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第
十

一
回

福
澤
、深
き
無
念
の
朝
鮮
問
題

政
権
転
覆
を
図
ら
ん
と
す
る
革
命
家
が
第
二
国
に
潜
ん

で
い
る
こ
と
は
、
政
権
を
握
る
者
に
と
っ
て
は
恐
怖
に
ち
が

い
な
い
。
刺
客
を
送
り
込
ん
で
革
命
家
の
暗
殺
を
企
て
る

と
い
つ
た
こ
と
は
、
歴
史
に
お
い
て
は
枚
挙
に
違
が
な
い
の

で
は
な
い
か
。

甲
申
事
変
に
敗
れ
、
仁
川
か
ら
長
崎
を
経
て
東
京
三
田

の
福
澤
邸
に
逃
亡
し
て
き
た
金
玉
均
も
ま
た
、
朝
鮮
政
府

に
よ
り
帰
国
を
命
じ
ら
れ
、
そ
れ
に
肯
ん
じ
な
い
金
に
は

刺
客
が
差
し
向
け
ら
れ
た
。
恐
れ
る
福
澤
は
金
を
札
幌
や

小
笠
原
な
ど
に
住
ま
わ
せ
た
り
し
た
の
だ
が
、
十
年
後
、

開
化
派
再
興
の
チ
ャ
ン
ス
到
来
の
甘
言
で
金
を
上
海
に
お

び
き
寄
せ
た
人
物

。
洪
鍾
宇
の
手
に
よ
り
銃
殺
さ
れ
た
。

遺
体
は
李
鴻
章
の
指
示
に
よ
り
朝
鮮
に
運
ば
れ
、
「凌
遅
の

刑
」
と
い
う
記
す
の
も
憚
ら
れ
る
よ
う
な
残
酷
刑
に
処
せ
ら

れ
た
。
父
は
金
が
甲
申
事
変
に
敗
れ
て
朝
鮮
を
あ
と
に
し

た
時
点
で
獄
舎
に
つ
な
が
れ
、
遺
体
が
朝
鮮
に
到
着
す
る

と
同
時
に
銃
殺
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
母
と
妹
は
甲
申
事
変

失
敗
の
直
後
に
毒
を
あ
お
つ
て
自
裁
。
弟
も
金
の
在
日
中

に
囚
わ
れ
て
獄
死
し
た
と
い
う
。

金
玉
均
が
射
殺
さ
れ
た
と
の
報
が
伝
わ
る
や
、
日
本
の

反
清
世
論
は
高
ま
り
を
み
せ
た
。
福
澤
も
明
治
二
十
七
年

四
月
の
『
時
事
新
報
』
に
「金
玉
均
暗
殺
に
付
き
清
韓
政
府
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の
処
置
」
を
書
き
、
日
本
人
の
対
清

ｏ
対
韓
感
情
は
一
挙
に

先
鋭
化
し
、
こ
れ
が
敵
意
に
変
じ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

い
う
不
吉
な
予
想
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
有
力
新
聞
の
十
五

社
が
そ
れ
ぞ
れ
金
玉
均
の
死
を
悼
む
社
説
を
掲
載
、
さ
ら

に
十
五
社
の
連
署
に
よ
り
追
悼
金
募
集
が
行
わ
れ
た
。
東

本
願
寺
浅
草
別
院
で
の
法
要
に
は

一
千
数
百
人
が
集
い
、

遺
体
と
見
立
て
た
遺
髪
と
衣
服
が
青
山
墓
地
に
埋
葬
さ
れ

た
。反

清
の
国
論
を
後
ろ
盾
と
し
て
、
日
清
戦
争

へ
の
開
戦

準
備
に
怠
り
な
か
っ
た
人
物
が
外
務
卿
の
陸
奥
宗
光
で
あ

っ
た
。
福
澤
も
こ
の
頃
か
ら
議
論
の
焦
点
を
、
朝
鮮
そ
れ

自
体
よ
り
は
朝
鮮
を
属
領
と
す
る
清
国

へ
と
移
し
、
日
本

政
府
は
こ
れ
ま
で
の
不
透
明
な
政
策
を
打
ち
捨
て
、
清
国

に
対
抗
す
る
戦
略
を
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
打
ち
出
す
べ

き
だ
と
い
う
筆
法
を
強
め
た
。

と
こ
ろ
が
、
日
清
戦
争
は
「東
学
党
の
乱
」
と
い
う
思
わ

ぬ
事
件
を
契
機
に
一
気
に
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治

二
十
七
年
四
月
、
全
羅
道
郡
主
の
苛
敏
誅
求
に
耐
え
か
ね

て
起
こ
っ
た
秘
密
結
社

ｏ
東
学
党
に
よ
る
農
民
反
乱
で
あ

る
。
道
都
の
全
州
が
乱
徒
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
る
や
、
朝

鮮
政
府
に
は
な
す
術
は
な
く
、
再
三
に
わ
た
り
清
国
に
出

兵
を
要
請
、
清
国
は
「属
領
保
護
」
を
大
義
と
し
て
出
兵
、

清
国
と
朝
鮮
と
の
君
臣
関
係

（清
韓
宗
属
関
係
）
を
認
め

て
は
な
ら
じ
と
日
本
も
ま
た
出
兵
、
日
清
戦
争
勃
発
と
な

っ
た
。

回
り
道
に
な
る
が
、
清
韓
宗
属
関
係
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と

だ
け
言
及
し
て
お
こ
う
。
李
朝
時
代
の
朝
鮮
は
清
国
を
「宗

主
国
」
と
し
、
み
ず
か
ら
を
そ
の
「
服
属
国
」
と
す
る
君
臣

関
係
の
下
に
あ
っ
た
。
朝
鮮
半
島
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
か

ら
日
本
の
脇
腹
に
突
き
付
け
ら
れ
た

一
本
の
鈍
の
よ
う
な

形
状
を
し
て
い
る
。
こ
の
朝
鮮
が
自
立
国
家
と
し
て
存
在

し
な
け
れ
ば
、
日
本
は
安
寧
を
保
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
第
三
国
の
干
渉
を
排
し
て
、
朝
鮮
を
自
立
さ
せ
る

た
め
の
努
力
を
日
本
は
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
陸
奥

は
清
韓
宗
属
関
係
を
切
断
し
、
も

っ
て
朝
鮮
を
自
主
独
立

の
国
と
な
す
こ
と
が
日
本
の
「自
衛
の
道
」
だ
と
考
え
、
同

じ
く
山
縣
有
朋
も
意
見
書
「外
交
政
略
論
」
を
も
つ
て
、
「朝

鮮
多
事
ナ
ル
時
ハ
則
チ
東
洋
二
一
大
変
動
ヲ
生
ズ
ル
ノ
機
ナ
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ル
コ
ト
」
と
し
、
よ
っ
て
朝
鮮
は
日
本
の
「利
益
線
」
だ
と
論

じ
た
。

一
言
で
い
え
ば
、
日
清
戦
争
と
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帝

国
主
義
的
な
覇
権
争
奪
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
陸
奥
も
山
縣

も
、
そ
し
て
福
澤
も
、
い
ず
れ
も
そ
の
発
想
は
帝
国
主
義

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
列
強
が
ア
フ
リ
カ
は
も
と
よ
り
、
中

近
東
の
す
べ
て
を
植
民
地
と
し
、
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ

ア
を
経
て
、
ア
ヘ
ン
戦
争
以
降
は
中
国
の
沿
海
地
域
を
次
々

と
租
界
地
と
し
て
い
っ
た
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
残

さ
れ
た
の
が
日
本
で
あ
り
、
日
本
の
後
方
に
隠
れ
る
よ
う

に
存
在
し
て
い
た
「隠
者
の
王
国
」
（目
①
【８
〓
バ
〓
雹
ｏ
日
）
が

朝
鮮
で
あ
っ
た
。
「
西
力
東
漸
」
の
圧
力
に
抗
し
富
国
強
兵

に
よ
り
主
権
国
家
と
し
て
独
立
し
た
日
本
が
、
自
国
の
防

衛
を
図
る
に
は
、
朝
鮮
の
自
立
を
促
し
、
そ
の
た
め
に
は

朝
鮮
を
服
属
さ
せ
て
い
る
清
国
と
戦
う
こ
と
が
不
可
避
で

あ
っ
た
。

日
本
が
戦
い
に
勝
利
し
、
下
関
の
春
帆
楼
で
日
清
講
和

条
約
が
結
ば
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
第

一
条
こ
そ
「清
国
ハ
朝

鮮
国
ノ
完
全
無
欠
ナ
ル
独
立
自
主
ノ
国
タ
ル
コ
ト
ヲ
確
認

ス
。
因
テ
右
独
立
自
主
ヲ
損
害
ス
ベ
キ
朝
鮮
国
ョ
リ
清
国

二
対
ス
ル
貢
献
典
礼
等

ハ
将
来
全
ク
之
ヲ
廃
止
ス
ベ
シ
」
で

あ
る
。
日
清
戦
争
の
大
義
名
分
た
る
清
韓
宗
属
関
係
の
廃

滅
が
か
く
し
て
明
文
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
は
、
明
治
四
十
三
年
の
「
韓
国
併
合
に
関
す
る
条

約
」
に
よ
り
最
終
的
に
は
日
本
の
領
土
と
な
る
の
だ
が
、
日

清
戦
争
の
頃
の
日
本
に
は
併
合
へ
の
意
図
は
な
か
っ
た
。
協

約
に
も
と
づ
い
て
韓
国
に
設
置
さ
れ
た
日
本
の
統
治
機
構

が
韓
国
統
監
府
で
あ
り
、
初
代
統
監
は
伊
藤
博
文
で
あ
っ

た
。
こ
の
伊
藤
さ
え
併
合
直
前
ま
で
、

「
日
本
は
敢
て
韓
国
を
併
呑
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
な

い
。
併
呑
は
日
本
に
取
り
て
寧
ろ
迷
惑
で
あ
る
。
日
本
は

既
に
確
実
に
韓
国
を
保
護
し
て
い
る
、
何
で
苦
し
ん
で
併

呑
を
為
さ
ん
や
」

と
論
じ
て
い
た
。
福
澤
も
同
様
で
あ
っ
た
。
氏
は
明
治

二
十
七
年
七
月
の
『
時
事
新
報
』
に
「
土
地
は
併
呑
す
可
ら

ず
国
事
は
改
革
す
可
し
」
と
題
し
て
、
「朝
鮮
の
国
土
は
之

を
併
呑
し
て
事
実
に
益
な
く
、
却
て
東
洋
全
体
の
安
寧
を

害
す
る
の
恐
あ
る
が
故
に
、
故
さ
ら
に
会
釈
し
て
之
を
取
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ら
ざ
る
の
み
」
と
書
い
て
い
る
。

福
澤
は
こ
の
戦
争
を
文
明
と
野
蛮
と
の
戦
い
（文
野
の
戦

い
）
だ
と
み
て
い
た
。
『時
事
新
報
』
明
治
二
十
七
年
七
月

の
論
説

「
日
清
の
戦
争
は
文
野
の
戦
争
な
り
」
に
お
い
て
は

こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

「
戦
争

の
事
実
は
日
清
両
国
の
間
に
起
こ
り
た
り
と
雖

も
、
其
根
源
を
尋
ぬ
れ
ば
文
明
開
化
の
進
歩
を
謀
る
も
の

と
其
進
歩
を
妨
げ
ん
と
す
る
も
の
と
の
戦
に
し
て
決
し
て

両
国
間
の
争
に
非
ず
」

日
清
講
和
条
約
に
よ
り
清
韓
宗
属
関
係
は
切
断
さ
れ
、

朝
鮮
は
自
主
独
立
の
国
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
の
朝
鮮

に
は
自
身
が
自
立
国
家
に
な
っ
た
と
い
う
認
識
は
な
か
っ

た
。
日
清
戦
争
最
大
の
戦
利
品
と
し
て
日
本
に
割
譲
さ
れ

た
も
の
が
遼
東
半
島
で
あ
っ
た
が
、
条
約
締
結
の
直
後
に

ロ
シ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
三
国
干
渉
に
よ
り
、
こ
の

半
島
を
清
国
に
還
付
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
朝
鮮
は

こ
の
事
実
を
み
て
「
日
本
、
侍
む
に
足
ら
ず
」
と
み
な
し
、

今
度
は
日
本
を
屈
服
さ
せ
た
強
国
ロ
シ
ア
に
接
近
し
て
、

こ
れ
に
「事
大
」
す
る
と
い
う
ふ
う
に
事
は
進
ん
だ
。
日
本

は
文
明
と
野
蛮
の
戦
争
に
勝
利
し
た
は
ず
な
の
に
、
結
局

の
と
こ
ろ
は
、
朝
鮮
を
文
明
化
す
る
こ
と
か
な
わ
ず
、
ロ
シ

ア
と
い
う
も
う

一
つ
の
野
蛮
に
朝
鮮
を
追
い
や
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

「
斯
る
国
人
に
対
し
て
如
何
な
る
約
束
を
結
ぶ
も
、
背
信

違
約
は
彼
等

の
持
前
に
し
て
一彙
も
意
に
介
す
る
こ
と
な

し
。
既
に
従
来
の
国
交
際
上
に
も
屡
ば
実
験
し
た
る
所
な

れ
ば
、
朝
鮮
人
を
相
手
の
約
束
な
ら
ば
最
初
よ
り
無
効
の

も
の
と
覚
悟
し
て
、
事
実
上
に
自
か
ら
実
を
収
む
る
の
外

な
き
の
み
」

こ
の
文
章
は
、
『時
事
新
報
』
明
治
三
十
年
十
月
の
論
説

「事
実
を
見
る
可
し
」
に
で
て
く
る
。
福
澤
の
没
年
は
明
治

三
十
四
年
、
最
晩
年
に
近
い
こ
の
時
期
に
い
た
っ
て
、
あ
れ

ほ
ど
ま
で
に
繁
く
論
じ
て
き
た
朝
鮮
問
題
を
こ
う
い
う
形

で
閉
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
い
か
に
も
無
念
で
あ

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
現
代
の
韓
国
を
み
て
い
る
私

（筆

者
）
に
も
福
澤
の
無
念
が
わ
か
る
。

わ
た
な
べ

と
し
お

一九
三
九
年
、
山
梨
県
生
ま
れ
。
慶
應
義
塾
大
学
卒
業
、
同
大
学
院
博
士
課
程
修
了
。
経
済

学
博
士
。
筑
波
大
学
教
授
、
東
京
工
業
大
学
教
授
、
拓
殖
大
学
学
長

・
総
長
を
歴
任
。
八
五

年
、
『成
長
の
ア
ジ
ア
　
停
滞
の
ア
ジ
ア
』
で
吉
野
作
造
賞
受
賞
。
八
七
年
、
『開
発
経
済
学
』

で
大
平
正
芳
記
念
賞
受
賞
。
九
〇
年
、
『西
太
平
洋
の
時
代
』
で
ア
ジ
ア
ｏ
太
平
洋
賞
大
賞
受

賞
。
九
六
年
、
『神
経
症
の
時
代
』
で
開
高
健
賞
正
賞
受
賞
。
二
〇

三

年
、
正
論
大
賞
。
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