
情
況

第
三
期
第
六
巻
第
九
号

日
本
と
朝
鮮
分
断
国
家
と
の
｢
国
交
正
常
化
交
渉
史
｣

歴史認識の問題を中心として

吉
澤
文
寿

朝
鮮
の
分
断
-

｢国
交
正
常
化
交
渉
史
｣
を
語
る
前
に

朝
鮮
人
韓
国
人
と
意
識
し
て
い
わ
ね
は
な
ら
ず
分
断
の
民

こ
の
短
歌
は
愈
順
凡

(日
本
名
'
川
野
順
)
と
い
う
在
日
朝
鮮
人
歌
人

が

1
九
九

〇
年
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る

(川
野
順
『狂
い
た
る
磁
石
盤
』

新
幹
社
､
一
九
九
三
年
'
三
三
1
頁
)｡
愈
順
凡
は
一
九

一
五
年
に
朝
鮮
の

慶
尚
北
道
に
生
ま
れ
'

1
九
二
九
年
に
公
立
普
通
学
校
を
卒
業
'

一
九
三
三
年
に
福
岡
の
叔
父
を
頼

っ
て
渡
目
し
'
音
楽
家
を
志
し
て

職
を
転
々
と
し
て
い
る
う
ち
に
一
九
三
七
年
に
ハ
ン
セ
ン
病
を
発

病
'

一
九
三
九
年
に
身
延
深
敬
園
分
院
に
入
院
'
以
後
の
人
生
を
ハ

ン
セ
ン
病
療
養
施
設
で
過
ご
し
た
｡
彼
は
一
九
四
〇
年
か
ら
短
歌
に

関
わ
っ
た
.

1
九
五
〇
年
に
失
明
し
た
彼
は
数
度
の
断
絶
を
繰
り
返

し
な
が
ら
'
歌
を
詠
み
続
け
た
｡
愈
順
凡
の
短
歌
の
テ
ー
マ
は
ハ
ソ

セ
ソ
病
者
で
あ
る
自
分
で
あ
り
､
同
時
に
朝
鮮
民
族
で
あ
る
自
分
で

あ

っ
た
.
そ
し
て
'
先
の
歌
を
詠
ん
だ

一
九
九

〇
年
の
〓

1月
に
'

彼
は
七
五
年
の
生
涯
を
終
え
た
｡

一
九
四
五
年
八
月
に
日
本
が
敗
戦
｡
そ
れ
は
日
本
の
植
民
地
支
配

か
ら
朝
鮮
が
解
放
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
た
｡
愈
順
凡
は
一
九
四
二

年
に
鹿
児
島
に
あ
る
国
立
星
塚
敬
愛
園
に
転
園
L
t
そ
こ
で
朝
鮮
の

解
放
を
迎
え
た
｡
し
か
し
'

ハ
ン
セ
ン
病
を
患

っ
て
い
た
彼
が
朝
鮮

に
帰
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
｡
彼
の

｢祖
国
｣
で
あ
る
朝
鮮
は

日
本
軍
の
武
装
解
除
の
た
め
に
進
駐
し
た
米
ソ
両
軍
に
よ
っ
て
分
割

占
領
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
も
し
'
日
本
政
府
が
い
ち
早
く
降
伏
を

決
断
し
て
い
た
ら
'
そ
も
そ
も
日
本
が
朝
鮮
を
植
民
地
に
し
て
い
な
'

か
っ
た
ら
へ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
あ
り
え
た
だ
ろ
う
か
｡
敗
戦
国
ド

イ
ツ
で
は
本
土
が
東
西
に
分
割
さ
れ
た
｡

一
万
㌧
日
本
は
本
州
で
は



な
く
'
朝
鮮
が
分
割
さ
れ
た
｡

解
放
後
'
朝
鮮
半
島
内
外
で
抗
日
活
動
を
続
け
て
き
た
独
立
運
動

家
た
ち
は
建
国
活
動
に
参
加
し
'
南
北
統

一
政
府
の
樹
立
を
め
ざ
し

た
｡
し
か
し
'
米
ソ
対
立
が
深
ま
る
な
か
'
統

一
政
府
樹
立
の
た
め

の
米
ソ
共
同
委
員
会
が
決
裂
す
る
と
､
米
国
は
朝
鮮
問
題
を
国
連
に

ま
わ
し
た
｡
国
連
監
視
下
で
統

一
選
挙
を
実
施
す
れ
ば
'
人
口
が
多

い
南
に
有
利
な
政
府
が
で
き
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
'
ソ
連
は

国
連
臨
時
朝
鮮
委
員
会
の
入
北
を
拒
否
し
た
｡
こ
う
し
て
'
南
北
で

単
独
政
府
樹
立
へ
の
動
き
が
加
速
さ
れ
'

一
九
四
八
年
に
大
韓
民
国

と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
い
う
分
断
国
家
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
｡
南
北
の
体
制
は
朝
鮮
戦
争
を
経
て
い
っ
そ
う
確
立
し
て
い

き
'
分
断
状
況
を
固
定
化
さ
せ
て
い
っ
た
｡

本
稿
の
課
題
は
こ
の
よ
う
に
分
断
さ
れ
た
朝
鮮
と
日
本
に
よ
る

｢国
交
正
常
化
交
渉
史
｣
に
つ
い
て
､
歴
史
認
識
の
問
題
を
中
心
に

考
察
し
'
そ
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
う
え
で
､

日
本
と
朝
鮮
と
の
関
係

｢正
常
化
｣
へ
向
け
た
課
題
を
提
示
し
た
い
｡

日
韓
国
交
正
常
化
-

｢日
韓
方
式
｣
の
原
型

敗
戦
後
の
日
本
は
米
国
の
斡
旋
に
よ
り
､
朝
鮮
分
断
国
家
の
一
方
で

あ
る
韓
国
の
み
と
国
交
正
常
化
交
渉
に
臨
ん
だ
｡

一
九
五
一
年

一
〇

月
の
予
備
会
談
を
経
て
､

一
九
五
二
年
二
月
か
ら
本
会
談
が
始
ま
っ

た
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉

(日
韓
会
談
)
は
一
九
六
五
年
六
月
に
日
韓

基
本
条
約
及
び
諸
協
定
の
締
結
に
よ
り
終
結
し
た
｡
こ
れ
ら
の
条
約

日
本
と
朝
鮮
分
断
国
家
と
の

｢国
交
正
常
化
交
渉
史
｣

及
び
諸
協
定
は
同
年

二

一月
に
発
効
し
た

(在
日
韓
国
人
法
的
地
位
協
定

の
み
一
九
六
六
年
1
月
発
効
).
基
本
条
約
第
三
条
に
は

｢大
韓
民
国
政

府
は
'
国
際
連
合
総
合
決
議
案
第
百
九
十
五
号

(m
)
に
明
ら
か
に

示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
の
朝
鮮
に
あ
る
唯

一
の
合
法
的
な
政
府
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
｣
と
あ
る
よ
う
に
'
日
本
は
韓
国
だ
け
を
朝

鮮
半
島
に
お
け
る
合
法
政
府
と
認
め
た
｡
た
だ
し
'
こ
の
条
文
は
韓

国
政
府
が
南
半
部
に
お
い
て
国
連
に
よ
る
正
式
な
手
続
を
経
て
樹
立

さ
れ
た
と
規
定
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
'
北
半
部
に
つ
い
て
不
問
に
付

し
て
い
る
｡
し
か
し
'
当
時
の
日
本
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国

と
の
国
交
を
正
常
化
す
る
意
図
を
持
た
な
か
っ
た
｡
そ
の
よ
う
な
意

味
で
'
日
韓
国
交
正
常
化
は
日
米
韓
関
係
を
基
軸
と
す
る
東
ア
.I,)
ァ

に
お
け
る
反
共
陣
営
を
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
た
｡

･と
こ
ろ
で
'
日
韓
会
談
は
日
本
と
朝
鮮
と
の
間
に
お
け
る
諸
懸
案

を
解
決
し
た
上
で
国
交
正
常
化
を
実
現
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
｡

日
朝
間
の
諸
懸
案
を
解
決
す
る
た
め
に
'
基
本
関
係
'
財
産
請
求

権
'
漁
業
'
在
日
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
な
ど
を
話
し
合
う
た
め
の
小

委
員
会
が
そ
れ
ぞ
れ
構
成
さ
れ
た
｡
こ
れ
ら
の
諸
問
題
の
う
ち
'
漁

業
問
題
を
除
-
全
て
の
議
題
が
日
本
の
朝
鮮
侵
略
及
び
植
民
地
支
配

に
関
連
す
る
も
の
で
あ

っ
た
｡
し
た
が

っ
て
'
こ
れ
ら
の
諸
懸
案
を

解
決
す
る
に
は
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
対
話
と
合
意
が
不
可
欠
で
あ

っ

た
｡
し
か
し
'
日
韓
会
談
に
お
け
る
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
対
話
は
困

難
を
き
わ
め
た
｡

基
本
関
係
に
つ
い
て
は
一
九

一
〇
年
八
月
の
韓
国
併
合
以
前
に
日

一〇
七



情
況

第
三
期
第
六
巻
第
九
号

朝
間
で
締
結
さ
れ
た
条
約
及
び
協
定
の
無
効
を
確
認
す
る
条
項
が
問

題
と
な
っ
た
｡
す
な
わ
ち
へ
こ
れ
は
日
本
に
よ
る
大
韓
帝
国

｢併
合
｣

が
国
際
法
の
原
則
か
ら
外
れ
た
不
法
な
手
続
に
よ
る
も
の
で
あ
り
'

日
本
の
朝
鮮
支
配
が
軍
事
力
を
動
員
し
た
強
制
占
領
で
あ
っ
た
と
す

る
条
項
で
あ

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
主
張
は
こ
の
時
点
で
は
じ
め
て
現

れ
た
も
の
で
は
な
-
'
韓
国
併
合
以
前
か
ら
朝
鮮
人
の
抗
日
運
動
に

お
い
て
'
く
り
か
え
し
表
明
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡

一
九
五
二
年
二
月
か
ら
の
第

一
次
会
談
の
際
'
韓
国
側
か
ら
基
本

条
約
案
に
こ
の
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
｡
日
本
側
は

｢本
条
項
が
な
く
て
も
'
日
韓
併
合
条
約
が
今
な
お
効
力
が
あ
る
と

考
え
る
日
本
人
は
た
だ
の
一
人
も
い
な
い
だ
ろ
う
が
'
た
だ
本
条
項

が
あ
る
こ
と
で
'
日
本
国
民
の
心
理
面
に
不
必
要
な
刺
激
を
与
え
る

虞
が
あ
る
｣
と
い
う
理
由
で
削
除
す
る
よ
う
に
主
張
し
た
.
し
か

し
'
韓
国
側
は

｢む
し
ろ
こ
の
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
で
日
本
国
民

の
感
情
を
刺
激
す
る
と
い
う
な
ら
'
そ
れ
は
今
な
お
日
本
人
が
過
去

に
帝
国
主
義
的
侵
略
行
為
の
過
誤
を
清
算
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事

実
を
立
証
す
る
も
の
だ
｡
日
本
国
民
は
こ
の
条
項
を
毅
然
と
受
諾
す

る
こ
と
で
大
い
に
悟

っ
て
'
真
正
な
民
主
日
本
の
再
出
発
を
宣
言
す

る
こ
と
に
な
る
｡
韓
国
側
は
韓
日
関
係
を
規
定
す
る
基
本
条
約
に
こ

の
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
は
韓
国
民
の
民
族
感
情
に
沿
っ
た
基
本
方

針
で
あ
る
｣
と
反
論
し
た

(韓
国
政
府
外
務
部
政
務
局
『韓
日
会
談
略
記
』

1
九
五
五
年
'
四
七
-

入
貢
)｡
そ
の
後
'
日
本
側
は

｢
日
韓
合
併
条
約
の

将
来
に
お
け
る
無
効
を
規
定
す
る
こ
と
｣
を
提
議
し
た
｡
す
な
わ

一〇
八

ち
､
日
本
側
は
日
本
の
朝
鮮
植
民
地
支
配
が
終
わ
っ
た
時
点
で
韓
国

併
合
条
約
は
無
効
に
な
っ
た
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
韓

国
側
は

｢
｢韓
日
合
併
条
約
｣
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
終
始

一

貫
し
て
へ
合
併
条
約
が
日
本
の
侵
略
的
な
不
法
行
為
で
あ
り
'
｢当

初
か
ら
の
無
効
｣
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
主
張
を

曲
げ
な
か
っ
た

(同
'
四
九
-

五
〇
頁
)0

以
上
の
よ
う
な
議
論
の
末
'
基
本
条
約
第
二
条
は

｢千
九
百
十
年

八
月
二
十
二
日
以
前
に
大
日
本
帝
国
と
大
韓
帝
国
と
の
間
で
締
結
さ

れ
た
す
べ
て
の
条
約
及
び
協
定
は
も
は
や
無
効
で
あ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
｣
と
な
っ
た
｡
こ
こ
で
い
う

｢も
は
や
無
効
｣
の
部
分
が
英

文
で
は
.are
already
n
uttand
void
.
と
表
現
さ
れ
た
.
こ
の
条
文
に

つ
い
て
､
日
本
側
は

｢も
は
や
｣
を
強
調
し
て

｢併
合
条
約
は
大
韓

民
国
が
独
立
し
た
と
き
に
効
力
を
失
な
い
併
合
以
前
の
諸
条
約
'
協

定
は
そ
れ
ぞ
れ
の
所
定
の
条
約
の
成
就
又
は
併
合
条
約
の
発
効
と
と

も
に
失
効
し
た
｣
と
説
明
し
た

(外
務
省
『日
韓
諸
条
約
に
つ
い
て
』
一
九

六
五
年
二

月
'
四
頁
).

1
万
'
韓
国
側
は
'n
utt
an
d
v
oid
'
を
強
調

し
て

｢
｢無
効
｣
と
い
う
用
語
自
体
が
別
段
の
表
現
が
付
帯
し
な

い
限
り
原
則
的
に

｢当
初
か
ら
｣
効
力
が
発
生
し
な
い
の
で
あ
り
'

｢も
は
や
｣
と
強
調
し
て
い
る
以
上
'
遡
及
し
て
無
効
｣
で
あ
る
と

説
明
し
た

(大
韓
民
国
政
府
『韓
･
日
金
談
合
意
事
項
(仮
調
印
の
内
容
解
説
)也

一
九
六
五
年
五
月
'
〓

頁
)0

ま
た
'
財
産
請
求
権
問
題
に
つ
い
て
も
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
主
張

が
対
立
し
た
｡
こ
こ
で
い
う

｢請
求
権
｣
と
は
'

一㌧九
五

一
年
九
月



に
締
結
さ
れ
た
対
日
平
和
条
約
第
四
条
に
規
定
さ
れ
た
も
の
を
指

す
｡
法
的
に
い
え
ば
'
こ
の

｢請
求
権
｣
と
い
う
用
語
に
は

｢賠
償
｣

｢補
償
｣
と
い
っ
た
概
念
が
含
ま
れ
て
い
な
い
｡
つ
ま
り
'
日
本
と

朝
鮮
と
の
間
で
討
議
さ
れ
る
べ
き

｢請
求
権
｣
の
性
格
と
内
容
に
つ

い
て
は
両
国
間
の
交
渉
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
｡
逆
に
い
う
と
'
条
約

起
草
者
で
あ
る
米
国
と
英
国
は
､
本
来
で
あ
れ
ば
植
民
地
支
配
責
任

に
直
接
関
わ
る
第
四
条
の

｢請
求
権
｣
に
つ
い
て
'
特
定
の
意
見
を

示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

韓
国
側
は
一
九
五
二
年
二
月
に
八
項
目
に
わ
た
る

｢韓
日
間
財
産

及
び
請
求
権
協
定
要
綱
｣
を
提
出
し
た
｡
主
な
請
求
内
容
は
古
書

籍
､
美
術
品
'
骨
董
品
､
そ
の
他
国
宝
地
図
原
版
な
ど
の
文
化
財
'

朝
鮮
銀
行
を
通
じ
て
持
ち
出
さ
れ
た
地
金
銀
'
さ
ら
に
郵
便
貯
金
へ

有
価
証
券
､
国
債
'
公
債
'
給
与
未
払
金
'
恩
給
'
保
険
金
な
ど
の

供
託
金
'
戦
争
に
徴
用
さ
れ
て
死
亡

･
負
傷
し
た
者
に
対
す
る
補

償
金
な
ど
で
あ

っ
た
｡
た
だ
し
'
全
体
的
に
言
え
ば
'
韓
国
側
の

対
日
請
求
権
は

｢日
本
を
懲
罰
す
る
た
め
の
報
復
の
賦
課
で
は
な
-

て
'
犠
牲
の
恢
復
の
た
め
の
公
正
な
権
利
の
理
性
的
要
求
｣
(大
韓
民

国
外
務
部
政
務
局
『対
日
賠
償
要
求
詞
書
』
一
九
五
四
年
'
二
貢
)
だ

っ
た
と

い
え
る
｡

し
か
し
､
日
本
側
は
同
年
三
月
に

｢財
産
請
求
権
の
処
理
に
関
す

る
協
定
基
本
要
綱
｣
を
提
出
し
'
い
わ
ゆ
る
在
朝
日
本
人
私
有
財
産

の
返
還
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
｡
在
朝
日
本
人
財
産
に
つ
い
て
は
米

軍
政
府
が
接
収
し
た
後
'

一
九
四
八
年
九
月
に
米
韓
間
で
締
結
さ
れ

た

｢米
韓
間
財
産
及
び
財
政
に
関
す
る
最
初
協
定
｣
に
よ
っ
て
韓
国

政
府
に
移
譲
さ
れ
て
い
た
.
先
述
の
対
日
平
和
条
約
第
四
条
b
泉
で

は
こ
の
よ
う
な
手
続
に
よ
る

｢
日
本
国
及
び
そ
の
国
民
の
財
産
の
処

理
の
効
力
を
承
認
す
る
｣
と
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
'
日
本
政
府
は
米

国
の
行
為
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
'
日
本
が
対
日
平
和
条
約
で
そ
の
姓

｢-･････わた
し
が
関

心を79っ
ね
最
大
の
理
由
攻
'
歓
喜
天

および
そ
れ
は
対

応

す

る

シ
ャ

ク
テ
ィ

･
ガ
ナ
パ
テ

ィ

が
'
宗
教

の
世
界
で

は
タ

ブ

ー
芭
さ
れ
が
ち
を

｢性
｣
の
問

題は
深
-か
か
わ

っ

ている乙
里
だ
っ
た
｡
そ
し
で
そ
の

問題提起
は
い
せ
を

お

有

効

で

あ

る
芭
い
っ
て
7
9

い

い

芭

思

う
｡
｣
(
｢irLえ
が
き

｣
よ

･a
)

象頭の
男
女
神
が

抱き合

っ
た
姿

の
双
身

歓喜天芭
そ
の
ル

ー
ツ
で

あ

る
イ

ン
ド

の
大
衆
神
ガ
ネ
-
シ
ャ
.

歓

喜

天

と

ガ

ネ

-

シ

ャ

神

乙の
神
様
た
ち
の

福の神
芭

い
う
側
面
や
性
力
信
仰
巴
の
結
び
付
き
を
合

の
特
異
を
神
話
的
世
界

を解
き
明

か
す

｡

長
谷

川
明
著

一
六
〇
〇
円

+
税

[発
行
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情
況

第
三
期
第
六
巻
第
九
号

理
を
承
認
し
た
は
ず
の
在
朝
日
本
人
財
産
を
韓
国
政
府
に
請
求
し
た

こ
と
に
な
る
.
韓
国
側
が
こ
の
請
求
権
に
抗
議
し
て
'
米
国
に
対
日

平
和
条
約
の
解
釈
を
照
会
し
た
結
果
'
米
国
務
省
は
日
本
が
在
朝
日

本
人
財
産
に
つ
い
て

｢有
効
な
請
求
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
｣
と
す
る
書
簡
を
日
韓
双
方
に
送
付
し
た

(前
掲

『韓
日
会
談
略
記
』

三
九
一
書
｡
結
局
'
日
本
は
こ
の
解
釈
を
受
け
入
れ
る
か
た
ち
で
'

一
九
五
七
年

二

一月
の
日
韓
共
同
宣
言
を
通
じ
て
こ
の
請
求
権
を
撤

回
し
た
｡

対
日
請
求
権
の
具
体
的
討
議
は

一
九
六
〇
年

一
〇
月
か
ら

一
九

六
二
年
三
月
ま
で
行
わ
れ
た
｡
韓
国
側
が
あ
ら
た
め
て
請
求
項
目
を

逐

一
説
明
し
､
日
本
側
が
そ
れ
に
コ
メ
ン
ト
す
る
形
式
で
討
議
は
進

行
し
た
｡
し
か
し
'
簡
潔
に
い
う
と
'
日
本
側
は
郵
便
貯
金
'
有
価

証
券
'
国
債
'
公
債
'
給
与
未
払
金
と
い
っ
た
'
植
民
地
支
配
責
任

に
直
接
関
係
の
な
い

｢民
事
上
の
請
求
権
｣
の
う
ち
'
証
明
可
能
な

請
求
の
み
を
認
め
'
他
の
主
張
を
全
て
退
け
た
｡
す
な
わ
ち
'
日
本

側
は
植
民
地
支
配
に
起
因
す
る
被
害
を
全
く
認
め
な
か
っ
た
の
で

あ
る
｡

一
例
と
し
て
'
戦
争
に
よ
る
被
徴
用
者
の
被
害
に
対
す
る
補
償
金

を
め
ぐ
る
討
議
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
｡

一
九
六

一
年

二

一月

一
五
日
の
一
般
請
求
権
小
委
員
会
に
お
い
て
'
韓
国
側
の
金
潤
根

委
員
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
た
｡
｢
こ
れ
は
過
去
､
日
本
に
強
制

徴
用
さ
れ
た
韓
国
人
が
そ
の
徴
用
に
よ
り
被

っ
た
被
害
に
つ
い
て

補
償
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
｡
太
平
洋
戦
争
を
前
後
し
て
多
数

1
10

の
韓
国
人
が
労
務
者
と
し
て
､
ま
た
は
軍
人
､
軍
属
と
し
て
日
本

に
強
制
徴
用
さ
れ
た
.
我
々
が
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
､
太

平
洋
戦
争
前
後
を
通
し
て
'
日
本
に
強
制
徴
用
さ
れ
た
韓
国
人
は

労
務
者
が
六
六
七
㌧
六
八
四
名
'
軍
人
'
軍
属
が
三
六
五
､
〇
〇
〇

名
で
'
そ
の
合
計
は

一
'
〇
三
二
'
六
八
四
名
に
達
し
'
そ
の
う
ち

労
務
者

一
九
㌧
六
〇
三
名
と
軍
人
､
軍
属
八
三
㌧
〇
〇
〇
名
'
合
計

一
〇
二
'
六
〇
三
名
が
負
傷
ま
た
は
死
亡
し
た
｡
わ
が
国
民
は
日
本

人
と
は
異
な
り
'
ひ
た
す
ら
日
本
の
戦
争
遂
行
の
た
め
の
犠
牲
と
し

て
'
強
制
徴
用
さ
れ
た
点
に
照
ら
し
て
'
死
傷
者
に
対
す
る
補
償
は

も
ち
ろ
ん
'
生
存
者
に
対
し
て
も
そ
の
被
害
に
つ
い
て
補
償
を
要
求

す
る
も
の
で
あ
る
｣
(大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
亜
州
課
『第
六
次
韓
日
会
談

(平
和
線
二
般
請
求
権
･船
舶
)
委
員
会
会
議
録

(二
一月
二
二
日
現
在
)』'
二
二
〇
-

1
頁
､
傍
点
は
筆
者
).

こ
れ
に
対
し
'
日
本
側
の
大
蔵
省
理
財
局
長
の
宮
川
新

一
郎
委
員

は

一
九
六
二
年
二
月
八
日
の
第

一
〇
回
会
合
で
次
の
よ
う
に
答
え

た
｡
｢徴
用
者
補
償
金
に
関
し
て
は
'
韓
国
側
は
生
存
者
に
つ
い
て
'

精
神
的
苦
痛
に
対
す
る
補
償
を
請
求
し
て
い
る
が
'
当
時
の
韓
国
人

の
法
的
地
位
が
日
本
人
で
あ

っ
た
と
い
う
点
に
照
ら
し
て
'
日
本
人

に
支
払
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
補
償
金
は
支
払
う
こ
と
が
出
来
な
い
と

考
え
る
｡
し
か
し
'
死
亡
及
び
傷
病
者
に
つ
い
て
は
当
時
の
国
内
蔭

に
よ
っ
て
給
与
金
が
支
払
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
'
未
支
払
い
の
も
の
が

あ
れ
ば
'
被
徴
用
者
未
収
金
と
し
て
整
理
さ
れ
る
の
で
'
そ
ち
ら
の

項
目
で
検
討
す
る
の
が
よ
い
と
考
え
る
の
で
あ
り
'
し

た
が

っ
て
被



徴
用
者
補
償
金
と
い
う
'
独
立
し
た
項
目
と
し
て
は
応
じ
る
こ
と
が

出
来
な
い
｣
(大
韓
民
国
外
務
部
政
務
局
『第
六
次
韓
日
会
談
会
議
録

(H
)』
'

一
七
四
1

五
頁
)
0

つ
ま
り
'

韓
国
側
は
こ
の
請
求
の
根
拠
と
し
て
'
当
時
の
朝
鮮
人

が

｢
日
本
人
と
は
異
な
り
'
ひ
た
す
ら
日
本
の
戦
争
遂
行
の
た
め
の

犠
牲
と
し
て
'
強
制
徴
用
さ
れ
た
｣
点
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
｡
し

か
し
､
白
本
側
は
当
時
の
朝
鮮
人
が

｢
日
本
人
で
あ
っ
た
｣
と
い
う

理
由
で
'
日
本
人
に
支
払
わ
れ
て
い
な
い
徴
用
者
に
対
す
る
補
償
金

の
支
払
い
を
拒
否
し
た
｡
ま
た
'
徴
用
さ
れ
た
朝
鮮
人
で
死
亡
者
及

び
傷
病
者
に
つ
い
て
は
当
時
の
国
内
法
'
つ
ま
り

一
九
四
一
年

二

一

月
に
制
定
さ
れ
た
国
民
徴
用
扶
助
規
則
な
ど
に
よ
っ
て
給
付
金
を
支

払
う
と
さ
れ
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
韓
国
側
が

｢強
制
徴
用
｣
に
よ
る

朝
鮮
人
の
被
害
に
対
す
る
補
償
を
要
求
し
た
の
に
対
し
'
日
本
側
は

植
民
地
統
治
下
に
あ

っ
た
当
時
の
朝
鮮
人
の
状
況
を
全
-
考
慮
せ

ず
'
当
時
の
法
律
関
係
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
'
｢
日
本
人
で
あ
っ
た
｣

と
い
う
理
由
だ
け
で
補
償
金
の
支
払
い
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
｡
し

か
も
'
旧
軍
人
'
軍
属
と
同
様
に
'
｢終
戦
後
外
国
人
に
な
っ
た
｣

と
い
う
理
由
で
'
｢強
制
徴
用
｣
に
よ
る
死
亡
者
及
び
傷
病
者
は
遺

族
援
護
法
を
は
じ
め
と
す
る
'
戦
後
日
本
の
援
護
法
体
系
の
対
象
か

ら
除
外
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

そ
し
て
'

一
九
六
二
年
三
月
か
ら
日
韓
会
談
は
対
日
請
求
権
の
具

体
的
討
議
が
十
分
尽
-
さ
れ
な
い
ま
ま
'
対
韓
経
済
協
力
の
金
額
を

め
ぐ
る
折
衝

へ
と
移
行
し
た
｡
そ
の
結
果
'

一
九
六
二
年
末
の
大

平
∴
金
鍾
泌
会
談
の
結
果
'
無
償
三
億
ド
ル
'
有
償
二
億
ド
ル
を
主

打
線
と
す
る
対
韓
経
済
協
力
の
実
施
に
よ
っ
て
'
対
日
請
求
権
問
題

は
大
筋
で

｢妥
結
｣
し
た
｡
請
求
権
と
経
済
協
力
と
の
関
係
に
つ
い

て
､
請
求
権
お
よ
び
経
済
協
力
協
定
で
は
前
文
に

｢
日
本
国
及
び
吠

韓
民
国
は
'
両
国
及
び
そ
の
国
民
の
財
産
並
び
に
両
国
及
び
そ
の
国

蒜

馴
槻
朋

欄
抑
獅
緋

附
粥
榊
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情
況

第
三
期
第
六
巻
第
九
号

民
の
間
の
請
求
権
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
を
希
望
し
'
両

国
間
の
経
済
協
力
を
増
進
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
'
次
の
と
お
り
協

定
し
た
｣
と
あ
る
｡
条
文
を
読
む
限
り
､
請
求
権
問
題
の

｢解
決
｣

と
経
済
協
力
と
の
関
係
は
直
接
示
さ
れ
て
い
な
い
｡

対
韓
経
済
協
力
の
性
格
に
つ
い
て
'
日
本
政
府
は

｢
日
韓
両
国
の

親
交
関
係
を
確
立
す
る
と
の
見
地
に
立
っ
て
'
わ
が
国
か
ら
韓
国
に

対
し
同
国
の
民
生
安
定
と
経
済
発
展
に
貢
献
す
る
た
め
｣
と
説
明
し

た

(前
掲

『日
韓
諸
条
約
に
つ
い
て
』
1
五
貢
)｡

一
万
㌧
韓
国
政
府
は
対

韓
経
済
協
力
の
供
与
が

｢わ
れ
わ
れ
の

｢請
求
権
｣
に
よ
る
正
当
な

る
権
利
行
使
で
あ
り
'
こ
の
目
的
を
明
示
す
る
こ
と
を

一
貫
し
て
主

張
し
た
た
め
｣
'
協
定
の
名
称
が

｢韓
日
間
の
請
求
権
問
題
の
解
決

及
び
経
済
協
力
｣
と
な
っ
た
と
説
明
し
た

(前
掲
『韓
･
日
会
談
合
意
事

項
へ仮
調
印
の
内
容
解
説
)』､
四
五
-

六
貢
)｡
つ
ま
り
'
日
本
側
が
対
韓
経

済
協
力
を

｢民
生
安
定
と
経
済
発
展
に
貢
献
す
る
た
め
｣
と
す
る
の

に
対
し
'
韓
国
側
は

｢
｢請
求
権
｣
に
よ
る
正
当
な
る
権
利
行
使
｣

で
あ
る
と
説
明
し
た
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
'
韓
国
側
が
植
民
地
支
配
の
不
法
性
'
不
当
性
を
主

張
し
た
の
に
た
い
L
t
日
本
側
は
植
民
地
支
配
を
合
法
'
正
当
な
も

の
と
し
て
'
当
時
の
法
律
関
係
を
適
用
し
て
韓
国
側
の
主
張
に
対
応

し
た
｡
こ
の
よ
う
な
日
韓
間
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
差
は
他
の
問
題

に
も
影
響
を
与
え
た
｡
例
え
ば
､
文
化
財
に
つ
い
て
'
韓
国
側
が
不

法
に
持
ち
出
し
た
も
の
を

｢返
還
｣
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
の

に
た
い
L
t
日
本
側
は

｢
日
韓
両
国
間
の
文
化
協
力
の
増
進
｣
の
た

一
一二

め
に
'
朝
鮮
に
あ
っ
た
文
化
財
を

｢引
き
渡
す
｣
と
し
た
の
で
あ
る

(前
掲

『日
韓
諸
条
約
に
つ
い
て
』'
二
二
上
1衰
).
ま
た
'
植
民
地
支
配
に

起
因
し
て
日
本
に
生
活
基
盤
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
在
日
朝
鮮
人
の

法
的
地
位
に
つ
い
て
は
'
｢韓
国
籍
｣
の
者
に
限

っ
て
'
永
住
権
の

付
与
'
強
制
退
去
事
由
適
用
の
大
幅
緩
和
'
国
民
健
康
保
険
へ
の
加

入
な
ど
が
認
め
ら
れ
た
｡
し
か
し
'
在
日
朝
鮮
人
は

｢韓
国
籍
｣
で

あ
れ
'
｢朝
鮮
籍
｣
で
あ
れ
'
強
制
退
去
の
対
象
に
な
り
う
る
点
で

変
わ
り
な
く
､
だ
い
た
い
に
お
い
て
1
般
の
外
国
人
と
変
わ
ら
な
い

法
的
地
位
に
置
か
れ
続
け
た
｡

日
朝
国
交
正
常
化
-

再
現
さ
れ
た
｢日
韓
方
式
｣

日
韓
国
交
正
常
化
以
後
'
日
韓
関
係
は
対
韓
経
済
協
力
や
貿
易
を
基

盤
と
し
て
緊
密
化
の
1
途
を
た
ど

っ
た
｡

一
万
㌧
日
本
と
朝
鮮
民
主

義
人
民
共
和
国

(以
下
､
こ
の
節
で
と
-
に
断
ら
な
い
か
ぎ
り
｢朝
鮮
｣
と
す

る
)
と
の
関
係
は
米
中
和
解
に
象
徴
さ
れ
る

一
九
七

〇
年
代
前
半
の

デ
タ
ン
ト
状
況
に
お
い
て
､
双
方
の
政
治
家
や
要
人
に
よ
る
盛
ん
に

な
っ
た
時
期
を
除
-
と
'
細
々
と
し
た
関
係
が
継
続
し
た
｡
当
然
'

日
朝
国
交
正
常
化
交
渉

(日
朝
交
渉
)
の
磯
運
は
高
ま
ら
ず
'
そ
の
間

日
本
の
植
民
地
支
配
責
任
の
問
題
が
放
置
さ
れ
続
け
た
｡

変
化
が
お
こ
っ
た
の
は
冷
戦
が
終
結
に
近
づ
い
た

一
九
八
〇
年
代
,

末
で
あ

っ
た
.

1
九
八
八
年
に
発
足
し
た
韓
国
の
慮
泰
愚
政
権
は

中
国
と
ソ
連
と
の
関
係
を
改
善
す
る
た
め
の
北
方
外
交
を
展
開
す
る

一
方
で
'
日
米
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
の
関
係
改
善
に



協
力
す
る
姿
勢
を
示
し
た
｡
ま
た
､
中
国
の
仲
介
で
同
年

二

一月

に
北
京
で
米
朝
参
事
官
級
会
談
が
行
わ
れ
る
な
ど
'
東
ア
ジ
ア
の
冷

戦
構
造
が
流
動
化
し
た

(高
崎
宗
司

『検
証

日
朝
交
渉
』
平
凡
社
新
書
'

二
〇
〇
五
年
'
二
〇
⊥
頁
).

一
九
九

1
年
九
月
に
は
南
北
朝
鮮
が
国
連

へ
同
時
加
盟
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
状
況
を
う
け
て
'

一
九
九
〇
年
九
月
に
平
壌
で
自
民

党

･
社
会
党

･
朝
鮮
労
働
党
に
よ
る

｢三
党
共
同
宣
言
｣
が
発
表
さ

れ
た
｡
そ
の
第

一
項
に
は

｢三
党
は
'
過
去
に
日
本
が
三
六
年
間
に

朝
鮮
人
民
に
大
き
な
不
幸
と
災
難
を
お
よ
ぼ
し
た
事
実
と
戦
後
四
五

年
間
に
朝
鮮
人
民
に
こ
う
む
ら
せ
た
損
失
に
つ
い
て
'
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
和
国
に
た
い
し
公
式
的
に
謝
罪
し
､
十
分
補
償
す
べ
き
で

あ
る
と
認
め
る
｣
と
あ
る
｡
日
韓
会
談
に
お
い
て
日
本
政
府
は
植
民

地
支
配
に
つ
い
て
明
確
に
謝
罪
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'

こ
の
宣
言
で
は
朝
鮮
労
働
党
側
の
主
張
を
ふ
ま
え
'
三
六
年
間
の
植

民
地
支
配
及
び
戦
後
四
五
年
間
に
被

っ
た
損
失
に
つ
い
て
､
日
本
政

府
が
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
謝
罪
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
も

の
で
あ
っ
た
｡

そ
し
て
'
同
年

1
1
月
か
ら

1
二
月
に
か
け
て
予
備
会
談
が
行
わ

れ
'
第

一
議
題

｢
日
朝
国
交
正
常
化
に
関
す
る
基
本
問
題
｣
(朝
鮮
植

民
地
支
配
へ
の
謝
罪
の
問
題
)､
第
二
議
題

｢
日
朝
国
交
正
常
化
に
伴
う

経
済
的
諸
問
題
｣
(賠
償
･
財
産
請
求
権
の
問
題
)'
第
三
議
題

｢
日
朝
国

交
正
常
化
に
関
連
す
る
国
際
問
題
｣
(核
査
察
問
題
)'
第
四
議
題

｢そ

の
他
双
方
が
関
心
を
有
す
る
問
題
｣
(在
日
朝
鮮
人
の
法
的
地
位
'
日
本
人

配
偶
者
問
題
な
ど
)
が
確
定
し
た

(前
掲

『検
証

日
朝
交
渉
』'
三
七
貢
.)o

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
'
よ
う
や
く

一
九
九

一
年

一
月
三
〇
日
よ
り

日
朝
交
渉
第

一
次
会
合
が
開
か
れ
た
｡
以
下
'
日
朝
交
渉
に
お
け
る

議
論
に
つ
い
て
､
と
く
に
歴
史
認
識
の
問
題
に
関
係
す
る
第

一
議
題

と
第
二
議
題
を
中
心
に
整
理
し
て
み
た
い
｡
た
だ
'
二
次
資
料
に

元
赤
軍
戦
士

全
国
指
名
手
配

逃
亡
十
五
年

雌

蕊

志

金
虞
志

la
慢
さ
賃

く
れ
,

自

慢

F

,
せ

孝

払

一百

源
草
社

日
本
と
朝
鮮
分
断
国
家
と
の

｢
国
交
正
常
化
交
渉
史
｣



情
況

第
三
期
第
六
巻
第
九
号

よ
っ
て
日
朝
交
渉
の
会
議
内
容
が
確
認
で
き
な
い
の
で
'
概
括
的
な

整
理
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡

日
朝
交
渉
は
一
九
九

一
年

一
月
か
ら

一
九
九
二
年
八
月
ま
で
に
八

次
に
わ
た
っ
て
断
続
的
に
継
続
し
た
｡
い
わ
ば

｢原
則
的
立
場
の
衝

突
｣
の
第

一
期
で
あ
る
｡

一
九
九

一
年

一
月
か
ら
行
わ
れ
た
第

一
次
会
合
の
冒
頭
､
朝
鮮
側

の
首
席
代
表
で
あ
る
田
仁
徹
外
務
次
官
は

｢
一
九

一
〇
年
の
韓
日

合
併
条
約
を
は
じ
め
'
日
本
が
旧
朝
鮮
と
調
印
し
た
あ
ら
ゆ
る
条
約

や
協
定
が
不
法
か
つ
無
効
で
あ
っ
た
と
宣
言
す
べ
き
だ
｣
と
切
り
出

し
た
｡
ま
た
､
｢補
償
の
形
式
に
つ
い
て
は
､
交
戦
国
間
の
賠
償
形

態
と
財
産
請
求
権
を
'
と
も
に
適
用
す
べ
き
だ
｣
と
し
た
｡
な
ぜ
な

ら
'
｢過
去
の
朝
日
関
係
は
歴
史
的
に
も
法
的
に
も
植
民
地
と
宗
主

国
と
い
う
関
係
だ
け
で
な
く
'
(朝
鮮
を
)
侵
略
し
た
日
本
と
'
そ
れ

と
戦

っ
た
朝
鮮
人
民
と
の
交
戦
関
係
と
し
て

一
貫
し
て
い
る
か
ら
｣

で
あ
る
｡
請
求
権
に
つ
い
て
は
日
本
側
の
請
求
権
主
張
を
き
び
し
-

牽
制
し
た
｡
最
後
に
'
戦
後
四
五
年
の
被
害
と
損
失
に
つ
い
て
､
田

仁
徹
は

(
一
)
南
北
分
断
'
(二
)
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
対
米
協
力
､

(≡
)
朝
鮮
戦
争
後
の
朝
日
関
係
改
善
の
不
実
施
'
(四
)
当
然
払
う

べ
き
補
償
の
利
息
に
つ
い
て
へ
そ
れ
ぞ
れ
日
本
に
責
任
が
あ
る
と
述

べ
た

(『朝
日
新
聞
』
1
九
九
1年
1
月
三
1
日
付
'
東
京
1
四
版
'
以
下
と
-
に

断
ら
な
い
限
り
同
紙
の
記
事
を
引
用
)｡

一
方
'
日
本
政
府
は
第

一
次
会
合
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
'
｢
日
本

に
よ
る
植
民
統
治
の
三
十
六
年
間
に
つ
い
て
は
請
求
権
問
題
と
し
て

1
7
四

誠
実
に
対
応
す
る
が
'
戦
後
四
十
五
年
間
の

『償
い
』
に
は
応
じ
ら

れ
な
い
｣
と
す
る
基
本
方
針
を
ま
と
め
て
い
た

(
1
九
九
一
年
7
月

二
六
日
付
)｡
す
な
わ
ち
'
日
本
政
府
は
先
の

｢三
党
共
同
宣
言
｣
に

拘
束
さ
れ
な
い
と
い
う
立
場
を
打
ち
出
し
た
｡
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
'

第

一
回
会
合
で
日
本
側
首
席
代
表
の
中
平
立
日
朝
交
渉
担
当
大
使
は

会
合
の
冒
頭
で

｢請
求
権
問
題
は
未
解
決
と
認
識
し
て
い
る
｡
(し
か

し
t
I
著
者
註
)
日
本
と
北
朝
鮮
は
戦
争
状
態
に
な
か
っ
た
｡
し
た

が

っ
て
賠
償
へ
補
償
を
行
う
こ
と
は
と
う
て
い
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
｣
と
述
べ
た

(同
月
三
〇
日
付
夕
刊
､
東
京
四
版
)｡
ま
た
'
第
二
次
会

令

(
一
九
九
一
年
三
月
)
で
中
平
は

｢
日
韓
併
合
条
約
'
そ
の
他
の
条

約
､
協
定
は
合
法
的
に
締
結
'
実
施
さ
れ
た
｣
と
述
べ
た
｡

こ
の
よ
う
に
'朝
鮮
側
は
韓
国
併
合
の
国
際
法
的
に
不
法
で
あ
り
'

日
朝
関
係
が

｢交
戦
関
係
｣
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
｡
そ
の
う
え
で
'

植
民
地
期
に
つ
い
て
は
賠
償
と
財
産
請
求
権
に
よ
る
補
償
を
要
求
す

る
と
と
も
に
'
解
放
後
に
つ
い
て
も
朝
鮮
人
民
に
被
害
と
損
害
を
与

え
た
責
任
が
日
本
に
あ
る
と
主
張
し
た
｡
こ
れ
に
た
い
し
て
'
日
本

側
は
韓
国
併
合
の
合
法
性
を
主
張
す
る
と
と
も
に
'
日
朝
関
係
が

｢交
戦
関
係
｣
で
あ

っ
た
と
い
う
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
｡
ま
た
､

植
民
地
期
に
つ
い
て
は
請
求
権
の
み
を
討
議
対
象
と
L
t
敗
戦
後
の

日
朝
関
係
に
対
す
る

｢償
い
｣
の
要
求
に
は
一
切
応
じ
な
い
と
主
張

し
た
｡
こ
の
よ
う
に
'
日
朝
交
渉
は
歴
史
認
識
を
め
ぐ
っ
て
冒
頭
か

ら
激
し
-
対
立
し
た
の
で
あ
る
｡,

以
後
'
日
本
側
は

｢請
求
権
に
基
づ
-
補
償
要
求
は
'
被
害
の
事



実
関
係
を
裏
づ
け
る
客
観
的
資
料
が
必
要
｣
(
1
九
九
1
年
九
月
二
日
付
)

と
の
見
解
を
示
す
な
ど
'
植
民
地
支
配
に
対
す
る

｢謝
罪
｣
を
除
い

て
'
日
韓
会
談
と
全
-
同
様
の
交
渉
姿
勢
を
示
し
た
｡
こ
れ
に
対
し

て
､
朝
鮮
側
も

｢過
去
'
日
本
が
朝
鮮
人
民
に
加
え
た
行
為
は
到
底

正
当
化
で
き
な
い
｡
国
際
法
と
国
際
慣
行
に
従
っ
て
補
償
問
題
の
解

決
に
真
L
に
取
り
組
む
こ
と
を
求
め
る
｣
と
し
た
上
で
'
｢我
々
は

あ
な
た
が
た
が
強
い
た
人
的
被
害
に
つ
い
て
'
す
べ
て
知

っ
て
い
る

と
確
信
し
て
い
る
｡
あ
な
た
が
た
が
資
料
を
全
部
提
出
し
て
こ
そ
､

我
々
と
し
で
も
過
去
日
本
当
局
が
残
し
た
資
料
に
基
づ
い
て
得
た
資

料
を
出
し
'
と
も
に
協
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
反
論
し
た

(同

年
二

月
一
九
日
付
夕
刊
)｡
こ
の
よ
う
に
'
こ
の
時
期
の
日
朝
交
渉
は

日
朝
双
方
が
原
則
的
立
場
を
強
-
主
張
し
'
容
易
に
接
近
し
な
か
っ

た
｡
ま
た
'
日
本
側
が
し
ば
し
ば
核
査
察
問
題
や

｢李
恩
恵
｣
問
題

を
持
ち
出
す
と
'
朝
鮮
側
は
こ
れ
ら
に
強
-
反
発
し
た
｡
結
局
'

一
九
九
二
年

一
一
月
の
第
八
次
会
合
で
日
本
側
が

｢李
恩
恵
｣
問
題

を
提
起
し
た
こ
と
に
反
発
し
た
朝
鮮
側
は
交
渉
の
継
続
を
拒
否
し

た
｡
こ
う
し
て
'
第

一
期
の
日
朝
交
渉
は
終
了
し
た
｡

日
朝
交
渉
は
約
七
年
半
の
中
断
期
を
経
て
'
二
〇
〇
〇
年
四
月
か

ら
再
開
さ
れ
た
｡
こ
の
間
'
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
核
開

発
'
ミ
サ
イ
ル
'
日
本
人
位
致
問
題
が
取
り
ざ
た
さ
れ
､
日
朝
交

渉
を
進
め
る
状
況
に
な
ら
な
か
っ
た
.
し
か
し
'

1
九
九
八
年
に

発
足
し
た
韓
国
の
金
大
中
政
権
や
米
国
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
対
朝

関
係
改
善
に
乗
り
出
す
と
'
日
朝
関
係
改
善
の
棟
運
も
高
ま
っ
た
｡

二
〇
〇
〇
年
四
月
か
ら

一
〇
月
ま
で
に
第
九
⊥

一
次
会
合
が
行
わ｢

れ
た
Jが
'
こ
の
第
二
期
は

｢原
則
的
立
場
の
調
整
｣
期
で
あ
る
.
た

だ
し
>
｢原
則
的
立
場
の
調
整
｣
を
図
っ
た
の
は
日
本
側
で
は
な
く
'

朝
鮮
側
で
あ
っ
た
｡

｣

す
な
わ
ち
'
こ
の
時
期
の
朝
鮮
側
は
｢武
力
侵
略
と
占
領
の
過
去
｣

第
一部
ニ
ュ
ー
レ
フ
-
の
誕

生/第二部カ
ウ
ン
タ

ーカル
チ
ャ

ー
芭
理

論

的
実

践

/第三部

生成変化
す
る

｢マル
チ
チ

ュ
-
ド
｣

｢二〇世紀唯一

の世界革命｣一九六
八

年に至る'六

〇
年代
日
本

の
政治的/

思想的/文化的パラ
ダ

イ
ム

シ

フ

-
¢し

革
命

的
な
あ

ま
-

に

革

命的な
｢

-
3

-
年
の
革
命
｣

試
論

その現在
性
を
克
明
に

描き出す滞身の長
篇評論!

綻
秀

美

著

三二〇〇円
+
秩
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ニ
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六

二

-
九

七

五

三

フ

ァク
ス〇
三

-
1二
二

六

二

-
九

七

五

七

日
本
と
朝
鮮
分
断
国
家
と
の

｢
国
交
正
常
化
交
渉
史
｣



情
況

第
三
期
第
六
巻
第
九
号

に
対
す
る
謝
罪
と

｢過
去
に
対
す
る
人
的
'
物
的
損
失
に
対
し
'
被

害
者
が
十
分
納
得
す
る
よ
う
補
償
｣
す
る
こ
と
に
重
点
を
お
い
た

(二
〇
〇
〇
年
四
月
六
日
付
)｡
こ
こ
に
は
日
朝
関
係
を

｢交
戦
関
係
｣
と

規
定
し
た
り
､
解
放
後
に
お
け
る
日
本
の
責
任
を
問
う
主
張
が
含
ま

れ
て
い
な
い
｡

一
万
㌧
日
本
側
は
請
求
権
問
題
を
経
済
協
力
で

｢解

決
｣
し
た

｢
日
韓
方
式
｣
を
'
は
じ
め
て
朝
鮮
側
に
提
示
し
た

(同

年
八
月
二
五
日
付
)｡
こ
の
提
案
に
対
し
て
'
朝
鮮
側
は

｢謝
罪
と
補

償
｣
を
要
求
す
る
姿
勢
に
変
化
が
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
'
二
〇
〇
二
年
九
月
に
平
壌
で
日
朝
首
脳
会
談
が
行
わ

れ
'
日
朝
平
壌
宣
言
が
発
表
さ
れ
た
｡
日
本
の
植
民
地
支
配
に
つ
い

て
規
定
し
た
平
壌
宣
言
第
二
項
で
は
ま
ず
'
｢
日
本
側
は
'
過
去
の

植
民
地
支
配
に
よ
っ
て
'
朝
鮮
の
人
々
に
多
大
の
損
害
と
苦
痛
を
与

え
た
と
い
う
歴
史
の
事
実
を
謙
虚
に
受
け
止
め
､
痛
切
な
反
省
と
心

か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
し
た
｣
と
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の

一
方
で
､
日
本
が
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
対
し
て

｢国
交
正

常
化
の
後
'
双
方
が
適
切
と
考
え
る
期
間
に
わ
た
り
'
無
償
資
金
協

力
､
低
金
利
の
長
期
借
款
供
与
及
び
国
際
機
関
を
通
じ
た
人
道
主
義

的
支
援
等
の
経
済
協
力
を
実
施
し
'
ま
た
'
民
間
経
済
活
動
を
支
援

す
る
見
地
か
ら
国
際
協
力
銀
行
等
に
よ
る
融
資
'
信
用
供
与
等
が
実

施
さ
れ
る
｣
こ
と
が
約
束
さ
れ
'
｢国
交
正
常
化
を
実
現
す
る
に
あ

た
っ
て
は
'

一
九
四
五
年
八
月

1
五
日
以
前
に
生
じ
た
事
由
に
基
づ

-
両
国
及
び
そ
の
国
民
の
す
べ
て
の
財
産
及
び
請
求
権
を
相
互
に
放

棄
す
る
と
の
基
本
原
則
｣
が
確
認
さ
れ
た
｡

一
〓
ハ

こ
の
条
項
の
ポ
イ
ソ
ト
は
'
第

一
に
日
本
側
が
植
民
地
支
配
に
よ

る
朝
鮮
人
民
の

｢損
害
と
苦
痛
｣
を
認
め
な
が
ら
'
補
償
を
伴
う
べ

き

｢謝
罪
｣
と
い
う
表
現
が
巧
妙
に
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡
第
二
に
'
日
朝
国
交
正
常
化
後
､

一
方
で
は
な
く
日
朝

｢双
方

が
適
当
と
考
え
る
期
間
｣
に
'
日
本
の
対
朝
経
済
協
力
が
実
施
さ
れ

る
と
し
た
こ
と
'
そ
し
て
､
第
三
に
日
朝
双
方
が
有
す
る

｢財
産
及

び
請
求
権
を
相
互
に
放
棄
す
る
｣
と
し
た
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'

こ
の
条
項
は

｢痛
切
な
反
省
と
心
か
ら
の
お
詫
び
の
気
持
｣
の
一
文

を
除
-
と
'
ま
さ
に

｢
日
韓
方
式
｣
の
再
現
な
の
で
あ
る
｡
今
ま
で

の
経
緯
か
ら
す
る
と
'
ま
る
で
'
日
本
側
の
主
張
に
朝
鮮
側
が
全
面

的
に
譲
歩
し
た
よ
う
な
合
意
内
容
で
あ
る
｡

日
朝
首
脳
会
談
以
後
の
日
朝
交
渉
を
｢第
三
期
｣
と
す
る
な
ら
ば
'

こ
の
時
期
は
日
本
人
位
致
問
題
を
中
心
に
推
移
し
た
と
い
え
る
｡
し

か
し
'
同
年

一
〇
月
に
第

二

一次
会
合
が
行
わ
れ
た
後
'
二
〇
〇
四

年
五
月
に
二
度
目
の
日
朝
首
脳
会
談
が
行
わ
れ
た
が
､
先
に
日
本
に

帰
国
し
た
日
本
人
位
致
被
害
者
五
名
の
家
族
の

｢帰
国
｣
が
実
現
す

る
に
と
ど
ま
っ
た
｡
日
朝
交
渉
は
二
〇
〇
五
年
八
月
現
在
'
再
開
の

め
ど
が
立
っ
て
い
な
い
｡

日
朝
関
係
の

｢正
常
化
｣
の
た
め
に
-
植
民
地
支
配
責
任
と
戦
後
責
任

以
上
論
じ
て
き
た
よ
う
に
'
日
本
と
朝
鮮
分
断
国
家
と
の

｢国
交
正

常
化
交
渉
史
｣
に
お
い
て
､
最
む
重
要
な
議
題
は
歴
史
認
識
の
問
題

で
あ
り
'
植
民
地
支
配
の
清
算
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
問
題
に
つ
い



て
､
｢謝
罪
｣
も

｢補
償
｣
も
な
い

｢
日
韓
方
式
｣
が
日
朝
平
壌
宣

言
に
盛
り
込
ま
れ
た
意
味
は
重
大
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡

仮
に
'
｢
日
韓
方
式
｣
で
日
朝
国
交
正
常
化
が
実
現
し
た
と
す
る
と
'

日
本
は
侵
略
戦
争
及
び
植
民
地
支
配
に
よ
る
個
人
の
被
害
に
た
い
し

て
'

一
銭
の
補
償
金
を
払
わ
な
い
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
こ
と
は
日
本

の

｢戦
後
｣
が
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る

｢不
義
｣
を
貫
徹
さ
せ
て
終

わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
｡

と
こ
ろ
で
'
私
は
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る

｢正
常
化
｣
と
い
う
言

葉
に
あ
る
種
の
違
和
感
を
抱
い
て
い
る
,｡
た
し
か
に
'

一
九
六
五
年

に
日
本
と
大
韓
民
国
と
の
国
交
は
正
常
化
し
た
｡
そ
し
て
､
現
在
'

日
本
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
の
国
交
を
正
常
化
す
る
た
め

に
'
日
朝
交
渉
が
継
続
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
仮
に
日
朝
国
交
正
常

化
が
実
現
し
た
と
し
て
'
そ
の
こ
と
で
日
本
と
朝
鮮
と
の
関
係
が

｢正
常
化
｣
し
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
よ
う
な
問
い
を
捨

て
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡

一
九
九

一
年
三
月

一
一
日
'
日
朝
交
渉
第
二
次
会
合
で
日
本
側
の

中
平
代
表
は

｢戦
後
の
不
正
常
な
関
係
は
'
東
西
対
立
の
も
と
で
の

厳
し
い
朝
鮮
半
島
情
勢
と
北
朝
鮮
の
政
策
に
よ
る
｣
と
し
て
'
解
放

後
に
お
け
る
日
本
の
責
任
を
否
定
し
た

(
一
九
九
一
年
三
月
一
二
日
付
)0

し
か
し
'
事
実
は
異
な
る
｡
日
本
の
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
時
期
と

米
ソ
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
分
割
占
領
が
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
い
え

な
い
｡
ま
た
'
分
断
国
家
成
立
以
後
に
お
け
る
日
本
の
対
朝
鮮
政
策

は
一
貫
し
て
韓
国
重
視
で
あ
っ
た
｡
敗
戦
後
の
日
本
は
米
国
の
ア
ジ

日
本
と
朝
鮮
分
断
国
家
と
の

｢
国
交
正
常
化
交
渉
史
｣

ア
戦
略
の
下
､

一
貫
し
て
東
ア
ジ
ア
反
共
陣
営
の
一
員
と
し
て
朝
鮮

民
主
主
義
人
民
共
和
国
に
対
略
し
て
き
た
の
で
あ
る
｡

日
朝
関
係
の

｢正
常
化
｣
を
実
現
さ
せ
る
に
は
日
本
が
朝
鮮
人

被
害
者
に
対
す
る
補
償
を
実
行
す
る
こ
と
で
'
植
民
地
支
配
責
任
を

果
た
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
は
､
植
民
地
支
配
の

実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
公
文
書
の
公
開
と
'
被
害
実
態
を
事

実
と
し
て
確
定
す
る
た
め
の
検
証
が
必
要
で
あ
る
｡
日
本
政
府
に
は

こ
れ
ら
の
点
に
お
い
て
真
筆
な
態
度
が
望
ま
れ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ

ば
か
り
で
は
充
分
で
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
'
朝
鮮
の
分
断
状
況
を
解
消

し
な
い
か
ぎ
り
'
日
朝
関
係
の

｢正
常
化
｣
は
実
現
で
き
な
い
か
ら㌔

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
意
味
で
'
日
朝
交
渉
が
朝
鮮
の
分
断
状
況
を

解
消
さ
せ
る
動
き
を
促
進
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
は
ト

考
え
る
｡

よ
し
ぎ
わ

･
ふ
み
と
し

東
京
学
芸
大
学
講
師
｡
朝
鮮
近
代
史
｡一

一
七


