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一九八二年の日韓歴史教科書問題の萌芽と展開

69

一
　
は
じ
め
に

二
　
日
韓
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

三
　
一
九
八
〇
年
代
の
韓
国
の
対
日
報
道
状
況
の
検
討
と
分
析
枠
組
み

　
㈠
　
民
主
化
以
前
の
韓
国
の
対
日
報
道
状
況
の
検
討

　
㈡
　
分
析
枠
組
み

四 

　
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
韓
国
紙
の
言
説
分

析
　
㈠ 

　
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂
前
︵
一
九
八
二
年
六
月
二
五
日
以
前
︶：

﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム

　
㈡ 

　﹁
誤
報
﹂
か
ら
﹁
松
野
発
言
﹂
ま
で
︵
六
月
二
六
日
～
七
月
二
二

日
︶：﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム

　
㈢ 

　﹁
松
野
発
言
﹂
か
ら
﹁
宮
沢
談
話
﹂
ま
で
︵
七
月
二
三
日
～
八
月

二
六
日
︶

　
　
1
　﹁
韓
国
政
府
の
不
作
為
﹂
フ
レ
ー
ム

　
　
2
　﹁
歴
史
重
点
化
﹂
フ
レ
ー
ム

　
　
3
　﹁
中
国
重
視
、
韓
国
軽
視
の
日
本
﹂
フ
レ
ー
ム

　
㈣ 

　﹁
宮
沢
談
話
﹂
か
ら
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
と
そ
の
後
の
展

開
ま
で
︵
八
月
二
七
日
～
一
二
月
三
一
日
︶：﹁
是
正
措
置
不
満
﹂
フ

レ
ー
ム

五
　
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
誕
生
と
そ
の
変
容

六
　
お
わ
り
に

 

田

中

雄

一

朗

一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
萌
芽
と
展
開

―
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
に
よ
る
日
韓
関
係
と
韓
国
の
政
治
社
会
的
分
析

―
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一
　
は
じ
め
に

　
日
韓
間
で
歴
史
認
識
が
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
し
か
し
、
日
韓
歴
史
認
識
問
題
と
言
っ
て
も
、
現
在
の
よ
う
に
議
論

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
日
本
側
の
歴
史
認
識
が
問
題
視
さ
れ
日
韓
に
お
け
る
﹁
歴
史
認
識

の
一
致
﹂
や
﹁
共
通
の
教
科
書
﹂
の
作
成
が
比
較
的
盛
ん
に
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
紛
争
発
生
の
起
源
や
政
治
外
交
問
題
化
の
原
因
な
ど

に
つ
い
て
は
積
極
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
れ
は
日
韓
歴
史
認
識
問
題
全
般
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　
歴
史
教
科
書
問
題
は
、
八
〇
年
代
以
降
に
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
典
型
的
な
歴
史
認
識
問
題
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
︶
1
︵
る
。
言
う
な
れ

ば
歴
史
教
科
書
問
題
は
戦
後
日
韓
間
で
初
め
て
﹁
歴
史
認
識
﹂
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
深
刻
化
し
た
問
題
で
あ︵
2
︶り、
こ
れ
を
機
に
靖

国
神
社
参
拝
問
題
や
従
軍
慰
安
婦
問
題
と
い
っ
た
現
在
も
日
韓
歴
史
認
識
問
題
を
代
表
す
る
問
題
が
八
〇
年
代
・
九
〇
年
代
を
中
心
に

次
々
と
発
生
し
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
前
に
も
﹁
久
保
田
発
言
﹂
に
よ
る
日
韓
国
交
正
常
化
会
談
の
中
断
な
ど
、
日
本
側
が
示
す

歴
史
認
識
が
韓
国
側
で
問
題
視
さ
れ
外
交
問
題
に
発
展
す
る
ケ
ー
ス
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
靖
国
神
社
参
拝
問
題
や
従
軍
慰
安
婦
問
題
と

い
っ
た
現
在
の
日
韓
歴
史
認
識
問
題
を
代
表
す
る
問
題
と
は
異
な
る
形
で
議
論
さ
れ
て
お
り
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
現
在
の
日
韓
に
横
た

わ
る
代
表
的
な
問
題
は
七
〇
年
代
以
前
に
は
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ︵
3
︶た。

　
ま
た
、
一
九
八
二
年
に
発
生
し
た
歴
史
教
科
書
問
題
は
、
日
韓
両
国
の
歴
史
認
識
問
題
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
る
問
題
で
あ
り
、

と
り
わ
け
二
〇
〇
一
年
に
﹁
新
し
い
教
科
書
を
つ
く
る
会
﹂
の
教
科
書
が
検
定
を
通
過
し
て
か
ら
は
日
韓
両
国
政
府
間
で
様
々
な
取
り
組

み
が
行
わ
れ
た
他
、
新
し
い
日
本
の
教
科
書
が
公
開
さ
れ
る
度
に
そ
の
記
述
内
容
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
を
繰
り
返
す
と
い
っ
た
構
造
が
常
態

化
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
日
韓
間
の
教
科
書
問
題
は
比
較
的
新
し
く
発
生
し
た
問
題
で
あ
り
、
現
在
に
も
通
ず
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
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か
わ
ら
ず
、
一
般
に
教
科
書
問
題
を
含
め
、
日
韓
歴
史
認
識
問
題
で
は
日
本
の
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
が
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
現
状

を
踏
ま
え
、
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
萌
芽
と
展
開
が
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
だ
け
で
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
本

論
文
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
本
論
文
は
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
発
生
か
ら
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
に
至
る
ま
で
の

同
問
題
を
め
ぐ
る
韓
国
紙
の
報
道
を
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
を
用
い
な
が
ら
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
歴
史
教
科
書
問
題
が
当
時
の

韓
国
社
会
や
韓
国
の
一
般
市
民
に
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
な
ぜ
問
題
に
な
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
問
題
の
萌
芽
と
展
開
に
お
け
る

社
会
的
背
景
を
解
き
明
か
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

二
　
日
韓
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
先
行
研
究

　
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
は
、
日
中
戦
争
以
降
の
日
本
の
中
国
大
陸
へ
の
﹁
侵
略
﹂
を
、﹁
進
出
﹂
と
書
き
換
え
ら
れ
た
歴
史

教
科
書
が
文
部
省
の
検
定
を
通
過
し
た
と
い
う
日
本
各
紙
の
﹁
誤︵
4
︶報﹂

か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
七
月
に
中

国
の
﹃
人
民
日
報
﹄
が
本
件
を
大
々
的
に
報
道
す
る︵
5
︶と、
そ
れ
が
韓
国
に
も
飛
び
火
す
る
こ
と
で
問
題
が
重
大
化
し
た
。
そ
れ
以
降
韓
国

で
は
日
本
が
歴
史
を
歪
曲
し
、
教
科
書
記
述
を
歪
曲
し
て
い
る
と
い
う
内
容
が
連
日
報
じ
ら
れ
、
こ
う
し
た
教
科
書
の
書
き
換
え
が
隣
国

日
本
の
右
傾
化
の
証
左
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
に
﹁
新
し
い
教
科
書
を
つ
く
る
会
﹂
の
教
科
書
が
検
定
を
通
過
す
る
と
、
日

本
の
教
科
書
と
右
傾
化
を
結
び
つ
け
た
声
は
韓
国
内
で
益
々
高
ま
り
、
歴
史
だ
け
で
は
な
く
地
理
や
公
民
も
含
め
た
社
会
科
全
般
の
教
科

書
が
問
題
の
対
象
に
挙
が
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
か
か
る
観
点
か
ら
、
以
下
で
は
日
韓
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
日
本
と
韓
国
に
お

け
る
先
行
研
究
を
整
理
す
る
。

　
日
韓
教
科
書
問
題
の
既
存
研︵
6
︶究は

三
通
り
に
大
別
で
き
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
教
科
書
問
題
に
お
い
て
典
型
的
と
も
言
え
る
史

実
を
検
証
し
た
研
究
や
教
科
書
の
記
述
内
容
に
注
目
し
た
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
科
書
問
題
に
限
ら
ず
日
韓
歴
史
認
識
問
題
全
般
の
研
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究
に
お
い
て
典
型
的
と
も
言
え
る
研
究
だ
が
、
こ
の
史
実
・
記
述
内
容
検
討
型
の
研
究
は
、
ま
ず
日
本
の
教
科
書
の
記
述
内
容
を
検
討
し

た
タ
イ
プ
の
研
究
に
細
分
化
で
き
る
。
韓
国
で
盛
ん
な
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
は
二
〇
〇
一
年
に
教
科
書
検
定
を
通
過
し
た
﹁
新
し
い
教
科

書
を
つ
く
る
会
﹂
の
教
科
書
や
そ
れ
以
降
に
検
定
を
通
過
し
た
同
会
の
歴
史
観
を
引
き
継
ぐ
教
科
書
の
記
述
を
検
討
し
た
研︵
7
︶究が
主
流
で

あ
る
が
、
二
〇
〇
一
年
以
前
の
も
の
と
し
て
一
九
八
二
年
や
一
九
八
六
年
の
教
科
書
問
題
で
韓
国
側
が
日
本
に
提
示
し
た
修
正
点
な
ど
を

踏
ま
え
て
そ
の
部
分
の
記
述
を
分
析
し
た
研︵
8
︶究な

ど
も
存
在
す
る
。
次
に
特
定
の
歴
史
的
事
項
に
関
し
て
日
韓
両
国
、
あ
る
い
は
ど
ち
ら

か
一
方
の
教
科
書
記
述
を
比
較
し
て
、
そ
の
内
容
の
変
化
や
真
偽
を
分
析
し
た
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
で
は
古
代
史

で
あ
れ
ば
い
わ
ゆ
る
﹁
加
羅
︵
任
那
︶
日
本
府
説
﹂、
中
世
史
で
あ
れ
ば
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
、
近
現
代
史
で
あ
れ
ば
日
韓
併
合
の
過

程
や
植
民
地
統
治
の
内
容
、
植
民
地
支
配
の
結
果
に
よ
っ
て
生
じ
た
諸
問
題
な
ど
、
日
韓
間
で
よ
く
争
点
化
す
る
歴
史
的
事
項
に
関
す
る

日
韓
の
教
科
書
記
述
の
視
点
や
内
容
の
違
い
を
比
較
し
た
研︵
9
︶究や

、
韓
国
の
是
正
要
求
を
受
け
て
日
本
の
教
科
書
記
述
が
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
て
き
て
い
る
の
か
を
分
析
し
て
い
る
も
︶
10
︵
の
な
ど
が
存
在
す
る
。
最
後
に
日
韓
両
国
の
学
習
指
導
要
領
の
内
容
を
踏
ま
え
な
が
ら
両
国

の
教
科
書
と
の
関
係
を
分
析
し
た
も
の
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
で
は
日
本
あ
る
い
は
韓
国
の
学
習
指
導
要
領
の
内
容
が
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
教
科
書
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
視
点
か
ら
の
研
︶
11
︵
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
に
教
科
書
検
定
制
度
と
の
関
係
か
ら
教
科
書
問
題
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
研
究
に
は
日
本
の
教
科
書
検
定
制

度
の
制
度
的
問
題
点
と
教
科
書
問
題
を
結
び
つ
け
て
現
状
に
対
す
る
課
題
を
指
摘
し
て
い
る
研
︶
12
︵

究
や
家
永
三
郎
の
教
科
書
裁
判
と
の
関
係

か
ら
同
問
題
に
言
及
し
て
い
る
研
︶
13
︵
究
な
ど
が
あ
る
。
こ
う
し
た
検
定
注
目
型
の
研
究
は
日
本
で
盛
ん
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
中
国
と
韓
国
が

一
九
八
二
年
七
月
に
日
本
の
歴
史
教
科
書
記
述
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
ま
で
、
教
科
書
問
題
が
日
本
国
内
の
問
題
と
捉
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂︵
六
月
二
六
日
︶
か
ら
﹁
宮
沢
談
話
﹂
の
発
表
︵
八
月
二
六
日
︶

あ
る
い
は
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
︵
一
一
月
二
四
日
︶
に
至
る
ま
で
の
政
治
的
展
開
に
注
目
し
た
研
究
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
プ
の
研
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究
の
多
く
は
政
治
過
程
の
分
析
で
あ
り
、
同
問
題
に
つ
い
て
日
本
・
韓
国
・
中
国
の
政
府
の
動
き
を
参
照
し
な
が
ら
、
教
科
書
問
題
の
協

議
過
程
の
分
析
を
行
っ
た
研
︶
14
︵

究
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。
ま
た
同
問
題
に
関
す
る
政
治
過
程
以
外
の
分
︶
15
︵

析
で
は
メ
デ
ィ
ア
言
説
に
注
目
し

た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
︶
16
︵
が
、
教
科
書
問
題
の
よ
う
に
一
九
八
〇
年
代
の
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
を
分
析
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
メ
デ
ィ

ア
は
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
に
偏
り
が
ち
な
傾
向
が
見
ら
れ
︶
17
︵
る
。
そ
の
他
、
メ
デ
ィ
ア
言
説
を
分
析
概
念
に
用
い
た
日
韓
関
係
の
研
究
と
い
う
意

味
で
は
、
韓
国
の
全
般
的
な
対
日
観
や
日
本
の
全
般
的
な
対
韓
観
に
関
わ
る
も
︶
18
︵

の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
日
韓
教
科
書
問
題
の
先
行
研
究
は
、
全
般
的
に
史
実
・
記
述
内
容
検
証
型
の
研
究
に
偏
っ
て
い
る
上
、
基
本
的
に
二
〇
〇

一
年
以
降
に
教
科
書
検
定
を
通
過
し
た
﹁
新
し
い
教
科
書
を
つ
く
る
会
﹂
と
同
会
の
歴
史
観
を
引
き
継
ぐ
教
科
書
を
題
材
に
し
た
研
究
が

多
い
た
め
、
必
然
的
に
二
〇
〇
一
年
以
降
の
研
究
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
に
関
す
る
研

究
蓄
積
は
相
対
的
に
不
足
し
て
お
り
、
歴
史
教
科
書
問
題
が
当
時
の
韓
国
社
会
や
韓
国
の
一
般
市
民
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
な
ぜ
日
本
の
教
科
書
が
当
時
の
韓
国
で
問
題
に
な
り
政
治
外
交
問
題
に
ま
で
発
展
し
て
し
ま
っ
た
の
か
に
つ

い
て
十
分
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
を
題
材
に
し
た
研
究
は
政
治
過
程
の

分
析
が
主
流
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
言
説
を
分
析
概
念
に
用
い
た
研
究
も
韓
国
側
の
報
道
を
分
析
し
た
も
の
は
少
な
い
上
、
分
析
に
用
い
ら

れ
た
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
に
も
や
や
偏
り
が
見
ら
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
今
ま
で
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
に
対
す
る
当
時
の
韓
国
社
会
や
韓
国
の
一
般
市
民

の
受
容
過
程
や
紛
争
化
の
経
緯
を
新
聞
報
道
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
日
本
の
教
科
書
記
述
を
は
じ
め
日
韓
関
係
に

対
す
る
韓
国
社
会
の
関
心
は
高
く
、
二
〇
〇
一
年
に
﹁
新
し
い
教
科
書
を
つ
く
る
会
﹂
の
教
科
書
が
検
定
を
通
過
し
て
か
ら
は
歴
史
だ
け

で
は
な
く
地
理
や
公
民
も
含
め
た
社
会
科
全
般
の
教
科
書
が
問
題
の
対
象
に
挙
が
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴

史
教
科
書
問
題
は
こ
う
し
た
現
在
ま
で
続
く
日
韓
間
の
教
科
書
紛
争
の
発
端
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
同
問
題
に
関
す
る
萌
芽
と
展
開
を
分
析

す
る
必
要
性
は
高
い
と
考
え
る
。
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三
　
一
九
八
〇
年
代
の
韓
国
の
対
日
報
道
状
況
の
検
討
と
分
析
枠
組
み

㈠
　
民
主
化
以
前
の
韓
国
の
対
日
報
道
状
況
の
検
討

　
本
稿
で
は
分
析
対
象
と
し
て
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
韓
国
社
会
や
韓
国
の
一
般
市
民
の
認
識
枠
組
み
に
影
響
を
及
ぼ

す
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
際
に
一
点
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
時
の
韓
国
は
ま
だ
民
主
化
し
て
お
ら
ず
、
全

斗
煥
政
権
と
い
う
権
威
主
義
体
制
の
下
、
言
論
統
制
も
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
一
九
八
二
年
の
日
韓

歴
史
教
科
書
問
題
を
韓
国
側
の
報
道
を
基
に
分
析
し
て
い
る
も
の
が
少
な
い
理
由
の
一
つ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
当

時
の
韓
国
紙
に
よ
る
対
日
報
道
状
況
を
検
討
し
て
み
た
い
。
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
韓
国
の
対
日
報
道
の
全
般
的
な
特
徴
と
傾
向
に
つ
い

て
、
そ
の
日
本
に
対
す
る
捉
え
方
を
田
中
明
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
︶
19
︵

る
。

① 

　
李
氏
朝
鮮
末
期
ま
で
は
韓
国
か
ら
文
化
を
摂
取
し
て
き
た
文
化
的
後
進
国
。
明
治
維
新
以
後
は
西
欧
文
明
の
吸
収
に
狂
奔
し
、
東
洋
の
な
か
の
西

洋
に
な
っ
た
国
。

② 

　
日
帝
三
十
六
年
間
、
わ
が
民
族
を
弾
圧
し
搾
取
し
て
き
た
奸
悪
な
国
。

③ 

　
第
二
次
大
戦
後
に
は
、
六
・
二
五
動
乱
︵
朝
鮮
戦
争
︶
に
便
乗
し
て
経
済
を
復
興
し
、
さ
ら
に
、
何
ご
と
で
あ
れ
打
算
本
位
で
す
ば
し
こ
く
経
済

成
長
を
成
し
と
げ
た
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
の
国
。︵
共
産
圏
と
も
二
股
を
か
け
る
破
廉
恥
な
外
交
も
、
そ
う
し
た
性
格
か
ら
く
る
。︶

④
　
経
済
発
展
と
と
も
に
軍
事
力
も
増
強
さ
れ
、
ふ
た
た
び
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
制
覇
の
道
へ
乗
り
出
す
か
も
し
れ
な
い
警
戒
す
べ
き
国
。

　
田
中
明
が
指
摘
す
る
①
～
④
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
基
本
的
に
否
定
的
な
報
道
傾
向
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
実
は
こ
う
し
た
韓
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国
の
対
日
報
道
傾
向
は
近
年
で
も
な
く
な
っ
た
と
は
言
い
難
︶
20
︵
い
。
ま
た
八
〇
年
代
に
は
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
と
﹃
東
亜
日
報
﹄
の
紙
面
上
で

﹁
親
日
﹂
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
り
、
ど
ち
ら
の
新
聞
も
﹁
親
日
﹂
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
る
こ
と

を
嫌
っ
て
い
︶
21
︵
た
。
も
ち
ろ
ん
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
受
け
た
韓
国
で
は
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
こ
の
二
社
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ

た
。
民
主
化
以
前
の
韓
国
で
は
国
内
の
﹁
反
日
﹂
を
韓
国
政
府
が
﹁
操
作
﹂
し
て
い
た
事
実
こ
そ
あ
る
も
の
︶
22
︵
の
、
日
本
に
よ
る
侵
略
や
植

民
地
統
治
を
第
二
次
日
韓
協
約
︵
一
九
〇
五
︶
や
日
韓
併
合
条
約
︵
一
九
一
〇
︶
締
結
当
時
に
遡
っ
て
無
効
と
判
断
し
て
い
る
韓
国
に
お

い
て
、﹁
反
日
﹂
と
は
あ
る
種
自
然
な
現
象
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
権
威
主
義
体
制
下
の
言
論
政
策
に
よ
っ
て
も
社
会

の
反
日
意
識
を
政
府
が
十
分
に
統
制
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
か
っ
︶
23
︵

た
。
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
は
日
本
の
教
科
書
が

﹁
韓
国
関
連
史
を
歪
曲
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
内
容
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
事
実
を
鑑
み
れ
ば
、
教
科
書
問
題
な
ど
で
日
本
を

否
定
的
に
報
じ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
論
統
制
下
に
あ
っ
て
も
比
較
的
自
由
度
が
高
か
っ
た
と
判
断
し
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈡
　
分
析
枠
組
み

　
本
稿
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
報
道
を
分
析
す
る
際
に
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
い
う
分
析
概
念
を
用
い
る
。
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム

と
は
﹁
何
を
認
知
・
解
釈
し
、
何
を
提
示
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
一
貫
し
た
パ
タ
ー
ン
﹂
で
あ
り
、﹁
何
を
選
択
・
強
調
し
、

何
を
排
除
す
る
の
か
と
い
う
パ
タ
ー
ン
﹂
を
意
味
す
︶
24
︵
る
。
そ
し
て
そ
の
フ
レ
ー
ム
は
、
問
題
を
定
義
し
、
そ
の
原
因
を
診
断
し
、
そ
れ
に

つ
い
て
道
徳
的
判
断
を
示
し
、
対
策
を
示
唆
す
る
働
き
を
有
し
て
い
︶
25
︵

る
。
す
な
わ
ち
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
は
主
と
し
て
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
が
供
給
す
る
情
報
に
つ
い
て
付
与
さ
れ
て
い
る
何
ら
か
の
文
脈
や
状
況
に
対
す
る
価
値
判
断
を
示
し
て
い
る
概
念
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
︶
26
︵
る
。

　
メ
デ
ィ
ア
の
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
に
は
プ
ロ
セ
ス
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ス
の
作
成
現
場
に
お
け
る
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
を
経
て
ニ
ュ
ー
ス
の
中
に
何

ら
か
の
フ
レ
ー
ム
が
組
み
込
ま
れ
る
ま
で
の
過
程
が
フ
レ
ー
ム
の
形
成
過
程
、
ニ
ュ
ー
ス
が
報
道
さ
れ
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
側
の
情
報
処
理
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や
態
度
な
ど
に
何
ら
か
の
影
響
・
効
果
を
与
え
る
ま
で
の
過
程
が
フ
レ
ー
ム
の
設
定
過
程
と
理
解
で
き
︶
27
︵
る
。
一
般
に
メ
デ
ィ
ア
の
フ
レ
ー

ミ
ン
グ
効
果
と
は
﹁
争
点
を
描
写
す
る
際
の
メ
デ
ィ
ア
の
枠
づ
け
の
仕
方
が
、
同
じ
争
点
に
対
す
る
受
け
手
の
解
釈
や
評
価
を
規
定

す
︶
28
︵
る
﹂
こ
と
を
指
し
、
前
述
し
た
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
の
プ
ロ
セ
ス
で
は
、
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
側
に
情
報
処
理
や
態
度
、
行
動
な
ど
に
影
響
・

効
果
を
与
え
る
過
程
に
該
当
す
る
。
従
来
ま
で
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
の
研
究
を
見
て
も
、
効
果
研
究
の
フ
レ
ー
ム
分
析
が
重
視
さ

れ
て
お
り
、﹁
効
果
﹂
や
﹁
影
響
﹂
に
関
す
る
問
題
意
識
を
相
対
化
し
、
メ
デ
ィ
ア
と
オ
ー
デ
ィ
エ
ン
ス
の
間
の
﹁
相
互
作
用
﹂
に
注
目

し
、
そ
の
中
で
意
味
が
創
造
さ
れ
る
側
面
を
重
視
し
て
き
て
お
︶
29
︵
り
、
本
稿
も
基
本
的
に
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
﹁
意
味
﹂
に
着

目
し
な
が
ら
、
当
時
の
社
会
的
背
景
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
分
析
で
重
要
な
も
の
の
う
ち
の
一
つ
に
﹁
争
点
文
化
︵issue cult

︶
30
︵ure

︶﹂
が
あ
る
。﹁
争
点
文
化
﹂
と

は
、
あ
る
争
点
を
意
味
付
け
る
た
め
に
形
成
さ
れ
た
固
有
の
理
念
や
シ
ン
ボ
ル
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
形
成
す
る
メ

デ
ィ
ア
言
説
を
分
析
す
る
上
で
登
場
す
る
主
要
概
念
が
フ
レ
ー
ム
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
こ
こ
に
お
い
て
争
点
を
定
義
付
け

る
中
核
的
な
考
え
方
そ
の
も
の
を
指
︶
31
︵

す
。
こ
の
他
に
も
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
は
他
の
出
来
事
の
報
道
が
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
形

成
・
変
容
に
影
響
を
与
え
る
と
い
っ
た
争
点
連
関
と
い
う
特
徴
も
持
っ
て
い
︶
32
︵
る
。
そ
し
て
争
点
同
士
の
連
関
に
は
﹁
争
点
文
化
﹂
に
よ
り

形
成
さ
れ
た
争
点
の
定
義
や
、
当
該
社
会
で
広
く
共
有
さ
れ
た
価
値
観
が
反
映
さ
れ
︶
33
︵

る
。
こ
れ
ら
﹁
争
点
文
化
﹂
や
争
点
連
関
に
つ
い
て

は
、
例
え
ば
日
本
の
政
治
家
の
何
気
な
い
発
言
が
、
日
本
が
﹁
正
し
い
歴
史
認
識
を
持
っ
て
い
な
い
﹂
こ
と
の
証
左
と
し
て
扱
わ
れ
、

﹁
歴
史
歪
曲
の
産
物
﹂
と
い
う
枠
組
み
で
繰
り
返
し
報
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
韓
国
が
従
軍
慰
安
婦
問
題
な
ど
の
日
本
と
の
代
表
的
な

歴
史
認
識
問
題
に
つ
い
て
﹁
日
本
が
歴
史
を
歪
曲
し
て
い
る
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
繰
り
返
し
使
っ
て
報
道
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る

と
理
解
し
や
す
い
。

　
本
稿
の
位
置
付
け
は
あ
く
ま
で
も
日
韓
関
係
や
日
韓
教
科
書
問
題
の
韓
国
側
か
ら
見
た
政
治
社
会
学
的
分
析
で
あ
る
が
、
日
韓
教
科
書

問
題
の
日
本
側
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
三
谷
文
栄
の
研
究
が
あ
る
。
三
谷
は
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
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科
書
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
の
新
聞
を
用
い
な
が
ら
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
に
よ
る
分
析
を
行
い
、
問
題
発
生
当
時
に
起
き
た
日
本
社
会

の
変
化
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
︶
34
︵

る
。
三
谷
は
こ
の
他
に
も
日
本
の
新
聞
報
道
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
に
よ
る
分
析
を
通
じ
て
日
韓
国
交

正
常
化
や
従
軍
慰
安
婦
問
題
に
か
か
る
日
本
社
会
や
日
本
の
外
交
政
策
を
行
っ
て
い
る
︶
35
︵
が
、
こ
の
こ
と
は
﹁
争
点
文
化
﹂
や
争
点
連
関
を

含
む
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
が
日
韓
歴
史
認
識
問
題
の
よ
う
な
政
治
社
会
的
な
紛
争
を
分
析
す
る
の
に
優
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
三
谷
が
日
韓
歴
史
認
識
問
題
を
日
本
側
の
視
点
か
ら
分
析
し
て
い
る
一
方
で
、
韓
国
側
の
視
点
か

ら
の
研
究
と
し
て
は
木
村
幹
が
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
分
析
で
は
な
い
も
の
の
、
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
に
注
目
し
な
が
ら
、
韓
国
の
社

会
の
変
化
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
︶
36
︵

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
や
そ
れ
を
用
い
た
日
韓
歴
史
認
識
問
題
の
先
行
研
究
な
ど
踏
ま
え
て
、
本
論
文
で
は
、
一
九

八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
が
ど
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
で
報
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
本
問
題
が
当
時
の
韓
国
社
会
や
韓
国

の
一
般
市
民
に
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
、
な
ぜ
問
題
に
な
っ
た
の
か
を
分
析
す
る
。

四
　
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
韓
国
紙
の
言
説
分
析

　
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂︵
一
九
八
二
年
六
月
二
六
日
︶
か
ら
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
︵
同
年
一
一
月
二
四
日
︶
ま
で
は
僅
か
五
か
月
と

い
う
短
い
期
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
短
い
間
に
も
韓
国
内
に
お
け
る
教
科
書
問
題
の
報
道
の
さ
れ
方
に
目
ま
ぐ
る
し
い
変
化
が
見

ら
れ
た
。
本
論
文
で
は
、
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
萌
芽
と
展
開
を
め
ぐ
る
時
間
軸
を
、
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂
前
︵
一

九
八
二
年
六
月
二
五
日
以
前
︶、﹁
誤
報
﹂
か
ら
﹁
松
野
発
言
﹂
ま
で
︵
六
月
二
六
日
～
七
月
二
二
日
︶、﹁
松
野
発
言
﹂
か
ら
﹁
宮
沢
談
話
﹂
ま

で
︵
七
月
二
三
日
～
八
月
二
六
日
︶、﹁
宮
沢
談
話
﹂
か
ら
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
と
そ
の
後
の
展
開
ま
で
︵
八
月
二
七
日
～
一
二
月
三

一
︶
37
︵
日
︶
の
四
つ
の
期
間
に
分
け
︶
38
︵
る
。
各
期
間
に
お
い
て
、
歴
史
教
科
書
問
題
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
分
析
を
通
じ
て
当
時
の
韓
国
社
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会
や
韓
国
民
が
ど
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
を
共
有
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
が
優
勢
だ
っ

た
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し
た
の
か
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
の
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
な
ど
に
つ
い
て
そ
の

社
会
的
背
景
を
考
察
す
る
。

　
以
下
の
分
析
で
は
韓
国
民
全
般
の
認
識
や
理
解
を
導
出
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
韓
国
の
全
国
紙
で
比
較
的
閲
覧
し
や
す
い
上
、
購
読
数

の
多
い
新
聞
を
用
い
た
。
具
体
的
に
は
、
韓
国
で
歴
史
も
長
く
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
シ
ェ
ア
の
多
い
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
と
、
韓
国
新
聞
界
に

お
い
て
最
長
の
歴
史
を
持
ち
購
読
者
も
多
い
﹃
東
亜
日
報
﹄、
権
威
主
義
体
制
下
に
お
い
て
も
度
々
政
権
に
批
判
的
な
報
道
を
行
っ
た

﹃
京
郷
新
︶
39
︵

聞
﹄
の
社
︶
40
︵

説
を
主
に
用
い
︶
41
︵

た
。
本
論
文
で
は
全
て
の
社
説
に
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
当
該
期
間
の
三
紙
に
お
い
て

見
ら
れ
た
社
説
の
タ
イ
ト
ル
︵
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
省
略
︶
は
表
１
の
通
り
で
あ
る
。

㈠
　
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂
前
︵
一
九
八
二
年
六
月
二
五
日
以
前
︶：﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム

　
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
発
端
が
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
韓
国
が
日
本
の

歴
史
教
科
書
や
歴
史
認
識
に
つ
い
て
全
く
報
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
韓
国
三
紙
の
う
ち
、
こ
の
時
代

の
記
事
に
お
け
る
期
間
設
定
キ
ー
ワ
ー
ド
検
索
が
可
能
な
朝
鮮
日
報
ア
ー
カ
イ
ブ
に
﹁
日
本
　
教
科
書
﹂
で
検
索
を
か
け
て
み
る
と
、
一

九
四
五
年
八
月
一
五
日
か
ら
一
九
八
二
年
六
月
二
五
日
で
一
五
︶
42
︵
件
の
記
事
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
こ
の
う
ち
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書

問
題
と
関
連
性
が
あ
る
記
事
は
、
そ
の
前
年
に
あ
た
る
一
九
八
一
年
か
ら
登
場
し
四
件
が
該
当
す
る
。
木
村
幹
が
当
時
朝
鮮
日
報
東
京
特

派
員
で
あ
っ
た
李
度
珩
に
行
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
れ
ば
、
八
一
年
九
月
下
旬
に
書
か
れ
た
同
社
新
聞
記
︶
43
︵

事
が
﹁
韓
国
の
新
聞
に
お
け

る
は
じ
め
て
の
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
対
す
る
本
格
的
な
報
︶
44
︵
道
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹃
朝
鮮
日
報
﹄
と
時
期
を
前
後
し
て

﹃
東
亜
日
報
﹄
も
日
本
の
歴
史
教
科
書
や
歴
史
認
識
に
つ
い
て
報
じ
て
い
る
︶
45
︵

が
、
八
一
年
の
日
本
の
歴
史
教
科
書
関
連
報
道
の
う
ち
こ
の

時
代
に
優
位
で
あ
っ
た
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
記
事
を
取
り
上
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
︵
以
後
、
新
聞
記
事
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表１　社説タイトル一覧
年 月日 新聞 社説のタイトル（副題省略）
1981年 10月30日 朝鮮日報 歴史認識と善隣の距離
1982年 7 月 8 日 東亜日報 日本改編教科書を見て
1982年 7 月 8 日 朝鮮日報 怪奇な日本教科書
1982年 7 月25日 朝鮮日報 日帝強占美化できない
1982年 7 月26日 京郷新聞 歴史歪曲になぜ固執するのか
1982年 7 月26日 東亜日報 日本の歴史歪曲
1982年 7 月28日 京郷新聞 「歴史の真実」外面にさらすな
1982年 7 月31日 京郷新聞 「歪曲」是正だけが問題解決の関鍵である
1982年 7 月31日 東亜日報 日本は是正に躊躇するな
1982年 7 月31日 朝鮮日報 政府―政界が銘心すること
1982年 8 月 1 日 朝鮮日報 歪曲と偏見の間
1982年 8 月 2 日 東亜日報 韓日関係の再検討
1982年 8 月 3 日 東亜日報 日本は必ず是正しなければ
1982年 8 月 3 日 朝鮮日報 民族教育の反省
1982年 8 月 5 日 京郷新聞 国民団合・自主力量で毅然と対処しよう
1982年 8 月 5 日 東亜日報 日の決断を促求すること
1982年 8 月 6 日 京郷新聞 民族主体史観の定立と韓国観是正事業
1982年 8 月 7 日 東亜日報 日本は自体を直視しろ
1982年 8 月 9 日 京郷新聞 知恵ある対応策講究を
1982年 8 月 9 日 東亜日報 歴史教育の強化
1982年 8 月10日 東亜日報 独立記念館
1982年 8 月10日 朝鮮日報 日本は理性的決断を
1982年 8 月11日 京郷新聞 独立記念館の建立は切実な課題である
1982年 8 月11日 朝鮮日報 独立記念館の無限の志
1982年 8 月14日 朝鮮日報 早急な是正約束を
1982年 8 月24日 京郷新聞 「鈴木見解」受け入れられない
1982年 8 月24日 東亜日報 日首相の「教科書」見解
1982年 8 月25日 朝鮮日報 鈴木氏の修辞学
1982年 8 月27日 京郷新聞 日本側の反省と是正意思
1982年 8 月27日 東亜日報 「是正」終わりではなく始まり
1982年 8 月28日 京郷新聞 国恥日に「克日」を考える
1982年 8 月28日 朝鮮日報 日の「是正」を見守る
1982年 8 月30日 東亜日報 独立記念館建立
1982年 8 月31日 京郷新聞 独自的な対日外交姿勢
1982年 9 月 7 日 東亜日報 「日本研究」の必要
1982年 9 月 9 日 東亜日報 外国教科書と韓国
1982年 10月 6 日 京郷新聞 民族正当史観代弁する正論紙の役割
1982年 11月24日 京郷新聞 教科書波動が残した教訓
1982年 11月25日 東亜日報 日本教科書検定基準改定
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の
引
用
に
施
さ
れ
た
傍
点
お
よ
び
中
略
表
記
は
筆
者
に
よ
る
。
ま
た
引
用
記
事
原
文
内
で
行
わ
れ
て
い
る
段
落
分
け
は
省
略
し
、
引
用
記
事
が
社
説
の
場
合

は
特
に
そ
の
旨
を
表
記
し
な
い
︶。

﹁
日
本
の
教
科
書
に
書
か
れ
た
韓
国
に
関
す
る
箇
所
は
真
正
な
両
国
間
の
友
好
関
係
を
築
く
の
が
ど
れ
だ
け
難
し
い
の
か
を
今
一
度
教
え
悟
ら
せ
て
く

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
教
科
書
内
容
自
体
が
真
実
と
事
実
を
歪
曲
し
た
り
糊
塗
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
事
実
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
よ
り
は
歪
曲
と
糊

塗
が
構
成
さ
れ
る
発
想
と
過
程
の
意
図
性
か
ら
さ
ら
に
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
歪
曲
と
糊
塗
は
執
筆
者
の
意
識
の
限
界
や
偏
見
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
り
は
教
科
書
を
検
定
す
る
日
本
政
府
の
政
策
的
配
慮
が
決
定
的
に
作
用
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
め
で
あ
る
。︵﹁︿
특
파
원 

보
고
﹀
일
본
교
과
서 

한
국 

왜

곡 

대
목
들
―
﹃
식
민
주
의
망
상
﹄ 

못 

버
려
﹂
―
﹂﹇﹁︿
特
派
員
報
告
﹀
日
本
教
科
書
韓
国
歪
曲
の
箇
所
―
﹃
植
民
主
義
妄
想
﹄
捨
て
ら
れ
ず
―
﹈﹃
東

亜
日
報
﹄
一
九
八
一
年
一
〇
月
二
六
日
朝
刊
第
九
面
︶﹂

﹁
特
に
日
本
教
育
当
局
は
最
近
韓
国
人
た
ち
の
感
情
を
再
び
刺
激
し
て
い
る
彼
ら
の
教
科
書
に
お
け
る
過
去
の
韓
日
関
係
史
を
歪
曲
記
述
し
て
い
る
過

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

誤0

を
客
観
的
な
史
実
で
正
当
に
是
正
す
る
作
業
に
少
し
で
も
薄
情
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。︵
中
略
︶
真
実
が
隠
蔽
さ
れ
た
り
ね
じ
れ
て
歪

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

曲
さ
れ
た
歴
史
認
識

0

0

0

0

0

0

0

0

を
基
に
し
て
は
、
真
正
な
理
解
と
認
識
と
親
善
と
友
好
は
成
立
し
に
く
い
。︵﹁
역
사
인
식
과 

선
린
의 

거
리
― 

일
본
의 

대
한
관

계 

교
과
서
문
제
와 

관
련
하
여
﹂﹇﹁
歴
史
認
識
と
善
隣
の
距
離
―
日
本
の
対
韓
関
係
教
科
書
問
題
と
関
連
し
て
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
一
年
一
〇

月
三
〇
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
日
本
政
府
当
局
が
最
近
改
編
完
了
し
た
高
校
用
社
会
科
教
科
書
の
近
代
韓
日
関
係
史
の
部
分
で
、
編
著
者
た
ち
が
記
述
し
た
厳
然
た
る
史
実
が
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ご
と
く
削
除
ま
た
は
巧
妙
に
歪
曲
・
修
正
さ
れ
た
事
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。︵﹁︿
기
자
의 

눈
﹀ 

새 

일
본
교
과
서
의 

〝
과
거
를 

묻
지
말

라
．〞
침
략
의 

역
사
는 

최
소
로 

줄
이
고 

자
국
의 

피
해
만
을 

과
장
해 

놨
다
﹂﹇﹁︿
記
者
の
目
﹀
新
日
本
教
科
書
の
〝
過
去
を
尋
ね
る
な
。〞
侵
略
の

歴
史
は
最
小
に
減
ら
し
自
国
の
被
害
だ
け
を
誇
張
し
た
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
一
年
一
一
月
二
五
日
朝
刊
第
五
面
︶﹂
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日
本
の
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
の
報
道
件
数
が
極
端
に
少
な
か
っ
た
こ
の
時
代
に
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
が
社
説
を
掲
載
し
て
い
る
の
が
目
を

引
く
が
、
い
ず
れ
の
記
事
も
日
本
︵
政
府
︶
が
﹁︵
検
定
に
よ
っ
て
︶
日
韓
関
係
史
の
教
科
書
記
述
を
歪
曲
し
て
い
る
﹂・﹁
日
韓
関
係
史
に

お
け
る
歴
史
的
事
実
を
歪
曲
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
﹁
歴
史
歪
︶
46
︵
曲
﹂
フ
レ
ー
ム
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
当
時
は
李
度
珩

︵
朝
鮮
日
報
東
京
特
派
員
︶
や
洪
仁
根
︵
東
亜
日
報
東
京
特
派
員
︶
の
よ
う
な
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
興
味
を
持
っ
た
特
定
の
記
者
が
何
度
か

報
道
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
李
度
珩
の
よ
う
な
人
物
が
ソ
ウ
ル
本
社
に
特
集
記
事
を
提
案
し
て
も
断
ら
れ
る
な
︶
47
︵

ど
、
日
本
の
歴
史

教
科
書
を
話
題
に
取
り
上
げ
て
新
聞
記
事
に
す
る
こ
と
自
体
が
大
変
で
あ
っ
た
。
メ
ジ
ャ
ー
な
新
聞
社
が
日
本
の
歴
史
教
科
書
記
述
の
歪

曲
に
つ
い
て
報
じ
て
も
、
他
社
が
こ
ぞ
っ
て
集
中
的
に
同
問
題
に
つ
い
て
報
道
す
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
当
時
の
状

況
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
実
は
当
時
の
韓
国
社
会
や
韓
国
民
の
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
対
す
る

関
心
の
薄
さ
を
表
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
李
度
珩
や
洪
仁
根
と
い
っ
た
当
時
の
記
者
た
ち
は
、
日
本
の
歴
史
教
科
書
を
見

た
と
き
に
湧
き
上
が
る
考
え
を
率
直
に
書
い
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
形
成
さ
れ
た
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム
に
は
、
韓
国
人

が
日
本
の
歴
史
教
科
書
を
見
た
と
き
に
湧
き
上
が
る
素
朴
な
考
え
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と

は
、
一
般
的
な
韓
国
人
が
当
時
の
日
本
の
歴
史
教
科
書
を
見
る
と
﹁
自
分
た
ち
︵
韓
国
︶
の
歴
史
が
歪
曲
さ
れ
て
い
る
﹂
と
感
じ
る
こ
と

を
表
し
て
お
り
、
こ
こ
で
形
成
さ
れ
た
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム
は
そ
の
後
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問
題
の
萌
芽
と
展
開
に
お
い
て
日
本
の

歴
史
教
科
書
が
韓
国
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
く
の
か
を
考
え
る
上
で
有
用
で
あ
る
。

㈡
　﹁
誤
報
﹂
か
ら
﹁
松
野
発
言
﹂
ま
で
︵
六
月
二
六
日
～
七
月
二
二
日
︶：﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム

　
何
度
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
の
発
端
は
六
月
二
六
日
の
日
本
各
紙
の
報
道
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
前
日

の
二
五
日
ま
で
に
終
了
し
た
高
校
教
科
書
の
検
定
内
容
に
つ
い
て
、
文
部
省
の
検
定
が
社
会
科
を
中
心
に
一
段
と
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
大

き
く
報
道
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
文
部
省
が
当
時
の
教
科
書
検
定
に
お
い
て
、
戦
前
の
日
中
戦
争
も
含
め
た
日
本
の
行
為
に
つ
い
て
、﹁
侵



法学政治学論究　第113号（2017.6）

82

略
﹂
と
い
う
記
述
が
﹁
進
出
﹂
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
︶
48
︵
た
な
ど
と
日
本
各
紙
が
報
じ
た
こ
と
で
始
ま
っ
た
。
翌
日
、﹃
朝
鮮
日
報
﹄
は
﹁
日

教
科
書
検
定
強
化
、
侵
略
用
語
す
べ
て
削
︶
49
︵

除
﹂
と
い
う
記
事
を
掲
載
し
、
こ
れ
を
報
じ
た
。
こ
れ
が
韓
国
に
お
け
る
最
初
の
検
定
報
道
で

あ
っ
た
。

　
日
本
に
お
い
て
教
科
書
問
題
の
歴
史
は
長
く
、
古
く
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
。
検
定
制
度
と
の
関
係
か
ら
同
問
題
を

研
究
し
た
も
の
が
日
本
で
盛
ん
な
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
日
本
に
お
け
る
教
科
書
問
題
の
中
核
を
な
し
て
き
た
も
の
の

う
ち
の
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
﹁
家
永
教
科
書
裁
︶
50
︵
判
﹂
で
あ
っ
た
。
家
永
は
、
一
九
六
二
年
に
自
ら
の
執
筆
し
た
教
科
書
﹃
新
日
本
史
﹄
が

﹁
戦
争
を
暗
く
描
き
す
ぎ
て
い
る
﹂
な
ど
の
理
由
で
検
定
に
不
合
格
と
な
る
と
六
五
年
に
初
め
て
訴
訟
を
起
こ
し
、
教
科
書
検
定
が
﹁
日

本
国
憲
法
の
定
め
る
検
閲
の
禁
止
に
違
反
す
る
﹂
と
主
張
し
た
。
そ
の
後
家
永
は
六
六
年
に
不
合
格
と
な
っ
た
教
科
書
に
つ
い
て
も
六
七

年
に
二
回
目
の
訴
訟
を
起
こ
し
、
八
四
年
に
も
三
回
目
の
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
。
家
永
は
、
第
二
次
訴
訟
に
お
け
る
第
一
審
・
第
二
審

で
勝
訴
し
て
お
り
、
八
二
年
四
月
の
最
高
裁
判
所
の
判
決
は
、
日
本
の
教
科
書
検
定
史
に
新
た
な
一
ペ
ー
ジ
が
刻
ま
れ
る
瞬
間
で
あ
る
と

見
ら
れ
て
い
た
た
め
、
日
本
社
会
か
ら
大
変
な
関
心
を
集
め
て
い
た
。
結
果
は
、
学
習
指
導
要
領
改
定
に
よ
る
﹁
訴
え
の
利
益
の
喪
失
﹂

が
言
い
渡
さ
れ
、
家
永
の
敗
訴
に
終
わ
っ
た
が
、
日
本
国
内
で
は
こ
れ
に
よ
り
文
部
省
の
教
科
書
検
定
行
政
は
勢
い
づ
く
の
で
は
な
い
か

と
い
っ
た
憶
測
が
な
さ
れ
て
い
っ
︶
51
︵

た
。
文
部
省
の
検
定
結
果
発
表
は
こ
う
し
た
二
か
月
前
の
最
高
裁
判
決
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
六
月
二
六
日
に
文
部
省
が
検
定
に
よ
り
記
述
を
書
き
換
え
さ
せ
た
と
い
う
方
向
性
で
大
き
く
報
道
が
な
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な

国
内
情
勢
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
経
緯
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
教
科
書
問
題
は
長
い
間
、
日
本
の
国
内
問
題
で
あ
っ

た
。
そ
の
間
日
本
に
お
い
て
は
教
科
書
の
記
述
内
容
や
そ
こ
に
示
さ
れ
た
歴
史
認
識
と
い
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
文
部
省
の
検
定
行
政
や

﹁
検
閲
の
禁
止
﹂
と
い
っ
た
﹁
表
現
の
自
由
﹂
に
関
す
る
こ
と
が
注
目
を
浴
び
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
こ
う
し
た
国
内
問
題
が
八
二
年
六

月
以
前
に
韓
国
や
中
国
な
ど
の
諸
外
国
で
関
心
が
持
た
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
四
㈠
で
も
言
及
し
た
よ
う
に
八
二
年
六
月
以
前
の
韓
国
で
は
日
本
の
教
科
書
に
関
心
が
持
た
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
こ
の
期
間
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に
お
い
て
朝
鮮
日
報
ア
ー
カ
イ
ブ
に
﹁
日
本
　
教
科
書
﹂
と
入
れ
て
検
索
を
か
け
て
も
該
当
記
事
は
五
件
に
留
ま
る
。
先
に
挙
げ
た
六
月

二
七
日
の
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
の
記
事
も
第
一
〇
面
に
小
さ
く
載
せ
て
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
当
時

に
お
い
て
、
ど
れ
だ
け
の
韓
国
人
の
目
に
触
れ
実
際
に
影
響
を
与
え
た
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
報
道
傾
向
は
﹃
朝
鮮

日
報
﹄
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
本
稿
で
分
析
対
象
に
含
め
た
﹃
東
亜
日
報
﹄
や
﹃
京
郷
新
聞
﹄
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
こ
の
期

間
に
確
認
で
き
る
社
説
は
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
と
﹃
東
亜
日
報
﹄
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
以
下
に
挙
げ
た
一
件
ず
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。

﹁
ど
の
国
の
ど
の
民
族
に
も
自
身
の
過
去
を
美
化
さ
せ
よ
う
と
い
う
衝
動
は
あ
る
。
し
か
し
そ
う
だ
と
は
い
え
史
実
を
隠
蔽
し
た
り
歴
史
を
歪
曲
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
い
け
な
い

0

0

0

0

0

。︵
中
略
︶
今
回
の
文
部
省
検
定
教
科
書
が
軍
国
日
本
の
韓
中
侵
略
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
治
安
の
確
保

0

0

0

0

0

﹂
や0

﹁
進
攻

0

0

﹂
と
言
っ
て
ご
ま
か
し

0

0

0

0

0

0

0

、
我
が
民
族

運
動
を
﹁
暴
動
﹂
や
﹁
デ
モ
﹂
と
い
っ
て
卑
下
す
る
こ
と
は
、
鈴
木
政
府
の
底
意
が
何
で
あ
る
の
か
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。︵﹁
해
괴
한 

일
본
교

과
서
―
침
략
의 

역
사
는 

호
도
될 
수 
없
어
―
﹂﹇﹁
怪
奇
な
日
本
教
科
書
―
侵
略
の
歴
史
は
糊
塗
さ
れ
な
い
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
七
月
八

日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
最
近
日
本
文
部
省
が
高
校
教
科
書
検
定
作
業
に
お
い
て
去
る
日
の
日
本

0

0

0

0

0

0

﹁
軍
国
主
義

0

0

0

0

﹂
の
歴
史
を
歪
曲
ま
た
は
美
化
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
に
つ
い
て
我
々
が
思

慮
を
深
め
て
い
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。︵﹁
일
본 

개
편
교
과
서
를 

보
고
﹂﹇﹁
日
本
改
編
教
科
書
を
見
て
﹂﹈﹃
東
亜
日
報
﹄
一
九
八
二
年
七
月
八
日

朝
刊
第
二
面
︶﹂

　
韓
国
で
の
全
般
的
な
報
道
傾
向
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
は
韓
国
に
お
け
る
教
科
書
問
題
へ
の
関
心
は
八
二
年
六
月
以
前

と
大
差
は
な
く
、
八
一
年
か
ら
続
く
報
道
の
延
長
線
上
で
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
二
社
か
ら
同
日
に
社
説
こ
そ
掲
載
さ
れ
た
も
の
の
、

影
響
力
は
小
さ
く
八
二
年
六
月
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
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㈢
　﹁
松
野
発
言
﹂
か
ら
﹁
宮
沢
談
話
﹂
ま
で
︵
七
月
二
三
日
～
八
月
二
六
日
︶

1
　「
韓
国
政
府
の
不
作
為
」
フ
レ
ー
ム

　
七
月
二
二
日
ま
で
比
較
的
穏
や
か
だ
っ
た
韓
国
の
世
論
を
刺
激
し
た
の
は
日
本
の
閣
僚
た
ち
の
発
言
で
あ
っ
た
。
七
月
二
三
日
、
松
野

幸
泰
国
土
庁
長
官
が
小
川
平
二
文
部
大
臣
に
﹁
韓
国
が
日
本
の
教
科
書
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
注
文
を
つ
け
て
い
る
、
と
の
新
聞
報
道
が

あ
る
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
内
政
干
渉
に
な
る
と
思
う
の
で
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
、
毅
然
た
る
態
度
で
臨
ん
で
も
ら
わ
な
い
と
困
る
﹂

と
要
望
し
た
上
で
﹁
韓
国
の
歴
史
の
教
科
書
に
も
誤
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
日
韓
併
合
で
も
、
韓
国
で
は
日
本
が
侵
略
し
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
韓
国
の
当
時
の
国
内
情
勢
な
ど
も
あ
り
、
ど
っ
ち
が
正
し
い
か
わ
か
ら
な
い
﹂
と
発
言
し
た
︵
松
野
発
︶
52
︵

言
︶。

さ
ら
に
同
日
、
小
川
平
二
文
部
大
臣
も
槙
枝
元
文
日
教
組
委
員
長
と
の
会
談
で
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
﹁
外
交
問
題
と
い
っ
て
も
、
内
政

問
題
で
あ
る
﹂
と
発
言
し
た
︵
小
川
発
︶
53
︵
言
︶。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
発
言
が
、
藤
村
和
男
教
科
書
検
定
課
長
に
よ
っ
て
前
日
に
な
さ
れ
た

﹁
当
時
の
朝
鮮
人
は
日
本
国
籍
を
有
し
て
お
り
、
四
四
年
以
前
の
徴
用
は
強
制
で
は
な
く
、
占
領
地
の
中
国
人
と
は
法
的
地
位
が
異
な

る
﹂
と
い
う
主
旨
の
発
言
︵
藤
村
発
︶
54
︵
言
︶
に
対
す
る
韓
国
の
反
発
に
反
応
す
る
形
で
出
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
韓
国
世
論

の
刺
激
を
助
長
し
た
。
結
果
と
し
て
韓
国
メ
デ
ィ
ア
は
日
本
の
教
科
書
記
述
そ
の
も
の
よ
り
も
三
人
の
発
言
に
注
目
し
、
そ
れ
に
対
す
る

以
下
に
示
し
た
よ
う
な
批
判
報
道
を
繰
り
広
げ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

﹁
日
本
官
界
の
一
部
の
こ
れ
に
対
す
る
反
応
は
非
常
識
に
も
情
け
な
く
て
た
と
え
よ
う
が
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵
中
略
︶
こ
の
よ
う
な
発
言
に
触
れ
て
我
々
が
ま
ず
感

じ
る
こ
と
は
少
な
く
と
も
日
本
の
一
部
官
吏
た
ち
に
関
連
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
大
日
本
帝
国

0

0

0

0

0

﹂
や0

﹁
戦
前

0

0

﹂
は
未
だ
に
決
し
て
精
算
さ
れ
た
こ
と
で
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う

点
だ
。︵﹁
일
제 

강
점 

미
화 

못
해
―
일
부 

일
존
관
리
들
의 

망
엉
―
﹂﹇﹁
日
帝
強
占
美
化
で
き
な
い
―
一
部
日
本
官
吏
た
ち
の
妄
言
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日

報
﹄
一
九
八
二
年
七
月
二
五
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂
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﹁
日
本
の
閣
僚
た
ち
が
我
々
の
指
摘
を
内
政
干
渉
だ
と
反
駁
す
る
と
い
う
言
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

わ
け
で
あ
る
。
最
近
の
報
道
に
よ

る
と
日
本
の
国
土
庁
長
官
で
あ
る
松
野
幸
泰
が
︵
中
略
︶
妄
言

0

0

を
言
っ
た
か
と
思
う
と
、
文
部
相
で
あ
る
小
川
平
二
は
﹁
教
科
書
検
定
に
対
す
る
要
求

は
内
政
干
渉
﹂
だ
と
反
駁

0

0

し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
文
部
省
の
教
科
書
検
定
官
長
で
あ
る
藤
村
和
男
は
︵
中
略
︶
と
ん
で
も
な
く
遺
憾
な
解
釈

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
出
す
に

至
っ
た
。︵﹁
역
사
왜
곡
을 

왜 

고
집
하
는
가 

― 

일
본
각
료
의 

망
언
은 

유
감
천
만
이
다
．﹂﹇﹁
歴
史
歪
曲
に
な
ぜ
固
執
す
る
の
か
―
日
本
閣
僚
の
妄

言
は
遺
憾
千
万
で
あ
る
﹂﹈﹃
京
郷
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
七
月
二
六
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

　
と
り
わ
け
﹁
藤
村
発
言
﹂
や
﹁
松
野
発
言
﹂
は
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
支
配
は
﹁
合
法
﹂
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
た
発
言
で
あ
り
、
韓
国
と
し
て
は
国
家
の
正
統
性
に
関
わ
る
決
し
て
容
認
で
き
な
い
発
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
韓
国
政
府
も

翌
二
四
日
に
在
日
本
韓
国
大
使
館
を
通
し
て
日
本
に
申
し
入
れ
を
行
い
、
教
科
書
問
題
に
重
大
な
関
心
を
持
つ
こ
と
を
表
明
す
る
と
同
時

に
、
日
本
の
関
係
閣
僚
の
発
言
に
対
す
る
釈
明
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
二
六
日
に
中
国
が
具
体
的
な
修
正
箇
所
を
示
し
な
が
ら
一
回
目
の

正
式
抗
議
を
行
っ
た
の
を
受
け
て
、
韓
国
は
二
八
日
に
も
二
四
日
と
同
様
の
申
し
入
れ
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
韓
国
が
行
っ
た
の
は
外
交

的
に
は
﹁
抗
議
﹂
よ
り
も
弱
い
﹁
申
し
入
れ
﹂
で
あ
り
、
中
国
の
よ
う
に
教
科
書
に
対
す
る
具
体
的
な
修
正
箇
所
の
提
示
も
な
か
っ
︶
55
︵

た
た

め
、
韓
国
政
府
の
対
応
は
一
般
の
韓
国
人
に
と
っ
て
は
物
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
韓
国
政
府
が
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
最

初
か
ら
積
極
的
な
対
応
を
と
り
に
い
か
な
か
っ
た
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
存
在
し
た
。
そ
れ
は
経
済
協
力
・
借
款
問
題
で
あ
る
。

八
一
年
八
月
、
全
斗
煥
政
権
は
日
本
に
円
借
款
を
﹁
要
求
﹂
し
た
。
全
斗
煥
政
権
は
、
日
韓
国
交
正
常
化
に
よ
っ
て
韓
国
に
支
払
わ
れ
た

﹁
経
済
協
力
金
﹂
が
不
充
分
で
あ
っ
た
こ
と
、
韓
国
が
﹁
防
波
堤
﹂
と
な
り
北
朝
鮮
と
対
峙
す
る
こ
と
で
、
日
本
は
北
朝
鮮
や
共
産
圏
の

脅
威
か
ら
守
ら
れ
て
い
る
た
め
韓
国
に
﹁
安
全
保
障
の
賃
料
﹂
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
日
本
に
対
し
て
円
借
款
を
﹁
要

請
﹂
で
は
な
く
﹁
要
求
﹂
す
る
と
い
う
強
い
態
度
を
示
し
た
の
で
あ
︶
56
︵
る
。
し
か
し
最
初
こ
そ
強
硬
な
姿
勢
を
見
せ
た
韓
国
も
、
日
本
と
の

話
し
合
い
の
中
で
態
度
を
徐
々
に
緩
和
さ
せ
、
八
二
年
七
月
に
は
金
額
と
金
利
さ
え
詰
め
れ
ば
ほ
と
ん
ど
決
着
す
る
状
態
に
な
っ
て
お
り
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韓
国
側
も
﹁
九
月
決
着
﹂
に
強
い
意
志
を
示
し
て
い
た
矢
先
に
発
生
し
た
の
が
、
日
本
と
の
教
科
書
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
︶
57
︵
る
。
こ
の
時
点

で
の
韓
国
側
の
一
連
の
対
応
は
、
政
治
外
交
問
題
化
さ
せ
た
く
な
い
と
い
う
韓
国
政
府
の
意
向
が
汲
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

韓
国
人
の
目
に
は
、﹁
最
終
的
に
教
科
書
問
題
が
解
決
す
る
ま
で
小
川
文
相
の
訪
中
を
拒
否
す
る
﹂
と
発
表
︵
八
月
一
日
︶
し
た
中
国
の

対
応
と
比
べ
る
と
随
分
と
日
本
に
対
し
て
弱
腰
に
映
っ
た
こ
と
か
ら
、
以
下
に
挙
げ
る
よ
う
な
報
道
が
な
さ
れ
た
。

﹁
日
本
の
教
科
書
問
題
で
は
な
く
我
々
に
と
っ
て
は
国
権
、
法
統
、
正
統
性
の
問
題
に
帰
着
す
る
ほ
か
は
な
い
。︵
中
略
︶
我
々
は
付
け
加
え
て
我
が
政

0

0

0

府
と
政
界
に
対
し
て
も
一
言
箴
言
せ
ざ
る
を
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵
中
略
︶
政
府
の
立
場
に
お
い
て
国
家
間
の
問
題
を
で
き
る
限
り
慎
重
に
取
り
扱
う
意
図
は
も

ち
ろ
ん
、
十
分
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
︵
中
略
︶
相
手
方
の
極
め
て
﹁
慎
重
な
ら
ぬ
﹂
挑
発
的
妄
言
に
対
し
て
ま
で
我0

々
が
そ
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

0

0

﹁
慎
重

0

0

に0

﹂
検
討
し
て
や
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵﹁
정
부
―
정
계
가 

명
심
할 

일
―
국
가
생
성
의 

맥
류
가 

모
독
당
했
는
데
―
﹂﹇﹁
政
府
―
政
界
が

銘
心
す
る
こ
と
―
国
家
生
成
の
脈
流
が
冒
瀆
さ
れ
た
が
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
七
月
三
一
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
我
々
は
こ
の
機
会
に
日
本
の
そ
の
よ
う
な
誠
意
も
な
く
反
省
も
で
き
な
い
姿
勢
に
継
続
し
て
の
ん
き
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
政
府
に
対
し
て
も
一
言

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

言
わ
ざ
る
を
得
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

。
日
本
政
府
の
微
温
的
態
度
、
特
に
彼
ら
が
八
月
中
に
出
版
さ
れ
る
教
科
書
を
修
正
す
る
こ
と
を
事
実
上
拒
否
し
て
い
る
点
を
見

て
政
府
と
し
て
は
も
っ
と
積
極
的
に
対
応
策
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
度
を
超
え
た
柔
軟
と
慎
重
は
か
え
っ
て
日
本
側
の
安
易
と
放
恣
を
呼
ぶ

下
地
が
多
い
の
で
あ
る
。
歴
史
の
誤
謬
は
必
ず
正
し
て
お
く
こ
と
が
後
代
の
た
め
の
国
家
的
責
任

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
と
確
信
し
て
い
る
。︵﹁﹃
왜
곡
﹄
시
정
만
이 

문
제

해
결
의 

관
건
이
다
﹂﹇﹁﹃
歪
曲
﹄
是
正
だ
け
が
問
題
解
決
の
関
鍵
で
あ
る
﹂﹈﹃
京
郷
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
七
月
三
一
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

　
以
上
の
社
説
か
ら
は
、
教
科
書
問
題
を
含
む
歴
史
関
連
事
項
に
お
け
る
今
ま
で
の
韓
国
政
府
の
対
応
を
批
判
的
に
見
る
﹁
韓
国
政
府
の

不
作
為
﹂
フ
レ
ー
ム
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
教
科
書
問
題
と
関
連
し
て
﹁
藤
村
発
言
﹂
や
﹁
松
野
発
言
﹂
と
い
っ
た
韓
国
人
と
し
て

到
底
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
発
言
が
日
本
の
閣
僚
か
ら
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
問
題
に
つ
い
て
韓
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国
政
府
が
︵
中
国
の
よ
う
に
︶
積
極
的
な
対
応
を
し
に
い
く
姿
勢
を
見
せ
な
い
こ
と
に
不
作
為
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
教
科
書
問
題
に
お
け
る
中
国
と
の
対
応
の
比
較
に
お
い
て
、
韓
国
人
が
抱
い
た
韓
国
政
府
の
対
応
に
関
す
る
不
満
が
率
直
に
現
れ
て

い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
八
月
三
日
、
韓
国
政
府
は
結
果
的
に
世
論
に
押
さ
れ
る
形
で
李
範
錫
外
務
部
長
官
が
前
田
利
一
在
韓
国

日
本
国
大
使
館
大
使
に
正
式
に
抗
議
を
行
い
、
こ
こ
に
当
初
日
本
の
国
内
問
題
で
あ
っ
た
教
科
書
問
題
が
日
韓
間
で
正
式
に
政
治
外
交
問

題
に
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

2
　「
歴
史
重
点
化
」
フ
レ
ー
ム

　﹁
松
野
発
言
﹂
に
代
表
さ
れ
る
日
本
閣
僚
の
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
発
言
は
、
韓
国
社
会
が
自
身
の
行
っ
て
き
た
歴
史
に
関
わ
る
政
策
や
態
度

に
つ
い
て
今
一
度
考
え
る
機
会
を
与
え
た
。
日
本
閣
僚
の
発
言
に
対
す
る
抗
議
や
批
判
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
時
期
の
韓
国
紙
は
韓

国
政
府
の
抗
議
と
前
後
し
て
以
下
の
よ
う
な
報
道
を
し
て
い
る
。

﹁
こ
の
機
会
に
政
府
は
我
々
の
歴
史
を
主
体
的
に
研
究
し
て
我
々
式
の
は
っ
き
り
し
た
歴
史
観
を
も
つ
よ
う
に
す
べ
て
の
方
法
を
動
員
し
な
け
れ
ば
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ら
ず

0

0

、
特
に
日
本
の
韓
半
島
侵
略
と
強
占
時
期
に
あ
た
る
近
代
史
研
究
に
集
中
的
に
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵﹁
일
본
은 

시
정
에 

주
저
말

라
―
둔
사
로
는 

우
리
분
노 

가
라
앉
힐 

수 

없
어
―
﹂﹇﹁
日
本
は
是
正
に
躊
躇
す
る
な
―
弁
解
で
は
我
々
の
憤
怒
を
沈
め
ら
れ
な
い
﹂﹈﹃
東
亜
日
報
﹄

一
九
八
二
年
七
月
三
一
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
特
に
最
近
は
、
日
本
が
我
々
の
近
代
史
を
教
科
書
の
中
で
歪
曲
し
全
国
民
の
憤
怒
を
買
っ
て
い
る
の
は
我
々
が
骨
を
削
る
よ
う
な
体
験
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
う
い
う
時
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
受
難
史
を
生
々
し
く
証
言
で
き
る
独
立
記
念
館
は
切
実
に
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。︵﹁
독
립
기
념
관

의 

건
립
은 

절
실
한 

과
제
다
﹂﹇﹁
独
立
記
念
館
の
建
立
は
切
実
な
課
題
だ
﹂﹈﹃
京
郷
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
八
月
一
一
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂
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﹁
受
難
を
受
け
た
民
族
は
そ
の
受
難
資
料
を
集
め
て
独
立
博
物
館
な
ど
を
つ
く
っ
て
い
る
。︵
中
略
︶
日
本
当
局
が
教
科
書
で
彼
ら
の
侵
略
と
残
虐
だ
っ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

た
史
実
を
歪
曲
し
よ
う
と
し
た
複
合
的
な
理
由
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
被
害
者
で
あ
る
我
々
が
彼
ら
に
そ
の
残
忍
像
を
実
物
で
提
示
し
な
か
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
我
々
が
彼
ら
の
侵
略
像
の
物
証
と
実
証
を
詳
説
に
提
示
し
て
お
い
た
な
ら
ど
う
し
て
日
本
の
文
部
省
が
繰
り
返
し
歪
曲
さ

れ
た
教
科
書
内
容
が
正
当
だ
と
図
々
し
く
主
張
で
き
る
の
か
。︵﹁
독
립
기
념
관
의 

무
한
한
뜻
―
일
본
교
과
서
의 

사
실 

왜
곡
과 

관
련
하
여
―
﹂﹇﹁
独

立
記
念
館
の
無
限
の
志
―
日
本
教
科
書
の
史
実
歪
曲
と
関
連
し
て
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
八
月
一
一
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

　
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
積
極
的
な
対
応
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
韓
国
政
府
の
姿
を
韓
国
人
や
韓
国
社
会
全
般
に
重
ね
合
わ
せ
、
日
本
の

歴
史
歪
曲
を
許
し
て
し
ま
っ
た
原
因
を
、
韓
国
側
が
歴
史
教
育
を
通
じ
て
自
身
の
抗
日
の
歴
史
や
独
立
の
歴
史
に
つ
い
て
国
民
に
周
知
さ

せ
た
り
、
対
外
的
に
発
信
し
た
り
す
る
努
力
を
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
が
歴
史
歪
曲
を
す
る
な
ら
ば
、

我
々
も
歴
史
教
育
や
歴
史
研
究
を
通
じ
て
韓
国
史
を
見
つ
め
直
し
、
独
立
記
念
館
を
建
立
し
て
韓
国
の
受
難
の
歴
史
を
日
本
を
は
じ
め
と

し
て
対
外
的
に
発
信
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
﹁
歴
史
重
点
化
﹂
フ
レ
ー
ム
が
表
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

3
　「
中
国
重
視
、
韓
国
軽
視
の
日
本
」
フ
レ
ー
ム

　
一
方
、
日
本
側
は
当
初
国
内
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
た
教
科
書
問
題
が
国
際
問
題
に
発
展
し
て
し
ま
う
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
た

め
、
中
韓
両
国
か
ら
の
抗
議
こ
そ
受
け
た
も
の
の
、
そ
の
対
応
策
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
進
展
さ
せ
ら
れ
な
い
状
況
が
続
い
て
い
た
。
抗

議
の
タ
イ
ミ
ン
グ
も
早
く
、
教
科
書
記
述
の
是
正
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
も
焦
点
を
絞
り
や
す
か
っ
た
中
国
と
は
異
な
︶
58
︵
り
、
韓
国
へ
の
対
応
は

日
本
に
と
っ
て
も
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
韓
国
か
ら
の
正
式
な
抗
議
前
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
日
本
は
中
国
か
ら
の
抗
議
を
受

け
て
謝
罪
す
る
一
方
で
、
そ
の
時
点
で
は
韓
国
へ
の
謝
罪
は
行
わ
︶
59
︵
ず
、
対
応
に
差
を
つ
け
ら
れ
た
韓
国
側
が
漠
然
と
不
満
や
不
信
感
を
募

ら
せ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
八
月
二
三
日
の
記
者
会
見
で
鈴
木
首
相
が
﹁
教
科
書
問
題
は
中
国
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訪
問
以
前
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
旨
の
発
言
︵
鈴
木
発
言
︶
を
行
っ
た
。
実
は
鈴
木
首
相
が
訪
中
前
ま
で
に
教
科
書
問

題
を
妥
結
さ
せ
た
い
意
向
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
二
三
日
以
前
の
韓
国
で
も
報
じ
ら
れ
て
い
た
︶
60
︵

が
、
三
日
の
抗
議
後
も
対
応
が
な

か
な
か
進
ま
な
い
日
本
へ
の
苛
立
ち
と
相
ま
っ
て
韓
国
メ
デ
ィ
ア
は
鈴
木
首
相
の
発
言
に
対
し
て
以
下
の
よ
う
な
批
判
報
道
を
繰
り
広
げ
る
。

﹁
日
本
政
府
は
ま
っ
た
く
同
じ
教
科
書
歪
曲
記
述
問
題
を
め
ぐ
る
外
交
紛
争
を
中
共
側
と
ま
ず
妥
結
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
我
々
と
は
後
で
妥
結
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
方
針
を
立

て
て
い
る
と
い
う
。︵﹁﹃
스
즈
끼
견
해
﹄ 

받
아
들
일
수
없
다
﹂﹇﹁﹃
鈴
木
見
解
﹄
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
﹂﹈﹃
京
郷
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
八
月
二
四
日
朝
刊

第
二
面
︶﹂

﹁
彼
の
見
解
表
明
か
ら
見
え
る
よ
う
に
韓
日
間
の
教
科
書
紛
争
を

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
中
共
を
中
心
に
解
決
し
て
韓
国
と
は
韓
日
議
員
連
盟
の
通
路
を
通
じ
て
韓
日
間
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
他
の
懸
案

0

0

0

0

﹂
と
政
治
的
妥
協
を
し
よ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
よ
う
な
印
象
を
漂
わ
せ
て
お
り
、
懸
念
さ
れ
る
。
我
々
は
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
点
を
憂
慮
、
そ
の

不
当
性
を
様
々
な
事
例
で
指
摘
し
て
き
た
が
日
本
は
依
然
と
し
て
怪
奇
で
不
公
正
な
態
度
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
よ
う
で
大
変
遺
憾

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。

︵﹁
일 

수
상
의
﹃
교
과
서
﹄
견
해
―
성
실
하
고 
구
체
적
인 

시
정
을 

행
동
으
로 

보
여
야
―
﹂﹇﹁
日
本
首
相
の
﹃
教
科
書
﹄
見
解
﹂
―
誠
実
で
具
体
的

な
是
正
を
行
動
で
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
―
﹈﹃
東
亜
日
報
﹄
一
九
八
二
年
八
月
二
四
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
教
科
書
問
題
に
対
す
る
鈴
木
日
本
首
相
の
記
者
会
見
発
言
は
韓
国
民
の
感
情
を
解
い
て
く
れ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に
硬
化
さ
せ
る
こ
と
に
足
り
る

の
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
題
を
﹁
…
…
中
共
訪
問
以
前
に
必
ず
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
と0

、
そ
れ
な
ら
ば
今
鈴
木
氏
の
眼
中
に
は
中
共
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

け
あ
り

0

0

0

、
韓
国
民
は
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
戦
前
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
深
く
痛
感
し
、
そ
の
意
識
が
学
校
教
育
に
正
し
く
反

映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
言
っ
た
が
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
歪
曲
を
い
つ
是
正
し
よ
う
と
い
う
言
葉
は
言
わ
な
い
の
か
。︵﹁
스
즈
끼
씨
의 

수
사

학
―
조
속
한 

시
정 

약
속
만
이 

필
요
한 

때
―
﹂﹇﹁
鈴
木
氏
の
修
辞
学
―
早
急
な
是
正
の
約
束
だ
け
が
必
要
な
時
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
八

月
二
五
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂
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日
本
側
の
対
応
が
遅
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
鈴
木
首
相
が
中
韓
で
対
応
差
を
付
け
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
す
よ
う
な
発
言
を
行
っ
た
こ
と
で
、

以
前
か
ら
教
科
書
問
題
に
お
け
る
日
本
の
中
国
へ
の
対
応
と
韓
国
へ
の
対
応
の
間
に
格
差
を
感
じ
、
不
平
等
感
を
覚
え
て
い
た
韓
国
の
不

満
は
、﹁
中
国
重
視
、
韓
国
軽
視
の
日
本
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
も
っ
て
表
出
し
た
。

㈣ 

　﹁
宮
沢
談
話
﹂
か
ら
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
と
そ
の
後
の
展
開
ま
で
︵
八
月
二
七
日
～
一
二

月
三
一
日
︶：﹁
是
正
措
置
不
満
﹂
フ
レ
ー
ム

　
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
中
韓
か
ら
の
抗
議
を
受
け
た
日
本
は
八
月
二
六
日
に
﹁
歴
史
教
科
書
﹂
に
関
す
る
宮
沢
内
閣
官
房
長
官

談
話
を
発
表
し
、﹁
政
府
の
責
任
に
お
い
て
﹂
教
科
書
を
是
正
す
る
方
針
を
発
表
し
た
。﹁
宮
沢
談
話
﹂
に
対
し
て
は
以
下
の
よ
う
な
社
説

が
掲
載
さ
れ
た
。

﹁
日
本
政
府
が
二
六
日
午
後
教
科
書
歪
曲
記
述
の
是
正
に
つ
い
て
﹁
政
府
の
責
任
下
で
修
正
す
る
﹂
と
言
っ
た
こ
と
は
一
応
日
本
側
の
努
力
の
痕
跡
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
る
と
見
え

0

0

0

0

0

、
評
価
す
る

0

0

0

0

が
、
是
正
目
標
年
度
が
八
四
年
、
八
五
年
に
な
っ
て
お
り
、
是
正
内
容
に
つ
い
て
具
体
性
が
な
い
と
い
う
点
か
ら
我
々
の
主

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

張
を
充
分
に
反
映
し
た
も
の
と
は
見
ら
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。︵
中
略
︶
我
々
は
日
本
政
府
の
こ
の
度
の
是
正
態
度
が
満
足
の
い
く
も
の
で
は
決
し
て
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
、
今

後
の
日
本
政
府
の
是
正
努
力
が
言
葉
だ
け
で
は
な
く
行
動
で
具
体
化
さ
れ
る
の
か
を
全
国
民
と
共
に
注
視
す
る
の
で
あ
る
。︵﹁﹃
시
정
﹄
마
무
리 

아

닌 

시
작
―
일
﹃
교
과
서 

공
식
태
도
﹄
의 

구
체
화
를 

주
시
한
다
―
﹂﹇﹁﹃
是
正
﹄
終
わ
り
で
は
な
く
始
ま
り
―
日
本
﹃
教
科
書
公
式
態
度
﹄
の
具
体

化
を
注
視
す
る
―
﹂﹈﹃
東
亜
日
報
﹄
一
九
八
二
年
八
月
二
七
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
日
本
政
府
の
こ
の
よ
う
な
最
終
案
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
我
々
が
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
満
足
の
い
く
案
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
誤
っ
た
部
分
は
授
業
を
通
じ
て

現
場
修
正
す
る
と
い
う
こ
と
も
一
時
の
外
交
的
な
修
辞
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
我
が
政
府
が
日

0

0

0

0

0

0

本
政
府
の
誠
意
を
一
応
評
価
し
た
こ
と
は
感
情
的
な
次
元
を
離
れ
て
民
族
の
遠
い
将
来
を
見
通
す
理
性
的
な
決
断

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
考
え
ら
れ
る
。︵﹁
일
본
측
의 

반
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성
과 

시
정
의
사
―
진
전
상
항 

지
켜
보
면
서 

극
일
해
야
할
때
―
﹂﹇﹁
日
本
側
の
反
省
と
是
正
意
思
―
進
展
状
況
見
守
り
な
が
ら
克
日
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
時
―
﹂﹈﹃
京
郷
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
八
月
二
七
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
日
本
政
府
は
我
が
政
府
の
備
忘
録
に
対
す
る
返
答
と
し
て
四
項
目
の
政
府
見
解
と
補
充
説
明
を
外
交
覚
書
の
形
式
で
伝
え
て
き
た
。
こ
の
内
容
の
中

で
最
も
重
要
に
認
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
﹁
政
府
の
責
任
下
に
是
正
す
る
﹂
と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
一
部
日
本
閣
僚
た
ち
の
強
硬

な
発
言
に
比
べ
た
ら
一
応
一
歩
進
ん
だ
姿
勢
だ
と
は
見
ら
れ
我
が
方
の
要
望
が

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹁
表
現
上
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

﹂
傾
聴
さ
れ
た
の
だ
と
も
言
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
か
し
我
々

0

0

0

0

0

が
こ
れ
を
単
に

0

0

0

0

0

0

﹁
表
現
上
と
し
て
は

0

0

0

0

0

0

0

﹂
だ
と
し
か
言
わ
な
い
理
由
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
是
正
の
行
動
が
す
ぐ
で
は
な
く
後
日
に
行
わ
れ
る
た
め

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。︵﹁
일
의
﹃
시

정
﹄
지
켜
본
다
―
조
속
한 
후
속
조
치
를 

촉
구
하
며
―
﹂﹇﹁
日
本
の
﹃
是
正
﹄
見
守
る
―
早
急
な
後
続
措
置
を
促
求
し
て
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八

二
年
八
月
二
八
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

　
ま
た
、
一
一
月
二
四
日
に
は
﹁
宮
沢
談
話
﹂
の
履
行
の
一
環
と
し
て
近
隣
諸
国
に
配
慮
し
た
検
定
基
準
の
追
加
を
発
表
し
た
。
こ
の

﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
を
受
け
て
の
韓
国
紙
社
説
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

﹁
日
本
政
府
が
新
し
く
用
意
し
た
歴
史
教
科
書
検
定
基
準
に
お
い
て
過
去
の
不
幸
だ
っ
た
関
係
を
鑑
と
し
て
近
隣
諸
国
の
国
民
感
情
に
配
慮
し
て
そ
の

思
い
を
検
定
内
容
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
こ
と
も
隣
国
と
の
善
隣
関
係
を
踏
み
固
め
て
い
こ
う
と
い
う
日
本
政
府
の
誠
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
と
し
て
評
価

0

0

0

0

0

0

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
︵
中
略
︶
彼
ら
の
是
正
作
業
が
我
々
の
期
待
し
て
い
た
水
準
に
達
し
て
い
な
い
こ
と
も
事
実

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
。︵﹁
교
과
서
파
동
이 

남
긴 

교
훈
―
일
정
부
의 

시
정
방
침
을 

받
아
들
이
면
서
―
﹂﹇﹁
教
科
書
波
動
が
残
し
た
教
訓
―
日
本
政
府
の
是
正
方
針
を
受

け
入
れ
な
が
ら
―
﹂﹈﹃
京
郷
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
一
一
月
二
四
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

﹁
日
本
政
府
が
二
四
日
、
歪
曲
歴
史
教
科
書
是
正
の
た
め
の
検
定
基
準
を
最
終
確
定
発
表
し
、
こ
れ
の
忠
実
な
履
行
を
韓
国
政
府
に
確
か
め
た
こ
と
は
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去
る
八
月
に
約
束
し
た
﹁
政
府
責
任
下
の
是
正
公
約

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

﹂
を
履
行
す
る
た
め
継
続
し
て
努
力
し
て
い
る
証
拠
と
し
て
一
応
理
解
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
し
か
し
新
し
い

検
定
基
準
の
採
択
は
こ
れ
か
ら
検
定
す
る
教
科
書
の
検
定
手
続
き
と
基
準
を
準
備
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
具
体
的
で
実
質
的
な
歪
曲
是
正
そ
の
も
の
で
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
い

0

0

。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
今
回
の
検
定
基
準
改
定
は
歴
史
歪
曲
是
正
作
業
の
完
了
で
は
な
く
始
ま
り
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。︵﹁
일
본
교
과

서 
검
정
기
준 

개
정
―
기
준
보
다 

왜
곡
시
정 

작
업
이 

더 

중
요
하
다
―
﹂﹇﹁
日
本
の
教
科
書
検
定
基
準
改
定
―
基
準
よ
り
歪
曲
是
正
作
業
が
さ
ら
に

重
要
で
あ
る
―
﹂﹈﹃
東
亜
日
報
﹄
一
九
八
二
年
一
一
月
二
五
日
朝
刊
第
二
面
︶﹂

　
日
本
側
の
是
正
方
針
の
提
示
︵
宮
沢
談
話
︶
と
近
隣
諸
国
に
配
慮
し
た
検
定
基
準
の
追
加
︵
近
隣
諸
国
条
項
︶
に
つ
い
て
、﹁
是
正
措
置

が
示
さ
れ
な
い
よ
り
は
良
い
が
、
内
容
に
は
到
底
満
足
で
き
な
い
﹂
と
い
う
﹁
是
正
措
置
不
満
﹂
フ
レ
ー
ム
で
報
じ
ら
れ
て
お
り
、
日
本

側
の
是
正
方
針
に
対
す
る
韓
国
民
の
不
満
や
不
信
感
が
現
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
そ
の
よ
う
な
韓
国
民
の
不
満
と
は
裏

腹
に
最
終
段
階
ま
で
話
し
合
い
が
進
ん
で
い
た
安
保
協
力
・
借
款
問
題
に
つ
い
て
早
く
ま
と
め
た
い
韓
国
政
府
は
日
本
の
対
応
を
ひ
と
ま

ず
受
け
入
れ
る
方
向
性
で
動
き
出
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
韓
国
の
国
民
と
政
府
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
見
ら
れ
る
。

五
　
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
誕
生
と
そ
の
変
容

　
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂
か
ら
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
ま
で
は
僅
か
五
か
月
と
い
う
短
い
期
間
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
短
い
間
に
教
科

書
問
題
を
め
ぐ
っ
て
韓
国
内
に
は
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し
、
変
容
し
た
。

　
一
九
八
一
年
に
韓
国
で
初
め
て
日
本
の
教
科
書
に
つ
い
て
報
じ
ら
れ
て
か
ら
﹁
松
野
発
言
﹂
が
あ
る
ま
で
は
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム

が
優
勢
で
あ
っ
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ム
が
優
勢
だ
っ
た
要
因
に
は
、
日
本
に
お
い
て
教
科
書
問
題
が
国
内
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
と
、
そ
の
こ
と
に
起
因
す
る
韓
国
社
会
全
般
に
お
け
る
日
本
の
教
科
書
へ
の
無
関
心
が
あ
っ
た
。
一
九
八
二
年
以
前
の
日
本
に
お
け
る
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教
科
書
関
連
報
道
は
検
定
制
度
に
焦
点
を
置
い
た
も
の
が
主
流
で
あ
り
、
そ
の
記
述
内
容
や
そ
こ
に
示
さ
れ
た
歴
史
観
に
つ
い
て
は
あ
ま

り
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
韓
国
に
も
日
本
の
教
科
書
に
関
す
る
情
報
は
あ
ま
り
流
入
せ
ず
、
韓
国
社
会
も
日
本
の
教
科
書

に
あ
ま
り
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
期
韓
国
で
は
日
本
の
教
科
書
に
関
す
る
報
道
件
数
が
そ
も
そ
も
少
な
く
、
記
事
に
つ
い
て
も

当
時
た
ま
た
ま
日
本
の
教
科
書
に
興
味
を
持
っ
た
特
定
の
記
者
や
日
本
特
派
員
が
書
く
に
過
ぎ
ず
、
そ
こ
で
は
日
本
あ
る
い
は
日
本
の
歴

史
教
科
書
が
日
韓
関
係
史
を
歪
曲
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
教
科
書
記
述
に
み
ら
れ
る
歪
曲
内
容
だ
け
が
語
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
問

題
の
発
端
と
さ
れ
て
い
る
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂
後
も
﹁
藤
村
発
言
﹂
や
﹁
松
野
発
言
﹂
が
あ
る
ま
で
の
約
一
か
月
の
間
は
変
わ
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
単
純
に
日
韓
で
歴
史
認
識
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
や
、
史
実
の
解
釈
が
受
け
入
れ
難
い
と
い
う
、﹁
歪

曲
﹂
内
容
が
報
じ
ら
れ
る
だ
け
で
は
政
治
外
交
問
題
に
は
発
展
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

　
続
い
て
、﹁
松
野
発
言
﹂
か
ら
﹁
宮
沢
談
話
﹂
ま
で
は
、
ま
ず
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム
は
維
持
さ
れ
た
上
で
、﹁
韓
国
政
府
の
不
作

為
﹂
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し
た
。
こ
の
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し
た
要
因
に
は
、
韓
国
人
に
は
受
け
入
れ
難
い
日
本
の
政
治
家
や
閣
僚
か
ら
示
さ

れ
る
歴
史
認
識
や
教
科
書
問
題
に
対
す
る
中
国
政
府
の
対
応
、
経
済
協
力
・
借
款
問
題
か
ら
日
本
政
府
へ
の
抗
議
に
な
か
な
か
動
き
出
さ

な
い
韓
国
政
府
の
姿
が
あ
っ
た
。﹁
藤
村
発
言
﹂
や
﹁
松
野
発
言
﹂
は
、
日
本
に
よ
る
韓
国
の
植
民
地
支
配
が
﹁
合
法
﹂
的
で
あ
っ
た
こ

と
を
前
提
に
行
わ
れ
た
発
言
で
あ
り
、
韓
国
人
と
し
て
は
絶
対
に
許
容
で
き
な
い
発
言
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
韓
国
社
会
と
し

て
も
日
本
の
教
科
書
の
歪
曲
が
韓
国
の
国
家
の
正
統
性
を
脅
か
す
よ
う
な
日
本
側
の
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
理
解

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。﹁
松
野
発
言
﹂
後
、
韓
国
紙
は
﹁
歪
曲
﹂
の
内
容
も
報
道
し
た
が
、
日
本
の
関
係
閣
僚
や
政
治
家
の
発
言
に
見
ら

れ
る
日
本
の
歴
史
認
識
へ
の
批
判
を
強
め
、
韓
国
社
会
は
韓
国
政
府
に
、
日
本
に
対
し
て
具
体
的
な
行
動
を
起
こ
す
こ
と
を
期
待
し
て
い

た
。
し
か
し
、
日
本
と
の
経
済
協
力
・
借
款
問
題
を
抱
え
て
い
た
当
時
の
全
斗
煥
政
権
は
申
し
入
れ
こ
そ
行
っ
た
も
の
の
、
中
国
と
は

違
っ
て
正
式
な
抗
議
に
は
な
か
な
か
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
中
国
と
の
対
応
の
比
較
に
よ
り
本
件
に
関
す
る
韓
国
の
弱
腰
姿
勢
が
引
き

立
ち
、
結
果
的
に
﹁
韓
国
政
府
の
不
作
為
﹂
フ
レ
ー
ム
が
生
ま
れ
た
。
言
論
統
制
さ
れ
て
い
た
全
斗
煥
政
権
期
に
代
表
的
な
保
守
紙
で
あ
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る
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
が
政
府
に
物
申
す
社
説
を
掲
載
す
る
こ
と
は
極
め
て
異
例
で
あ
︶
61
︵
り
、
全
斗
煥
政
府
も
重
い
腰
を
上
げ
て
日
本
に
正
式
抗

議
を
行
っ
た
こ
と
で
、
歴
史
教
科
書
問
題
が
日
韓
間
で
初
め
て
正
式
な
外
交
紛
争
に
発
展
し
た
。
す
な
わ
ち
、
教
科
書
の
﹁
歪
曲
﹂
だ
け

で
な
く
、
日
本
側
か
ら
韓
国
の
国
家
の
正
統
性
を
脅
か
す
よ
う
な
﹁
妄
言
﹂
が
飛
び
出
す
よ
う
に
な
り
、
韓
国
社
会
は
政
府
が
具
体
的
な

行
動
に
出
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
一
方
で
、
韓
国
政
府
は
︵
中
国
と
は
違
っ
て
︶
な
か
な
か
動
き
出
さ
ず
、
結
果
的
に
韓
国
政
府
が
当

時
の
韓
国
社
会
の
価
値
観
を
受
け
入
れ
て
抗
議
に
動
く
こ
と
で
政
治
外
交
問
題
化
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
抗
議
と
前
後
し
て
、
日
本
に
歴
史
歪
曲
を
許
し
て
し
ま
っ
た
原
因
の
一
端
を
韓
国
自
身
に
も
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
が
歴
史

を
歪
曲
す
る
な
ら
ば
韓
国
も
自
身
の
歴
史
に
つ
い
て
熱
心
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
﹁
歴
史
重
点
化
﹂
フ
レ
ー
ム
も
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
し
て
鈴
木
善
行
首
相
の
記
者
会
見
が
あ
る
種
決
定
打
と
な
っ
て
﹁
中
国
重
視
、
韓
国
軽
視
の
日
本
﹂
フ
レ
ー
ム
が
台
頭
し
て
く
る
。

こ
の
フ
レ
ー
ム
の
台
頭
の
要
因
に
は
、
抗
議
後
対
応
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
日
本
政
府
の
姿
と
、
中
韓
で
対
応
に
差
を
つ
け
る
こ
と
を
ほ

の
め
か
す
鈴
木
首
相
の
発
言
が
あ
っ
た
。
韓
国
で
は
、
八
月
三
日
の
抗
議
後
、
日
本
政
府
の
対
応
が
、
韓
国
側
が
期
待
し
て
い
た
ほ
ど
迅

速
に
進
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
に
苛
立
ち
を
覚
え
始
め
て
い
た
。
ま
た
、
抗
議
前
に
お
い
て
も
中
韓
で
対
応
に
差
を
つ
け
ら
れ
た
経
験
が

あ
り
、
日
本
政
府
の
対
応
に
不
満
や
不
信
感
を
募
ら
せ
て
い
た
。
そ
の
上
で
鈴
木
首
相
の
発
言
内
容
か
ら
読
み
取
れ
る
中
国
重
視
の
姿
勢

に
韓
国
側
が
不
平
等
感
を
覚
え
、
韓
国
側
の
苛
立
ち
と
不
満
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
信
感
が
爆
発
し
、﹁
中
国
重
視
、
韓
国
軽
視
の
日

本
﹂
と
い
う
フ
レ
ー
ム
と
な
っ
て
表
出
し
、
台
頭
し
た
。
結
果
と
し
て
中
国
へ
の
対
応
と
韓
国
へ
の
対
応
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
歴
史
を

歪
曲
す
る
日
本
だ
け
で
な
く
、
冷
戦
下
で
あ
り
な
が
ら
も
、
共
産
国
家
で
あ
る
中
国
を
重
視
し
韓
国
を
軽
視
す
る
日
本
と
い
う
新
た
な
社

会
的
理
解
が
形
成
さ
れ
た
。

　
さ
ら
に
、﹁
宮
沢
談
話
﹂
や
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
に
つ
い
て
は
、﹁
是
正
措
置
が
示
さ
れ
な
い
よ
り
は
良
い
が
、
内
容
に
は
到
底
満
足
で

き
な
い
﹂
と
い
う
﹁
是
正
措
置
不
満
﹂
フ
レ
ー
ム
で
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ム
の
誕
生
の
要
因
に
は
、﹁
宮
沢
談
話
﹂
や
﹁
近
隣
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諸
国
条
項
﹂
と
い
っ
た
日
本
側
の
是
正
方
案
に
対
す
る
韓
国
民
の
不
満
や
不
信
感
が
あ
っ
た
。﹁
宮
沢
談
話
﹂
も
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
も

韓
国
か
ら
の
抗
議
後
、
よ
う
や
く
示
さ
れ
た
日
本
の
是
正
方
針
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
韓
国
民
が
当
初
期
待
し
て
い
た
日

本
の
教
科
書
記
述
に
お
け
る
歴
史
認
識
の
転
換
や
具
体
的
で
実
質
的
な
歪
曲
是
正
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
う
し
た
韓
国
民

の
不
満
や
日
本
側
の
一
連
の
対
応
か
ら
募
ら
せ
て
い
た
不
信
感
が
﹁
是
正
措
置
が
示
さ
れ
な
い
よ
り
は
良
い
が
、
内
容
に
は
到
底
満
足
で

き
な
い
﹂
と
い
う
言
説
で
表
出
し
た
。
そ
し
て
フ
レ
ー
ム
が
変
遷
し
て
い
く
中
で
も
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
登
場

し
︶
62
︵
た
。
結
果
的
に
﹁
歴
史
歪
曲
国
家
、
日
本
﹂
と
い
う
理
解
や
不
信
感
が
韓
国
社
会
に
浸
透
し
、
他
の
歴
史
問
題
・
政
治
問
題
に
お
い
て

﹁
日
本
の
歴
史
歪
曲
﹂
が
争
点
と
し
て
関
連
付
け
ら
れ
頻
繁
に
抽
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
以
上
が
韓
国
側
か
ら
見
た
分
析
で
あ
る
が
、
一
連
の
過
程
に
お
い
て
教
科
書
問
題
に
関
す
る
日
本
側
の
対
応
も
変
化
し
て
き
て
お
り
、

最
後
に
日
本
側
の
変
化
と
の
連
関
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
韓
国
で
は
八
二
年
の
教
科
書
問
題
以
来
、
日
本
の
教
科
書
に
示
さ
れ
る
歴
史

認
識
を
﹁
日
本
社
会
の
右
傾
化
﹂
の
証
左
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
当
時
の
日
本
社
会
で
起
き
て
い
た
の
は

右
傾
化
と
は
反
対
の
現
象
で
あ
っ
た
。
日
本
社
会
は
教
科
書
問
題
の
発
生
ま
で
﹁
久
保
田
発
言
﹂
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
日
本
側
が
示
す
歴

史
認
識
を
問
題
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
八
二
年
に
教
科
書
問
題
が
発
生
し
中
国
や
韓
国
か
ら
抗
議
を
受
け
る
と
、
教
科
書
に

示
さ
れ
た
歴
史
認
識
が
問
題
視
さ
れ
不
充
分
な
が
ら
も
﹁
宮
沢
談
話
﹂
や
﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
が
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
三
谷

は
日
本
に
お
け
る
﹁
過
去
の
反
省
フ
レ
ー
ム
﹂
の
登
場
を
指
摘
し
つ
つ
こ
の
よ
う
な
変
化
に
言
及
し
て
い
る
︶
63
︵
が
、
当
時
の
日
本
で
起
き
て

い
た
の
は
﹁
過
去
の
反
省
﹂
と
い
う
左
傾
化
の
動
き
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
中
韓
で
の
教
科
書
問
題
の
捉
え
方
︵
広
義
で
の
メ
デ
ィ
ア
・
フ

レ
ー
ム
︶
が
日
本
に
影
響
を
与
え
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
﹁
過
去
を
反
省
し
よ
う
﹂
と
い
う
言
説
を
台
頭
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
過

去
の
反
省
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
既
存
の
社
会
的
理
解
と
衝
突
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
。
衝
突
に
よ
り
日
本
側
で
﹁
過
去
の
反
省
は
不
要
﹂

と
す
る
声
も
大
き
く
な
り
、
韓
国
で
は
こ
れ
が
﹁
日
本
社
会
の
右
傾
化
﹂
と
捉
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
本
の
変
化
が
一
要
因
と
な
り
、

韓
国
で
は
日
本
側
の
主
張
や
歴
史
認
識
に
対
抗
す
る
文
脈
で
前
述
し
た
よ
う
な
﹁
歴
史
重
点
化
﹂
フ
レ
ー
ム
な
ど
が
誕
生
し
て
い
っ
た
。
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六
　
お
わ
り
に

　
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
一
九
八
二
年
の
歴
史
教
科
書
問
題
は
戦
後
日
韓
間
で
初
め
て
﹁
歴
史
認
識
﹂
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
深
刻
化

し
た
外
交
問
題
で
あ
っ
た
。
日
韓
教
科
書
問
題
の
原
因
は
日
本
側
の
歪
曲
記
述
や
歴
史
認
識
に
あ
り
、
解
決
の
た
め
に
は
歪
曲
記
述
の
是

正
や
歴
史
認
識
の
一
致
が
必
要
で
あ
る
と
見
る
傾
向
が
未
だ
に
強
い
。
し
か
し
本
論
文
を
通
じ
て
、
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
問

題
を
め
ぐ
っ
て
は
短
い
期
間
で
あ
り
な
が
ら
も
局
面
に
応
じ
て
目
ま
ぐ
る
し
い
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
変
化
や
誕
生
、
共
存
が
起
き
て

お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
う
し
た
世
論
や
韓
国
社
会
で
の
理
解
が
韓
国
政
府
の
対
日
外
交
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
韓
国
社
会
で
の
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
の
理
解
の
さ
れ
方
は
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
の
一
点
で
収
ま
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、

﹁
藤
村
発
言
﹂
や
﹁
松
野
発
言
﹂、﹁
鈴
木
発
言
﹂
の
後
に
展
開
さ
れ
た
韓
国
紙
の
報
道
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
同
問
題

に
お
い
て
韓
国
側
は
日
本
の
教
科
書
記
述
内
容
︵
韓
国
が
言
う
と
こ
ろ
の
歴
史
﹁
歪
曲
﹂
内
容
︶
そ
の
も
の
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
日
本
側
の

閣
僚
や
政
治
家
の
発
言
に
見
ら
れ
る
歴
史
認
識
も
重
要
視
し
て
い
た
。﹁
松
野
発
言
﹂
以
前
の
韓
国
に
お
け
る
教
科
書
問
題
の
報
道
状
況

を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
当
時
韓
国
側
が
日
本
の
教
科
書
検
定
制
度
や
教
科
書
記
述
内
容
に
つ
い
て
現
在
ほ
ど
多
く
の
情
報
を
有
し
、
深
く

検
討
し
て
い
た
と
は
考
え
難
く
、
教
科
書
検
定
や
記
述
内
容
に
お
け
る
歴
史
﹁
歪
曲
﹂
で
は
な
く
、﹁
藤
村
発
言
﹂
や
﹁
松
野
発
言
﹂
こ

そ
が
一
九
八
二
年
の
日
韓
歴
史
教
科
書
紛
争
の
起
源
だ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

︵
1
︶  

木
村
幹
﹃
日
韓
歴
史
認
識
問
題
と
は
何
か

―
歴
史
教
科
書
・﹁
慰
安
婦
﹂・
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
︶、
七
六
頁
。

︵
2
︶  

金
栄
鎬
﹃
日
韓
関
係
と
韓
国
の
対
日
行
動

―
国
家
の
正
統
性
と
社
会
の
﹁
記
憶
﹂﹄︵
彩
流
社
、
二
〇
〇
八
年
︶、
一
七
〇
頁
。

︵
3
︶  

木
村
幹
、
前
掲
書
、
七
六
頁
。
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︵
4
︶  

例
え
ば
、﹁
教
科
書
統
制
、
一
段
と
強
化
﹂﹃
毎
日
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
六
月
二
六
日
朝
刊
第
一
面
、﹁
高
校
教
科
書
厳
し
い
検
定
﹂﹃
読
売
新

聞
﹄
一
九
八
二
年
六
月
二
六
日
朝
刊
第
一
面
、﹁
高
校
・
小
学
校
の
教
科
書
検
定
終
わ
る

―
天
皇
・
自
衛
隊
な
ど
細
か
く
修
正
、
高
二
は
全
面

改
定
﹂﹃
日
本
経
済
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
六
月
二
六
日
朝
刊
第
二
三
面
な
ど
。

︵
5
︶  
日
本
語
訳
す
る
と
﹁
こ
の
教
訓
は
し
っ
か
り
と
覚
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
﹁
短
評
﹂
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

︵
6
︶  
木
村
幹
﹁
第
一
次
歴
史
教
科
書
紛
争
か
ら
﹃
克
日
﹄
運
動
へ
：
全
斗
煥
政
権
期
の
対
日
観
の
変
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂﹃
国
際
協
力
論
集
﹄

第
二
二
巻
一
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶、
二
～
五
頁
に
は
日
韓
教
科
書
問
題
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
非
常
に
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
本
論

文
で
は
、
木
村
の
整
理
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
本
論
文
の
方
法
論
と
テ
ー
マ
、
分
析
視
角
に
合
う
よ
う
に
筆
者
が
加
筆
・
修
正
を
加
え
再
構
成
し

た
。

︵
7
︶  

역
사
교
육
학
회
，﹁
특
집: 

2
0
1
1
년
도 

검
정
통
과 

일
본 

역
사
교
과
서
의 

문
제
점
﹂﹃
역
사
교
육
논
집
﹄
47
권
︵
2
0
1
1
년
︶﹇
歴
史

教
育
学
会
﹁
特
集
：
二
〇
一
一
年
度
検
定
通
過
日
本
教
科
書
の
問
題
点
﹂﹃
歴
史
教
育
論
集
﹄
四
七
巻
︵
二
〇
一
一
年
︶﹈
に
多
数
の
論
文
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。

︵
8
︶  

韓
國
教
育
開
發
院
が
編
纂
し
た
﹃
한
・
일 

역
사
교
과
서
내
용 

분
석
―
상
호
관
련
내
용
을 

중
심
으
로
﹄﹇﹃
韓
・
日
歴
史
教
科
書
分
析
―
相
互

関
連
内
容
を
中
心
に
﹄﹈︵
一
九
八
二
年
︶
や
﹃
일
본
게
계
사 

교
과
서
의 

서
술
경
향
분
석
﹄﹇﹃
日
本
の
世
界
史
の
教
科
書
の
叙
述
傾
向
分
析
﹄﹈

︵
一
九
八
四
年
︶
な
ど
。

︵
9
︶  

歴
史
教
育
研
究
会
編
﹃
日
本
と
韓
国
の
歴
史
教
科
書
を
読
む
視
点
：
先
史
時
代
か
ら
現
代
ま
で
の
日
韓
関
係
史
﹄︵
梨
の
木
舎
、
二
〇
〇
〇
年
︶。

︵
10
︶  

한
국
교
육
개
발
원
﹃
일
본 

사
회
과 

교
과
서
에 
나
타
난 

한
국 

관
련 

내
용 

변
화 

분
석
﹄︵
1
9
9
1
년
︶.

﹇
韓
国
教
育
開
発
院
﹃
日
本
の

社
会
科
教
科
書
に
現
れ
た
韓
国
関
連
内
容
の
変
化
分
析
﹄︵
一
九
九
一
年
︶。﹈

︵
11
︶  

권
오
현
﹁
일
본 

중
학
교 

사
회
과 

학
습
지
도
요
령
과 
후
소
샤
︵
扶
桑
社
︶
판 

공
민
교
과
서
의 

분
석
―
국
가
주
의
적 

교
육
의 

강
화
를 

중

심
으
로
―
﹂﹃
역
사
교
육
논
집
﹄
제
27
집
︵
2
0
0
1
년
︶，
1
―
44
페
이
지
﹇
權
五
鉉
﹁
日
本
中
学
校
社
会
科
学
習
指
導
要
領
と
扶
桑
社
版
公
民

教
科
書
の
分
析
―
国
家
主
義
的
教
育
の
強
化
を
中
心
に
―
﹂﹃
歴
史
教
育
論
集
﹄
第
二
七
集
︵
二
〇
〇
一
年
︶、
一
～
四
四
頁
﹈
や
김
영
수
﹁
한
국

과 

일
본 

중
학
교 

역
사
분
야 

교
육
과
정
과 

역
사 

교
과
서
의 

독
도 
관
련 

내
용 

비
교
―
2
0
1
4
년 

전
후 

한
일 

교
육
과
정
과 

교
과
서

를 

중
심
으
로
﹂﹃
독
도
연
구
﹄
제
19
호
，
3
1
9
―
3
4
6
페
이
지
﹇
金
ヨ
ン
ス
﹁
韓
国
と
日
本
の
中
学
校
歴
史
分
野
の
教
育
課
程
と
歴
史
教
科

書
の
独
島
関
連
内
容
の
比
較
―
二
〇
一
四
年
前
後
の
韓
日
教
育
課
程
と
教
科
書
を
中
心
に
﹂﹃
独
島
研
究
﹄
第
一
九
号
、
三
一
九
～
三
四
六
頁
﹈

な
ど
。
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︵
12
︶  

堀
内
孜
﹁
教
科
書
制
度
と
教
科
書
問
題
﹂﹃
教
育
研
究
所
紀
要
﹄
第
一
一
号
︵
二
〇
〇
二
年
︶、
三
～
一
〇
頁
。

︵
13
︶  

教
科
書
検
定
訴
訟
を
支
援
す
る
全
国
連
絡
会
編
﹃
教
科
書
検
定
の
違
憲
性
﹄︵
ロ
ン
グ
出
版
、
一
九
九
四
年
︶。

︵
14
︶  

李
宣
定
﹁
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
に
関
す
る
政
治
的
考
察
：
宮
沢
談
話
と
近
隣
諸
国
条
項
を
中
心
に
﹂﹃
日
韓
相
互
認
識
﹄
第
四
号
︵
二

〇
一
一
年
︶、
二
〇
～
五
九
頁
。

︵
15
︶  
本
論
文
で
直
接
言
及
し
て
い
る
政
治
過
程
や
メ
デ
ィ
ア
言
説
を
分
析
し
た
研
究
の
他
に
、
問
題
発
生
直
後
の
一
九
八
三
年
に
田
中
正
俊
が
韓
国

語
で
論
文
を
翻
訳
発
表
し
て
い
る
。
内
容
は
教
科
書
問
題
が
発
生
し
た
と
き
に
示
さ
れ
た
日
本
政
府
の
歴
史
認
識
や
文
部
省
の
検
定
に
対
す
る
見

解
を
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
田
中
正
俊
﹁
평
론
：
침
략
으
로
부
터 

진
출
로
―
일
본 

역
사
교
과
서
의 

검
정
젼
해
를 

비
판
함
﹂︵
박
원
호 

번

역
︶
고
려
대
학
교 
역
사
연
구
소
﹃
사
총
﹄
제
27
집
︵
1
9
8
3
년
︶，1
8
5
―
1
8
8
페
이
지
．﹇
田
中
正
俊
﹁
評
論
：
侵
略
か
ら
進
出
へ

―

日
本
歴
史
教
科
書
の
検
定
見
解
を
批
判
す
る
﹂︵
朴
元
熇
訳
︶
高
麗
大
学
歴
史
研
究
所
﹃
史
叢
﹄
第
二
七
集
︵
一
九
八
三
年
︶、
一
八
五
～
一
八
八

頁
。﹈

︵
16
︶  

代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
三
谷
文
栄
﹁
歴
史
教
科
書
紛
争
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
分
析
﹂
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

学
会
・
二
〇
一
二
年
春
季
研
究
発
表
会
・
研
究
発
表
論
文
︵
二
〇
一
二
年
︶︿http://m

ass-ronbun.up.seesaa.net/im
age/2012Spring_B2_

M
itani.pdf

﹀︵
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
七
年
三
月
二
二
日
︶。
木
村
幹
﹁
第
一
次
歴
史
教
科
書
紛
争
か
ら
﹃
克
日
﹄
運
動
へ
：
全
斗
煥
政
権
期
の
対

日
観
の
変
化
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂﹃
国
際
協
力
論
集
﹄
第
二
二
巻
一
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶、
一
～
二
七
頁
も
含
め
て
詳
細
は
後
述
す
る
。

︵
17
︶  

﹃
朝
鮮
日
報
﹄
は
当
時
も
現
在
も
韓
国
で
大
き
な
シ
ェ
ア
を
誇
る
新
聞
で
あ
り
、
こ
の
新
聞
に
注
目
す
る
こ
と
自
体
は
間
違
い
と
は
言
え
な
い

だ
ろ
う
。

︵
18
︶  

김
동
윤
，
오
명
원
﹁
한
일 

언
론
과 

일
본
군
위
안
부
―
보
도
양
상 

및 

미
디
어 

프
레
임 

분
석
―
﹂﹃
일
본
근
대
학
연
구
﹄
제
50
집
︵
2
0
1
5

년
︶，
1
4
1
―
1
6
8
페
이
지
﹇
金
ド
ン
ユ
ン
・
呉
ミ
ョ
ン
ウ
ォ
ン
﹁
韓
日
言
論
と
日
本
軍
慰
安
婦
―
報
道
様
相
お
よ
び
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー

ム
分
析
―
﹂﹃
日
本
近
代
学
研
究
﹄
第
五
〇
集
︵
二
〇
一
五
年
︶、
一
四
一
～
一
六
八
頁
﹈
な
ど
。
た
だ
し
二
〇
一
一
年
に
﹁
韓
国
政
府
の
慰
安
婦

問
題
に
関
す
る
従
来
ま
で
の
対
応
は
違
憲
﹂
と
の
判
決
が
憲
法
裁
判
所
か
ら
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
二
〇
一
一
年
以
降
は
韓
国
に
お
い
て
慰

安
婦
問
題
に
関
す
る
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
を
用
い
た
分
析
が
増
加
傾
向
に
あ
る
。

︵
19
︶  

田
中
明
﹃
ソ
ウ
ル
実
感
録
﹄︵
北
洋
選
書
、
一
九
七
九
年
︶、
一
三
〇
頁
。

︵
20
︶  

例
え
ば
、﹁′
경
제
동
물
＇
의 

본
능
을 

되
찾
는 

일
본
﹂﹇﹁﹃
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
﹄
の
本
能
を
取
り
戻
す
日
本
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
二
〇

一
三
年
三
月
一
二
日
朝
刊
第
三
一
面
や
﹁′
경
제
적 

동
물 

일
본
＇，
워
싱
턴
에
서 
부
활
하
다
﹂﹇﹁﹃
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
日
本
、
ワ
シ
ン
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ト
ン
で
復
活
﹄﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
二
〇
一
五
年
五
月
五
日
朝
刊
第
二
七
面
で
は
③
の
特
徴
が
良
く
現
れ
て
い
る
。
ま
た
﹁
한
반
도 

재
침
략 

부
르

는
′
한
＇
―
일 

군
사
협
정
﹂﹇
朝
鮮
半
島
の
再
侵
略
を
招
く
﹃
韓
日
軍
事
協
定
﹄﹈﹃
ハ
ン
ギ
ョ
レ
﹄
二
〇
一
六
年
一
一
月
二
四
日
朝
刊
第
二
七
面

で
は
④
の
特
徴
が
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。

︵
21
︶  
一
九
八
五
年
四
月
一
日
の
記
事
で
﹃
東
亜
日
報
﹄
が
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
を
親
日
新
聞
で
あ
る
と
批
判
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
詳
細
は
、
金
珉

庭
﹃
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

―
全
斗
漢
政
権
下
に
お
け
る
Ｋ
Ｏ
Ｂ
Ａ
Ｃ
Ｏ
の
誕
生
と
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
証
的
研

究
﹄︵
星
雲
社
、
二
〇
〇
九
年
︶、
一
四
三
～
一
四
六
頁
。

︵
22
︶  

金
栄
鎬
﹃
日
韓
関
係
と
韓
国
の
対
日
行
動

―
国
家
の
正
統
性
と
社
会
の
﹁
記
憶
﹂﹄︵
彩
流
社
、
二
〇
〇
八
年
︶、
八
四
～
八
八
頁
、
九
三
～

九
九
頁
。

︵
23
︶  

金
栄
鎬
、
前
掲
書
、
一
六
七
頁
。

︵
24
︶  Todd G

itlin, The W
hole W

orld is W
atching: M

ass M
edias in M

aking &
 U
nm
aking of the N

ew Left 

︵Berkeley: U
niversity of 

California Press, 1980
︶, p. 7.

︵
25
︶  Robert M

. Entm
an, 

“Fraim
ing: Tow

ard Clarification of Fractured Paradigm
,

” Journal of Com
m
unication, 43 

︵4

︶, 1993,  
p. 52.

︵
26
︶  

小
池
隆
太
﹁
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
の
構
造
に
つ
い
て
﹂﹃
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
﹄
第
四
八
号
︵
二
〇
一
二
年
︶、
六
三
頁
。

︵
27
︶  

﹁
統
合
的
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
・
プ
ロ
セ
ス
・
モ
デ
ル
﹂
の
解
釈
に
基
づ
く
。
烏
谷
昌
幸
﹁
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
と
メ
デ
ィ
ア
の
権
力
﹂﹃
メ
デ
ィ

ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
：
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
紀
要
﹄
第
六
四
号
︵
二
〇
一
四
年
三
月
︶、
七
頁
。

︵
28
︶  

蒲
島
郁
夫
・
竹
下
俊
郎
・
芹
川
洋
一
﹃
メ
デ
ィ
ア
と
政
治
﹄
改
訂
版
︵
有
斐
閣
ア
ル
マ
、
二
〇
一
〇
年
︶、
一
二
八
頁
。

︵
29
︶  

烏
谷
昌
幸
﹁
メ
デ
ィ
ア
・
フ
レ
ー
ム
論
の
批
判
的
再
検
討

―
﹃
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
社
会
的
意
味
﹄
研
究
の
た
め
の
一
考
察
﹂﹃
法
学
研

究
﹄
第
八
九
巻
第
五
号
︵
二
〇
一
六
年
五
月
︶、
五
～
六
頁
。

︵
30
︶  W
illiam

 A
. G
am
son, and A

ndre M
odigliani, 

“Media D
iscourse and Public O

pinion on N
uclear Pow

er. A
 Constructionist  

Approach,

” Am
erican Journal of Socilogy, 95 ︵1

︶, pp. 1 -37.

︵
31
︶  

烏
谷
、
前
掲
論
文
、﹃
法
学
研
究
﹄
第
八
九
巻
第
五
号
︵
二
〇
一
六
年
五
月
︶、
一
三
頁
。

︵
32
︶  

三
谷
文
栄
﹁
日
韓
国
交
正
常
化
交
渉
を
め
ぐ
る
メ
デ
ィ
ア
言
説
の
変
遷
：
政
治
的
正
当
化
フ
レ
ー
ム
分
析
の
観
点
か
ら
﹂﹃
法
学
政
治
学
論

究
﹄
第
九
一
号
︵
二
〇
一
一
年
一
二
月
︶、
八
六
頁
。
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︵
33
︶  

三
谷
、
同
上
論
文
、﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄
第
九
一
号
︵
二
〇
一
一
年
一
二
月
︶、
八
六
頁
。

︵
34
︶  

三
谷
文
栄
は
﹃
朝
日
新
聞
﹄
と
﹃
読
売
新
聞
﹄
の
社
説
を
使
い
な
が
ら
日
本
の
報
道
の
フ
レ
ー
ム
を
分
析
し
、
当
時
の
日
本
で
﹁
過
去
の
反

省
﹂
フ
レ
ー
ム
が
誕
生
し
、﹁
国
内
問
題
﹂
と
し
て
始
ま
っ
た
教
科
書
問
題
が
﹁
外
交
問
題
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
言
及

し
て
い
る
。
三
谷
、
前
掲
論
文
︿http://m

ass-ronbun.up.seesaa.net/im
age/2012Spring_B2_M

itani.pdf

﹀︵
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
七
年
三

月
二
二
日
︶。

︵
35
︶  
三
谷
、
前
掲
論
文
、﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄
第
九
一
号
︵
二
〇
一
一
年
一
二
月
︶、
八
一
～
一
一
三
頁
。
三
谷
文
栄
﹁
日
本
の
対
外
政
策
決
定
過

程
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
の
役
割

―
二
〇
〇
七
年
慰
安
婦
問
題
を
事
例
と
し
て
﹂﹃
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
﹄
第
七
七
号
︵
二
〇
一

〇
年
︶、
二
〇
五
～
二
二
四
頁
。

︵
36
︶  

木
村
幹
は
、
当
時
の
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
︵
主
に
﹃
朝
鮮
日
報
﹄︶
を
分
析
し
、
そ
の
よ
う
な
記
事
を
書
く
に
至
っ
た
理
由
を
記
者
に
直
接

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
で
、
一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
を
通
じ
た
韓
国
社
会
の
対
日
観
が
ど
の
よ
う
に
﹁
克
日
﹂
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
っ

た
の
か
を
解
説
し
て
い
る
。
木
村
の
研
究
は
教
科
書
問
題
に
お
け
る
韓
国
の
メ
デ
ィ
ア
言
説
を
分
析
し
た
数
少
な
い
研
究
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。

木
村
、
前
掲
論
文
﹃
国
際
協
力
論
集
﹄
第
二
二
巻
一
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶、
一
～
二
七
頁
。

︵
37
︶  

﹁
近
隣
諸
国
条
項
﹂
の
発
表
は
一
一
月
二
四
日
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
反
応
を
見
る
た
め
分
析
期
間
の
設
定
に
お
い
て
は
一
九
八
二
年
い
っ
ぱ

い
ま
で
と
し
た
。

︵
38
︶  

一
九
八
二
年
の
教
科
書
問
題
に
つ
い
て
は
そ
の
萌
芽
と
展
開
が
比
較
的
明
確
で
あ
る
た
め
、
分
析
に
お
け
る
期
間
の
区
分
に
つ
い
て
も
一
定
の

傾
向
が
見
出
せ
る
。
問
題
の
発
生
を
六
月
二
六
日
の
﹁
誤
報
﹂、
収
束
を
宮
沢
談
話
、
あ
る
い
は
近
隣
諸
国
条
項
の
発
表
と
見
な
す
点
に
つ
い
て

は
い
か
な
る
先
行
研
究
に
お
い
て
も
殆
ど
異
論
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
に
お
い
て
も
四
㈡
の
期
間
を
﹁︵
問
題
︶
発
生
期
﹂、
㈢
を
﹁
展
開

期
﹂、
㈣
を
﹁
収
束
期
﹂
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
議
論
が
分
か
れ
る
の
は
教
科
書
問
題
の
﹁
展
開
期
﹂
に
お
け
る
区
分
で
あ
る
が
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
教
科
書
問
題
が
国
内
問
題
か
ら
国
際
問
題
に
発
展
し
た
契
機
を
ど
こ
と
見
な
す
の
か
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、

対
象
国
を
限
定
せ
ず
教
科
書
問
題
全
般
に
つ
い
て
分
析
す
る
場
合
や
中
国
と
の
関
係
を
よ
り
重
視
し
て
分
析
す
る
場
合
に
は
、
七
月
二
〇
日
の

﹃
人
民
日
報
﹄
の
報
道
を
起
点
に
区
分
す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
起
点
と
し
た
研
究
と
し
て
は
、
李
宣
定
、
前
掲
論
文
﹃
日
韓
相

互
認
識
﹄
第
四
号
︵
二
〇
一
一
年
︶、
二
〇
～
五
九
頁
や
木
村
幹
﹃
日
韓
歴
史
認
識
問
題
と
は
何
か

―
歴
史
教
科
書
・﹁
慰
安
婦
﹂・
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
四
年
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
方
で
韓
国
と
の
関
係
を
よ
り
重
視
し
て
分
析
す
る
場
合
に
は
、
本
稿
と

同
様
に
七
月
二
三
日
の
松
野
発
言
を
起
点
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
谷
、
前
掲
論
文
︿http://m

ass-ronbun.
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up.seesaa.net/im
age/2012Spring_B2_M

itani.pdf

﹀︵
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
七
年
三
月
二
二
日
︶
や
木
村
、
前
掲
論
文
﹃
国
際
協
力
論
集
﹄

第
二
二
巻
一
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶、
一
～
二
七
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

︵
39
︶  

﹃
京
郷
新
聞
﹄
が
正
式
に
革
新
的
︵
中
道
左
派
的
︶
に
な
る
の
は
一
九
九
〇
年
代
末
で
あ
っ
た
が
、
不
正
選
挙
を
糾
弾
す
る
記
事
を
載
せ
た
こ

と
で
李
承
晩
政
権
期
に
一
時
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
が
あ
る
︵
余
滴
事
件
︶。
ま
た
、
朴
正
熙
政
権
期
に
も
政
権
に
批
判
的
な
記
事
を
掲
載

し
て
社
長
が
拘
束
さ
れ
る
な
ど
、
野
党
性
向
と
反
独
裁
路
線
を
軸
に
民
主
化
以
前
か
ら
政
権
に
挑
戦
的
な
態
度
を
と
っ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
。

︵
40
︶  
日
本
各
紙
の
﹁
誤
報
﹂
以
前
の
期
間
な
ど
、
本
稿
で
分
け
た
期
間
に
お
い
て
社
説
は
も
と
よ
り
教
科
書
問
題
関
連
の
記
事
そ
の
も
の
が
著
し
く

少
な
い
期
間
が
あ
り
、
そ
う
し
た
期
間
の
分
析
に
お
い
て
は
社
説
以
外
の
記
事
も
用
い
て
い
る
。

︵
41
︶  

本
論
文
に
お
け
る
各
紙
の
引
用
に
つ
い
て
は
、﹃
朝
鮮
日
報
﹄
は
朝
鮮
日
報
ア
ー
カ
イ
ブ
︿http://srchdb1.chosun.com

/pdf/i_archive/

﹀

︵
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日
︶、﹃
東
亜
日
報
﹄
と
﹃
京
郷
新
聞
﹄
はBIG

 KIN
D
S

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︿http://w

w
w.bigkinds.or.kr/

search/totalSearchM
ain.do

﹀︵
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
七
年
一
月
二
〇
日
︶
な
ど
の
検
索
に
依
拠
し
て
い
る
。

︵
42
︶  

今
回
の
分
析
対
象
期
間
に
お
い
て
同
様
の
検
索
を
行
う
と
、
一
九
八
二
年
六
月
二
六
日
～
七
月
二
二
日
で
五
件
、
七
月
二
三
日
～
八
月
二
六
日

で
一
八
〇
件
、
八
月
二
七
日
～
一
二
月
三
一
日
で
六
七
件
の
記
事
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。

︵
43
︶  

本
論
文
で
は
直
接
引
用
し
て
い
な
い
が
、﹁
일
본 

개
정
교
과
서
에
﹃
한
국
통
치
﹄
합
리
화
．
일
어
．
신
사
참
배 

강
요
를
﹃
장
려
﹄
로 

문
교
성

서 

필
자
의 

원
문
을
〝
改
惡
〟﹂﹇﹁
日
本
改
訂
教
科
書
に
﹃
韓
国
統
治
﹄
合
理
化
。
日
語
・
神
社
参
拝
強
要
を
﹃
奨
励
﹄
に
文
部
省
筆
者
の
原
文

を
〝
改
悪
〞﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
一
年
九
月
二
四
日
朝
刊
第
一
面
や
﹁︿
특
파
원
수
첩
﹀
일
본 

새
세
대
에
도
﹁
식
민
한
국
﹂
교
육
．
일
본 

교

과
서
에 

왜
곡
된 

한
일
관
계
사
﹂﹇﹁︿
特
派
員
手
帳
﹀
日
本
新
世
代
に
も
﹃
植
民
韓
国
﹄﹂
教
育
。
日
本
教
科
書
に
歪
曲
さ
れ
た
韓
日
関
係
史
﹂﹈

﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
一
年
九
月
二
五
日
朝
刊
第
二
面
な
ど
。

︵
44
︶  

木
村
、
前
掲
論
文
﹃
国
際
協
力
論
集
﹄
第
二
二
巻
一
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶、
一
三
頁
。

︵
45
︶  

例
え
ば
、﹁
일 

교
과
서
의
﹃
한
국
왜
곡
﹄﹂﹇﹁
日
本
の
教
科
書
の
歴
史
歪
曲
﹂﹈﹃
東
亜
日
報
﹄
一
九
八
一
年
九
月
三
〇
日
朝
刊
第
九
面
や
﹁
일

본 

교
과
서 

왜
곡
된
﹃
한
국
﹄﹂﹇﹁
日
本
の
教
科
書
、
歪
曲
さ
れ
た
﹃
韓
国
﹄﹂﹈﹃
東
亜
日
報
﹄
一
九
八
一
年
一
一
月
三
〇
日
朝
刊
第
六
～
七
面
な

ど
。
こ
こ
で
﹃
東
亜
日
報
﹄
と
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
が
時
期
を
前
後
し
て
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
つ
い
て
報
じ
て
い
る
の
は
両
新
聞
社
の
ラ
イ
バ
ル
関

係
も
関
係
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

︵
46
︶  

韓
国
語
の
﹁
歪
曲
﹂
に
は
﹁
事
実
と
異
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
意
味
の
他
に
、﹁
正
し
く
な
い
﹂・﹁
あ
る
べ
き
姿
で
は
な
い
﹂
と
い
っ
た
意
味

が
含
ま
れ
て
お
り
、
日
本
語
の
﹁
歪
曲
﹂
と
の
意
味
の
違
い
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
論
文
は
、
広
義
に
は
﹁
日
本
の
歴
史
教
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科
書
が
韓
国
人
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
歴
史
観
で
語
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
内
容
も
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
に
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に

展
開
し
て
い
る
。

︵
47
︶  

木
村
、
前
掲
論
文
﹃
国
際
協
力
論
集
﹄
第
二
二
巻
一
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶、
一
三
頁
。

︵
48
︶  
注
釈
︵
2
︶
で
挙
げ
た
毎
日
・
読
売
・
日
経
の
三
紙
は
﹁
侵
略
﹂
か
ら
﹁
進
出
﹂
と
い
う
方
向
性
で
の
報
道
を
し
て
い
る
が
、﹃
朝
日
新
聞
﹄

は
﹁
と
く
に
﹃
侵
略
﹄
に
か
ら
ん
で
は
﹃
進
攻
﹄
と
い
い
換
え
る
ほ
か
﹂
と
報
じ
て
お
り
、
日
本
の
新
聞
に
お
い
て
も
報
道
ぶ
り
に
微
妙
な
差
異

が
見
ら
れ
る
。﹁
教
科
書
さ
ら
に
﹃
戦
前
﹄
復
権
へ
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
六
月
二
六
日
朝
刊
第
一
面
。

︵
49
︶  

﹁
일 
교
과
서 

검
정 

강
화 

침
략
용
어 

모
두 

삭
제
﹂﹇﹁
日
本
教
科
書
検
定
強
化
、
侵
略
用
語
す
べ
て
削
除
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
六

月
二
七
日
第
一
〇
面
。

︵
50
︶  

以
降
で
述
べ
る
家
永
裁
判
に
関
す
る
一
連
の
訴
訟
・
運
動
の
流
れ
の
詳
細
は
、
徳
武
敏
夫
﹃
家
永
裁
判
運
動
小
史
﹄︵
新
日
本
出
版
社
、
一
九

九
二
年
︶
に
よ
る
。

︵
51
︶  

﹁
文
部
省
検
定
行
政
に
自
信
﹂﹃
毎
日
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
四
月
九
日
朝
刊
第
二
面
。

︵
52
︶  

﹁
内
政
干
渉
に
な
る
場
合
も
　
松
野
国
土
庁
長
官
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
七
月
二
四
日
朝
刊
第
三
面
。

︵
53
︶  

﹁﹃
教
科
書
検
定
は
内
政
問
題
﹄
文
相
、
中
韓
に
反
発
﹂﹃
朝
日
新
聞
﹄
一
九
八
二
年
七
月
二
四
日
朝
刊
第
三
面
。

︵
54
︶  

﹁
일
제
치
하 

한
국
인
은 

일
국
적 

44
년
이
전 

징
용 

강
제 

아
니
다
﹂﹇﹁
日
帝
治
下
の
韓
国
人
は
日
本
国
籍
、
四
四
年
以
前
の
徴
用
は
強
制
で

は
な
い
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
七
月
二
三
日
朝
刊
第
一
面
。

︵
55
︶  

李
宣
正
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
中
国
は
修
正
す
る
部
分
と
し
て
具
体
的
に
四
箇
所
を
取
り
上
げ
て
日
本
側
に
提
示
し
た
が
、
韓
国
で
は
教
科
書
の

是
正
を
日
本
政
府
の
判
断
に
委
ね
た
た
め
、
具
体
的
な
是
正
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
か
っ
た
。
ま
た
李
は
こ
の
背
景
に
つ
い
て
﹁
日
韓
間
に
お
い

て
は
、
こ
の
件
が
深
刻
な
外
交
問
題
に
な
る
前
か
ら
認
識
さ
れ
て
お
り
、
両
国
は
問
題
の
自
主
的
な
解
決
で
意
見
が
一
致
し
て
い
た
﹂
と
主
張
し

て
い
る
。
李
宣
定
、
前
掲
論
文
﹃
日
韓
相
互
認
識
﹄
第
四
号
︵
二
〇
一
一
年
︶、
三
二
～
三
三
頁
。

︵
56
︶  

ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
Ｄ
・
チ
ャ
﹃
米
日
韓
反
目
を
超
え
た
提
携
﹄︵
船
橋
洋
一
監
訳
／
倉
田
秀
也
訳
︶︵
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
︶、
一
八
六
頁
。

︵
57
︶  

金
栄
鎬
、
前
掲
書
、
一
五
六
～
一
五
七
頁
。

︵
58
︶  

当
時
の
検
定
で
問
題
と
な
っ
た
教
科
書
記
述
は
満
州
事
変
や
日
中
戦
争
に
関
わ
る
部
分
が
主
流
で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
本
の
歴
史
教
科
書
に
お

い
て
韓
国
の
植
民
地
支
配
と
関
わ
る
記
述
は
総
じ
て
少
な
く
、
中
国
と
比
べ
て
是
正
点
を
見
出
し
難
か
っ
た
。

︵
59
︶  

﹁﹃
교
과
서 

항
의
﹄
이
틀
만
에 

중
공
에 

사
과
한 

일
본
，
한
국
엔 

왜 

차
별
하
나
﹂﹇﹁
教
科
書
抗
議
僅
か
二
日
で
中
共
に
謝
罪
し
た
日
本
、
韓



一九八二年の日韓歴史教科書問題の萌芽と展開

103

国
に
は
な
ぜ
差
別
を
す
る
の
か
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
七
月
三
〇
日
朝
刊
第
三
面
。

︵
60
︶  

例
え
ば
﹃
朝
鮮
日
報
﹄
は
八
月
一
〇
日
に
﹁
日
本
の
鈴
木
首
相
が
、
教
科
書
問
題
が
九
月
の
彼
の
中
共
訪
問
前
ま
で
に
は
妥
結
す
る
で
あ
ろ
う

と
い
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
た
﹂
と
報
じ
て
い
る
。﹁
일
본
은 

이
성
적 

결
단
을
―
자
국
내
의 

양
식
의 

목
소
리 

경
청
해
야
―
﹂﹇﹁
日
本
は
理
性

的
決
断
を
―
自
国
内
の
良
識
の
声
傾
聴
し
な
け
れ
ば
―
﹂﹈﹃
朝
鮮
日
報
﹄
一
九
八
二
年
八
月
一
〇
日
朝
刊
第
二
面
。

︵
61
︶  
木
村
、
前
掲
論
文
﹃
国
際
協
力
論
集
﹄
第
二
二
巻
一
号
︵
二
〇
一
四
年
七
月
︶、
一
七
頁
。

︵
62
︶  
中
長
期
的
に
見
て
も
﹁
歴
史
歪
曲
﹂
フ
レ
ー
ム
の
影
響
・
効
果
は
非
常
に
大
き
く
、
日
本
と
の
間
で
新
た
な
歴
史
認
識
問
題
が
生
じ
る
た
び
に

同
フ
レ
ー
ム
が
多
用
さ
れ
た
他
、﹁
日
本
が
歴
史
を
歪
曲
し
て
い
る
﹂
と
い
う
理
解
は
現
在
に
お
い
て
も
韓
国
人
が
日
本
と
の
問
題
を
考
え
る
上

で
の
言
わ
ば
﹁
大
前
提
﹂
と
な
っ
て
い
る
。

︵
63
︶  

三
谷
、
前
掲
論
文
︿http://m

ass-ronbun.up.seesaa.net/im
age/2012Spring_B2_M

itani.pdf

﹀︵
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
七
年
三
月
二
二

日
︶。

田
中
　
雄
一
朗
︵
た
な
か
　
ゆ
う
い
ち
ろ
う
︶

所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
　
　
　
　
　
韓
国
国
際
交
流
財
団
奨
学
生

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

所
属
学
会
　
　
現
代
韓
国
朝
鮮
学
会

　
　
　
　
　
　
ア
ジ
ア
政
経
学
会

専
攻
領
域
　
　
日
韓
関
係
・
南
北
関
係
・
韓
国
政
治
経
済

主
要
著
作
　
　 ﹁
南
北
交
易
に
お
け
る
現
代
グ
ル
ー
プ
の
対
北
朝
鮮
事
業
﹂︵
経
済
学
修
士
論
文
、
二

〇
一
二
年
三
月
提
出
︶

　
　
　
　
　
　 ﹁
南
北
経
済
協
力
の
政
治
的
意
義

―
開
城
工
業
団
地
を
事
例
と
し
て
﹂︵
法
学
修
士

論
文
、
二
〇
一
四
年
三
月
提
出
︶


