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【
タ
イ
ト
ル
】

総
論

日
本
人
が
見
落
と
し
て
き
た
「
相
剋
の
根
源
」

【
リ
ー
ド
】

江
華
島
事
件
、
韓
国
併
合
後
の
日
本
に
よ
る
統
治
、
そ

し
て
戦
後…

…

。

日
本
と
朝
鮮
半
島
に
は
様
々
な
転
機
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
見
え
方
は
、
両
者
の
間
で
大
き

な
隔
た
り
が
あ
る
。

日
本
と
朝
鮮
半
島
の
「
相
剋
」
の
根
源
に
迫
る
。

【
お
名
前
・
ご
略
歴
】

Kimura Kan 

木
村

幹

神
戸
大
学
大
学
院
国
際
協
力
研
究
科
教
授

PROFILE 

昭
和
四
十
一
年
（
一
九
六
六
）、
大
阪
府
生

ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
中

途
退
学
。
博
士
（
法
学
）。
専
門
は
比
較
政
治
学
、

朝
鮮
半
島
地
域
研
究
。
著
書
に
『
歴
史
認
識
は
ど
う
語

ら
れ
て
き
た
か
』『
高
宗
・
閔
妃
』、
近
著
に
『
誤
解
し

な
い
た
め
の
日
韓
関
係
講
義
』
な
ど
が
あ
る
。

【
本
文
】

（
小
見
出
し
）
朝
鮮
半
島
は
日
本
の
安
全
保
障
に
必

要
だ
っ
た
の
か

明
治
時
代
の
日
本
政
府
が
朝
鮮
半
島
に
進
出
し
た

目
的
は
、「
主
観
的

﹅

﹅

﹅

な
安
全
保
障
上
の
理
由
」
が
最
た

る
も
の
と
い
っ
て
い
い
。

要
す
る
に
、「
清
国
や
ロ
シ
ア
に
朝
鮮
半
島
が
取
ら

れ
る
と
、
日
本
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
危
険
だ
」
と
い

う
発
想
で
、
確
保
し
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
。

但
し
こ
の
話
は
、
明
治
維
新
直
後
の
日
本
に
そ
の

よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
余
裕
は
な
く
、
主
と
し
て
一

八
八
〇
年
代
以
降
の
こ
と
に
な
る
。

一
八
七
〇
年
代
の
日
本
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
国
境

画
定
が
重
要
な
外
交
課
題
で
あ
り
、
そ
の
過
程
で
朝

鮮
王
朝
と
の
国
交
が
必
要
に
な
っ
た
。

日
朝
両
国
の
交
渉
は
容
易
に
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た

が
、
日
本
の
軍
艦
が
首
都
・
漢
城
府
（
現
ソ
ウ
ル
）
の

表
玄
関
に
あ
た
る
江
華
島
へ
向
か
い
、
軍
事
衝
突
が

生
じ
る
。
こ
の
江
華
島
事
件
の
翌
年
、
一
八
七
六
年
に

日
朝
修
好
条
規
が
結
ば
れ
た
。

そ
の
後
、
朝
鮮
王
朝
で
は
一
八
八
二
年
に
保
守
派

の
反
乱
で
あ
る
壬
午
軍
乱
と
、
八
四
年
に
近
代
化
を

目
指
す
開
化
派
の
ク
ー
デ
タ
ー
で
あ
る
甲
申
政
変
が

勃
発
す
る
。

こ
れ
を
受
け
て
日
本
は
、「
内
紛
が
続
く
と
他
国
に

利
用
さ
れ
る
。
朝
鮮
半
島
を
取
ら
な
い
と
安
全
保
障

上
、
危
な
い
」
と
の
発
想
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
朝
鮮
半
島
は
日
本
の
安

全
保
障
の
役
に
立
た
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な

い
。太

平
洋
戦
争
が
、
海
か
ら
攻
撃
さ
れ
て
負
け
た
の

は
周
知
の
通
り
だ
。
島
国
で
あ
る
以
上
、
国
防
の
鍵
は

海
に
あ
り
、
半
島
を
確
保
す
る
こ
と
に
、
安
全
保
障
上

の
意
味
は
結
果
と
し
て
な
か
っ
た
。

山
県
有
朋
ら
が
主
張
し
た
「
朝
鮮
半
島
は
安
全
保

障
上
の
利
益
線
」
と
の
考
え
は
、
あ
く
ま
で
「
こ
こ
を

取
ら
れ
た
ら
危
な
い
」
と
い
う
主
観
に
す
ぎ
な
か
っ

た
の
だ
。

話
を
江
華
島
事
件
に
戻
そ
う
。
こ
の
と
き
、
軍
事
的

に
挑
発
し
た
の
は
日
本
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
豊
臣
秀

吉
の
朝
鮮
出
兵
と
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
り
、「
日
本
人
は

朝
鮮
半
島
に
攻
め
て
く
る
」
と
の
認
識
を
朝
鮮
人
側

に
も
た
せ
、
日
本
は
脅
威
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。

壬
午
軍
乱
で
日
本
の
領
事
館
が
焼
き
討
ち
さ
れ
た

の
は
、
朝
鮮
人
に
そ
の
時
点
で
す
で
に
恨
ま
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
江
華
島
事
件
が
影
響
し
て

い
た
と
い
え
る
。

壬
午
軍
乱
後
、
朝
鮮
半
島
へ
の
影
響
力
を
強
め
た

の
は
清
国
だ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
に
軍
隊
を
送
っ
て
壬

午
軍
乱
を
鎮
圧
す
る
と
、
そ
の
後
も
軍
隊
を
漢
城
府

の
郊
外
に
駐
屯
さ
せ
た
。

日
本
は
清
国
に
対
抗
す
る
た
め
、
東
学
党
の
乱
を

理
由
に
朝
鮮
半
島
に
介
入
し
、
一
八
九
四
年
に
日
清



戦
争
が
始
ま
る
。 

 
本
来
で
あ
れ
ば
、
東
学
党
の
乱
が
日
清
間
の
戦
い

に
直
結
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
日
清
戦

争
が
起
き
た
の
は
、
日
本
が
朝
鮮
半
島
か
ら
清
国
を

排
除
し
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
。 

 

な
お
、
日
清
戦
争
の
講
和
条
約
で
あ
る
下
関
条
約

に
、「
朝
鮮
を
独
立
国
と
認
め
る
」
と
い
う
内
容
が
含

ま
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
朝
鮮
が
独
立
し
た
と
す
る
向

き
も
あ
る
。 

 

し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
朝
鮮
王
朝
の
国
際
的
位

置
づ
け
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。 

 

清
国
の
影
響
力
が
な
く
な
っ
た
の
は
事
実
で
は
あ

る
が
、
か
わ
り
に
、
日
本
の
影
響
力
が
強
ま
っ
た
だ
け

で
あ
っ
た
。 

 

（
小
見
出
し
）
朝
鮮
王
朝
の
対
外
政
策
の
特
徴
と
は 

  

こ
う
し
て
み
る
と
、
朝
鮮
王
朝
は
清
国
と
日
本
の

間
で
翻
弄
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
朝

鮮
王
朝
も
何
も
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

朝
鮮
王
朝
の
基
本
的
な
問
題
は
、
王
朝
が
小
規
模

な
軍
隊
し
か
持
た
な
い
た
め
、
国
王
そ
の
も
の
に
力

が
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。 

 

そ
の
た
め
国
王
は
、
国
内
に
複
数
の
政
治
勢
力
が

あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
を
巧
み
に
競
わ
せ
、
勢
力
を

拮
抗
さ
せ
る
こ
と
で
権
力
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。 

 

そ
う
し
た
態
度
は
、
外
交
に
も
適
用
さ
れ
た
。
朝
鮮

王
朝
に
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
す
る
国
が
出
て
く
れ

ば
、
別
の
国
を
引
き
込
み
、
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
拮
抗

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。 

 

例
え
ば
一
八
八
〇
年
代
後
半
、
国
王
の
高
宗
は
清

国
の
影
響
力
を
排
除
し
よ
う
と
、
二
回
に
わ
た
っ
て

ロ
シ
ア
と
密
約
を
結
ぼ
う
と
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
日
清
戦
争
で
日
本
が
勝
利
し
た
後
の
一
八

九
六
年
、
高
宗
は
突
如
と
し
て
家
族
を
連
れ
、
ロ
シ
ア

公
使
館
に
逃
げ
込
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
「
露
館
播
遷
」

と
い
い
、
日
本
の
影
響
力
を
排
除
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。 

 

さ
ら
に
高
宗
は
、
ロ
シ
ア
公
使
館
か
ら
自
身
の
王

宮
に
帰
る
と
き
に
は
、
ア
メ
リ
カ
を
引
き
込
ん
で
、
そ

の
軍
隊
に
護
衛
を
さ
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
ロ
シ
ア
公

使
館
に
逃
げ
込
み
な
が
ら
も
、
ア
メ
リ
カ
を
使
っ
て

ロ
シ
ア
を
牽
制
し
た
の
だ
。 

 

当
時
の
朝
鮮
王
朝
に
は
、
日
本
、
清
国
、
ロ
シ
ア
の

「
三
つ
の
脅
威
」
が
存
在
し
た
が
、
高
宗
は
つ
い
に
は
、

そ
の
脅
威
か
ら
脱
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。 

 

こ
う
し
て
一
八
九
七
年
、
高
宗
が
国
王
か
ら
皇
帝

と
な
り
、
大
韓
帝
国
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
本
当
の
意

味
で
朝
鮮
が
国
際
的
に
「
独
立
」
し
た
の
は
、
こ
の
と

き
で
あ
っ
た
。 

 

大
韓
帝
国
の
成
立
は
、
国
王
が
皇
帝
に
な
っ
た
と

こ
ろ
に
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
。 

 

朝
鮮
王
朝
と
日
本
が
対
等
で
あ
っ
て
も
、
朝
鮮
半

島
の
人
々
の
伝
統
的
な
理
解
と
し
て
、
朝
鮮
「
国
王
」

と
日
本
の
「
天
皇
」
で
は
、
日
本
の
ほ
う
が
上
に
な
っ

て
し
ま
う
。 

 

そ
こ
に
は
、
東
ア
ジ
ア
固
有
の
捉
え
方
が
あ
る
。

「
皇
」
の
字
が
つ
く
ポ
ス
ト
は
、
天
か
ら
直
接
、
支
配

権
を
与
え
ら
れ
た
「
天
下
の
支
配
者
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
。
そ
の
天
下
の
支
配
者
で
あ
る
中
国
の
皇

帝
か
ら
、「
こ
の
土
地
は
支
配
し
て
い
い
」
と
、
認
め

て
も
ら
っ
た
の
が
朝
鮮
「
王
朝
」
だ
っ
た
。 

 

そ
の
た
め
、
朝
鮮
で
は
皇
帝
を
名
乗
れ
な
か
っ
た

う
え
、
独
自
の
年
号
を
持
っ
た
時
期
も
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
。
天
と
直
接
や
り
と
り
で
き
る
と
さ
れ
る
中

国
の
皇
帝
で
な
け
れ
ば
、
暦
を
つ
く
れ
な
い
か
ら
だ
。 

 

し
た
が
っ
て
、
皇
帝
を
名
乗
る
こ
と
は
、
中
国
、
日

本
、
ロ
シ
ア
と
い
う
「
皇
」
の
つ
く
ト
ッ
プ
を
戴
く
周

囲
の
国
と
対
等
と
な
る
た
め
に
、
大
事
な
儀
式
だ
っ

た
。 

 

高
宗
が
皇
帝
を
称
し
た
の
は
朝
鮮
史
上
初
め
て
の

こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
ま
で
は
、「
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ

ー
」
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。 

 

だ
が
、
朝
鮮
王
朝
に
と
っ
て
悪
夢
以
外
の
何
も
の

で
も
な
か
っ
た
の
は
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
の

勝
利
と
、
そ
の
後
に
締
結
さ
れ
た
ポ
ー
ツ
マ
ス
条
約

で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
条
約
は
、
朝
鮮
半
島
が
日
本
の
権
益
下
に
あ

る
こ
と
を
、
日
本
と
ロ
シ
ア
が
認
め
合
っ
た
だ
け
で

な
く
、
条
約
交
渉
を
仲
介
し
た
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
の



同
盟
国
の
フ
ラ
ン
ス
、
日
本
の
同
盟
国
の
イ
ギ
リ
ス

ま
で
も
が
そ
の
こ
と
を
保
障
し
て
い
た
。 

 

こ
の
時
点
で
、
清
国
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
影
響

力
は
な
く
な
っ
て
い
る
た
め
、
大
韓
帝
国
を
助
け
て

く
れ
る
勢
力
は
な
く
な
っ
た
。 

 

主
要
国
が
「
朝
鮮
は
日
本
の
権
益
下
で
い
い
」
と
認

め
た
瞬
間
、
単
体
で
軍
事
力
の
な
い
朝
鮮
王
朝
の
パ

ワ
ー
ゲ
ー
ム
は
終
了
し
、
後
は
日
本
に
押
さ
れ
る
だ

け
に
な
っ
た
。 

 

そ
の
大
韓
帝
国
の
併
合
を
日
本
が
進
め
た
の
は
、

結
局
、
高
宗
を
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
か
っ

た
か
ら
で
あ
る
。 

 

一
九
〇
五
年
に
日
本
は
大
韓
帝
国
を
保
護
国
化
し

た
が
、
そ
れ
に
反
発
す
る
高
宗
は
一
九
〇
七
年
、
万
国

平
和
会
議
で
主
権
回
復
を
訴
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ

が
ハ
ー
グ
密
使
事
件
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
外
交
的
駆

け
引
き
を
続
け
ら
れ
、
そ
れ
を
列
強
諸
国
に
利
用
さ

れ
る
事
態
が
起
こ
る
よ
う
で
は
、
日
本
は
困
る
。 

 

こ
こ
か
ら
朝
鮮
半
島
を
安
定
さ
せ
る
た
め
な
ら
ば
、

「
大
韓
帝
国
を
残
し
て
お
く
よ
り
、
併
合
し
た
ほ
う

が
い
い
」
と
考
え
る
こ
と
は
自
然
の
流
れ
と
言
え
る
。 

 

だ
か
ら
伊
藤
博
文
も
当
初
、
自
治
を
想
定
し
て
い

た
が
、
断
念
し
た
。
日
本
側
か
ら
見
れ
ば
、「
高
宗
が

も
っ
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
く
れ
る
と
思
っ
た
も
の

の
、
最
後
ま
で
聞
か
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

ま
た
高
宗
か
ら
す
る
と
、
日
本
型
の
近
代
化
は
も

と
も
と
受
け
入
れ
に
く
い
も
の
だ
っ
た
。
朝
鮮
の
視

点
で
は
、
日
本
の
大
政
奉
還
と
明
治
維
新
は
、「
中
国
、

朝
鮮
、
日
本
の
東
ア
ジ
ア
三
カ
国
の
な
か
で
、
最
も
早

く
に
体
制
が
崩
壊
し
た
」
と
見
え
る
。 

 

ま
た
、
日
本
の
立
憲
君
主
制
は
、
天
皇
よ
り
も
臣
下

に
実
権
が
あ
る
た
め
、
高
宗
か
ら
す
れ
ば
ロ
シ
ア
の

よ
う
な
皇
帝
独
裁
体
制
の
ほ
う
が
魅
力
的
だ
っ
た
。 

 

日
本
と
朝
鮮
で
は
、
こ
の
よ
う
に
見
え
方
が
異
な

る
の
で
あ
る
。 

 

（
小
見
出
し
）
三
・
一
運
動
は
な
ぜ
起
き
た
の
か 

  

一
九
〇
七
年
、
朝
鮮
で
義
兵
運
動
が
起
こ
り
、
日
本

側
は
こ
れ
を
数
年
か
け
て
抑
え
込
む
。
一
九
〇
九
年

頃
に
は
、
日
本
の
韓
国
支
配
機
関
で
あ
る
統
監
府
（
の

ち
の
総
督
府
）
か
ら
「
朝
鮮
半
島
が
ほ
ぼ
平
穏
に
な
っ

た
の
で
、
併
合
し
て
も
大
丈
夫
だ
」
と
の
報
告
が
東
京

に
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

こ
う
し
て
朝
鮮
半
島
の
人
々
の
抵
抗
が
抑
え
ら
れ

た
結
果
、
一
九
一
〇
年
の
韓
国
併
合
は
大
き
な
混
乱

も
な
く
進
ん
だ
。 

 

し
か
し
、
併
合
か
ら
九
年
後
の
一
九
一
九
年
に
、
日

本
か
ら
の
独
立
を
主
張
す
る
三
・
一
運
動
が
起
こ
る
。 

 

一
九
〇
七
年
の
義
兵
運
動
は
、
日
本
に
よ
る
統
治

が
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
段
階
の
も
の
で
あ
り
、

「
予
測
に
基
づ
く
反
対
」
で
あ
っ
た
。
一
方
、
一
九
一

九
年
の
三
・
一
運
動
は
、
日
本
に
よ
る
統
治
が
始
ま
っ

て
し
ば
ら
く
経
っ
て
か
ら
起
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
「
結
果
に
基
づ
く
反
対
」
と
い
え
る
。 

 

併
合
に
よ
っ
て
政
治
権
力
を
失
っ
た
人
々
が
怒
る

の
は
当
然
だ
が
、
三
・
一
運
動
が
起
き
た
一
つ
の
要
因

と
し
て
、
こ
の
段
階
で
朝
鮮
の
エ
リ
ー
ト
層
が
、
併
合

時
の
日
本
の
約
束
は
噓
だ
っ
た
と
い
う
認
識
を
も
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

つ
ま
り
、
日
本
は
併
合
当
初
、「
あ
な
た
た
ち
は
文

明
開
化
を
し
て
い
な
い
し
、
日
本
語
を
話
せ
な
い
か

ら
、
統
治
階
層
に
入
れ
ら
れ
な
い
」
と
説
明
し
た
。 

 

そ
の
た
め
エ
リ
ー
ト
た
ち
は
、
子
ど
も
を
中
学
生

く
ら
い
か
ら
日
本
に
送
り
、
東
京
や
京
都
、
大
阪
の
大

学
を
卒
業
さ
せ
る
な
ど
努
力
し
た
。
こ
う
し
て
教
育

さ
れ
た
彼
ら
は
、
日
本
語
を
流
暢
に
話
し
、
東
京
帝
国

大
学
な
ど
を
卒
業
し
た
の
だ
か
ら
、
当
時
の
基
準
に

照
ら
し
て
、
優
秀
で
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。 

 

し
か
し
実
際
に
は
、
彼
ら
は
こ
の
段
階
で
は
大
学

教
授
に
は
な
れ
な
か
っ
た
し
、
高
等
文
官
試
験
に
も

通
ら
な
か
っ
た
。
財
閥
企
業
に
も
入
れ
な
か
っ
た
。
な

ら
ば
自
ら
の
将
来
の
た
め
に
も
「
独
立
し
た
い
」
と
思

う
の
は
自
然
な
流
れ
だ
。 

 

で
は
、
一
般
民
衆
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。 

 

例
え
ば
、
三
・
一
運
動
の
と
き
に
総
督
府
が
行
な
っ

た
調
査
に
よ
る
と
、
頻
繁
に
出
て
く
る
不
満
は
墓
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

当
時
、
朝
鮮
半
島
で
は
土
葬
が
一
般
的
で
、
日
本
で

は
火
葬
だ
っ
た
。
総
督
府
は
、
公
衆
衛
生
を
改
善
す
る



た
め
に
火
葬
を
奨
励
し
た
。 

 
と
こ
ろ
が
、
朝
鮮
半
島
や
中
国
が
重
ん
じ
る
儒
教

の
基
本
は
先
祖
崇
拝
で
あ
り
、
遺
体
を
焼
い
て
は
い

け
な
い
。
先
祖
を
焼
く
な
ど
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の

だ
。
そ
れ
を
い
き
な
り
「
焼
け
」
と
い
う
話
に
な
れ
ば
、

強
く
抵
抗
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

 

こ
れ
は
象
徴
的
な
例
だ
が
、
日
本
人
の
つ
く
っ
た

法
律
や
制
度
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
朝

鮮
半
島
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
日
本
の
生
活
習
慣
を

押
し
つ
け
ら
れ
る
に
等
し
い
。
生
活
習
慣
を
変
え
る

こ
と
は
、
宗
教
や
価
値
観
に
強
く
抵
触
す
る
か
ら
反

対
す
る
。 

 

大
事
な
の
は
、「
本
国
と
同
じ
よ
う
に
統
治
す
る
」

こ
と
が
、
現
地
の
人
に
は
必
ず
し
も
歓
迎
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
、
こ
と
だ
。
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に

暮
ら
す
、
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
習
慣
を
変
え
ろ
、
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
現
地
の
人
に
は
受
け
入
れ
難
か

っ
た
。
そ
の
こ
と
を
、
日
本
人
は
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て

い
な
い
。 

 

一
般
民
衆
の
中
で
、
生
活
習
慣
を
変
え
ら
れ
て
苦

し
む
人
た
ち
が
反
対
運
動
に
合
流
す
る
の
も
ま
た
、

自
然
な
流
れ
で
あ
る
。 

 

階
層
の
上
と
下
で
は
理
由
が
全
く
異
な
る
が
、
一

九
一
九
年
ま
で
に
「
併
合
後
の
生
活
は
日
本
が
宣
伝

し
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
」
こ
と
を
思
い
知

ら
さ
れ
た
、
と
い
う
点
で
は
通
じ
て
い
る
。 

 

そ
れ
が
底
流
に
あ
っ
て
起
こ
っ
た
三
・
一
運
動
は
、

併
合
後
の
統
治
に
お
け
る
一
つ
の
結
果
を
示
す
も
の

と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
日
本
は
朝
鮮
半
島
の
人
々
を
対

等
に
扱
っ
て
い
る
と
い
う
建
前
を
有
し
つ
つ
、
実
際

に
は
主
導
権
を
与
え
ず
、
制
度
を
押
し
つ
け
て
い
る

だ
け
だ
っ
た
。 

 

発
言
権
が
あ
っ
た
り
、
政
策
決
定
過
程
に
入
れ
れ

ば
、
彼
ら
も
納
得
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
日
本
は
そ
れ
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。 

 

（
小
見
出
し
）
朝
鮮
半
島
支
配
の
終
焉 

  

通
常
、
植
民
地
の
独
立
と
は
、
植
民
地
側
が
独
立
運

動
で
勝
利
し
、
宗
主
国
側
を
追
い
出
す
こ
と
で
果
た

さ
れ
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
半
島
の
場
合
は
、
日
本
が
太

平
洋
戦
争
で
連
合
国
軍
に
負
け
、
支
配
を
断
念
し
た

こ
と
で
統
治
が
終
わ
っ
て
い
る
。 

 

つ
ま
り
他
の
統
治
下
の
国
と
異
な
り
、
独
立
戦
争

を
起
こ
し
、「
日
本
に
勝
っ
た
」
と
い
う
業
績
を
残
す

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。 

 

朝
鮮
半
島
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
日
本
に
勝
っ
て

い
な
い
か
ら
納
得
が
い
か
ず
、「
い
つ
か
勝
ち
た
い
」

と
、
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
残
る
結
果
と
な
っ
た
と
い

え
る
。 

 

一
方
、
日
本
側
は
、
自
分
た
ち
が
嫌
わ
れ
て
い
た
こ

と
を
さ
ほ
ど
実
感
で
き
な
か
っ
た
。 

 
民
族
運
動
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
で
支
配
を
断

念
し
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、「
朝
鮮
半
島
の
人
々
も

そ
れ
な
り
に
日
本
に
よ
る
統
治
に
好
意
を
も
っ
て
い

た
気
が
す
る
」
と
の
甘
い
認
識
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
。 

 

そ
の
よ
う
な
中
で
、
一
九
四
八
年
に
大
韓
民
国
（
韓

国
）
が
建
国
さ
れ
る
。 

 

も
と
も
と
は
国
連
の
監
視
の
も
と
、
朝
鮮
半
島
全

土
で
総
選
挙
が
行
な
わ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
、

ソ
連
軍
が
駐
屯
し
た
朝
鮮
半
島
北
部
で
は
選
挙
が
で

き
ず
、
南
部
だ
け
で
実
施
し
、
大
韓
民
国
と
し
て
独
立

し
た
。 

 

一
方
、
北
部
で
は
、
ソ
連
の
連
れ
て
き
た
金
日
成
が

指
導
者
に
な
っ
て
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
北

朝
鮮
）
が
建
て
ら
れ
る
。 

 

当
時
の
東
側
諸
国
は
、
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
体
制

を
コ
ピ
ー
し
て
つ
く
ら
れ
、
そ
の
指
導
者
は
小
ス
タ

ー
リ
ン
な
ど
と
い
わ
れ
た
が
、
北
朝
鮮
も
同
じ
で
あ

っ
た
。 

 

一
九
五
〇
年
、
北
朝
鮮
が
韓
国
に
攻
め
込
み
、
国
連

軍
が
韓
国
側
と
し
て
参
戦
す
る
。 

 

「
敵
と
戦
う
」
と
い
う
性
格
を
も
つ
国
連
軍
は
、
形

の
上
で
は
、「
国
際
社
会
が
韓
国
の
た
め
に
戦
う
」
形

に
な
っ
た
。 

 

だ
が
当
時
の
韓
国
は
、
実
際
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
支

援
を
受
け
る
反
共
同
盟
の
貧
し
い
国
の
一
つ
で
あ
り
、

い
つ
崩
壊
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
見
ら
れ
て
い

た
。 



 
こ
の
朝
鮮
戦
争
と
日
本
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
大

事
な
点
は
、
ま
だ
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
が

結
ば
れ
て
い
な
い
た
め
、
日
本
が
占
領
下
に
あ
り
、
当

然
な
が
ら
主
体
的
な
活
動
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に

あ
る
。 

 

例
え
ば
、
朝
鮮
戦
争
の
際
、
日
本
が
掃
海
艇
を
送
っ

た
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
れ
も
、
ア
メ
リ
カ
の
意
向
に

そ
っ
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
仁
川
の
上
陸
作

戦
で
日
本
の
元
海
軍
軍
人
が
上
陸
用
舟
艇
を
操
縦
し

た
、
と
い
う
話
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
日
本
政
府
が
主
体

的
に
進
め
た
わ
け
で
は
な
い
。 

 

韓
国
は
独
立
国
家
に
な
っ
て
い
た
が
、
占
領
下
に

あ
っ
た
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
の
も
と
で
、
実
質

的
に
戦
争
に
参
加
し
た
に
過
ぎ
な
い
。 

 

（
小
見
出
し
）
国
交
正
常
化
に
お
け
る
日
韓
両
国
の

思
惑 

  

独
立
運
動
に
よ
っ
て
宗
主
国
が
植
民
地
か
ら
出
て

い
く
と
き
、
宗
主
国
側
の
資
産
を
ど
う
す
る
か
と
い

っ
た
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
た
め
、
両
国
間
で
条
約
が

結
ば
れ
る
。 

 

し
か
し
日
本
の
場
合
は
、
朝
鮮
半
島
の
支
配
を
断

念
し
た
際
、
植
民
地
側
と
の
交
渉
は
な
く
、
一
九
六
五

年
の
条
約
締
結
ま
で
に
は
、
二
十
年
間
が
必
要
だ
っ

た
。
こ
の
結
果
、
植
民
地
支
配
終
了
直
後
に
解
決
す
べ

き
問
題
が
解
決
さ
れ
ず
、
後
ま
わ
し
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
。 

 

今
も
昔
も
、
日
本
と
韓
国
の
関
係
が
良
好
な
も
の

で
な
い
と
困
る
ア
メ
リ
カ
は
、
国
交
正
常
化
を
後
押

し
し
て
い
た
が
、
李
承
晩
政
権
の
時
代
（
一
九
四
八
〜

一
九
六
〇
年
）
は
、
韓
国
側
も
日
本
側
も
国
交
正
常
化

に
は
消
極
的
だ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
李
承
晩
政
権
が
倒
れ
、
一
九
六
一
年
に
ア

メ
リ
カ
で
ケ
ネ
デ
ィ
政
権
が
で
き
て
か
ら
、
国
交
正

常
化
へ
の
流
れ
が
決
定
的
に
な
る
。 

 

背
景
に
は
、
悪
化
す
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
あ
っ
た
。

要
す
る
に
ア
メ
リ
カ
は
、
朝
鮮
半
島
に
か
か
り
き
り

で
は
い
ら
れ
ず
、
日
本
に
韓
国
を
支
援
さ
せ
よ
う
と

し
た
の
だ
。 

 

ケ
ネ
デ
ィ
は
一
九
六
一
年
に
韓
国
の
朴
正
煕
と
日

本
の
池
田
勇
人
を
立
て
続
け
に
呼
び
、
こ
の
後
、
日
韓

国
交
正
常
化
の
話
が
一
気
に
進
み
、
一
九
六
二
年
の

大
平
正
芳
外
相
と
金
鍾
泌
・
中
央
情
報
部
長
の
「
金
・

大
平
メ
モ
」
に
つ
な
が
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
金
・
大
平
メ
モ
に
至
る
過
程
は
、
日

韓
と
も
に
自
発
的
だ
っ
た
と
言
い
難
く
、
両
国
民
の

間
で
友
好
の
雰
囲
気
が
盛
り
上
が
る
こ
と
も
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
日
韓
国
交
正
常
化
は
、
外
交
的
計
算
に
基

づ
い
て
行
な
わ
れ
た
と
見
る
の
が
妥
当
だ
。 

 

そ
の
交
渉
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
、

「
韓
国
併
合
が
違
法
か
合
法
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 

 
韓
国
は
一
九
四
八
年
に
つ
く
ら
れ
た
最
初
の
憲
法

以
来
、「
韓
国
の
併
合
は
日
本
の
力
で
押
し
つ
け
ら
れ

た
」
と
読
め
る
文
章
を
前
文
に
記
し
て
い
て
、「
国
是

と
し
て
違
法
」
と
い
う
認
識
だ
っ
た
。 

 

一
方
、
日
本
は
、
違
法
と
な
れ
ば
、
賠
償
金
を
払
う

べ
き
範
囲
が
大
き
く
な
る
た
め
、
合
法
と
位
置
づ
け

て
い
る
。 

 

そ
の
す
り
あ
わ
せ
は
、
最
後
ま
で
で
き
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
日
韓
基
本
条
約
に
は
次
の
よ
う
な
一
文

が
あ
る
。 

 

一
九
一
〇
年
八
月
二
十
二
日
以
前
に
大
日
本
帝
国

と
大
韓
帝
国
の
間
で
結
ば
れ
た
条
約
お
よ
び
協
定
は

「
も
は
や
無
効
で
あ
る
」。 

 

「
も
は
や
無
効
で
あ
る
」
と
し
た
の
は
、
そ
の
解
釈

を
両
国
政
府
に
任
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

「
も
は
や
」
と
い
う
三
文
字
は
、
歴
史
認
識
の
差
が

す
で
に
こ
の
時
点
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
物
語
っ

て
い
る
。 

 
 
 
 

＊ 
 
 
 

＊ 
 
 
 

＊ 

 

最
後
に
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
近
現
代
史
を
理
解

す
る
た
め
の
、
三
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
触
れ

た
い
。 

 

一
つ
目
は
「
戦
後
」。 

 

江
華
島
事
件
か
ら
現
在
ま
で
は
約
百
五
十
年
だ
が
、

そ
の
半
分
は
戦
後
、
つ
ま
り
第
二
次
世
界
大
戦
後
だ
。

し
か
も
戦
後
は
、
三
十
五
年
の
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半

島
統
治
に
倍
す
る
。
現
在
の
日
韓
関
係
に
し
て
も
、
戦



前
の
歴
史
と
同
じ
ウ
エ
イ
ト
で
、
戦
後
の
時
代
を
見

な
い
と
い
け
な
い
。 

 

二
つ
目
は
「
変
化
」。 

 

日
本
の
朝
鮮
半
島
統
治
と
い
う
と
、
三
十
五
年
の

間
、
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
た
よ
う
に
、
日
本
人
も
韓

国
人
も
思
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
。 

 

し
か
し
、
こ
の
時
期
の
日
本
を
見
れ
ば
、
藩
閥
政
治

か
ら
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
さ
ら
に
満
洲
事
変
以
後

は
総
力
戦
体
制
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
具
合
で
、
大

き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
朝
鮮
半
島
に
対
す

る
支
配
体
制
が
変
わ
ら
な
い
わ
け
が
な
い
。 

 

韓
国
併
合
前
の
日
本
の
対
応
や
、
日
本
に
よ
る
統

治
時
代
、
そ
し
て
戦
後
の
対
応
と
い
っ
た
、
両
国
の
関

係
性
の
変
化
の
歩
み
を
見
る
こ
と
は
大
事
に
し
て
ほ

し
い
。 

 

三
つ
目
は
「
見
え
方
」。 

 

歴
史
に
お
い
て
、
事
実
は
一
つ
で
も
、
見
え
方
は
人

に
よ
っ
て
異
な
る
。 

 

前
述
の
よ
う
に
、「
日
本
で
施
行
さ
れ
た
の
と
同
じ

法
律
が
、
朝
鮮
半
島
で
適
用
さ
れ
た
」
こ
と
は
部
分
的

に
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
日
本
人

に
は
「
我
が
国
と
同
じ
よ
う
に
平
等
に
扱
っ
て
い
る
」

と
見
え
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
か
ら
す
る
と
、「
押
し
つ

け
ら
れ
て
い
る
」
と
見
え
る
。 

 

一
つ
の
歴
史
に
対
し
て
、
人
、
あ
る
い
は
立
場
に
よ

っ
て
、
見
え
方
は
違
う
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
か
ら
の
日
韓
を
考
え
る
う
え
で
も
、
こ
れ
ら

は
念
頭
に
置
い
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。 


