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徐
大
粛
著

金
進
訳

『
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
史

一

九
四
八
』

一

九
一

八
i

第
二
次
大
戦
後
の
朝
鮮
半
島
に
生
じ
た
南
北
朝
鮮
の
分
断
は‘
朝
鮮
戦
争
の

例
を
あ
げ
る
ま
で
も
な
く．
そ
の
後
つ
ね
に
東
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
に
お
け
る

紹
介
と
批
評

大
き
な
不
安
要
因
と
な
っ
て
き
た。
し
か
し
分
断
状
況
に
あ
る
南
北
朝
鮮
の
実

情
を
内
部
か
ら
体
系
的
に
解
現
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
意
外
に
少
な
い。
と
く

に
北
朝
鮮
の
共
産
主
義
に
か
ん
す
る
研
究
の
遅
れ
は．
そ
の
理
由
の
い
か
ん
に

か
か
わ
ら
ず．
決
定
的
と
も
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る。

こ
こ
に
紹
介
す
る
徐
大
粛
樽
土
の
『
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
史
一
九一
八
i

一
九
四
八』
（
寸
宮
開。
g
g

c。
邑
邑居間同
事
出。
g
冨＠
皐
gH∞
ム
定∞・

】u

E
50
gn
d
a
s
E許可
思0mm・
凶
器∞）
は、

必
ず
し
も
今
日
の
北
朝
鮮
共
産

主
義
の
諮
問
題
を
直
接
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い．
し
か
し．
同
書
は
朝
鮮
共
産

主
義
運
動
を‘
沿
海
州
や
シ
ベ
p
ア
に
お
け
る
そ
の
起
源
か
ら
朝
鮮
解
放
後
の

時
期
に
至
る
ま
で
体
系
的
に
分
析
し
て
お
り．
ま
た
金
日
成
の
拾
頭
に
つ
い
て

も
極
め
て
信
頼
度
母
高
い
論
証
を
行
っ
て
い
る。
こ
れ
は
今
日
の
北
朝
鮮
共
産

主
義
の
研
究
に
と
っ
て
も、

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
貢
献
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う。

本
書
の
主
題
拭
明
快
で
あ
る。
そ
の
第－
は、

誕
生
以
来
の
朝
鮮
共
産
主
義

運
動
と
金
日
成
の
拾
頭
と
の
関
に、
歴
史
的・
組
織
的
な
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
具

体
的
に
論
証
す
る
こ
と
に
あ
る。

著
者
は、

解
放
以
前
の
朝
鮮
内
外
に
お
け
る

朝
鮮
共
産
主
義
運
動
の
担
い
手
で
あ
る
古
参
共
産
主
義
者
と
金
日
成
を
中
心
と

す
る
新
し
い
共
産
主
義
者
と
を
明
確
に
区
別
し、

現
在
の
「
北
朝
鮮
の
共
産
主

義
者
た
ち
は、

過
去
に
お
け
る
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
と
は
無
縁」
で
あ
り、『
後

ら
拭一
九
四
五
年
に
掴帰
国
し
て
か
ら、
ソ
速
の
援
助
の
も
と
に、
こ
の
運
動
に

お
い
て
生
残
っ
た一
握
り
の
指
導
者
た
ち
を
抹
殺
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
を

掌
握
し
た
ヘ
と
断
言
し
て
い
る。

本
書
の
第
二
の
主
題
は、
金
日
成
の
拾
頭
を
許
し
た
古
拳
共
産
主
義
者
た
も

｝
｝
五

こ＝
＝υ丸）



　
　
　
紹
介
と
批
評

の
敗
北
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
著
者
は
最
終
章
で
．
彼
ら
の

敗
北
の
直
接
の
原
因
と
な
つ
た
．
解
放
後
の
朝
鮮
に
お
け
る
彼
ら
の
戦
術
的
な

失敗をいく

つ
か
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
．
彼
ら
の
敗
北
の
最
大
の

原
因
は
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
著
者
は
そ
れ
を
古
参
共
産
主
義
者

自
身
の
な
か
に
．
す
な
わ
ち
一
九
一
八
年
以
来
の
彼
ら
の
革
命
運
動
の
な
か
に

求
め
て
い
る
の
で
あ
嵐
五
部
一
〇
章
か
ら
な
る
本
書
の
大
部
分
は
、
こ
の
朝

鮮
解
放
ま
で
の
古
参
共
産
主
義
者
た
ち
の
革
命
運
動
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
い

る
．

　
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
．
評
者
は
い
ま
だ
に
本
書
の
大
部
分
を
占
め
る
解
放

以
前
の
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
に
つ
い
て
．
本
格
的
な
研
究
に
取
組
ん
だ
経
験
を

も
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
．
著
者
の
彪
大
か
つ
細
心
の
研
究
に
軽
率
な
評
価
を
加

え
る
こ
と
は
尊
大
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ

て
本
稿
で
は
、
著
者
の
論
旨
に
そ
つ
て
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
．
解
放
以
後
の
北
朝
鮮
共
産
主
義
の
問
題
に
若
干
の
考
え
を
め
ぐ
ら
す
に

と
ど
め
た
い
。

　
　
　
　
二

　
本
書
は
既
述
の
よ
う
に
五
部
一
〇
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の

前
四
部
八
章
が
古
参
共
産
主
義
者
た
ち
の
革
命
運
動
の
歴
史
的
分
析
に
あ
て
ら

れ
て
い
る
。

第
一
部
国
外
に
お
け
る
は
じ
ま
り

　
第
一
章
　
国
外
で
の
最
初
の
努
力

一
九
一
八
1
二
四

一
九
一
八
i
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
山
ハ
　
　
（
一
コ
＝
Q
）

第
二
章
上
海
派
と
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
派
の
争
い
　
一
九
二
〇
ー
二
四

第
二
部
　
朝
鮮
に
お
け
る
闘
争
　
一
九
二
〇
1
二
八

　
第
三
章
朝
鮮
に
お
け
る
最
初
の
努
力
　
一
九
二
〇
ー
二
七

　
第
四
章
　
流
産
し
た
統
一
戦
線
　
一
九
二
五
ー
二
八

第
三
部
党
自
立
の
終
焉
　
一
九
二
八
⊥
三

　
第
五
章
朝
鮮
に
お
け
る
党
の
崩
壊
　
一
九
二
八
ー
三
一

　
第
六
章
　
国
外
総
局
の
失
敗
　
一
九
二
四
－
⊥
一
二

第
四
部
外
国
共
産
党
の
下
で
　
一
九
三
一
i
四
五

　
第
七
章
朝
鮮
と
日
本
に
お
け
る
共
産
主
義
者

　
第
八
章
中
国
お
よ
び
満
州
に
お
け
る
朝
鮮
共
産
主
義
者

著
者
は
こ
れ
ら
の
部
分
の
検
討
か
ら
．
古
参
共
産
主
義
者
敗
北
の
要
因
を
導

き
だ
し
て
い
る
．
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
e
、
共
産
主
義
指
導
者
間
の
分
派
主
義

　
⇔
、
共
産
主
義
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
か
ん
す
る
基
礎
的
訓
練
の
欠
如

　
⑬
、
コ
ミ
ソ
テ
ル
γ
と
の
問
の
効
果
的
か
つ
持
続
的
関
係
の
欠
如

　
四
、
運
動
に
た
い
し
十
分
な
指
導
を
保
障
で
き
な
か
つ
た
こ
と

　
爾
、
警
察
の
監
視
に
対
抗
す
る
効
果
的
な
行
動
路
線
を
発
見
で
き
な
か
つ
た

　
　
こ
と

　
第
一
の
分
派
主
義
の
弊
害
は
、
海
外
に
お
け
る
初
期
の
共
産
主
義
運
動
の
展

開
の
な
か
に
、
　
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
。
グ
ル
茎
ブ
（
イ
ル
ク
…
ツ
ク
付
近
の
朝
鮮
人
移

住
老
で
大
部
分
は
質
シ
ア
国
籍
を
取
得
し
て
い
た
ー
コ
、
、
、
ソ
テ
ル
ソ
極
東
事
務
局
代
衷

シ
ュ
ミ
ア
ッ
ス
キ
ー
の
支
持
を
え
た
）
と
上
海
グ
ル
ー
ブ
（
沿
海
州
地
方
の
β
シ
ア
に



帰
化
し
な
い
朝
鮮
人
革
命
家
1
⊥
孚
東
輝
を
中
心
と
す
る
幹
部
は
．
一
九
一
九
年
上
海
の

臨
時
政
府
に
参
加
し
た
）
と
の
抗
争
と
し
て
、
す
で
に
現
れ
て
い
た
。
こ
の
両
派

の
抗
争
は
．
一
九
二
一
年
六
月
に
は
武
力
衝
突
に
ま
で
発
展
し
た
．
シ
ュ
ミ
ア

ツ
ス
キ
ー
の
下
で
勢
力
を
拡
大
し
た
イ
ル
ク
書
ツ
ク
・
グ
ル
ー
プ
が
ア
レ
ク
セ

イ
エ
フ
ス
ク
で
李
東
輝
支
持
の
武
装
力
を
急
襲
し
た
事
件
で
、
の
ち
に
ア
レ
ク

セ
イ
エ
フ
ス
ク
事
件
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
分
派
主
義
の
弊
害
は
ま
た
．
派
閥
抗
争
が
党
の
崩
壊
を
も
た
ら
し
た
第
三
次

共
産
党
の
時
期
（
一
九
二
七
・
二
八
年
）
に
も
顕
著
で
あ
つ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら

の
分
派
抗
争
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
を
抜
き
に
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

朝
鮮
共
産
主
義
運
動
の
驚
く
べ
き
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
著

者
は
、
彼
ら
の
党
派
心
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
聾
で
は
な
く
、
朝
鮮
人
社
会
に
み
ら
れ

る
地
理
的
因
襲
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
地
理
的
結
合
の
因
襲

は
．
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
付
近
に
移
住
し
た
人
々
が
沿
海
州
地
方
の
ロ
シ
ア
に
帰
化

し
な
い
朝
鮮
人
革
命
家
と
対
立
す
る
と
い
う
よ
う
に
分
派
主
義
を
形
成
し
た
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
著
者
は
、
分
派
主
義
の
弊
害
を
誇
張
し
す
ぎ
る
こ
と
に
も
警
戒

し
て
い
る
。
第
三
次
党
を
除
け
ば
．
党
は
各
グ
ル
塞
プ
の
連
合
に
よ
つ
て
（
た
と

え
ば
第
一
次
党
）
あ
る
い
は
指
導
権
を
一
つ
の
グ
ル
ー
ブ
が
掌
握
し
て
（
た
と
え

ば
第
二
次
党
の
火
躍
会
第
四
次
党
の
M
。
L
派
）
結
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
党
の
自

立
が
終
焉
し
た
国
外
総
局
の
時
期
（
一
九
二
四
ー
一
九
三
一
年
）
に
は
．
と
く
に

満
粥
総
局
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
様
々
の
グ
ル
ー
ブ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
を
も

つ
て
共
存
し
、
各
区
域
間
の
争
い
は
活
動
を
妨
げ
る
ほ
ど
激
し
い
も
の
で
は
な

か
つ
た
。
さ
ら
に
東
京
の
日
本
総
局
は
．
派
閥
抗
争
が
ま
つ
た
く
存
在
し
な
か

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

つ
た
が
、
や
は
り
崩
壊
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
こ
れ
ら
が
著
者
の
指
摘
す
る

点
で
あ
る
．

　
古
参
共
産
主
義
者
を
疲
弊
さ
せ
た
分
派
主
義
以
上
に
重
要
な
要
因
は
．
彼
ら

が
共
産
主
義
イ
デ
オ
β
ギ
ー
に
つ
い
て
の
基
礎
訓
練
に
欠
け
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
ら
が
革
命
運
動
を
支
え
る
強
力
か
つ
適
切
な
理
論
を
提
示
で
き
な
か
つ

た
こ
と
は
．
し
ば
し
ぽ
運
動
の
目
的
を
暖
昧
に
し
．
そ
の
方
向
を
混
乱
さ
せ

た
。
こ
の
欠
陥
は
．
著
者
に
よ
れ
ば
、
統
一
戦
線
の
提
唱
（
一
九
二
六
年
）
と
外

国
共
産
党
と
の
合
併
（
瑠
匹
三
年
以
後
）
の
際
に
と
く
に
顕
著
に
現
れ
た
。
民

族
主
義
者
と
の
統
一
戦
線
の
提
唱
は
．
第
二
次
党
の
崩
壊
の
の
ち
．
日
本
か
ら

帰
国
し
た
留
学
生
た
ち
に
よ
つ
て
福
本
イ
ズ
ム
の
影
響
の
下
に
行
わ
れ
た
が
．

民
族
主
義
者
と
の
協
力
の
必
要
性
も
．
統
一
戦
線
の
な
か
の
共
産
主
義
者
の
役

割
も
明
確
な
論
拠
を
も
つ
て
主
張
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
．
ま
た
福
本
イ

ズ
ム
が
朝
鮮
に
も
適
用
で
き
る
理
由
を
説
明
し
え
た
も
の
は
一
人
も
い
な
か
つ

た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
．
外
国
共
産
党
と
の
合
併
の
際
に
も
み
ら
れ
た
。
国

外
の
総
局
は
．
総
局
の
存
在
そ
の
も
の
の
イ
デ
オ
・
ギ
韮
的
誤
り
に
気
付
い
て

解
散
し
た
の
で
は
な
く
．
外
国
の
党
と
合
併
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
敗
北
の
痛
手

を
軽
減
し
よ
う
と
し
て
解
散
し
た
の
で
あ
つ
た
。
共
産
主
義
者
た
ち
は
、
　
「
一

国
一
党
」
論
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
．
念
入
り
に
仕
上
げ
る
こ
と
も
し
な
か
つ

た
の
で
あ
る
。

　
著
者
が
指
摘
し
た
古
参
共
産
主
義
者
敗
北
の
第
三
の
要
因
は
、
彼
ら
が
コ
ミ

ソ
テ
ル
ソ
と
の
間
に
効
果
的
か
つ
持
続
酌
関
係
を
も
つ
こ
と
に
失
敗
し
た
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ン
テ
ル
ソ
の
儲
の
無
関
心
か
つ

冷
淡
な
態
度
に
も
責
任
が
あ
る
。
著
者
の
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
（
＝
三
じ



　
　
　
紹
介
と
批
評

ア
レ
ク
セ
イ
エ
フ
ス
ク
事
件
ま
で
．
コ
ミ
ソ
テ
ル
ソ
は
彼
ら
が
資
金
援
助
を
し

た
グ
ル
ー
プ
と
彼
ら
の
機
関
が
そ
の
強
化
に
力
を
注
い
で
い
た
グ
ル
ー
プ
が
二

つ
の
異
な
る
分
派
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
か
つ
た
。
ま
た
事
件
後
も
．
一
九

二
一
年
二
月
の
櫓
令
で
は
上
海
グ
ル
置
ブ
を
支
持
し
な
が
ら
．
翌
年
四
月
の

指
令
で
は
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
・
グ
ル
ー
プ
を
支
持
す
る
有
様
で
あ
つ
た
。
コ
ミ
ソ
テ

ル
ソ
は
ま
た
．
古
参
共
産
主
義
者
を
支
持
す
る
試
み
を
何
度
か
行
つ
て
い
る

が
．
多
く
の
場
合
．
あ
ま
り
に
微
弱
か
つ
時
期
を
失
し
て
い
た
。
一
九
二
八

年
．
コ
、
、
つ
テ
ル
ソ
か
ら
朝
鮮
国
内
の
共
産
主
義
者
に
、
い
わ
ゆ
る
「
一
二
月

テ
ー
ゼ
』
が
送
ら
れ
た
が
．
そ
の
時
朝
鮮
で
は
す
で
に
第
四
の
党
が
崩
壊
し
て

い
た
。

　
第
四
．
第
五
の
要
因
は
．
い
ず
れ
も
日
本
官
憲
の
厳
し
い
弾
圧
と
関
連
し
て

い
る
。
不
断
の
追
求
に
よ
つ
て
多
く
の
指
導
者
が
検
挙
さ
れ
、
共
産
主
義
者
た

ち
は
十
分
な
指
導
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
。
ま
た
多
く
の
場
合
．

彼
ら
は
弾
圧
に
た
い
す
る
対
抗
手
段
を
発
見
で
き
な
か
つ
た
ば
か
り
で
な
く
．

未
熟
か
つ
早
ま
つ
た
戦
術
に
よ
つ
て
自
減
し
た
の
で
あ
る
。

　
著
者
は
さ
ら
に
．
以
上
の
よ
う
な
歴
史
的
要
因
に
加
え
て
．
古
参
共
産
主
義

者
敗
北
の
直
接
の
要
因
と
し
て
、
解
放
後
の
朝
鮮
に
お
け
る
彼
ら
の
戦
術
的
失

敗
を
あ
げ
て
い
る
．
著
者
の
指
摘
に
よ
れ
ば
．
ソ
連
軍
の
金
日
成
支
持
は
明
ら

か
で
あ
つ
た
が
．
そ
れ
は
必
ず
し
も
古
参
共
産
主
義
者
絵
頭
の
道
を
閉
す
も
の

で
は
な
か
つ
た
。
金
日
成
の
急
速
な
拾
頭
を
許
し
た
の
は
、
解
放
後
の
古
参
共

産
主
義
者
が
犯
し
た
い
く
つ
か
の
戦
術
的
誤
り
で
あ
つ
た
。
そ
の
う
ち
一
つ

は
、
古
参
共
産
主
義
者
た
ち
が
中
央
に
お
け
る
政
治
的
栄
達
に
熱
中
し
、
地
方

共

産
主
義
者
の
指
導
を
怠
つ
た
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
大
衆
の
な
か
に
あ
る
彼
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
＝
一
二
二
）

の
政
治
的
基
盤
の
強
化
を
軽
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
他
の
誤
り
は
よ
り
明
白
か

つ
重
大
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
ソ
連
軍
の
北
朝
鮮
解
放
後
、
古
参
共
産
主
義
者
た

ち
が
直
ち
に
北
半
部
に
移
動
し
．
北
朝
鮮
の
政
治
に
積
極
的
に
参
加
し
な
か
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
彼
ら
が
北
朝
鮮
に
移
動
し
て
も
．
ソ
連
軍
の
占
領
下

で
は
．
成
功
は
必
ず
し
も
保
障
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た
。
し
か
し
著

者
は
、
　
「
成
功
の
機
会
は
は
る
か
に
多
か
つ
た
で
あ
ろ
う
し
．
新
参
共
産
主
義

者
の
昇
進
を
も
っ
と
遅
く
、
困
難
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
結

局
彼
ら
は
革
命
運
動
に
敗
れ
、
い
ま
ま
た
解
放
後
の
権
力
闘
争
に
敗
れ
た
の
で

あ
る
。

　
著
者
は
ま
た
第
五
部
第
九
章
で
．
も
う
一
つ
の
主
題
で
あ
る
『
朝
鮮
に
お
け

る
共
産
主
義
運
動
の
歴
史
の
非
神
話
化
」
．
す
な
わ
ち
金
β
成
の
東
満
州
に
お

け
る
抗
日
ゲ
リ
ラ
活
動
の
解
明
に
挑
み
、
金
日
成
ら
の
抗
日
活
動
と
古
参
共
産

主
義
者
の
革
命
運
動
と
の
間
に
は
明
確
な
組
織
上
の
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
検
証

し
て
い
る
。
著
者
が
確
認
し
た
事
実
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
e
．
金
日
成
の
抗
日
活
動
は
、
東
北
抗
日
連
合
軍
と
し
て
知
ら
れ
る
中
国
共

　
　
産
党
指
揮
下
の
中
国
軍
部
隊
の
な
か
で
遂
行
さ
れ
た
。

　
⇔
、
金
日
成
の
軍
事
活
動
に
か
ん
す
る
記
録
は
．
一
九
三
五
年
五
月
の
日
本

　
　
警
察
の
報
告
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
F
当
時
金
は
東
北
人
民
革
命
軍
（
東

　
　
北
抗
日
連
合
軍
の
莇
身
）
第
二
軍
第
一
中
隊
第
三
支
隊
長
で
あ
つ
た
。

　
臼
、
金
日
成
は
一
九
三
六
年
一
月
、
結
成
さ
れ
た
東
北
抗
日
連
合
軍
の
第
二

　
　
軍
第
三
廓
団
長
で
あ
つ
た
．
同
軍
は
同
年
中
に
再
編
成
さ
れ
、
金
は
第
一

　
　
路
軍
第
六
師
団
長
と
な
つ
た
。

　
四
、
日
本
軍
の
厳
し
い
討
伐
戦
に
あ
い
、
第
一
路
軍
億
一
九
四
〇
年
三
月
．



　
　
周
保
中
指
揮
下
の
第
三
路
軍
に
加
わ
る
た
め
小
規
模
ゲ
リ
ラ
集
団
に
分
散

　
　
し
牝
。
し
か
し
第
三
路
軍
は
す
で
に
ソ
連
領
ハ
パ
ロ
ス
ク
ヘ
後
退
澱
金

　
　
日
成
も
一
九
四
一
年
一
月
．
一
〇
〇
名
か
ら
コ
一
〇
名
の
部
下
を
率
い
て

　
　
同
方
面
へ
撤
退
し
た
。

㊨
、
一
九
三
六
年
五
月
、
金
日
成
が
創
設
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
祖
国
光

　
　
復
会
は
．
正
し
く
は
「
在
満
韓
人
祖
国
光
復
会
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
共
産

　
　
主
義
者
の
組
織
で
は
な
く
民
族
主
義
者
の
組
織
で
あ
つ
た
。

　
こ
の
時
期
の
金
日
成
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
今
日
な
お
不
明
な
点
が
多
い
。

し
か
し
著
者
は
、
上
記
の
諸
事
実
の
確
認
に
基
づ
い
て
．
金
日
成
が
中
国
軍
部

隊
の
も
と
で
戦
い
、
共
産
主
義
者
と
し
て
中
国
共
産
主
義
者
の
位
階
を
昇
進
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ち

た
こ
と
、
彼
の
活
動
経
歴
は
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
と
は
結
び
つ
か
な
い
こ
と
な

ど
を
適
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
金
日
成
が
間
違
い
な
く
朝

鮮
人
で
あ
り
、
共
産
主
義
者
で
あ
り
．
日
本
軍
と
戦
い
、
満
州
で
か
な
り
重
大

な
勝
利
を
収
め
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
彼
の
活
動
経
歴

は
、
た
と
え
中
国
軍
部
隊
の
も
と
で
あ
つ
た
に
せ
よ
、
解
放
時
三
三
歳
の
青
年

と
し
て
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し

て
も
な
お
、
著
者
に
よ
為
『
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
の
非
神
話
化
』
の
試
み
は
明

ら
か
に
成
功
し
丸
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
に
は
二
っ
の
主
題
が
あ
つ
た
．
そ
の
う
ち
の

一
つ
は
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
の
歴
史
的
分
析
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
古
参
共
産
主

義
者
敗
北
の
要
因
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
他
の
一
つ
は
現
在
の
北

　
　
　
紹
介
と
幾
評

朝
鮮
共
産
主
義
と
過
去
の
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
と
の
間
の
歴
史
的
断
絶
を
扱
つ

た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
問
題
を
ほ
ぼ
論
じ

っ
く
し
て
い
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
者
が
そ
の
後
の
北
朝
鮮

共
産
主
義
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
扱
う
範
囲
の
た
め
、
著
者
は

必
ず
し
も
す
べ
て
を
論
じ
つ
く
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
評
者
が
本
書
の

成
果
を
踏
ま
え
て
．
そ
の
問
題
に
若
干
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
ぱ
、
必
ず
し
も

著
者
の
意
思
に
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
評
者
は
本
書
を
読
ん
で
．
こ
の
歴
史
的
断
絶
の
問
題
が
そ
の
後
の
北
朝
鮮
共

産
主
義
を
い
か
に
規
定
し
た
か
に
つ
い
て
．
あ
る
種
の
感
慨
を
抱
か
ざ
る
を
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
い

な
か
つ
た
。
そ
れ
ば
い
い
か
え
れ
ば
．
断
絶
が
継
続
以
上
に
重
大
な
影
響
を
後

世
に
及
ぼ
す
こ
と
に
た
い
す
る
一
種
の
驚
き
の
念
で
も
あ
つ
た
。
朝
鮮
革
命
の

指
導
者
と
し
て
の
．
金
賃
成
に
よ
る
「
抗
日
武
装
闘
争
」
の
神
話
．
一
九
五
〇

年
代
か
ら
み
ら
れ
る
自
主
性
の
強
調
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
金
日
成
の
イ
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
や

：
ジ
強
化
な
ど
は
．
果
し
て
こ
の
断
続
の
問
題
と
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。
い
う

ま
で
も
な
く
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
解
放
後
の
北
朝
鮮
に
お
け
る
党
内
外
の
様

様
な
問
題
が
絡
み
あ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
神
話
の
創
造
と
自
主

性
強
調
の
出
発
点
に
は
、
明
ら
か
に
こ
の
断
続
、
す
な
わ
ち
金
日
成
の
朝
鮮
共

産
主
義
運
動
の
正
統
な
指
導
者
と
し
て
の
経
歴
の
欠
如
の
問
題
が
存
在
す
る
。

そ
し
て
ま
た
そ
れ
以
上
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
金
日
成
の
努
力
そ
れ
自
体

示
、
結
果
的
に
み
て
、
彼
の
指
導
す
る
北
朝
鮮
共
産
主
義
の
形
成
に
著
し
い
影

あ

響
（
た
と
え
ば
金
日
成
の
偲
入
崇
拝
的
傾
向
）
を
与
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．
こ
れ

は
そ
の
ま
ま
今
日
の
北
朝
鮮
共
産
主
義
の
特
性
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
（
マ
三
＝
き



　
　
　
紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
つ

　
ま
た
解
放
後
の
北
朝
鮮
に
み
ら
れ
る
激
し
い
党
内
闘
争
も
．
こ
の
断
絶
の
問

題
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
激
し
い
党
内
闘
争
は
．
必
ず
し
も
朝
鮮
共
産
主

義
運
動
の
分
派
主
義
的
伝
統
に
の
み
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
へ

ば
．
金
日
成
に
よ
る
指
導
権
の
掌
握
は
．
彼
が
朝
鮮
共
産
主
義
運
動
に
と
つ
て

の
異
邦
人
で
あ
つ
た
だ
け
に
．
他
の
多
く
の
正
統
な
指
導
者
た
ち
の
犠
牲
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ

え
に
成
し
遂
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
断
絶
が

も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
の
悲
劇
の
種
が
存
在
し
た
。
二
将
功
な
つ
て
万
骨
枯

る
』
の
諺
を
想
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
（
コ
リ
ア
評
論
社
、
一
九
七
〇
年
発
行
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
此
木
政
夫
）

一
二
〇
　
　
（
二
一
＝
四
）


