
え
た
の
で
す
。

　

日
韓
合
邦
、
つ
ま
り
日
韓
両
国
が
対
等
に
連
邦
を
築
こ
う
と
い

う
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
大
西
郷
の
精
神
に
連
な
る
も
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
西
郷
隆
盛
の“
征
韓
論
”と
い
う
の
は
誤
り
で
、“
遣

韓
論
”と
い
う
の
が
正
解
で
す
。
西
郷
は
自
ら
使
節
と
し
て
朝
鮮

に
渡
り
、
李
氏
朝
鮮
の
王
国
の
父
君
で
あ
り
、
時
の
朝
鮮
の
政
治

を
主

つ
か
さ
どる

、
大だ

い

院い
ん

君く
ん

と
会
見
し
て
、
朝
鮮
の
開
国
と
近
代
化
を
促う

な
が

そ

う
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
に
西
郷
隆
盛
は
、
大
院
君
と
親
し
く
交
流
し
て
い
た
、

旧
幕
臣
の
勝
海
舟
を
通
し
て
、
大
院
君
側
に
会
談
の
根
回
し
を
し

て
お
り
、
勝
の
紹
介
状
を
持
っ
て
、
大
院
君
と
会
う
際
に
西
郷
は
、

烏え

帽ぼ

子し

直ひ
た

垂た
れ

の
正
装
で
、
非
武
装
に
て
朝
鮮
に
赴お

も
む

く
こ
と
を
主
張

し
て
い
ま
し
た
。

＜

第
二
章＞

知
ら
れ
ざ
る
日
本
裏
面
史

　

〜
日
韓
併
合
か
ら
敗
戦
ま
で
〜

⃝

す
り
替
え
ら
れ
た
日
韓
合
邦

　

―
―
征
韓
論
者
で
は
な
か
っ
た
西
郷
隆
盛
―
―

　
　

　

明
治
四
三（
一
九
一
〇
）年
八
月
二
九
日
、「
日
韓
併
合
に
関
す

る
条
約
」に
よ
っ
て
、
大
韓
帝
国
は
世
界
地
図
か
ら
消
滅
し
、
日

本
の
一
部
と
な
り
ま
し
た
。
日
韓
併
合
は
本
来
、
日
韓
両
国
が
、

今
日
の
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
、
緩ゆ

る

や
か
な
連
邦
を
築
く
こ
と
を
理
想
と

し
た
、
日
韓
両
国
の
愛
国
志
士
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
日
韓

合
邦
運
動
を
日
本
政
府
が
利
用
し
、“
合
邦
”を“
併
合
”に
す
り
替

● 

第
8
回

　

西
郷
隆
盛
の
没
後
十
三
年
を
経
た
、
明
治
二
十
三（
一
八
九
〇
）

年
に
な
る
ま
で
、
西
郷
隆
盛
を
征
韓
論
者
だ
と
す
る
政
府
の
見
解

に
対
し
て
、
誰
も
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
の
征
韓
論
者
と
さ
れ
た
西
郷
像
に
対
し
て
、
最
初
に
異
論
を

唱
え
た
の
が
勝
海
舟
で
し
た
。

　

彼
は
、『
追
賛
一
話
』を
刊
行
し
、
次
の
よ
う
に
西
郷
は
征
韓
論

者
で
は
な
い
と
説
い
た
の
で
し
た
。

　
「
世
、
君
を
以
て
征
韓
論
の
張
本
人
と
な
し
、
十
年
の
乱
を
以

て
征
韓
論
の
相
背
馳
し
た
る
に
源
由
す
と
な
す
。
是
れ
未
だ
公
の

心
を
識
ら
ざ
る
者
な
り
。
夫
れ
君
が
征
韓
論
の
張
本
人
た
る
の
大

誤
な
る
を
明
か
に
す
る
を
得
ば
、
之
よ
り
端
摩
盲
測
せ
る
臆
断
の

誤
謬
た
る
は
、
刀
を
下
さ
ず
し
て
自
ら
解
す
べ
し
。
予
、
明
治
八

年
十
月
君
が
篠し

の
は
ら原

国く
に
も
と幹

に
贈
ら
れ
し
書
簡
を
蔵
す
。
之
れ
を
一
読

せ
ば
、
其
疑
を
霽は

ら

す
に
足
る
」

　

勝
海
舟
が
言
う
書
簡
と
は
、
次
の
も
の
で
す
。

　

こ
の
書
簡
に
は
珍
し
く
、
時
候
の
挨
拶
が
な
く
、
次
の
様
な
書

き
出
し
で
始
ま
り
ま
す
。

　
「
朝
鮮
の
儀
は
数
百
年
来
交
際
の
国
に
て
、
御
一
新
已
来
其
の

間
に
葛
藤
を
生
じ
、
既
五
六
ヶ
年
談
判
に
及
び
、
今
日
其
の
結
局

に
立
至
り
候
処
、
全
く
交
際
無
之
人
事
尽
く
難
き
国
と
同
様
の
戦

端
を
開
き
候
儀
、
誠
に
遺
憾
千
万
に
御
座
候
」

　

と
記
さ
れ
て
あ
り
、

　
「
た
と
え
こ
の
戦
争
を
開
く
に
も
せ
よ
、
最
初
測
量
の
儀
を
相

断
り
、
彼
方
承
諾
の
上
発
砲
に
及
び
候
え
ば
、
我
国
へ
敵
す
る
者

と
見
做
し
申
す
べ
く
候
え
ど
も
、
左
も
こ
れ
な
く
候
え
ど
も
、
左

も
む
な
く
候
て
発
砲
に
及
び
候
と
も
、
一
往
は
談
判
致
し
、
何
等

の
趣
意
に
て
か
く
の
如
き
時
期
に
至
候
か
是
非
相
糺
す
べ
き
事
に

御
座
候
」

　

と
述
べ
、

　
「
一
向
彼
を
蔑
視
し
、
発
砲
い
た
し
候
故
応
砲
に
及
び
候
と
申

す
も
の
に
て
は
、
こ
れ
迄
の
友
誼
上
、
実
に
天
理
に
於
い
て
可
恥

の
所
為
に
御
座
候
」

　

と
結
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
書
簡
を
現
代
文
に
訳
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
「
朝
鮮
と
は
数
百
年
来
交
際
し
て
来
た
国
で
、
明
治
維
新
以
来
、

葛
藤
を
生
じ
な
が
ら
も
、
す
で
に
五
、六
年
間
も
談
判
を
続
け
て
、

今
日
で
は
最
終
的
な
段
階
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
全
く
人
の

交
際
が
出
来
な
い
よ
う
な
国
と
同
様
に
戦
を
仕
掛
け
る
と
は
、
誠

に
遺
憾
千
万
で
す
。

　

た
と
え
こ
の
戦
争
を
行
う
に
し
て
も
、
最
初
に
測
量
を
し
た
い
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事
を
断
っ
た
上
で
、
相
手
の
承
諾
を
得
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発

砲
を
し
て
来
た
場
合
に
は
、
我
国
に
対
し
て
敵
対
す
る
も
の
と
し

て
見
な
す
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
そ
う
で
な
く
て
発
砲
さ
れ
た
と

し
た
な
ら
ば
、
一
応
は
談
判
し
て
、
ど
う
い
う
意
図
で
発
砲
に

至
っ
た
の
か
と
い
う
経
緯
と
意
味
を
問
い
質た

だ

す
べ
き
で
す
。

　

ま
っ
た
く
朝
鮮
を
蔑べ

っ

視し

し
て
、
発
砲
さ
れ
た
か
ら
応
戦
し
た
と

言
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
外
交
上
、
実
に
す
べ
て
の
道
理

に
お
い
て
恥
ず
べ
き
こ
と
で
す
」

　

明
治
八（
一
八
七
五
）年
九
月
二
〇
日
に
生
じ
た
江こ

う

華か

島と
う

事
件
の

際
、
朝
鮮
に
砲
艦
外
交
を
行
っ
た
日
本
政
府
に
対
し
て
、
西
郷
隆

盛
は
烈
火
の
ご
と
く
怒
り
、
批
判
し
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
篠
原

国
幹
に
宛
て
た
書
簡
で
す
。

　

勝
海
舟
は
、
事
あ
る
毎ご

と

に「
西
郷
は
征
韓
論
者
で
は
な
い
よ
」と

繰
り
返
し
語
っ
て
い
ま
し
た
。

　

彼
は
、「
西
郷
は
け
っ
し
て
征
韓
論
者
で
は
な
い
ん
だ
よ
、
俺

は
そ
の
こ
と
を
当
人
か
ら
聞
い
て
知
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」と
、「
山

岡
鉄
舟
口
述
、
勝
海
舟
評
論
、
安
倍
正
人
編へ

ん

纂さ
ん

」の『
武
士
道
』と

い
う
本
の
中
で
、
編
纂
者
の
安
倍
に
対
し
て
勝
が
語
っ
て
い
ま
す
。

　

日
清
戦
争
当
時
、
一
部
の
論
壇
界
に
お
い
て
、「
日
清
戦
争
は

西
郷
隆
盛
の
征
韓
論
を
受
け
継
ぐ
も
の
」だ
と
い
う
論
議
に
対
し

て
、
勝
海
舟
は「
朝
鮮
を
征せ

い

伐ば
つ

し
て
、
西
郷
の
志
を
継
ぐ
な
ど
と

云
う
こ
と
が
何
処
に
あ
る
ェ
」と
述
べ
、
徒

い
た
ず
らに

戦
争
を
煽あ

お

っ
て
い

た
日
本
政
府
を
批
判
し
て
い
ま
す
。

　

朝
鮮
に
対
し
て
砲
艦
外
交
を
や
っ
た
の
は
、
大
久
保
利
通
や
岩

倉
具
視
ら
で
あ
り
、
彼
ら
は
西
郷
隆
盛
を“
征
韓
論
者
”だ
と
し
て

批
判
し
、
戦
争
を
煽
る
危
険
人
物
だ
と
い
う
理
由
を
つ
け
て
、
政

府
か
ら
追
い
や
っ
た
親
欧
米
派
の
人
々
で
す
。

　

彼
ら
は
、
日
本
が
ペ
リ
ー
に
脅お

ど

さ
れ
た
時
と
同
様
な
こ
と
を
、

今
度
は
朝
鮮
に
対
し
て
や
っ
た
わ
け
で
す
。

　

―
―
韓
国
問
題
の
背
後
に
ロ
シ
ア
あ
り
―
―

　

韓
国（
一
八
九
七
＝
明
治
三
〇
年
、
朝
鮮
の
国
号
が
大
韓
帝
国

へ
と
改
め
ら
れ
た
）問
題
の
背
景
に
大
き
く
横
た
わ
っ
て
い
た
の

が
、
ロ
シ
ア
で
し
た
。
当
時
、
中
国
や
韓
国
の
問
題
を
や
る
人
た

ち
が
結
構
い
ま
し
た
が
、
ロ
シ
ア
問
題
を
や
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在
で
も
ロ
シ
ア
問
題
を
や
る
人
は
少
数
派
で

す
。

　

そ
こ
で
、自
ら
ロ
シ
ア
問
題
に
従
事
す
る
こ
と
を
決
心
し
た
の
が
、

後
に
黒
龍
會
を
創
立
す
る
玄
洋
社
の
青
年
、
内
田
良
平
で
し
た
。

　

彼
は
明
治
二
八（
一
八
九
五
）年
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク

に
渡
り
、
柔
道
場
を
経
営
し
な
が
ら
ロ
シ
ア
の
事
情
を
調
査
、
研

究
し
て
お
り
、
明
治
三
〇（
一
八
九
七
）年
七
月
に
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト

ク
を
出
発
、
単
身
シ
ベ
リ
ア
を
横
断
の
壮そ

う

途と

に
就
き
ま
し
た
。

　

首
都
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
を
経
て
、
無
事
ウ
ラ
ジ
オ
ス

ト
ク
に
帰
着
し
た
の
は
、
翌
年
六
月
で
す
。

　

彼
が
ロ
シ
ア
で
観
た
も
の
は
、
帝
政
ロ
シ
ア
に
革
命
が
生
じ
る

可
能
性
で
し
た
。
そ
の
時
、
ロ
シ
ア
は
国
内
の
不
満
を
国
外
に
逸

し
、
革
命
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
行
う
、
対
外
侵
略
が「
危

な
い
」と
い
う
こ
と
の
実
感
で
し
た
。
そ
れ
は
朝
鮮
半
島
が
、
ロ

シ
ア
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
危
険
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
を
意
味
し

て
い
ま
し
た
。　
　

　

朝
鮮
半
島
は
、
ち
ょ
う
ど
日
本
の
首
筋
に
突
き
付
け
ら
れ
た
匕あ

い

首く
ち

の
よ
う
に
位
置
し
て
お
り
、
韓
国
が
ロ
シ
ア
の
植
民
地
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
日
本
は
い
つ
で
も
ロ
シ
ア
の
侵
略
の
危
機
に
直
接

晒さ
ら

さ
れ
る
た
め
、
韓
国
の
独
立
は
日
本
の
安
全
保
障
上
、
極
め
て

重
要
な
こ
と
で
し
た
。

　

そ
こ
で
、
日
本
と
韓
国
と
が
連
邦
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア

ジ
ア
の
共
同
防
衛
を
図は

か

り
、
ロ
シ
ア
の
侵
略
を
防
ぐ
必
要
が
あ
る

と
、
内
田
は
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
内
田
の
韓
国
側
の
同
志
は
、
李り

容よ
う

九き
ゅ
うと

い
う
人
で
す
。

　

内
田
と
李
と
の
偶
然
の
出
会
い
を
機
会
に
、
日
韓
合
邦
の
運
動

が
起
き
ま
し
た
。

　

李
容
九
と
い
う
人
は
、
東
学
党
の
乱
に
参
加
し
た
人
で
、
東
学

党
の
二
代
目
教
祖
の
崔さ

い

時じ

亨こ
う

の
弟
子
で
す
。
同
じ
兄
弟
弟
子
に
は
、

孫そ
ん

秉へ
い

熙き

が
い
ま
す
。
二
人
と
も
東
学
党
の
乱
が
鎮
圧
さ
れ
、
身
の

危
険
を
感
じ
て
朝
鮮
を
脱
出
し
て
、
日
本
に
亡
命
し
ま
す
。

　

亡
命
中
の
李
容
九
は
明
治
維
新
に
学
び
、
朝
鮮
の
近
代
化
の
道

を
探
っ
た
結
果
、
朝
鮮
が
日
本
と
連
邦
を
築
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

朝
鮮
の
民
衆
救
済
、
近
代
化
路
線
を
考
え
た
の
で
す
。

　

李
容
九
は
、
同
志
の
宋そ

う

秉へ
い

畯し
ゅ
んと

と
も
に
、“
一い

っ

進し
ん

会か
い

”と
い
う
政

治
団
体
を
組
織
し
て
、
親
日
の
旗き

幟し

を
鮮
明
に
し
ま
す
。

　

彼
ら
は
日
露
戦
争
の
時
に
、
一
〇
〇
万
人
の
一
進
会
の
会
員
を

率
い
て
、
日
本
軍
の
た
め
に
経
費
は
す
べ
て
手
弁
当
で
、
鉄
道
敷

設
工
事
を
行

お
こ
な

っ
た
り
軍
事
物
資
の
運
搬
を
し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。

　

―
―
朝
鮮
に
心
血
を
注
い
だ
福
沢
諭
吉
―
―

　

明
治
二
六（
一
八
九
三
）年
、
樽た

る

井い

藤と
う

吉き
ち

と
い
う
人
が
、
日
本
を

は
じ
め
朝
鮮
、
清
国
の
人
々
で
も
読
め
る
よ
う
に
と
、
漢
文
で『
大
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東
合
邦
論
』と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
。

　

李
容
九
は
そ
の
本
に
記
さ
れ
て
い
る
、
日
本
と
朝
鮮
と
の
連
邦

建
設
か
ら
日
韓
合
邦
の
ヒ
ン
ト
を
得
ま
し
た
。

　

当
時
の
朝
鮮
に
は
、
大
き
な
流
れ
が
二
つ
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
一
つ
は
事
大
党
で
、
も
う
一
つ
は
独
立
党
で
す
。

　

事
大
党
は
閔び

ん

妃ひ

に
代
表
さ
れ
、
清
国
と
か
ロ
シ
ア
に
朝
鮮
を
委ゆ

だ

ね
る
考
え
方
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
金き

ん

玉ぎ
ょ
く
き
ん均

や
朴ぼ

く

泳え
い

孝こ
う

に
代
表
さ
れ
る
独
立
党
は
、

開
化
党
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
は
日
本
の
明
治
維
新
に

学
ん
で
、
朝
鮮
の
近
代
化
と
清
国
か
ら
の
独
立
を
図
ろ
う
と
し
た

グ
ル
ー
プ
で
す
。
彼
ら
は
、
朝
鮮
が
清
国
か
ら
独
立
す
る
た
め
、

一
八
八
四（
明
治
一
七
）年
に
独
立
党
は
ク
ー
デ
タ
ー（
甲
申
事
変
）

を
起
こ
し
ま
す
が
、
結
局
は
事
大
党
に
潰
さ
れ
て
し
ま
い
、
金
玉

均
や
朴
泳
孝
ら
は
日
本
に
亡
命
し
ま
す
。
こ
の
時
、
彼
ら
の
亡
命

生
活
を
支
え
た
の
が
、
朝
鮮
の
近
代
化
と
独
立
を
援
助
し
て
い
た

福
沢
諭
吉
と
頭
山
満
ら
玄
洋
社
の
人
々
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
日

本
政
府
は
金
玉
均
ら
の
亡
命
を
迷
惑
が
り
、
彼
の
身
柄
を
北
海
道

や
小
笠
原
諸
島
に
流
し
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
長
年
、
日
本
政
府
か
ら
流
刑
人
同
様
の
扱
い
を
受
け
、

虐し
い
たげ

ら
れ
て
い
た
金
玉
均
は
、
過
酷
な
亡
命
生
活
に
疲
れ
果
て

た
結
果
、
事
大
党
の
中
心
人
物
で
あ
る
閔
氏
に
よ
っ
て
上
海
に
誘お

び

き
出
さ
れ
、
閔
氏
が
放
っ
た
刺
客
の
洪ほ

ん
じ
ょ
ん
ぐ

鐘
宇
の
手
で
暗
殺
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
遺
骸
は
、
清
国
の
軍
艦
で
上
海
か
ら
朝
鮮
に
運
ば
れ
、

バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
上
で
、
朝
鮮
全
土
で
晒
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
時
に
頭
山
満
ら
は
、「
罠
だ
か
ら
上
海
に
は
行
か
な
い
よ

う
に
」と
説
得
し
ま
す
が
、
金
玉
均
は
、「
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
虎

児
を
え
ず
」と
言
っ
て
寂
し
そ
う
に
笑
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

　

金
玉
均
の
亡
命
を
長
年
支
援
し
、
庇ひ

ご護
し
続
け
て
き
た
福
沢
諭

吉
は
、
金
玉
均
の
暗
殺
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
に
対
し
て
大
き
な
失
望

感
を
抱い

だ

き
、
そ
れ
を
機
会
に
彼
は
、「
脱
亜
入
欧
」と
い
う
こ
と
を

唱
え
ま
す
。
実
は
福
沢
諭
吉
ほ
ど
朝
鮮
に
対
し
て
心
血
を
注そ

そ

い
だ

人
は
い
ま
せ
ん
。

　

朝
鮮
の
改
革
に
よ
る
近
代
化
を
支
援
し
て
い
た
福
沢
諭
吉
は
、

朝
鮮
の
独
立
と
啓
蒙
の
た
め
に
、
日
本
へ
の
留
学
と
新
聞
の
発
刊

を
独
立
派
の
指
導
者
で
あ
る
朴
泳
孝
に
提
案
し
た
こ
と
か
ら
、
朝

鮮
最
初
の
日
刊
紙
が
発
刊
さ
れ
、
徐じ

ょ

載さ
い

弼ひ
つ

ら
数
十
名
も
慶
應
義
塾

と
士
官
学
校
へ
留
学
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

　

新
聞
に
諺
文（
ハ
ン
グ
ル
）の
使
用
を
望
ん
で
い
た
福
沢
は
、
自

ら
平
野
富
二
の
築
地
活
版
所
に
諺
文
活
字
を
注
文
し
て
、
新
聞
刊

行
の
準
備
を
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
八
八
三（
明
治
一
六
）年
十
月

三
〇
日
に
発
行
さ
れ
た
朝
鮮
最
初
の
新
聞
、『
漢
城
旬
報
』は
、
漢

文
を「
真
書
」と
す
る
保
守
勢
力
と
の
妥
協
に
よ
っ
て
、
同
紙
は
漢

文
を
使
用
し
た
た
め
、
福
沢
が
作
っ
た
諺
文
活
字
は
使
用
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

し
か
し
、『
漢
城
旬
報
』が
翌
年
一
二
月
に
廃
刊
さ
れ
、
そ
の
後

継
紙
と
し
て
、
一
八
八
六（
明
治
一
九
）年
一
月
に
創
刊
さ
れ
た
週

刊
の
新
聞『
漢
城
週
報
』が
発
行
さ
れ
る
と
、
そ
れ
に
は
諺
文
が
採

用
さ
れ
、
福
沢
が
作
っ
た
諺
文
活
字
が
使
用
さ
れ
ま
し
た
。
ち
な

み
に
同
紙
は
、
朝
鮮
で
最
初
に
諺
文
を
用
い
た
新
聞
と
な
り
ま
し

た
。

　

福
沢
諭
吉
が
唱
え
た「
脱
亜
入
欧
」と
は
、
朝
鮮
近
代
化
と
独
立

に
尽
力
し
た
金
玉
均
を
殺
し
た
、
頑
迷
な
事
大
党
に
対
す
る
、
彼

の
警
告
だ
っ
た
の
で
す
。

―
―〝
合
邦
〟を〝
併
合
〟に
す
り
替
え
た
藩
閥
政
府
―
―

　

明
治
三
八（
一
九
〇
五
）年
、
日
露
戦
争
が
終
結
す
る
と
、
日
本

政
府
は
、「
日
露
戦
争
の
直
接
的
な
原
因
は
韓
国
政
府
だ
」と
し
て
、

韓
国
の
外
交
権
を
日
本
が
接
収
し
て
、
韓
国
は
日
本
の
保
護
国
と

な
り
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
流
れ
の
中
か
ら
、
韓
国
の
人
民
が
日
本
国
民
と
平
等

の
権
利
を
享
受
す
る
た
め
だ
と
し
て
、
日
韓
合
邦
運
動
が
生
じ
ま

し
た
。
こ
の
運
動
の
中
心
が
、
前
述
し
た
、
日
本
側
で
は
黒
龍
會

の
内
田
良
平
、
韓
国
側
で
は
東
学
党
の
流
れ
を
汲く

む
政
治
団
体
、

一
進
会
の
会
長
で
あ
る
李
容
九
で
し
た
。　

　

彼
ら
は
、
日
本
と
韓
国
の
合
邦
で
成
立
し
た
新
国
家
を“
大
東

国
”と
名
づ
け
て
、Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な
緩
や
か
な
連
邦
国
家
を
建
設
し
、

日
韓
合
邦
が
成
立
し
た
後
に
は
、
満
洲
に
ま
で
も
包
括
し
た
連
邦

国
家“
鳳
の
国
”を
建
国
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
の
で
す
。

　
“
鳳
の
国
”と
い
う
名
前
の
由
来
は
、
日
本
と
韓
国
、
そ
れ
に
満

洲
を
合
わ
せ
た
地
図
の
形
が
、
鳳
凰
が
翼
を
拡
げ
た
姿
に
似
て
い

る
か
ら
で
す
。

　

首
都
は
、
満
鮮
国
境
地
帯
に
位
置
す
る
白
頭
山
の
北
山
麓
の
山

間
盆
地
に
位
置
す
る
街
、
間か

ん
と
う島

に
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
何な

故ぜ

な
ら
ば
鳳
凰
の
心
臓
部
に
位
置
す
る
場
所
が
丁
度
、
間
島
で
、
そ

こ
は
朝
鮮
民
族
の
聖
地
で
あ
る
白
頭
山
に
近
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

鳳
の
国
の
首
都
に
す
る
に
は
相ふ

さ
わ応

し
い
場
所
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

鳳
の
国
を
建
国
す
る
た
め
に
、
一
進
会
は
財
団
を
設
立
し
、
先

遣
隊
と
し
て
、
武
装
農
民
で
あ
る
屯と

ん
で
ん田

兵
を
組
織
し
て
、
間
島
に

入
植
さ
せ
ま
し
た
。
で
す
が
、
日
本
の
政
府
は
、
日
韓
の
連
邦
を
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欲
せ
ず
、日
韓“
併
合
”に
よ
る
朝
鮮
の
日
本
化
を
企く

わ
だ

て
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
欧
米
流
の
植
民
地
化
と
異
な
り
、
韓
国
を
日
本
の
一
部

に
組
み
入
れ
る
一
方
、
韓
国
と
い
う
国
号
は
、
清
国
の
属
国
時
代

の“
朝
鮮
”に
戻
し
て
、
そ
の
す
べ
て
を
完
全
に
日
本
の
版
図
に
す

る
こ
と
で
、
世
界
地
図
上
か
ら
大
韓
帝
国
を
消
し
去
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
日
韓
合
邦
に
よ
る
連
邦
制
の
下
で
は
、
韓
国
の
文

化
、
伝
統
を
尊
重
し
た
上
で
、
政
治
、
外
交
、
軍
事
、
経
済
に
限

定
し
た
連
邦
制
、
つ
ま
り“
政
合
邦
”主
張
し
て
い
ま
し
た
。

　

日
韓
合
邦
運
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
一
進
会
の
人
た
ち
は
、

“
合
邦
”が“
併
合
”に
す
り
替
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
日

本
政
府
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
欺あ

ざ
む

か
れ
た
、
と
し
て
一
気
に
反
日

に
な
り
ま
し
た
。

　

売
国
奴
と
さ
れ
た
李
容
九
は
、
日
本
に
亡
命
し
ま
す
が
、
国
を

奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
心
労
か
ら
病
を
得
て
、
神
戸
の
須
磨

で
悲
痛
な
う
ち
に
客
死
し
ま
す
。　

　

日
露
戦
争
に
お
い
て
一
進
会
が
、
手
弁
当
で
鉄
道
建
設
を
し
た

り
、
軍
事
物
資
を
運
搬
し
た
り
し
た
恩
功
が
日
本
に
対
し
て
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
政
府
は
一
進
会
に
対
し
、
他
の
反
日

団
体
と
同
様
の
扱
い
を
し
て
、
強
制
的
に
解
散
さ
せ
ま
し
た
。

　

そ
の
た
め
一
進
会
の
人
々
は
、
李
容
九
と
は
同
じ
東
学
党
の
崔

時
亨
の
兄
弟
弟
子
だ
っ
た
、
朝
鮮
独
立
家
で
あ
る
孫
秉
熙
の
下
に

流
れ
て
行
き
ま
し
た
。

　

間
島
に
入
植
し
た
一
進
会
の
武
装
農
民
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま
抗

日
パ
ル
チ
ザ
ン
を
組
織
し
て
、
武
装
闘
争
に
よ
る
朝
鮮
独
立
を
目

指
し
ま
し
た
。

　

今
日
、
北
朝
鮮
の
金
日
成
伝
説
は
、
一
進
会
の
屯
田
兵
に
よ
る

抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
活
動
の
中
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

戦
後
、
朝
鮮
半
島
の
北
緯
三
十
八
度
線
以
北
を
占
領
し
た
ソ
連

軍
は
、
抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
の
英
雄
だ
っ
た
金
日
成
の
名
を
借
り
、

ソ
連
軍
の
特
務
大
尉
で
あ
る
朝
鮮
系
ソ
連
人
の
金
成
柱
に
金
日
成

と
名
乗
ら
せ
て
、
朝
鮮
半
島
の
北
半
分
を
統
治
さ
せ
ま
し
た
。
そ

れ
が
今
日
の
金
王
朝
の
始
ま
り
で
す

　

東
学
党
の
教
会
と
し
て
は
、
李
容
九
は“
侍じ

天て
ん

教き
ょ
う”、

孫
秉
熙
は

“
天
道
教
”と
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、
李
容
九
も
孫
秉
熙
も
東
学
党
で
は
崔
時
亨

の
兄
弟
弟
子
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
侍
天
教
も
天
道
教
も
経
典
、

教
義
な
ど
の
内
容
は
全
く
同
じ
で
、
そ
の
違
い
は
唯
一
、
侍
天
教

が
親
日
で
あ
り
、
天
道
教
が
抗
日
で
あ
っ
た
の
み
で
し
た
。

　

今
日
の
北
朝
鮮
で
は
、
朝
鮮
労
働
党
以
外
に
天
道
青
友
党
と
い

う
天
道
教
系
の
政
党
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
で
は
今
で
も
、

天
道
教
の
影
響
が
根
強
く
、
朝
鮮
労
働
党
政
権
の
中
枢
や
朝
鮮
人

民
軍
の
幹
部
、
そ
し
て
一
般
の
北
朝
鮮
国
民
の
中
に
も
か
な
り
、

天
道
教
の
信
者
か
そ
の
関
係
者
が
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
は
、
一
進
会
が
間
島
に
送
り
込
ん
だ
屯
田
兵
が
、
白

頭
山
を
拠
点
に
、
日
本
か
ら
の
独
立
を
求
め
て
戦
い
続
け
た
、
抗

日
パ
ル
チ
ザ
ン
の
存
在
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

　

朝
鮮
民
族
独
立
運
動
の
正
統
は
、
東
学
党
の
系
譜
を
引
く
、
一

進
会
の
屯
田
兵
に
よ
る
抗
日
パ
ル
チ
ザ
ン
に
あ
り
、
中
国
共
産
党

が
指
導
す
る
東
北
抗
日
聯れ

ん

軍ぐ
ん

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

孫
秉
熙
は
、
大
正
八（
一
九
一
九
）年
に「
韓
国
独
立
宣
言
」を
発

表
し
、
李
容
九
が
率
い
た
会
員
百
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
た
一
進

会
系
の
人
々
も
吸
収
し
て
、
三
・
一
独
立
運
動
の
指
導
を
し
、
朝

鮮
独
立
運
動
を
激
し
く
展
開
し
ま
す
。
上
海
の
大
韓
民
国
臨
時
政

府
を
指
導
し
た
金き

ん

九き
ゅ
うも

東
学
党
の
出
身
で
す
。
朝
鮮
独
立
運
動

は
、
ほ
と
ん
ど
東
学
党
の
人
た
ち
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
て
お

り
、“
第
二
次
東
学
党
の
乱
”の
よ
う
な
形
で
独
立
運
動
が
起
き
て

い
ま
す
。

　

日
韓
併
合
を
行
っ
た
日
本
政
府
は
、
親
日
派
の
一
進
会
を
目め

障ざ
わ

り
な
も
の
だ
と
し
て
、
他
の
抗
日
団
体
と
同
様
に
解
散
を
命
じ
ま

し
た
。

　

日
本
政
府
に
と
っ
て
日
韓
合
邦
を
唱
え
る
一
進
会
は
、
日
韓
併

合
と
い
う
日
本
政
府
が
行
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
乱
す
迷
惑
な
存
在
以

外
に
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

　

こ
の
時
に
日
本
政
府
が
一
進
会
に
出
し
た
解
散
費
用
は
、

十
五
万
円
で
、
そ
れ
を
百
万
人
の
会
員
に
分
け
る
と
わ
ず
か
一
人

当
た
り
十
五
銭
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

日
韓
合
邦
を
日
韓
併
合
に
す
り
替
え
た
、
長
州
閥ば

つ

の
重
鎮
桂
太

郎
首
相（
当
時
）は
、
も
は
や
無
用
の
長
物
と
な
っ
た
一
進
会
を
わ

ず
か
十
五
万
円
で
解
散
さ
せ
た
と
し
て
、
周
囲
に
豪
語
し
て
い
た

そ
う
で
す
が
、
後
に
生
じ
た
朝
鮮
独
立
運
動
の
鎮
圧
に
躍
起
と

な
っ
た
日
本
政
府
は
、
日
本
国
民
の
血
税
を
そ
の
何
百
倍
、
何
千

倍
も
注
ぎ
込
ん
だ
こ
と
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
し
て
今
日
の
日
韓
関
係
で
、
日
本
が
韓
国
に
支
払
い
続
け
て

い
る
巨
額
な
金
も
、
本
を
正
せ
ば
、
日
韓
併
合
に
対
す
る
代
償
で

あ
る
と
い
う
事
を
我
々
は
認
識
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

田
中 

健
之
（
た
な
か
・
た
け
ゆ
き
）

歴
史
作
家
・
維
新
運
動
家
。
昭
和
38
年
11
月
５
日
生
ま
れ
。
福
岡
市
出
身
。

玄
洋
社
初
代
社
長
平
岡
浩
太
郎
の
直
系
の
曾
孫
で
、
黒
龍
会
を
創
立
し
た
内

田
良
平
の
血
脈
道
統
を
継
承
す
る
親
族
。
拓
殖
大
学
日
本
文
化
研
究
所
近
現

代
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
を
経
て
、
現
在
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

東
洋
学
研
究
所
及
び
モ
ス
ク
ワ
市
立
教
育
大
学
外
国
語
学
部
客
員
研
究
員
。

日
露
善
隣
協
會
々
長
、
2
0
0
8
年
に
黒
龍
會
を
再
興
し
会
長
に
就
任
。

主
な
著
書
に『
靖
国
に
祀
ら
れ
ざ
る
人
々
』、『
昭
和
維
新
』、『
北
朝
鮮
の
終

幕
』、『
実
は
日
本
人
が
大
好
き
な
ロ
シ
ア
人
』『
横
浜
中
華
街
』な
ど
。『
中
央

公
論
』『
正
論
』、『
歴
史
群
像
』な
ど
の
論
壇
誌
に
多
数
執
筆
。
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