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紹
介
と
批
評

金
　
石
範
著

　
　
『
「
在
日
」
の
思
想
』

　
ひ
と
が
自
立
す
る
、
た
め
の
条
件
を
探
る
こ
と
は
、
現
在
の
私
た
ち
の
知
的

状
況
に
あ
つ
て
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
世
界
史
の
新
し
い
位
相
と
し
て
の
戦
後
世
界
に
あ
つ
て
、
西
欧
の
近
代

理
念
に
ょ
ら
ざ
る
自
立
性
が
、
そ
の
”
新
し
さ
”
を
意
義
づ
け
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
生
産
力
の
点
で
の
み
後
進
で
は
あ
る
に
し
て
も
、

観
念
な
い
し
価
値
体
系
の
点
で
決
し
て
後
進
的
で
あ
る
と
は
思
わ
せ
る
こ
と
の

な
い
第
三
世
界
の
人
び
と
の
思
念
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
る
・

　
そ
の
意
味
で
、
私
た
ち
の
自
立
性
を
支
え
る
も
の
は
、
と
問
う
か
ぎ
り
、
一

人
種
、
一
民
族
、
一
言
語
と
い
つ
た
〃
目
本
人
〃
性
が
、
た
め
ら
い
を
ま
つ
た

く
も
た
ず
に
、
外
国
人
研
究
者
か
ら
も
日
本
人
研
究
者
か
ら
も
、
あ
る
い
は
ま

た
と
り
わ
け
政
治
家
た
ち
に
ょ
つ
て
も
提
出
さ
れ
、
そ
れ
を
奇
異
と
し
な
い
、

私
た
ち
の
知
的
盲
目
性
に
、
私
は
か
ね
て
か
ら
深
い
疑
惑
を
抱
い
て
き
た
。

　
こ
の
特
殊
一
元
的
発
想
が
、
そ
し
て
そ
の
素
朴
な
承
認
が
、
本
質
的
に
私
た

ち
を
閉
鎖
し
て
お
り
、
そ
の
閉
鎖
性
が
、
こ
れ
ま
た
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
、
私
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
（
一
八
四
八
）

ち
の
排
外
・
排
他
を
突
出
さ
せ
る
契
機
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
の
意
味
で
、
私
た

ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
、
意
識
的
で
あ
る
と
無
意
識

的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
内
向
け
の
、
つ
ま
り
は
こ
と
ば
の
真
の
意
味
で
の

“
民
族
存
の
突
き
詰
め
で
は
な
く
、
常
に
”
対
外
”
的
に
し
か
発
動
さ
れ
な

い
、
と
い
う
機
縁
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
た
と
え
そ
れ
が
、
軍
事
力
を
と
も

な
つ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
生
産
力
を
背
景
に
も
つ
た
も
の
で
あ
る
か
は
別
と

し
て
も
で
あ
る
。

　
い
か
に
愚
鈍
で
あ
れ
、
こ
の
一
元
民
族
神
話
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち

の
世
代
、
つ
ま
り
は
敗
戦
に
よ
つ
て
世
界
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
世
代
の

必
然
で
あ
つ
た
。
し
か
し
、
こ
の
一
元
性
神
話
は
、
い
つ
か
な
突
ぎ
崩
す
確
た

る
手
が
か
り
を
与
え
な
か
つ
た
。
天
皇
制
国
家
に
た
い
す
る
戦
後
の
格
闘
も
、

へ
た
を
す
れ
ば
、
こ
の
一
元
性
を
逆
に
析
出
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
妖
し
さ
を

破
れ
な
か
つ
た
憾
み
が
あ
る
。
そ
れ
を
人
間
の
意
相
の
多
元
性
に
よ
つ
て
立
て

な
お
す
に
は
、
は
か
り
知
れ
な
い
道
程
が
望
見
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
戦
後
も
、
あ
る
い
は
「
何
も
忘
れ
ず
、
何
も
学
ば
ず
」
の
守

旧
主
義
者
た
ち
の
国
際
緊
張
現
実
主
義
論
に
よ
つ
て
、
つ
い
に
は
世
界
史
的
意

義
を
喪
な
お
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
後
世
界
の
幕
を

あ
け
た
は
ず
の
，
民
主
主
義
”
が
東
西
対
立
－
ー
ー
米
ソ
対
立
ー
に
よ
つ
て
、

案
外
簡
単
に
も
と
の
も
く
あ
み
の
国
益
至
上
主
義
に
な
り
落
ち
る
、
そ
こ
の
と

こ
ろ
に
便
乗
し
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
の
便
乗
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
命
ー
生
活
を
至
上
価
値
と
据
え
抜

い
た
意
思
の
世
界
は
牢
固
と
し
て
抜
け
な
い
支
柱
を
、
　
”
現
実
”
世
界
に
打
ち

こ
ん
で
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
ー
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
、
無
秩
序
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の
混
沌
に
見
え
な
が
ら
も
、
人
間
の
可
能
性
を
歴
史
と
読
む
こ
と
の
で
き
る
唯

一
の
手
が
か
り
で
は
な
い
の
か
。
さ
す
れ
ば
、
こ
の
生
命
－
生
活
の
価
値
の
根

は
、
い
つ
た
い
人
間
の
ど
こ
に
、
そ
し
て
／
あ
る
い
は
人
間
の
何
に
発
見
で
き

る
の
か
Q

　
私
の
発
見
は
、
民
族
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
し
か
し
、
既
存
国
家

の
内
実
を
そ
れ
と
呼
び
な
ら
わ
し
た
民
族
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
　
厚
生
き
る
こ

と
”
と
一
点
に
お
い
て
す
ら
矛
盾
す
る
こ
と
の
な
い
人
間
の
集
群
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
を
、
概
念
と
し
て
の
民
族
の
読
み
か
え
と
言
う
の
で
あ
れ

ぽ
、
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、
対
立
の
要
素
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
抗

争
の
要
因
と
し
て
で
は
な
く
、
つ
ま
り
は
共
生
し
共
住
す
る
こ
と
の
で
き
る
、

お
互
い
に
侵
す
こ
と
の
な
い
、
自
立
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
主
権
的
な
人
間
の
集

群
と
し
て
、
生
命
－
生
活
を
お
の
が
じ
し
包
み
込
む
も
の
で
あ
る
の
に
ち
が
い

な
い
。

　
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
民
族
は
、
自
己
拡
張
・
自
己
肥
大
の
論
理
を
内
に
は

ぐ
く
む
こ
と
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
、
文
化
的
に
自
律
的
で
あ
る
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
私
の
こ
の
想
い
方
が
、
一
元
民
族
主
義
者
に
対
抗
L
て
、
多
元
的

に
社
会
を
構
成
す
る
原
理
と
し
て
、
こ
の
国
で
定
立
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
確
信

に
支
え
ら
れ
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
、
あ
え
て
私
は
、
し
か
し
、
と

言
い
た
い
。
私
た
ち
の
戦
後
は
、
い
ま
だ
に
前
述
し
た
世
界
史
的
実
験
を
放
棄

し
て
は
い
な
い
し
、
ま
た
そ
う
す
べ
き
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
私
が
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
私
た
ち
の
中
で
、
私
な
ぞ
が
及
び
も
つ

か
な
い
思
念
で
、
　
”
私
た
ち
μ
を
つ
く
ろ
う
と
手
を
差
し
だ
し
て
い
る
、
一
つ

の
創
造
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
、
自
分
の
無
知
の
ま
ま
に
、
ほ
と
ん
ど
気

　
　
　
紹
介
と
批
評

づ
か
な
い
ま
ま
で
過
ご
し
て
ぎ
た
、
そ
の
無
知
を
、
い
ま
少
な
く
と
も
知
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
未
知
に
転
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
私
の
”
知
識
”

と
し
て
書
き
だ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

※

　
　
　
キ
ム
ソ
ク
ボ
ク

　
著
者
金
石
範
さ
ん
が
、
『
鴉
の
死
』
（
講
談
社
）
、
『
遺
さ
れ
た
遺
産
』
（
河
出
書

房
新
社
）
、
そ
し
て
最
近
の
『
火
山
島
』
（
文
芸
春
秋
社
）
に
い
た
る
文
学
作
品
や
、

『
こ
と
ば
の
呪
縛
』
（
筑
摩
書
房
）
、
『
口
あ
る
も
の
は
語
れ
』
（
筑
摩
董
房
）
、
そ
し

て
『
民
族
・
こ
と
ば
・
文
学
』
（
創
樹
社
）
な
ど
の
評
論
に
よ
つ
て
知
ら
れ
た
在

目
朝
鮮
人
作
家
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
の
底
流
を
な
し

て
い
る
も
の
が
、
「
在
日
朝
鮮
人
が
日
本
の
社
会
に
生
き
る
」
、
そ
の
こ
と
が
ら

で
あ
る
こ
と
も
、
こ
と
さ
ら
に
言
う
必
要
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が

ら
は
、
一
口
に
六
〇
万
人
と
い
わ
れ
る
在
目
朝
鮮
人
す
べ
て
に
共
通
し
て
い
る

こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
金
史
良
、
金
達
寿
、
李
恢
成
、
金
鶴
永
と
い
つ
た
作
家

た
ち
や
、
歴
史
家
姜
在
彦
、
詩
人
呉
林
俊
な
ど
の
作
業
と
通
底
す
る
こ
と
も
ま

ち
が
い
な
い
。

　
だ
の
に
私
が
、
著
者
に
よ
つ
て
も
つ
と
も
鮮
烈
に
打
ち
据
え
ら
れ
た
の
は
、

「
こ
の
二
十
一
世
紀
を
展
望
す
る
世
界
の
な
か
の
目
本
で
、
異
民
族
が
共
存
す

　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

る
道
、
そ
の
思
想
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
考
え
が
互
い

に
深
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
の
は
、
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
私
の
潜
越
な
い
い

分
だ
ろ
う
か
」
（
「
あ
と
が
ぎ
」
一
西
四
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
”
内
山
）
と
提
示
さ
れ
た
、

情
念
と
理
念
の
確
実
な
建
設
的
い
と
な
み
で
あ
り
、
ま
た
私
た
ち
の
過
去
と
現

在
に
た
い
す
る
怨
念
を
や
さ
し
さ
に
ま
で
昇
華
し
え
た
、
そ
の
清
洌
さ
で
あ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
（
一
八
四
九
）
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紹
介
と
批
評

た
。
言
い
か
え
れ
ぽ
、
「
一
つ
の
事
実
認
識
と
そ
れ
に
対
応
す
る
主
体
的
な
姿

勢
」
（
二
四
三
ぺ
ー
ジ
）
の
確
立
で
あ
つ
た
。
そ
れ
を
私
た
ち
在
日
日
本
人
は
ど

う
受
け
る
の
か
。
受
け
る
こ
と
で
何
を
創
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
た
と
え

ば
、
鶴
見
俊
輔
さ
ん
が
、
付
章
と
し
て
つ
け
ら
れ
た
座
談
会
「
在
目
朝
鮮
人
文

学
を
め
ぐ
つ
て
」
で
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
を
言
い
当
て
た
Q

　
　
「
日
本
の
中
で
、
こ
こ
が
韓
国
な
の
だ
、
こ
こ
が
朝
鮮
な
ん
だ
と
い
う

　
　
ふ
う
に
生
き
ら
れ
る
人
間
が
た
く
さ
ん
で
て
き
て
、
そ
う
い
う
態
度
を

　
　
も
つ
た
人
間
に
で
あ
う
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
自
然
の
と

　
　
い
う
か
、
自
然
の
こ
と
と
い
う
よ
り
も
、
生
き
生
き
し
た
体
験
に
な
る

　
　
よ
う
な
、
そ
う
い
う
目
本
の
伝
統
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
、
く
り
返
え
し

　
　
く
り
返
え
し
排
他
的
な
国
家
主
義
に
も
ど
つ
て
い
く
。
そ
れ
は
目
本
人

　
　
の
問
題
な
ん
で
す
。
そ
れ
は
在
日
朝
鮮
人
の
問
題
で
は
な
く
て
、
在
日

　
　
目
本
人
の
間
題
な
ん
で
す
。
そ
こ
に
く
い
違
い
が
あ
る
け
れ
ど
、
お
互

　
　
い
に
向
き
あ
う
局
面
も
あ
き
ら
か
に
そ
こ
に
あ
る
…
…
…
。
」
（
二
三
七
ぺ

　
　
ー
ジ
）

　
こ
の
提
示
と
呼
応
は
、
政
治
学
が
政
治
の
は
じ
ま
り
を
、
相
互
対
立
に
お
い

て
き
た
の
と
は
根
底
的
に
ち
が
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
の
対
立
は
、
あ

る
い
は
自
己
否
定
の
契
機
を
た
と
え
内
包
し
て
い
る
に
し
て
も
、
な
お
相
手
方

の
存
在
否
定
に
ま
で
ゆ
き
つ
く
こ
と
を
前
提
と
し
て
承
認
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
状
況
は
、
む
し
ろ
対
面
で
あ
り
、
相
互
意
識
化
で
あ
り
、

さ
ら
に
は
自
己
尊
厳
化
を
発
条
と
す
る
相
互
的
尊
重
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
自
負
と
自
侍
は
あ
る
が
、
傲
慢
は
あ
り
え
な
い
し
、
だ
か
ら
こ
そ
支
配
－
被

支
配
（
指
導
－
被
指
導
を
含
む
）
の
契
機
が
成
立
す
る
は
ず
が
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
八
　
　
（
一
八
五
〇
）

　
こ
れ
は
、
私
が
参
加
革
命
以
後
に
求
め
た
人
間
の
在
り
よ
う
を
可
能
に
す
る

世
界
の
は
じ
ま
り
を
意
味
し
て
い
る
し
、
そ
こ
で
の
政
治
の
在
り
方
を
宣
明
す

る
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
Q
さ
ら
に
言
い
か
え
れ
ば
、
日
本
の
戦
後
が
、

政
治
と
し
て
見
当
て
そ
こ
な
つ
て
き
た
人
と
人
と
の
か
か
わ
り
方
の
位
相
を
、

そ
れ
は
可
能
的
現
実
態
と
し
て
重
大
に
示
竣
す
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
私

は
、
在
日
朝
鮮
人
を
ー
そ
し
て
ア
イ
ヌ
人
、
沖
縄
人
、
被
差
別
部
落
民
、
水

俣
病
患
者
、
三
里
塚
農
民
な
ど
を
1
少
数
集
団
と
し
て
区
別
し
ー
そ
の
実

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

は
差
別
し
ー
、
そ
の
上
で
戦
後
民
主
主
義
に
安
住
し
て
き
た
日
本
人
、
そ
し

て
／
さ
ら
に
、
他
に
た
い
し
て
民
主
主
義
の
あ
た
か
も
後
見
者
で
あ
る
か
の
よ

う
に
思
い
あ
が
り
振
舞
つ
て
き
た
目
本
人
を
憎
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
に
提
出
さ
れ
た
質
の
多
元
的
な
人
間
の
存
在
を
、
つ
ね
に
一
元
性
の
中
に

埋
め
つ
く
し
て
、
彼
ら
は
私
た
ち
の
安
泰
を
こ
と
ほ
い
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

※
　
　
※

　
本
書
は
既
発
表
九
篇
の
論
文
、
前
出
の
座
談
会
、
そ
し
て
書
下
し
の
一
篇

「
『
在
目
』
の
思
想
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
い
き
お
い
、
私
の
追
従
は
、

後
二
者
に
力
点
が
お
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
座
談
会
」
で
の
目
本
人
の
積
極
的

受
け
入
れ
と
提
示
の
し
方
と
、
そ
こ
で
語
ら
れ
た
著
者
の
論
脈
が
「
『
在
目
』

の
思
想
」
に
凝
縮
し
展
開
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
著
者
の
行

論
を
追
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
「
近
年
『
在
目
』
の
問
題
が
か
な
り
広
く
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た

　
　
背
景
に
は
、
二
、
三
世
た
ち
の
目
本
生
ま
れ
が
七
十
万
近
い
在
日
朝
鮮

　
　
人
の
八
五
％
を
占
め
る
に
至
つ
た
世
代
交
替
の
進
行
、
日
本
で
の
定
着
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化
、
第
二
次
大
戦
後
三
十
余
年
に
わ
た
る
、
祖
国
分
断
の
状
況
下
の
在

　
　
目
朝
鮮
人
の
生
活
と
意
識
の
変
容
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
二
、
三

　
　
世
た
ち
を
軸
と
す
る
在
日
の
若
い
世
代
の
存
在
根
拠
の
模
索
、
ア
イ
デ

　
　
ソ
テ
ィ
テ
ィ
の
主
張
と
重
な
る
だ
ろ
う
。
」
（
「
あ
と
が
き
」
、
二
四
三
ぺ
ー

　
　
ジ
）

　
だ
が
、
在
日
朝
鮮
人
の
こ
の
情
況
に
た
い
し
て
、
目
本
人
は
、
「
κ
単
一
民

族
μ
で
あ
る
日
本
民
族
へ
の
同
化
吸
収
が
、
帰
化
政
策
の
理
念
」
（
一
西
四
ぺ
ー

ジ
）
と
し
て
定
立
し
、
「
将
来
の
日
本
で
は
、
在
日
朝
鮮
人
が
帰
化
日
本
人
に

な
る
こ
と
で
消
滅
し
て
し
ま
う
と
い
う
青
写
真
」
を
も
ち
、
「
こ
れ
が
『
国
家

百
年
の
大
計
』
で
推
進
さ
れ
て
い
る
帰
化
政
策
の
基
本
で
あ
り
、
日
本
国
内
に

お
け
る
民
族
問
題
解
決
に
た
い
す
る
日
本
の
国
家
権
力
の
姿
勢
」
と
し
て
金
さ

ん
に
は
正
し
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
在
日
朝
鮮
人
の
「
在
日
」
が
決
し
て
そ
の
人
た
ち
の
自
発
的
意
思
に
よ
つ
た

も
の
で
な
い
こ
と
を
、
最
初
に
定
礎
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
北
・
南
ア
メ

リ
カ
や
ハ
ワ
イ
、
あ
る
い
は
カ
ナ
ダ
に
移
住
し
た
日
本
人
の
「
在
米
」
、
「
在

伯
」
、
「
在
加
」
と
は
異
な
り
、
朝
鮮
か
ら
彼
ら
を
剥
奪
し
た
、
そ
の
当
の
植
民

本
国
た
る
目
本
に
「
在
」
ら
ね
ぽ
な
ら
な
か
つ
た
、
そ
の
発
端
を
思
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
だ
。
こ
の
在
目
朝
鮮
人
の
歴
史
的
形
成
過
程
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

今
日
の
彼
ら
の
「
在
日
」
を
唯
一
に
問
題
化
し
て
い
る
と
、
著
者
自
身
が
認
識

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
、
「
在
目
」
問
題
の
質
が
あ
る
Q
だ
か
ら
こ
そ
、
著
者

は
〃
在
日
の
思
想
μ
と
し
て
、
そ
れ
を
深
化
し
た
の
だ
つ
た
。
「
『
在
日
』
の
思

想
と
い
つ
て
も
そ
こ
に
一
律
的
な
原
理
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
」
の
で
あ
り
、

「
『
在
日
』
と
は
、
『
在
日
』
し
て
い
る
こ
と
は
何
で
あ
り
、
そ
の
『
在
日
』
を

　
　
　
招
介
と
批
評

生
き
る
と
い
う
の
は
何
か
」
と
問
り
こ
と
は
、
実
は
、
「
そ
こ
に
、
た
と
え
ば

在
日
朝
鮮
人
組
織
が
在
日
朝
鮮
人
を
抽
象
的
に
一
括
し
て
示
す
よ
う
な
絶
対
的

命
題
が
あ
る
は
ず
が
な
い
」
と
こ
ろ
で
、
「
矛
盾
の
集
約
し
た
存
在
に
な
り
つ

つ
あ
る
在
日
朝
鮮
人
の
『
在
日
』
の
状
況
か
ら
」
（
九
ぺ
ー
ジ
）
発
せ
ら
れ
る
問

い
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
「
在
目
の
状
況
」
と
は
い
か
な
る
も

の
か
。

　
す
な
わ
ち
、
在
日
朝
鮮
人
の
世
代
交
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
無
知
で
文
盲
で

な
に
も
わ
か
ら
な
い
か
し
ら
な
い
け
れ
ど
、
と
も
か
く
土
着
的
な
強
さ
を
も
つ

て
生
き
の
び
た
」
（
一
九
八
ぺ
ー
ジ
）
一
世
か
ら
、
あ
る
も
の
か
ら
切
ら
れ
る
存

在
が
で
て
く
る
可
能
性
、
つ
ま
り
「
直
接
に
へ
そ
の
緒
が
尾
を
ひ
い
て
民
族
意

識
を
注
入
し
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
捉
え
よ
う
に
よ
つ
て
は
真
空
の
よ

う
な
さ
ら
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
が
起
り
う
る
可
能
性
」
（
二
〇
二
ぺ
ー
ジ
）
を
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ら
　
　
　
じ
　
　
ち

負
つ
た
二
、
三
世
へ
の
交
代
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
そ
れ
は
、
目
本
を
仮
り
住

ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
し
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
の
　
　
ヤ
　
　
ふ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヨ
　
　
ヤ

ま
い
と
す
る
い
わ
ば
臨
時
の
腰
か
け
的
な
考
え
方
と
視
点
の
転
換
を
と
も
な
う

こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
。

　
そ
こ
で
若
い
世
代
の
問
題
意
識
は
、
生
き
方
と
し
て
の
在
目
が
同
時
に
現
実

の
生
き
方
と
な
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
「
目
本
に
お
け
る
異
民
族

集
団
と
し
て
の
在
目
朝
鮮
人
の
存
在
性
」
（
一
〇
ぺ
ー
ジ
）
、
そ
の
も
の
が
発
す

る
問
い
か
け
に
ち
が
い
な
い
の
だ
。
こ
の
情
態
は
、
解
放
さ
れ
て
も
「
祖
国
」

に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
に
、
こ
の
目
本
に
住
み
つ
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ

た
こ
と
が
ら
、
つ
ま
り
《
定
着
化
》
と
し
て
の
意
識
・
生
活
基
盤
の
変
化
に
と

も
な
う
在
日
朝
鮮
人
の
「
変
容
」
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
著
者
の
表
現
を
か
り

れ
ば
、
定
着
化
の
在
日
の
視
点
の
創
出
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
〇
九
　
　
（
一
八
五
一
）
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紹
介
と
批
評

　
こ
の
視
点
は
、
実
は
戦
後
に
日
本
共
産
党
が
、
在
目
朝
鮮
人
を
日
本
の
革
命

に
組
み
込
み
、
そ
れ
へ
の
献
身
を
要
求
し
た
際
の
観
点
と
し
て
の
「
少
数
民

族
」
を
克
服
す
る
モ
メ
ン
タ
ム
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
「
当
時
の
状
況

か
ら
し
て
『
少
数
民
族
』
論
と
参
政
権
問
題
は
、
在
日
朝
鮮
人
が
解
放
さ
れ
た

ば
か
り
の
祖
国
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
置
く
こ
と
に
な
り
、
究
極
的
に
は
在

目
朝
鮮
人
運
動
を
戦
前
の
同
じ
く
目
本
の
革
命
運
動
に
吸
収
す
る
方
向
へ
作
用

す
る
も
の
」
（
『
四
ぺ
ー
ジ
）
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
目
共
に
指
轟
ぎ
ね
沁
状
況
を
振
り
切
り
、
そ
こ
に
主
体
的
創

造
を
画
定
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
祖
国
や
民
族
の
過
剰
主
張
が
突
出
し
た
こ
と

は
、
「
居
住
国
で
の
市
民
的
権
利
取
得
の
問
題
を
等
閑
視
」
す
る
こ
と
に
な
り
、

二
般
的
な
意
味
で
の
市
民
社
会
に
お
け
る
市
民
的
権
利
意
識
（
納
税
義
務
な

ど
の
見
返
り
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
）
の
認
識
に
怠
慢
が
あ
つ
た
」
（
一
四
ぺ
ー

ジ
、
傍
点
”
内
山
）
と
い
う
反
省
を
と
も
な
つ
て
く
る
。
っ
ま
り
、
あ
る
が
ま
ま

に
少
数
民
族
な
の
で
は
な
く
、
少
数
民
族
と
し
て
の
創
造
的
転
生
が
そ
こ
に
予

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
転
生
は
、
次
の
よ
う
に
し
て
、
定
着
化
の
意
味
を
確
認
す
る
こ
と
で
確

定
さ
れ
る
。
「
祖
国
が
統
一
さ
れ
て
も
な
お
『
在
日
』
が
存
在
す
る
と
い
う
視

点
が
必
要
だ
。
統
一
後
も
目
本
に
残
る
の
は
統
一
朝
鮮
建
設
に
大
し
た
役
に
立

た
ぬ
よ
う
な
存
在
と
い
つ
た
棄
民
的
な
視
点
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ

『
在
目
』
の
立
場
か
ら
祖
国
統
一
に
関
与
で
き
、
そ
の
力
を
持
つ
意
識
集
団
と

し
て
、
在
日
朝
鮮
人
の
存
在
を
予
見
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
在
日

朝
鮮
人
の
定
着
化
の
現
実
も
認
め
、
そ
の
上
で
い
ま
か
ら
『
在
目
』
の
位
置
、

『
在
日
』
そ
の
者
の
場
を
見
定
め
て
、
統
一
へ
向
け
て
の
か
か
わ
り
合
い
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
　
　
（
一
八
五
二
）

え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
」
（
一
三
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
目
内
山
）

　
こ
こ
ま
で
在
日
朝
鮮
人
が
「
在
日
」
を
見
極
め
よ
う
と
意
識
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
日
本
国
家
政
策
は
、
彼
ら
の
帰
化
を
大
前
提
と
し
た
、
戦
前
の

同
化
思
想
に
立
脚
し
た
由
熱
の
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
と
外
の
区
別
に
根

ざ
し
て
お
り
、
外
を
内
に
包
絡
す
る
こ
と
で
同
化
し
、
少
数
集
団
の
煙
滅
を
は

か
る
国
内
帝
国
主
義
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
原
理
の
貫
通
で
あ
る
。
そ
の
政
策
意
図

は
、
少
数
民
族
と
し
て
の
民
族
的
異
質
性
の
存
在
が
、
当
局
に
と
つ
て
は
、
危

険
な
そ
れ
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
常
に
治
安
対
策
の
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
る
た
め
に
ち
が
い
な
い
。
戦
前
か
ら
、
い
や
目
韓
併
合
以
前
に
す
で
に
民
族

と
し
て
自
立
し
て
い
た
朝
鮮
民
族
が
、
植
民
地
時
代
の
三
十
数
年
間
絶
や
さ
ず

に
持
続
し
た
民
族
性
を
、
こ
の
よ
う
な
帰
化
政
策
に
よ
つ
て
消
滅
さ
せ
よ
う
と

す
る
こ
と
自
体
が
、
反
人
間
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
反
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
を
、

私
た
ち
は
識
り
つ
く
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
日
本
社
会
へ
の
順
応
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
著
者
は
言
う
。
だ

が
、
「
順
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
民
族
の
独
自
性
や
集
団
の
個
別
性
を

消
し
た
り
捨
て
る
こ
と
で
は
な
い
。
」
（
…
一
ぺ
ー
ジ
）
む
し
ろ
、
そ
の
独
自
性

や
個
別
性
を
維
持
し
な
が
ら
、
定
着
し
定
住
す
る
こ
と
で
、
「
祖
国
」
と
連
接

し
た
異
質
性
を
含
み
こ
む
こ
と
こ
そ
が
、
共
存
の
思
想
と
し
て
私
た
ち
に
実
り

豊
か
に
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
o

※
※
※

　
著
者
は
く
り
返
え
し
「
祖
国
」
朝
鮮
を
言
う
。
つ
ま
り
、
祖
国
に
帰
属
す
る

点
を
接
合
点
と
し
た
目
本
で
の
”
定
住
外
国
人
”
と
し
て
の
在
目
朝
鮮
人
で
あ
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る
。
し
た
が
つ
て
、
彼
ら
の
祖
国
は
韓
国
で
も
な
け
れ
ば
北
朝
鮮
と
い
う
”
政

治
的
現
実
”
で
も
あ
り
え
な
い
。
祖
国
と
は
、
「
幻
想
で
は
な
く
、
こ
の
場
合

想
像
力
を
テ
コ
に
し
て
蘇
つ
て
く
る
対
象
な
の
で
あ
る
。
」
（
四
ニ
ペ
ー
ジ
）
「
朝

鮮
」
を
祖
国
と
す
る
か
ぎ
り
、
在
日
朝
鮮
人
は
両
義
性
を
も
つ
。
そ
の
場
合
、

「
両
義
性
と
は
、
祖
国
へ
の
帰
属
性
と
と
も
に
『
在
目
』
の
位
置
か
ら
し
て
日

本
社
会
へ
の
帰
属
性
（
こ
の
場
合
の
帰
属
は
、
国
や
民
旅
で
は
な
い
、
一
般
に
日
本
に

懸
街
か
ひ
外
酎
た
ど
い
で
み
櫓
和
養
瀞
か
前
掛
に
い
だ
価
た
分
帰
風
瀞
識
）
を
持
つ
と

い
う
意
味
」
　
（
四
〇
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
H
内
山
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ぽ
、

次
の
指
摘
は
そ
れ
を
よ
り
明
確
に
す
る
。

　
　
「
日
本
社
会
に
定
住
す
る
者
と
し
て
在
日
朝
鮮
人
の
主
体
を
持
つ
て

　
　
『
帰
属
』
す
る
こ
と
が
、
一
方
で
『
在
日
』
の
位
置
を
規
定
づ
け
る
だ

　
　
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
『
在
日
』
の
位
置
の
持
つ
立
地
条
件
は
祖
国
の

　
　
南
に
も
北
に
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
『
在
目
』
の
位
置
が
祖
国
と

　
　
対
応
す
る
。
そ
の
対
応
の
あ
り
方
が
主
動
的
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
す

　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
ぐ
れ
て
創
造
的
と
な
る
だ
ろ
う
。
三
十
八
度
線
を
『
国
境
』
と
し
た
分

　
　
断
祖
国
を
一
つ
と
し
て
対
応
す
る
位
置
に
あ
り
、
『
在
日
』
が
南
と
北

　
　
を
越
え
た
統
一
へ
向
け
て
の
全
体
的
な
視
点
を
持
ち
う
る
と
こ
ろ
に
創

　
　
造
的
な
性
格
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
」
（
四
〇
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
日
内
山
）

　
こ
の
よ
う
に
、
「
在
目
」
を
思
想
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
［
著
者
に
は
現
在
の

負
の
位
相
が
見
え
て
く
る
。
そ
の
一
つ
は
、
先
に
も
あ
げ
た
目
本
の
帰
化
政
策

を
支
え
て
い
る
、
私
た
ち
の
差
別
の
構
造
で
あ
る
。
在
日
朝
鮮
人
か
ら
す
れ

ば
、
こ
の
差
別
は
、
彼
ら
の
民
族
意
識
そ
し
て
自
己
確
認
の
発
条
と
な
り
う
る

問
題
情
況
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
著
者
は
、
被
差
別
者
の
意
識
ま
で
も
凝
視
す

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

る
こ
と
で
、
　
〃
思
想
〃
の
深
化
に
施
肥
し
て
い
る
・
た
と
え
ば
、
差
別
・
被
差

別
の
図
式
的
思
考
は
、
「
被
差
別
者
の
抵
う
は
一
般
の
人
が
持
ち
得
な
い
よ
う

な
苦
し
み
を
伴
つ
た
緊
張
と
同
時
に
、
自
分
が
立
つ
て
い
る
相
手
を
告
発
で
き

る
位
置
に
甘
ん
じ
や
す
い
故
に
、
つ
ま
り
皮
肉
に
も
被
差
別
で
あ
る
が
故
に
陥

り
や
す
い
落
し
穴
を
自
分
で
持
つ
て
い
る
の
鞭
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
種
の

落
し
穴
は
、
相
手
に
対
す
る
そ
の
告
発
の
過
程
で
や
が
て
自
ら
掘
り
す
す
め
て

行
く
こ
と
に
な
る
堕
落
の
穴
と
化
し
か
ね
な
い
だ
ろ
う
」
（
四
四
ー
五
ぺ
ー
ジ
）
と
、

著
者
は
仮
借
し
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
反
差
別
の
た
た
か
い
が
「
告
発
」
の
方

法
だ
け
に
と
ど
ま
つ
て
い
る
限
り
で
は
、
被
差
別
者
の
ほ
ん
と
う
の
自
由
と
解

放
は
な
い
の
だ
、
と
著
者
は
見
つ
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
差
別
観
の
克
服

は
、
何
よ
り
も
自
立
性
に
か
か
わ
つ
た
、
被
差
別
者
の
側
で
発
起
す
べ
き
作
業

な
の
だ
。
「
相
手
の
意
識
を
と
も
に
解
放
す
る
、
と
も
に
自
由
に
至
る
と
い
う

立
場
、
そ
れ
は
告
発
、
糾
弾
で
は
な
し
得
な
い
自
己
否
定
が
必
要
で
あ
り
、
告

発
を
越
え
る
新
し
い
”
告
発
μ
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
（
四
三
ぺ
ー
ジ
）
と
の
著

者
の
意
識
は
、
こ
と
ば
の
本
来
の
意
味
で
の
”
解
放
”
が
、
在
日
朝
鮮
人
の
自

己
解
放
に
よ
る
日
本
人
の
解
放
へ
と
外
延
す
る
と
こ
ろ
に
ま
で
拡
が
つ
て
、
そ

こ
に
人
間
の
あ
り
う
べ
き
姿
を
甕
立
さ
せ
て
い
る
。

※
※
※
※

　
著
者
の
立
つ
場
は
、
一
人
の
朝
鮮
人
が
”
思
想
”
を
唯
一
の
炬
火
と
し
て
歴

史
の
闇
を
照
ら
し
だ
す
孤
絶
の
作
業
場
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
μ
孤
絶
”
は
、
氷
の
闇
で
は
な
く
、
限
り
な
く
人
肌
の
ぬ
く
も
り
を
他
に
感

受
さ
せ
る
空
間
で
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
組
織

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
｝
一
一
　
　
（
一
八
五
三
）
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紹
介
と
批
評

に
包
絡
さ
れ
る
た
ぐ
い
の
感
傷
的
連
帯
を
峻
拒
す
る
質
の
き
び
し
さ
に
包
ま
れ

て
い
る
。
既
成
組
織
が
、
著
者
を
《
民
族
虚
無
主
義
者
》
と
き
わ
め
つ
け
る
の

は
、
彼
が
み
ず
か
ら
の
文
学
・
こ
と
ぽ
・
思
考
が
、
「
『
在
目
』
と
い
う
矛
盾
し

た
特
異
な
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た
、
一
つ
の
負
性
を
担
つ
て
い
る
歴
史
的
産
物
」

（
一
六
〇
ぺ
ー
ジ
）
た
る
こ
と
を
知
悉
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
負
性
を
正
に
転
倒

す
る
思
想
的
営
為
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
・
「
組
織
」
に
な
じ
む
こ
と
の

な
い
、
つ
ま
り
命
令
－
服
従
に
は
含
み
こ
め
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

　
著
者
の
「
民
族
」
は
、
組
織
が
奉
ず
る
政
治
的
現
実
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の

韓
国
・
北
朝
鮮
に
す
ぐ
さ
ま
つ
な
が
る
も
の
で
は
、
ま
つ
た
く
な
い
。
そ
れ

は
、
著
者
が
人
間
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
以
外
の
な
に
も
の
で
も

な
い
の
だ
。
著
者
は
座
談
会
（
前
出
）
で
次
の
よ
う
に
そ
れ
を
語
っ
て
い
る
。

　
　
「
在
目
朝
鮮
人
と
し
て
目
本
の
社
会
に
生
き
る
と
い
う
よ
り
も
、
現
実

　
　
に
は
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
ー
そ
う
で
す
ね
、
具
体
的
に
は
在

　
　
日
朝
鮮
人
に
な
る
ん
で
す
が
、
も
つ
と
抽
象
的
な
、
人
間
一
般
、
存
在

　
　
と
い
つ
た
も
の
Q
…
…
…
在
日
朝
鮮
人
、
あ
る
い
は
”
朝
鮮
μ
と
い
う

　
　
外
皮
を
ま
と
つ
た
普
遍
的
な
も
の
。

　
　
　
と
い
う
の
は
朝
鮮
人
問
題
を
ふ
く
め
て
、
私
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
朝

　
　
鮮
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
ち
よ
つ
と
左
が
か
つ
た
朝
鮮
人
で

　
　
あ
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
つ
と
抽
象
的

　
　
に
で
す
ね
、
人
間
は
い
か
に
現
実
を
、
人
生
を
肯
定
し
て
生
き
る
か
ど
う

　
　
か
。
こ
れ
は
最
大
の
も
ん
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
朝
鮮
人
と
か
は
関
係
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

　
　
し
に
あ
る
間
題
で
す
。
…
…
民
族
と
い
う
形
を
と
つ
て
現
わ
れ
て
く
る

一
二
　
　
（
一
八
五
四
）

　
　
普
遍
的
な
も
の
を
、
た
だ
追
求
し
た
い
だ
け
で
す
し
、
宇
宙
が
あ
つ

　
　
て
、
地
球
が
あ
つ
て
、
人
類
が
生
存
し
つ
づ
け
て
い
る
の
は
、
そ
れ
は

　
　
肯
定
し
よ
う
が
肯
定
し
ま
い
が
、
と
も
か
く
一
つ
の
厳
然
と
し
た
事
実

　
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
と
に
か
く
事
実
を
事
実
と
し
て
み
る
目
を
持
っ

　
　
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
」
（
一
九
三
ぺ
ー
ジ
、
傍
点
四
内
山
）

　
私
た
ち
「
在
日
」
目
本
人
は
、
こ
れ
ほ
ど
に
、
戦
後
、
普
遍
的
な
も
の
と
し

て
”
民
族
μ
を
考
え
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
事
実
の

民
族
が
想
定
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
戦
前
戦
中
の
あ
の
疑
似
観
念
で
あ
つ
た
民

族
を
実
体
化
し
た
と
思
い
こ
ん
だ
、
そ
の
虚
偽
意
識
を
払
拭
す
る
こ
と
に
、
私

た
ち
は
余
り
も
急
で
あ
り
す
ぎ
た
が
ゆ
え
に
、
新
し
い
世
界
創
造
の
主
体
と
し

て
の
民
族
の
想
定
・
創
出
に
怠
情
で
あ
つ
た
。
し
か
も
、
そ
の
払
拭
が
各
種
の

改
革
や
日
本
国
憲
法
へ
の
寄
り
か
か
り
で
徹
底
で
き
な
か
つ
た
こ
と
を
も
つ

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
残
津
の
存
在
を
許
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
残
津

は
、
時
を
得
て
旧
態
を
復
元
し
っ
つ
あ
る
。

　
民
族
は
、
か
く
て
私
た
ち
の
現
在
を
歴
史
の
創
造
に
結
ぶ
、
連
結
環
の
位
置

に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
急
務
を
に
な
う
私
た
ち
に
は
、
共
存
を
申
し
で
て
く

れ
て
い
る
異
質
の
人
た
ち
が
い
る
。
在
日
朝
鮮
人
が
、
「
在
日
」
を
か
く
も
思

想
化
す
る
作
業
に
挺
身
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
私
た
ち
に
同
時
的
・
共
時
的

な
《
思
想
の
冒
険
》
へ
の
旅
立
ち
を
懲
愚
す
る
。
し
か
も
他
方
で
は
、
在
米
、

在
伯
の
「
日
本
人
」
か
ら
の
提
起
も
あ
る
。
（
た
と
え
ば
、
前
山
隆
が
切
り
抜
い
た

中
尾
熊
喜
の
思
想
的
創
造
の
い
と
な
み
を
見
よ
。
『
非
相
続
者
の
精
神
史
』
御
茶
の
水
書

房
参
照
）

　
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
こ
の
日
本
を
独
占
し
て
い
る
の
で
は
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な
い
。
ま
た
、
今
後
そ
う
す
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
異
質

の
人
び
と
で
あ
る
集
群
に
よ
つ
て
、
共
生
す
る
場
で
あ
り
、
共
住
す
る
空
間
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、
明
治
以
後
は
じ
め
て
、
新
た
な

る
質
と
普
遍
性
を
も
ち
う
る
、
私
た
ち
の
祖
国
が
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

の
だ
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
多
元
的
な
人
間
の
す
み
家
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い

厚
現
実
甜
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
o

　
　
　
　
（
筑
摩
書
房
・
一
九
八
一
年
刊
・
四
六
版
二
四
五
ぺ
ー
ジ
・
一
五
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
山
　
秀
夫
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二
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（
一
八
五
五
）


