
WiLL-2008年10月号 ● 96 

上
坂
　
竹
島
に
つ
い
て
学
習
指
導
要
領
の

解
説
書
に「
北
方
領
土
と
同
様
に
我
国
の
領

土
・
領
域
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
さ
せ
る
」

と
い
う
表
現
が
書
か
れ
た
と
い
っ
て
、
韓

国
が
火
が
つ
い
た
よ
う
に
怒
り
ま
し
た
。

駐
日
大
使
を
呼
び
戻
す
や
ら
、
首
相
を
竹

島
に
上
陸
さ
せ
る
や
ら
大
騒
ぎ
に
な
っ

た
。
竹
島
に
関
し
て
は
両
国
間
に
密
約
が

あ
っ
た
そ
う
で
、
密
約
に
つ
い
て
あ
な
た

詳
し
い
ん
で
し
ょ
。
と
も
か
く
密
約
は
後

回
し
に
し
て
、本
筋
か
ら
話
し
ま
し
ょ
う
。

　
そ
も
そ
も
日
韓
間
の
領
土
の
取
り
決
め

の
土
台
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約

で
す
ね
。

田
中
　
そ
う
で
す
。

上
坂
　
講
和
条
約
に
は
韓
国
側
に
属
す
る

も
の
と
し
て
三
つ
の
島
の
名
が
出
て
く

る
。
す
な
わ
ち「
済
州
島
、
巨
文
島
及
び
鬱う

つ

陵り
よ
う

島と
う

」で
す
。
竹
島
の「
た
」の
字
も
あ
り

ま
せ
ん
ね
。

田
中
　
実
際
は
、
条
約
の
草
案
内
容
を
見

た
韓
国
側
は
あ
の
時
、
独
島
（
竹
島
の
韓

国
名
）
も
加
え
て
欲
し
い
と
ア
メ
リ
カ
に

申
し
出
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し「
竹
島
が

朝
鮮
の
一
部
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
こ
と

は
決
し
て
な
く
…
…
」と
一
蹴
さ
れ
て
い
ま

す
。

上
坂
　
そ
こ
ま
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
の

な
ら
問
題
は
な
い
は
ず
な
の
に
、
そ
こ
に

臆
面
も
な
く
出
て
き
た
の
が
李
承
晩
ラ
イ

ン
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
漁
業
権
の
た
め
の

ラ
イ
ン
を
決
め
た
の
を
、
国
境
み
た
い
に

仕
立
て
上
げ
ち
ゃ
っ
た
。

田
中
　
一
九
五
一
年
に
講
和
条
約
が
締
結

さ
れ
、
一
九
五
二
年
四
月
二
十
八
日
か
ら

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
が
、
李

承
晩
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
た
の
は
条
約
実
施

の
三
カ
月
前
に
あ
た
る
一
九
五
二
年
一
月

で
す
。
当
時
の
李
承
晩
大
統
領
の「
海
洋
主

国
家
の
成
立
要
素
は

領
土
、主
権
、国
民
で
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
総
力
特
集
　
領
土
を
守
る
闘
い
！

上
坂
冬
子

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

田
中　

茂

日
韓
協
力
委
員
会
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事
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・
佐
藤
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緊
急
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権
宣
言
」に
よ
っ
て
国
際
法
に
反
し
て
勝
手

に
竹
島
を
取
り
込
ん
だ
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

ラ
イ
ン
は
講
和
条
約
発
効
ま
で
の
暫
定
的

ラ
イ
ン
に
す
ぎ
ず
、
竹
島
が
日
本
領
に
属

す
と
い
う
講
和
条
約
の
草
案
を
見
て
、
そ

の
発
効
前
に
宣
言
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

一
九
五
〇
年
六
月
か
ら
朝
鮮
戦
争
（
〜
一

九
五
三
年
七
月
）
が
勃
発
し
て
い
ま
す
か

ら
、
そ
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

上
坂
　
勝
手
も
い
い
と
こ
ろ
よ
。
そ
の
あ

た
り
の
や
り
方
は
北
方
領
土
問
題
の
ロ
シ

ア
と
そ
っ
く
り
。
ロ
シ
ア
も
マ
ッ
カ
ー
サ

ー
ラ
イ
ン
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
今
日
ま
で

国
境
線
み
た
い
に
主
張
し
て
ま
す
。
二
年

前
に
は
そ
の
ラ
イ
ン
を
越
え
た
と
い
っ
て

日
本
の
漁
師
が
撃
ち
殺
さ
れ
ま
し
た
。

編
集
部
　
李
承
晩
時
代
の
韓
国
は
日
本
漁

船
を
ど
ん
ど
ん
拿
捕
し
て
い
ま
し
た
よ
ね
。

田
中
　
死
者
も
五
人
で
て
い
ま
す
し
、
船

も
多
数
が
未
帰
還
で
す
。
し
か
し
日
本
と

し
て
は
憲
法
第
九
条
が
あ
る
の
で
、
こ
ち

ら
か
ら
は
実
力
行
使
が
で
き
な
い
。

上
坂
　
九
条
を
厳
密
に
守
る
と
こ
う
な

る
、
と
い
う
い
い
例
で
す
ね
。

田
中
　
そ
こ
で
国
際
司
法
裁
判
所
に
提
訴

す
る
、
と
一
九
五
四
年
九
月
十
五
日
付
け

で
韓
国
側
に
口
上
書
を
提
出
し
た
。

上
坂
　
で
も
、
国
際
司
法
裁
判
所
は
両
国

が
承
認
し
な
い
と
提
訴
で
き
な
い
ん
で
し

ょ
。

田
中
　
そ
う
で
す
。
い
ま
で
も
韓
国
側
が

応
じ
て
い
な
い
の
で
、
争
う
こ
と
が
出
来

な
い
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

上
坂
　
韓
国
側
は
そ
の
年
の
十
月
に
い
け

し
ゃ
あ
し
ゃ
あ
と
竹
島
に
軍
隊
を
置
い
て

い
る
の
よ
。
漁
民
が
殺
さ
れ
て
も
相
手
国
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が
応
じ
な
け
れ
ば
訴
え
ら
れ
な
い
な
ん

て
、
国
際
司
法
裁
判
所
っ
て
役
に
立
た
な

い
わ
ね
。

田
中
　
実
は
、
全
く
役
に
立
た
な
い
っ
て

事
も
な
い
ん
で
す
。
例
え
ば
近
い
判
例
で

は
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
間

で
ペ
ド
ラ
・
ブ
ラ
ン
カ
と
い
う
島
の
領
有

権
が
争
わ
れ
、
二
〇
〇
三
年
に
両
国
が
国

際
司
法
裁
判
所
に
提
訴
し
ま
し
た
。
今
年

五
月
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
勝
訴
の
判
決
が

で
て
、
そ
の
結
果
を
マ
レ
ー
シ
ア
も
粛
々

と
受
け
入
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
判
決
内
容
を
見
る
と
、
確
か
に
実

効
支
配
（
不
法
占
拠
で
は
な
い
）
が
有
利

で
は
あ
り
ま
す
が
、
勝

訴
の
要
因
は
常
に
主
権

を
主
張
し
続
け
る
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
が
重
要

な
の
で
す
。

　
古
く
は
フ
ラ
ン
ス
と

イ
ギ
リ
ス
の
間
で
も
マ

ン
キ
エ
・
エ
ク
レ
オ
諸

島
の
領
有
権
を
争
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
フ
ォ
ー
ク
ラ
ン
ド
紛
争
と
異
な
り
、

こ
ち
ら
は
戦
争
を
し
な
い
で
イ
ギ
リ
ス
が

勝
訴
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
も
納
得
し
判
決
に

従
っ
て
い
ま
す
。

上
坂
　
筋
を
通
し
て
話
し
合
え
る
国
同
士

な
ら
い
い
わ
ね
ぇ
。

韓
国
は
訴
訟
に
応
じ
る
べ
き

田
中
　
日
韓
だ
っ
て
お
互
い
成
熟
し
た
民

主
国
家
の
は
ず
で
す
か
ら
ね
。
国
際
的
な

判
断
を
仰
ぎ
、
従
う
こ
と
は
国
際
的
な
ア

ピ
ー
ル
と
し
て
も
極
め
て
い
い
。

上
坂
　
韓
国
に
も
、
無
手
勝
流
の
李
ラ
イ

ン
に
対
し
て
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
て
い
る

人
が
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。

田
中
　
一
九
六
二
年
の
国
交
正
常
化
の
前

に
、
日
本
は
韓
国
へ
二
回
目
の
口
上
書
を

提
出
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
小
坂
善
太
郎

外
相
は
二
月
二
十
日
の
衆
院
予
算
委
員
会

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「
国
交
が
回
復
す
る
瞬
間
に
は
、
こ
れ
は

当
然
先
方
は
応
訴
す
べ
き
だ
。
ま
た
我
が

方
は
先
方
が
応
訴
し
て
初
め
て
国
交
の
回

復
を
考
え
る
」

上
坂
　
筋
が
通
っ
て
る
わ
ね
。

田
中
　
さ
ら
に
小
坂
氏
は「
も
し
国
際
司
法

裁
判
所
で
裁
定
が
く
だ
さ
れ
れ
ば
、
粛
々

と
従
う
」と
も
国
会
で
答
弁
し
て
い
ま
す
。

「
竹
島
は
日
本
の
領
土
で
あ
る
」と
い
う
自

信
が
あ
っ
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

上
坂
　
そ
の
あ
と
日
韓
基
本
条
約
を
結
ぶ

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
時
、
す

で
に
李
承
晩
は
失
脚
し
て
い
ま
す
ね
。

田
中
　
李
承
晩
大
統
領
は
一
九
六
〇
年
三

月
に
起
こ
っ
た
四
・
一
九
革
命
で
失
脚
し

たなか しげる
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て
い
ま
す
。
彼
は
と
に
か
く
反
日
で
し
た

か
ら
、
李
承
晩
政
権
時
代
に
は
国
交
正
常

化
は
不
可
能
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
李
ラ
イ
ン
を
持
ち
出
し
た
の
も
、
反

日
思
想
と
、
内
政
の
立
ち
遅
れ
か
ら
目
を

そ
ら
す
た
め
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す

ね
。
日
韓
基
本
条
約
の
発
効
が
一
九
六
五

年
十
二
月
十
八
日
で
、
当
時
は
朴
正
煕
大

統
領
で
し
た
。

上
坂
　
朴
さ
ん
は
日
本
の
士
官
学
校
を
出

て
い
る
か
ら
、
李
承
晩
と
は
打
っ
て
変
わ

っ
て
親
日
的
で
し
た
ね
。
ま
ず
金
鍾
泌
さ

ん
を
初
代
中
央
情
報
部
長
に
抜
擢
し
て
、

日
韓
交
渉
の
中
核
メ
ン
バ
ー
に
位
置
づ
け

ま
し
た
。

　
私
も
田
中
さ
ん
も
、
日
韓
協
力
委
員
会

で
、
中
曽
根
康
弘
元
総
理
の
お
供
を
し
て

韓
国
と
交
流
を
し
て
き
ま
し
た
が
、
金
鍾

泌
さ
ん
っ
て
、
日
本
人
と
全
く
変
わ
り
な

い
日
本
語
を
話
す
人
ね
。「
あ
ぁ
、
そ
れ
は

か
れ
こ
れ
五
年
前
の
こ
と
」と
か「
ホ
ド
の

い
い
と
こ
ろ
で
一
献
傾
け
ま
す
か
」な
ん

て
。

田
中
　
初
め
は
金
鍾
泌
氏
が
、
日
韓
基
本

条
約
締
結
に
向
け
て
戦
後
補
償
や
経
済
協

力
、
そ
し
て
漁
業
権
の
問
題
な
ど
日
韓
関

係
の
交
渉
を
実
質
的
に
進
め
て
い
ま
し
た
。

上
坂
　
と
こ
ろ
が
金
鍾
泌
さ
ん
は「
李
承
晩

ラ
イ
ン
に
こ
だ
わ
る
べ

き
で
は
な
い
」と
し
て

竹
島
の
領
有
に
つ
い
て

譲
歩
し
か
け
た
の
が
、

国
民
の
猛
反
発
を
受
け

て
、
交
渉
の
舞
台
か
ら

退
く
こ
と
に
な
っ
た
。

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
金

鍾
泌
さ
ん
が
、
あ
の
と
き
退
い
て
い
な
け

れ
ば
日
韓
の
歴
史
は
変
わ
っ
て
た
わ
ね
。

田
中
　
そ
の
後
、
丁
一
権
国
務
総
理
が
引

き
継
ぎ
国
交
正
常
化
を
担
当
し
ま
し
た
。

彼
も
日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
卒
業
で
す

が
、
金
鍾
泌
氏
の
実
兄
で
あ
り
、
朴
正
煕

大
統
領
に
と
っ
て
も
縁
戚
で
あ
る
金
鍾
珞

氏
を
密
使
と
し
て
登
用
し
ま
し
た
。
対
す

る
日
本
側
は
、表
玄
関
は
河
野
一
郎
氏
で
、

裏
口
が
宇
野
宗
佑
氏
。
そ
し
て
、「
竹
島
密

約
」が
交
わ
さ
れ
る
の
で
す
。

「
竹
島
密
約
」
の
中
味
と
は

上
坂
　
一
体
ど
う
い
う
内
容
な
ん
で
す
か
。

田
中
　
そ
の
主
文
は「
解
決
せ
ざ
る
を
も
っ

て
解
決
と
見
な
す
」で
あ
り
、
内
容
は
四
項

あ
り
ま
す
。

〈
一
、
竹
島
、
独
島
は
今
後
日
韓
両
国
と

も
に
自
国
の
領
土
と
主
張
す
る
こ
と
を
認

め
る
。
お
互
い
反
論
し
て
も
よ
い
。

　
二
、両
国
が
主
張
し
あ
う
範
囲
の
う
ち
、

重
複
す
る
水
域
は
共
同
水
域
に
す
る
こ
と
。

かみさか ふゆこ
1930年東京生まれ。ノンフィクション作
家。菊池寛賞、正論大賞受賞。著書は『戦
争を知らない人のための靖国問題』（文春文
庫）、『硫黄島いまだ玉砕せず』（ワック）、

『人間のけじめ』（海竜社）、『女の生活力』
（PHP）など多数。
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三
、
李
承
晩
大
統
領
が
一
九
五
四
年
に

設
置
し
た
灯
台
は
そ
の
ま
ま
現
状
維
持
で

よ
い
が
、
新
施
設
の
造
営
や
警
備
増
強
は

し
な
い
。

　
四
、
こ
の
約
束
は
歴
代
政
権
で
引
き
継

い
で
い
く
。〉

　
と
、
こ
う
い
う
内
容
で
す
。

上
坂
　
田
中
さ
ん
は
ど
う
し
て
こ
の「
竹
島

密
約
」を
ご
存
知
だ
っ
た
の
。

田
中
　
私
は
、
丁
一
権
首
相
が
日
本
側
と

交
渉
す
る
際
に
ア
ド
バ
イ
ス
を
求
め
た
、

読
売
新
聞
ソ
ウ
ル
特
派
員
だ
っ
た
嶋
元
謙

郎
氏
か
ら
こ
の
話
を
聞
い
て
い
て
、
自
分

な
り
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
ま
し
た
。

　
確
か
二
、
三
年
前
に
来
日
し
た
金
鍾
泌

氏
が
講
演
会
で「
解
決
せ
ざ
る
を
も
っ
て
解

決
と
見
な
す
」と
い
う
密
約
が
あ
っ
た
こ
と

に
触
れ
た
の
で
す
。
そ
の
時
た
ま
た
ま
聞

い
て
い
て
、「
密
約
は
本
当
に
あ
っ
た
」と

改
め
て
思
い
ま
し
た
。

　
密
約
を
交
わ
し
た
当
時
の
背
景
と
し

て
、
日
本
側
も
韓
国
側
も
早
期
に
国
交
正

常
化
を
望
ん
で
い
た
と
思
い
ま
す
。
日
本

は
、
ソ
連
、
中
国
、
北
朝
鮮
の
共
産
主
義

勢
力
に
囲
ま
れ
、
韓
国
と
共
に
西
側
諸
国

の
一
員
と
し
て
そ
れ
ら
を
抑
止
し
た
い
と

い
う
意
図
も
あ
っ
た
で
し
ょ
う
。
実
際
、

佐
藤
首
相
は
そ
の
時
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ョ
ン

ソ
ン
大
統
領
と
の
会
談
を
控
え
、
日
韓
基

本
条
約
を
お
土
産
に
持
っ
て
い
き
た
か
っ

た
と
い
う
思
惑
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

上
坂
　「
韓
国
と
は
万
事
う
ま
く
行
き
ま
し

た
」
っ
て
一
言
が
ぎ
り
ぎ
り
で
間
に
合
っ

て
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
も
喜
ん
だ
っ
て
伝
え
ら

れ
て
ま
す
ね
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
も
日
本
を
通

じ
て
ア
ジ
ア
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
い
と

思
っ
て
い
た
矢
先
で
す
か
ら
。

「
未
解
決
の
解
決
」
の
智
恵

田
中
　
共
産
主
義
勢
力
を
抑
え
る
た
め

に
、
軍
事
政
権
も
民
主
化
へ
と
早
く
移
行

し
て
欲
し
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
韓
国
に
経

済
力
を
つ
け
て
自
由
主
義
陣
営
の
枠
組
み

に
入
れ
た
い
と
考
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

編
集
部
　
し
か
し
竹
島
か
ら
引
き
揚
げ
さ

せ
た
上
で「
お
互
い
恨
み
っ
こ
な
し
」に
な

る
な
ら
ま
だ
し
も
、
韓
国
は
軍
隊
を
駐
屯

さ
せ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
い
た
の
は
日
本
側
に
不
備
が
あ

っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

田
中
　
密
約
で
す
か
ら
表
に
は
出
な
い
と

い
う
こ
と
が
前
提
で
す
が
、
不
備
と
い
う

点
で
は
領
有
権
を
主
張
し
て
い
る
両
国
共

に
問
題
に
な
る
内
容
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
密
約
は
、
歴
史
的
背
景
に
加
え
て
、
両

国
と
も
拿
捕
し
た
漁
師
を
抱
え
て
い
ま
し

た
か
ら
、
焦
り
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

上
坂
　
そ
れ
で
河
野
一
郎
が
一
所
懸
命
、

話
を
ま
と
め
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
あ
た
り

の
経
緯
も
北
方
領
土
と
よ
く
似
て
い
る
ん

で
す
よ
。
初
め
て
日
ソ
共
同
宣
言
を
ま
と

め
た
時
に
日
本
は
ま
だ
シ
ベ
リ
ア
抑
留
者

千
二
百
人
を
人
質
に
取
ら
れ
て
い
ま
し
た
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か
ら
、
四
島
返
還
を
望
み
な
が
ら
、
チ
ラ

と
二
島
の
名
を
出
し
た
り
し
て
焦
っ
て
ま

す
ね
。

　
で
、
結
果
と
し
て
日
韓
基
本
条
約
に
は

領
土
問
題
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
朴

正
煕
は
経
済
危
機
で
と
に
か
く
資
金
が
必

要
だ
っ
た
。「
漢
江
の
奇
跡
」と
言
わ
れ
る

経
済
復
興
を
や
っ
て
の
け
た
の
は
、
日
韓

条
約
締
結
に
よ
る
借
款
が
役
に
立
っ
た
わ

け
で
す
よ
ね
。

田
中
　
そ
う
で
す
。
だ
か
ら「
未
解
決
の
解

決
」と
い
う
、
玉
虫
色
の
解
決
策
そ
れ
自
体

は
一
つ
の
智
恵
だ
っ
た
と
思
う
し
、
当
時

の
選
択
と
し
て
は
お
か
し
く
は
な
か
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

上
坂
　
あ
な
た
も
政
治
家
ね
ぇ
。
ア
レ
は

智
恵
な
も
ん
で
す
か
。
私
は
あ
あ
い
う
ア

イ
マ
イ
さ
が
許
せ
な
い
。

田
中
　
し
か
し
領
土
問
題
が
行
き
着
く
と

こ
ろ
は
戦
争
で
す
か
ら
。
お
互
い
触
れ
ず

に
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
こ
う
と
い
う
こ
と

は
高
度
の
政
治
判
断
で
す
ね
。

上
坂
　
よ
く
聞
く
言
い
回
し
だ
こ
と（
笑
）。

反
日
政
権
の
台
頭

田
中
　
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
、
こ
の
密
約

の
内
容
は
歴
代
政
権
で
守
ら
れ
て
い
た
。

上
坂
　
八
〇
年
に
大
統
領
に
な
っ
た
全
斗

煥
さ
ん
も
親
日
で
し
た
ね
。
全
斗
煥
大
統

領
の
頃
日
本
は
中
曽
根
さ
ん
が
総
理
で
、

こ
の
二
人
は
大
変
仲
が
よ
か
っ
た
。
中
曽

根
さ
ん
の
米
寿
の
誕
生
日
に
、
全
さ
ん
は

来
日
さ
れ
ま
し
た
ね
。
竹
島
問
題
は
あ
の

二
人
で
解
決
で
き
た
で
し
ょ
う
に
。

田
中
　
当
時
日
韓
の
間
で
は
領
土
問
題
は

何
も
噴
出
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
世
界

情
勢
か
ら
見
て
、
冷
戦
の
下
、
自
由
主
義

と
共
産
主
義
の
両
陣
営
の
対
立
が
激
化
し

て
お
り
、
西
側
と
し
て
は
敵
陣
営
を
崩
壊

さ
せ
る
こ
と
が
戦
略
の
中
心
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
き
に
竹
島
を
持
ち

出
し
て
、
韓
国
と
対
立
し
た
く
は
な
か
っ

た
と
い
う
の
が
実
情
で
し
ょ
う
。
盧
泰
愚

大
統
領
の
時
代
も
竹
島
密
約
の
精
神
は
引

き
継
が
れ
て
い
ま
す
。
全
斗
煥
大
統
領
も

盧
泰
愚
大
統
領
も
陸
軍
士
官
学
校
卒
で
、

朴
正
煕
大
統
領
や
金
鍾
泌
氏
と
同
じ
価
値

観
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

上
坂
　
つ
ま
り
当
た
ら
ず
触
ら
ず
や
っ
て

き
た
の
が
、
金
泳
三
政
権
で
一
変
し
た
ん

黙っている間に勝手に標石まで設置　　　　　　　　　　　  （写真提供／共同通信社）
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で
す
ね
。

田
中
　
軍
人
出
身
で
な
い
民
間
出
身
と
い

う
と
こ
ろ
が
皮
肉
で
す
が
、
金
泳
三
大
統

領
は
反
日
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
し
て
、
支
持

率
を
上
げ
て
い
っ
た
ん
で
す
、
彼
が
政
権

を
担
っ
た
の
は
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九

八
年
で
、
一
九
九
七
年
に
は
ア
ジ
ア
通
貨

危
機
が
あ
っ
た
。Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
支
援
を
受
け
、

日
本
も
百
数
十
億
ド
ル
負
担
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
だ
け
や
っ
て
も
、
金
泳
三
大
統

領
は
竹
島
に
接
岸
工
事
を
行
な
っ
た
り
、

軍
事
演
習
ま
で
し
た
の
で
す
。

編
集
部
　
金
泳
三
大
統
領
在
任
中
の
一
九

九
五
年
か
ら
毎
年
、
韓
国
軍
は
竹
島
周
辺

で
の
軍
事
演
習
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

上
坂
　
黙
っ
て
た
日
本
も
ワ
ル
イ
！

田
中
　
そ
の
あ
と
は
金
大
中
、
盧
武
鉉
両

大
統
領
と
反
日
政
権
が
続
い
て
、
よ
う
や

く
本
格
的
な
保
守
政
治
家
の
李
明
博
大
統

領
が
就
任
し
、
こ
れ
で
日
韓
関
係
が
前
進

す
る
と
期
待
し
て
い
た
。
そ
の
矢
先
に
、

今
回
の
騒
動
で
ま
た
し
て
も
竹
島
近
辺
で

「
独
島
防
衛
」を
冠
し
て
軍
事
演
習
を
行
な

い
、
首
相
も
自
ら
竹
島
に
上
陸
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ
は
極
め
て
残
念
な
状
況
で
、

あ
あ
な
っ
て
く
る
と
収
拾
が
つ
か
な
く
な

っ
て
し
ま
い
ま
す
。

「
韓
国
領
」
の
根
拠
は
な
い

編
集
部
　
そ
も
そ
も
密
約
を
先
に
破
っ
た

の
は
韓
国
で
す
か
ら
ね
。

上
坂
　
密
約
の
文
書
を
韓
国
側
は
焼
き
捨

て
た
そ
う
だ
し
、
日
本
の
外
務
省
も
そ
ん

な
も
の
は
な
い
と
い
っ
て
い
る
以
上
、
密

約
な
ん
て
無
視
す
る
に
限
り
ま
す
よ
。

　
韓
国
は
実
効
支
配
を
し
て
、
既
成
事
実

を
作
ろ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
今
日
ま
で
来

て
ま
す
が
、
そ
も
そ
も「
独
島
（
竹
島
）
は

韓
国
の
領
土
」と
主
張
で
き
る
根
拠
は
全
く

な
か
っ
た
。
だ
か
ら
必
死
に
な
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
。

田
中
　
韓
国
は「
実
効
支
配
し
て
い
る
か
ら

領
土
問
題
は
存
在
し
な
い
」と
ま
で
言
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
竹
島
に
つ
い
て
は
、
韓

国
が
こ
れ
ほ
ど
違
法
性
の
強
い
こ
と
を

堂
々
と
や
っ
て
い
る
の
は
珍
し
い
。
だ
か

ら
、
話
は
む
し
ろ
分
か
り
や
す
い
。

　
日
本
と
し
て
は
自
信
が
あ
る
か
ら
こ

そ
、
こ
れ
ま
で
敢
え
て
必
死
に
な
ら
な
か

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
今
年
に
な
っ

て
外
務
省
も
竹
島
に
関
し
て「
竹
島
問
題
を

理
解
す
る
た
め
の
10
の
ポ
イ
ン
ト
」と
い
う

冊
子
（
日
本
語
、
韓
国
語
、
英
語
版
）
を

作
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
か
な
り
よ
く
出
来

て
い
る
ん
で
す
。

　
そ
の
内
容
は
、外
務
省
Ｈ
Ｐ
に
も
あ
り
、

最
近
、
韓
国
語
版
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
一
万

件
に
達
し
て
い
る
と
の
事
で
す
。
こ
れ
は

事
実
関
係
を
知
ら
な
い
韓
国
の
人
た
ち
に

大
変
影
響
を
与
え
る
で
し
ょ
う
。

上
坂
　
そ
こ
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、

日
本
は
少
な
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
竹
島

の
領
有
権
を
確
立
し
て
い
た
の
よ
ね
。

田
中
　
鳥
取
藩
伯ほ

う
き
の
く
に

耆
国
米
子
の
町
人
が
、

現
在
の
鬱
陵
島
へ
の
渡
航
許
可
を
徳
川
幕

府
に
求
め
、
幕
府
が
承
諾
し
た
と
い
う
一
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六
一
八
年
（
一
六
二
五
年
と
い
う
説
も
あ

る
）
の
記
録
が
あ
り
ま
す
。
当
時
あ
の
辺

は
ア
ワ
ビ
が
よ
く
獲
れ
ま
し
た
か
ら
、
漁

の
た
め
に
鬱
陵
島
へ
行
く
途
中
に
位
置
し

て
い
る
竹
島
は
、
中
継
地
点
と
し
て
役
立

っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。

　
当
時
は
鎖
国
下
で
、
鬱
陵
島
へ
の
渡
航

許
可
を
幕
府
が
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

当
然
、
鬱
陵
島
は
国
内
だ
と
い
う
認
識
だ

っ
た
こ
と
に
な
り
、
鬱
陵
島
よ
り
手
前
に

あ
る
竹
島
も
日
本
の
領
土
だ
と
認
識
し
て

い
た
わ
け
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
七
十
年
近
く
、
漁
採
は
続
き

ま
し
た
が
、
一
六
九
二
年
、
い
つ
も
の
よ

う
に
鬱
陵
島
へ
行
っ
て
み
る
と
、
多
数
の

韓
国
人
が
い
て
驚
い
た
と
い
う
記
録
が
あ

る
。
そ
こ
で
幕
府
の
命
を
受
け
た
対
馬
藩

が
李
王
朝
と
交
渉
し
て
、
両
国
と
も
鬱
陵

島
の
領
有
権
を
主
張
し
た
た
め
、
一
旦
は

対
立
し
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
、
幕
府
は
友

好
関
係
を
尊
重
し
、
日
本
人
の
鬱
陵
島
渡

航
を
禁
じ
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
れ
を「
竹

島
一
件
」と
呼
ん
で
い
ま
す
。
当
然
、
竹
島

に
つ
い
て
は
両
国
と
も
日
本
の
領
土
だ
と

い
う
認
識
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

上
坂
　
韓
国
側
は
ど
ん
ど
ん
歴
史
を
さ
か

の
ぼ
っ
て
、「
ウ
チ
の
方
が
ず
っ
と
昔
か
ら

竹
島
を
認
識
し
て
い
た
」と
古
い
文
献
な
ん

か
を
出
し
て
き
ま
す
ね
。

田
中
　
実
は
、
日
本
の
学
者
で
も
竹
島
は

韓
国
領
と
言
う
人
も
い
れ
ば
、
韓
国
の
学

者
に
も
日
本
領
と
言
う
人
も
お
り
、
そ
の

領
域
の
話
に
な
る
と
、
あ
と
は
歴
史
家
の

仕
事
の
範
疇
に
入
っ
て
し
ま
い
ま
す
。「
竹

島
一
件
」や
、
一
九
〇
五
年
に
島
根
県
が
竹

島
を
編
入
し
、
そ
の
後
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ
講
和
条
約
で
竹
島
が
日
本
の
管
轄
下
に

あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
こ
と
だ
け
を
も

っ
て
し
て
も
、「
わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ

る
」こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

無
策
の
日
本
も
ワ
ル
イ
！

上
坂
　
そ
れ
に
し
て
も
、北
方
領
土
同
様
、

他
国
に
の
っ
と
ら
れ
て
手
も
足
も
出
せ
ず

に
こ
の
ま
ま
進
む
と
、
横
取
り
さ
れ
て
し

ま
う
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ま

で
六
十
年
近
く
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
た
日

本
も
ワ
ル
イ
！

田
中
　
い
や
、
日
本
は
事
あ
る
ご
と
に「
韓

国
に
よ
る
不
法
占
拠
は
受
け
入
れ
ら
れ
な

い
」と
い
う
こ
と
を
、
韓
国
に
対
し
て
文
書

で
訴
え
続
け
て
は
い
る
の
で
す
。

上
坂
　
で
も
相
手
が
同
じ
土
俵
に
上
が
ろ

う
と
は
し
な
い
の
を
承
知
で
手
続
き
だ
け

や
り
ま
し
た
っ
て
い
う
の
は
、
何
も
し
な

か
っ
た
に
等
し
い
。
も
う
六
十
年
近
く
実

効
支
配
を
続
け
て
い
る
と
い
う
事
実
に
は

重
み
が
あ
る
し
ね
ぇ
。

田
中
　
実
効
支
配
と
い
う
よ
り
も
不
法
占

拠
と
い
う
言
葉
が
相
応
し
い
と
思
い
ま
す

が
、
我
々
は
こ
の
不
法
占
拠
に
対
抗
す
る

効
果
的
な
方
法
と
し
て
、
国
際
司
法
裁
判

所
を
通
じ
て
堂
々
と
勝
負
を
す
る
し
か
な

い
。「
な
ぜ
韓
国
は
土
俵
に
上
が
ら
な
い
ん

だ
。
や
ま
し
い
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
は
な

い
か
」と
国
際
社
会
や
韓
国
の
国
民
に
ア
ピ
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ー
ル
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
日
本

も
、
そ
の
時
の
た
め
に
自
国
の
領
土
で
あ

る
と
い
う
理
論
武
装
を
十
分
に
準
備
し
て

お
く
べ
き
で
し
ょ
う
。

上
坂
　「
勝
負
か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
恥
ず
か

し
い
こ
と
で
あ
る
」と
い
う
の
が
通
じ
る
の

は
日
本
人
同
士
だ
け
の
論
法
の
よ
う
に
も

思
い
ま
す
が
。
相
手
は
何
か
と
言
う
と
日

帝
時
代
を
持
ち
出
し
ま
す
ね
。

編
集
部
　
韓
国
側
は
一
九
〇
五
年
の
島
根

県
へ
の
竹
島
編
入
も
、日
韓
併
合
の
端
緒
、

象
徴
だ
と
言
っ
て
ま
す
。

田
中
　
内
政
の
不
備
を
誤
魔
化
す
た
め
に

反
日
を
利
用
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
韓

国
も
民
主
国
家
な
の
で
す
か
ら
、
そ
の
点

は
そ
ろ
そ
ろ
考
え
直
し
て
そ
れ
な
り
の
対

応
を
し
て
も
ら
い
た
い
で
す
ね
。
中
曽
根

元
総
理
が「
外
交
四
原
則
」と
い
う
基
本
原

則
を
掲
げ
て
お
り
、
そ
の
中
で「
内
政
と
外

交
」に
つ
い
て
触
れ
て
い
ま
す
。
紹
介
す
る

と
以
下
の
四
項
目
。

一
、
自
国
の
国
力
以
上
の
こ
と
を
す
る
な

二
、
内
政
を
外
交
と
混
同
し
て
利
用
す
る

な三
、
外
交
は
ギ
ャ
ン
ブ
ル
で
は
な
い

四
、
世
界
の
正
統
的
潮
流
に
乗
れ

上
坂
　
特
に
二
番
目
は
お
隣
の
国
に
教
え

て
や
っ
て
欲
し
い
わ
ね
。
ギ
ャ
ン
ブ
ル
と

ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
今
回
の
こ
と
で

韓
国
は
駐
日
大
使
を
召
還
す
る
と
こ
ろ
ま

で
や
り
ま
し
た
。
異
常
反
応
で
す
ね
。

　
日
本
も
外
務
大
臣
が
抗
議
し
て
も
い
い

と
思
う
ん
で
す
が
、
中
国
の
毒
餃
子
の
件

を
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
た
く
ら
い
だ
か

ら
、
出
来
な
い
で
し
ょ
う
ね
。

田
中
　
ア
ピ
ー
ル
不
足
は
否
め
ま
せ
ん
。

上
坂
　
あ
な
た
や
っ
ぱ
り
政
治
家
ね
ぇ
。

こ
ん
な
話
の
と
き
く
ら
い
、
少
し
は
カ
ッ

カ
と
し
な
さ
い（
笑
）。

田
中
　
外
務
大
臣
が
小
坂
善
太
郎
を
見
習

っ
て
国
際
司
法
裁
判
所
へ
提
訴
し
、
韓
国

に
応
訴
す
る
よ
う
求
め
る
べ
き
で
す
よ
。

上
坂
　
そ
れ
に
今
回
驚
い
た
の
は
ア
メ
リ

カ
。
国
内
機
関
で
あ
る
地
名
委
員
会
が
、

竹
島
の
帰
属
先
を
一
旦
は「
主
権
未
確
定
」

と
言
っ
た
の
に
、
韓
国
か
ら
抗
議
を
受
け

て
た
ち
ま
ち「
韓
国
」
領
だ
と
言
い
直
し
ま

し
た
ね
。
よ
そ
の
国
の
領
有
権
に
口
出
し

す
る
な
ん
て
、
ア
メ
リ
カ
は
何
サ
マ
だ
と

思
っ
て
る
の
。

田
中
　「
騒
い
だ
か
ら
変
え
ま
し
た
」と
な

っ
て
し
ま
う
と
、
テ
ロ
と
同
じ
で
騒
い
だ

者
勝
ち
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
い

ず
れ
ア
メ
リ
カ
は
き
ち
ん
と
対
応
す
る
こ

と
を
迫
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

　
ア
メ
リ
カ
が
ら
み
で
言
う
と
、
一
九
五

二
年
に
日
本
は
竹
島
を
在
日
米
軍
の
爆
撃

訓
練
区
域
に
指
定
し
て
い
ま
す
。
紛
れ
も

な
く
日
本
の
領
土
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
明
白
で
す
。

上
坂
　
そ
り
ゃ
そ
う
ね
。
独
立
日
本
が
ア

メ
リ
カ
に
竹
島
を
貸
し
た
ん
で
す
か
ら
。

国
家
が
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る

編
集
部
　
日
本
が
毎
年
、
事
あ
る
ご
と
に

韓
国
に
対
し
て
抗
議
し
続
け
て
い
る
と
い
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う
事
実
が
あ
り
な
が
ら
、
国
民
の
ほ
と
ん

ど
は
知
り
ま
せ
ん
ね
。
何
が
悪
い
っ
て
、

日
本
の
新
聞
が
そ
う
い
う
こ
と
を
一
切
書

か
な
い
の
が
お
か
し
い
。

田
中
　
新
聞
だ
け
に
限
ら
ず
、
日
本
人
の

国
家
認
識
、
主
権
意
識
は
非
常
に
希
薄
だ

と
思
い
ま
す
。
主
権
国
家
で
あ
れ
ば
自
国

の
領
土
を
他
国
が
不
法
占
拠
し
て
い
た

ら
、
戦
っ
て
で
も
取
り
返
す
の
が
普
通
で

す
。
し
か
し
日
本
に
は
憲
法
九
条
が
あ
る

か
ら
戦
争
は
出
来
な
い
。
完
備
し
て
い
な

い
憲
法
を
忠
実
に
守
っ
て
い
る
か
ら
今
の

事
態
に
な
っ
た
と
も
い
え
ま
す
。

　
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、「
な
ん
と
し
て

で
も
取
り
返
そ
う
」と
い
う
気
迫
が
な
い
。

む
し
ろ「
も
う
い
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
言
い
出
す
向
き
ま
で
あ
る
。

編
集
部
　
ま
さ
に
朝
日
新
聞
で
す
よ
。
若

宮
啓
文
論
説
主
幹
が
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。

「
例
え
ば
竹
島
を
日
韓
の
共
同
管
理
に
で

き
れ
ば
い
い
が
、
韓
国
が
応
じ
る
と
は
思

え
な
い
。
な
ら
ば
、
い
っ
そ
の
こ
と
島
を

譲
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
と
夢
想
す
る
」（
二

〇
〇
五
年
三
月
二
十
七
日
）

　
今
回
の
騒
動
で
も
社
説
で
こ
の
よ
う
に

言
っ
て
い
ま
す
。

「
韓
国
に
と
っ
て
竹
島
は
単
な
る
小
さ
な

島
の
問
題
で
は
な
い
。
日
本
が
竹
島
を
島

根
県
に
編
入
し
た
一
九
〇
五
年
は
、
日
本

が
韓
国
か
ら
外
交
権
を
奪
い
、
併
合
へ
の

道
筋
を
開
い
た
年
だ
。
竹
島
は
、
日
本
に

よ
る
植
民
地
支
配
の
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
」

（
二
〇
〇
八
年
七
月
十
五
日
）

上
坂
　
も
う
！　
ヤ
ダ
ッ
。

編
集
部
　
日
本
も
イ
ー
ジ
ス
艦
な
ん
か
を

出
し
て
圧
力
を
か
け
る
と
か
、
右
翼
の
誰

か
が
竹
島
に
渡
っ
て
撃
た
れ
で
も
す
れ

ば
、
国
際
的
に
も
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な

い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
ね
。

上
坂
　
で
も
、
殺
さ
れ
た
っ
て
問
題
に
な

ら
な
い
の
は
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
漁
師
射
殺

が
物
語
っ
て
い
る
通
り
。
や
っ
ぱ
り
世
論

が
盛
り
上
が
っ
て
、
政
府
を
つ
つ
く
ま
で

に
な
っ
て
こ
な
い
と
難
し
い
。
そ
う
い
う

意
味
で
拉
致
問
題
は
被
害
者
家
族
が
事
を

動
か
し
て
立
派
で
す
よ
。

田
中
　
国
家
の
成
立
要
素
は
、
領
土
、
主

権
、
国
民
で
す
。
拉
致
問
題
で
言
え
ば
、

不
法
に
領
土
を
侵
犯
さ
れ
、
主
権
を
侵
害

さ
れ
、
国
民
が
拉
致
、
監
禁
さ
れ
て
、
全

て
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
拉

致
は
単
な
る
誘
拐
犯
と
い
う
個
人
で
は
な

く
、
国
家
主
導
で
連
れ
去
っ
て
い
た
。
小

泉
首
相
が
訪
朝
し
た
時
、
北
朝
鮮
が
拉
致

を
認
め
た
あ
の
瞬
間
は
、
国
家
と
し
て
日

本
が
国
民
を
守
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め

た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。

　
当
然
、
国
家
に
対
し
て
は
国
家
が
対
応

す
る
。
米
国
な
ら
ば
、
外
交
努
力
で
解
決

し
な
け
れ
ば
、
実
力
行
使
で
国
民
を
取
り

返
し
に
行
く
。
こ
れ
が
主
権
国
家
で
す
。

戦
後
民
主
主
義
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言

う
と
す
ぐ
に
国
粋
主
義
者
扱
い
を
さ
れ
ま

し
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
国
家
と
は
な

ん
な
の
か
、
ど
う
や
っ
て
領
土
、
主
権
、

国
民
を
守
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
国
民
自
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身
も
熟
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
外

交
上
、
そ
の
三
つ
は
譲
れ
な
い
は
ず
で
、

譲
っ
た
ら
国
家
と
し
て
成
り
立
た
な
い
ん

で
す
よ
。

上
坂
　
ロ
シ
ア
の
漁
師
銃
殺
の
時
だ
っ

て
、
日
本
は
船
長
に
何
も
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
罰
金
は
自
腹
で
払
わ
さ
れ
、
ロ
シ
ア

で
裁
判
を
受
け
て
い
る
時
に
、
国
は
通
訳

も
弁
護
士
も
送
り
込
ん
で
い
な
い
。
船
長

一
人
を
み
す
み
す
他
国
の
人
々
の
間
に
放

り
込
ん
だ
国
家
っ
て
何
で
す
か
？

冷
静
な
竹
島
教
育
を

編
集
部
　
日
本
の
そ
う
い
う
態
度
が
韓
国

を
増
長
さ
せ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
よ

ね
。
最
近
で
は
対
馬
ま
で
韓
国
領
だ
と
言

い
出
し
た
。
指
を
ち
ぎ
っ
て
血
判
状
を
書

き
血
を
だ
ら
だ
ら
流
し
な
が
ら
街
中
行
進

し
た
り
、
土
地
を
買
い
あ
さ
っ
て
い
る
。

田
中
　
さ
す
が
に
対
馬
ま
で
言
い
出
す

と
、
あ
ま
り
に
も
荒
唐
無
稽
で
、
竹
島
問

題
も
暴
論
扱
い
さ
れ
か
ね
な
い
と
心
配
す

る
声
が
韓
国
内
に
も
あ
る
そ
う
で
す
。

上
坂
　
対
馬
に
も
韓
国
か
ら
観
光
客
が
押

し
寄
せ
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
私
の
と
こ
ろ

に「
竹
島
に
本
籍
を
移
し
ま
せ
ん
か
」と
言

っ
て
く
る
人
が
い
ま
す
が
、
私
は
北
方
領

土
の
国
後
島
に
移
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
か
ら

ね
。
そ
れ
に
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
人
が

本
籍
を
移
し
た
っ
て
紙
の
上
の
事
で
は
ね

ぇ
。
実
効
支
配
に
は
敵
い
ま
せ
ん
。

田
中
　
私
は
今
が
状
況
の
変
わ
り
目
だ
と

思
い
ま
す
。
こ
こ
で
き
ち
ん
と
し
て
お
か

な
い
と
、
後
に
禍
根
を
残
す
し
、
も
う
解

決
の
道
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
冷
戦
も
終
わ
っ
て
、
世
界
の
国
家
は
そ

れ
ぞ
れ
国
家
意
識
を
持
ち
始
め
ま
し
た
。

そ
れ
は
一
歩
間
違
え
る
と
強
烈
な
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
そ

う
な
ら
な
い
よ
う
、
冷
静
に
、
竹
島
を
巡

る
一
連
の
経
緯
を
き
ち
ん
と
国
民
に
教
育

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
は
朴
政
権

時
代
か
ら
竹
島
を
自
国
の
領
土
と
教
科
書

に
載
せ
て
教
育
を
し
て
い
ま
す
。

編
集
部
　
そ
の
時
韓
国
が
ま
い
た
種
は
、

形
は
ど
う
あ
れ
確
実
に
芽
吹
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
。

田
中
　
今
年
、
日
本
は
初
め
て
学
習
指
導

要
領
の
解
説
書
に
竹
島
問
題
を
記
載
し
ま

し
た
。
指
導
要
領
と
解
説
書
は
お
お
む
ね

十
年
ご
と
に
改
訂
さ
れ
ま
す
。
今
回
、
指

導
要
領
に
書
き
込
む
の
は
見
送
ら
れ
ま
し

た
が
、
実
質
的
に
教
科
書
作
成
に
影
響
を

与
え
る
の
は
解
説
書
な
の
で
、
十
年
間
は

子
供
た
ち
に
教
え
ら
れ
る
は
ず
で
す
。

上
坂
　
と
も
か
く
要
点
は
二
つ
で
す
。
講

和
条
約
の
と
き
に
竹
島
は
韓
国
領
か
ら
外

さ
れ
て
い
る
こ
と
。
日
韓
条
約
で
は
両
国

と
も
へ
っ
ぴ
り
腰
で
領
土
問
題
を
棚
上
げ

し
た
こ
と
。
日
本
が
領
有
権
を
子
供
に
教

え
る
と
言
っ
て
、
韓
国
大
使
を
呼
び
戻
し

て
大
騒
ぎ
す
る
ほ
ど
の
こ
と
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
。


