抑
圧
さ

れ
つ
つ
、
い
か
に
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
に
あ
っ
た
植
民
国
側
の
観
点
を
乗
り

越
え
ら
れ
て
い
る
か
、
論
じ
て
き
た
。

「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
は
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
同
志
の
国
外
追
放
に
対
し
て
歌
わ
れ
た

事
件
詩
で
あ
っ
た
が
、「
鮮
血
の
思
出
」
で
は
そ
れ
は
関
東
大
震
災
の
朝
鮮
人

虐
殺
事
件
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
中
野
に
と
っ
て
問
題
は
国
境
地
域
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
金
龍
済
に
と
っ
て
の
問
題
は
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
と
い
う
日

本
国
内
の
事
象
で
あ
っ
た
。

「
鮮
血
の
思
出
」
が
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
の
ど
の
程
度
事
実
に
よ
っ
て
い
る
の

か
は
、
確
認
不
可
能
で
あ
る
が
、
大
村
益
夫
『
愛
す
る
大
陸
よ

―
詩
人
金
龍

済
研
究
』（
前
掲
）
に
よ
れ
ば
、
金
は
関
東
大
震
災
時
ま
だ
来
日
し
て
お
ら
ず
、

登
場
す
る
「
俺
」
を
金
龍
済
本
人
と
見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
知
人

な
ど
か
ら
取
材
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
道
路
工
事
の
最
中
／
俺
の

ツ
ル
ハ
シ
め
／
エ
ン
ギ
で
も
ね
え
も
の
を
掘
り
出
し
や
が
つ
た
／
あ
さ
ま
し
い

人
間
の
白
骨
を
！
」
と
い
う
虐
殺
さ
れ
た
人
間
の
白
骨
が
掘
り
起
こ
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、
戦
前
十
分
に
あ
り
得
た
。
社
会
主
義
者
と
朝
鮮
人
が
虐
殺
さ

れ
た
亀
戸
事
件
に
お
い
て
は
、「
亀
戸
署
が
深
夜
潜
に
平
沢
等
の
死
体
を
発
掘

す
　
引
渡
し
の
前
夜
約
束
を
破
っ
た
と
総
同
盟
側
の
大
憤
慨
」（『
朝
日
新
聞
』
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三
千
里
』
内
で
も
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
と
そ
の
影
響
の
批
判
が
相
次
ぐ
。
久
保
田

正
文
「
贖
罪
主
義
か
ら
の
解
放
」（『
季
刊
三
千
里
』一
九
八
〇
年
春
号
）
に
お
い
て
は
、

中
野
の
転
向
小
説
が
批
判
さ
れ
、「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
に
も
そ
の
よ
う
な
「
贖
罪
意

識
と
お
な
じ
も
の
が
は
た
ら
い
て
い
た
と
は
」、
考
え
ら
れ
な
い
と
し
な
が
ら
も
、「
は

じ
め
は
悲
劇
、
二
度
め
は
茶
番
」
で
あ
り
、
日
本
の
模
倣
詩
の
ほ
と
ん
ど
が
「
朝
鮮

に
対
す
る
贖
罪
意
識
の
す
べ
て
が
、
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
」と
問
う
て
い
る
。
久
保
田
は
模
倣
詩
の
例
と
し
て
壺
井
繁
治
の「
十
五
円
五
十
銭
」

（『
新
日
本
文
学
』
一
九
四
八
年
四
月
）
を
挙
げ
て
い
る
。

（
５
）
佐
藤
健
一
「「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
に
つ
い
て

―
「
御
大
典
記
念
」
と
挽
歌
の
構
想
」

（『
語
文
』
一
九
八
八
年
十
二
月
）
は
詩
の
国
際
連
帯
と
天
皇
暗
殺
の
く
だ
り
を
詳
細

に
検
討
し
て
い
る
。
ま
た
、
申
銀
珠
、
趙
珉
淑
、
満
田
郁
夫
、
林
淑
美
「「
雨
の
降
る

品
川
駅
」
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
及
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
の
共
同
研

究
（
上
）（
中
）（
下
）」（『
梨
の
花
通
信
』
二
〇
〇
一
年
四
月
、
七
月
、
九
月
）
は
韓

国
語
訳
詩
と
の
対
照
に
よ
る
伏
字
起
こ
し
、
天
皇
表
象
の
検
討
、
詳
細
な
注
釈
な
ど

を
行
っ
た
。

（
６
）
大
村
益
夫
は
『
愛
す
る
大
陸
よ

―
詩
人
金
龍
済
研
究
』（
前
掲
）
の
中
で
「
鮮
血

の
思
出
」
を
同
じ
く
震
災
を
扱
っ
た
詩
で
あ
る
金
龍
済
「
震
災
の
思
ひ
出

―
九
月

一
日
の
た
め
に
」（『
婦
人
戦
旗
』
一
九
三
一
年
十
月
）
と
並
べ
て
紹
介
す
る
。「
震
災

の
思
ひ
出
」
は
大
村
に
よ
れ
ば
、
知
人
の
実
話
を
詩
に
移
し
た
も
の
で
あ
り
、「
民
族

的
復
讐
で
は
な
く
、
国
際
的
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
中
で
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
」

も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

（
７
）
し
か
し
、
金
龍
済
は
「
玄
界
灘
」（
前
掲
）
と
い
う
〈
在
日
〉
的
な
国
境
線
に
ま
つ

わ
る
詩
を
書
い
て
い
る
。
ま
た
別
の
機
会
に
お
い
て
は
、
鴨
緑
江
な
ど
の
朝
鮮
・
満

州
国
境
地
域
も
「
国
境

―
十
四
周
年
の
革
命
記
念
日
に
」（『
ナ
ッ
プ
』
一
九
三
一

年
十
一
月
）
と
い
う
詩
に
お
い
て
歌
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
憤
懣
の
泡
を
噛
む
鴨

緑
江
の
渦
巻
き
よ
／
×
　
す
る
×
×
　
　
　
　
　
と
も
に
東
洋
一
の
鉄
橋
を
呑
み
／

の
一
部
と
化
し
た
。
間
違
い
な
く
こ
れ
ら
の
日
本
の
川
は
、「
民
族
の
み
ぞ
」

で
あ
り
、鴨
緑
江
の
よ
う
に
解
放
の
夢
想
が
全
く
機
能
し
な
い
、硬
直
的
に
「
堰

か
れ
て
い
る
」
国
境
線
で
あ
っ
た
。
金
は
そ
の
解
決
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連

帯
（
た
だ
し
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
と
い
う
「
民
族
の
み
ぞ
」
を
乗
り
越
え
た
上

で
の
）
に
求
め
た
が
、
そ
の
「
民
族
の
み
ぞ
」
は
日
本
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

盲
点
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
金
龍
済
の
「
鮮
血
の
思
出
」
は
最
終
的
に
は
労

働
者
連
帯
を
訴
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
可
否
は
置
い
て
も
、「
雨
の
降
る
品

川
駅
」
の
単
な
る
模
倣
で
も
応
答
で
も
な
く
、
十
分
に
日
本
社
会
を
裁
断
し
批

判
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
注
〉

（
１
）
壺
井
繁
治
「「
中
野
重
治
詩
集
」
に
つ
い
て
」（『
文
庫
』
一
九
五
六
年
一
月
）

（
２
）
北
川
透
『
中
野
重
治
　
近
代
日
本
詩
人
選
15
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
十
月
）

こ
こ
で
北
川
は
停
車
場
と
か
駅
や
凍
る
河
な
ど
の
光
景
は
、
中
野
自
身
の
「
内
部
の

故
郷
の
風
景
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
具
体
性
を
持
ち
、
主
客
の
合
一
を
成
し
遂
げ

た
と
論
じ
た
。

（
３
）
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
と
は
一
九
二
五
年
八
月
に
結
成
さ
れ
た
朝
鮮
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
芸
術
家
同
盟

の
こ
と
で
あ
る
。
東
京
で
活
動
を
行
っ
て
い
た
在
日
朝
鮮
人
運
動
で
あ
る
第
三
戦
線

社
は
京
城
と
の
連
絡
を
契
機
に
組
織
再
編
を
行
っ
て
い
た
。
後
に
Ｋ
Ａ
Ｐ
Ｆ
東
京
支

部
が
結
成
さ
れ
、『
芸
術
運
動
』
や
『
無
産
者
』
な
ど
の
雑
誌
が
出
版
さ
れ
た
。（
高

栄
蘭
「
第
３
章
　
戦
略
と
し
て
の
「
朝
鮮
」
表
象
」『「
戦
後
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』

藤
原
書
店
、
二
〇
一
〇
年
六
月
参
照
。）

（
４
）
七
十
年
代
を
半
ば
に
し
て
、
中
野
の
自
己
批
判
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、『
季
刊
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泥
臭
い
黄
海
の
彼
方
へ
押
し
　
　
　
は
何
時
だ
（
原
文
マ
マ
）」
と
鴨
緑
江
は
詩
化
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
雨
の
降
る
品
川
駅
」
の
反
復
表
現
と
受
け
取
れ
る
と
共
に
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
国
際
連
帯
の
戦
術
が
金
に
更
に
徹
底
化
さ
れ
た
結
果
で
も
あ
ろ
う
。

―
ま
ん
だ
・
け
い
た
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学 

―


