
地

球

第
二
怨

第
六
舵

岩

田

朝

鮮

陸

橋

に

裁

て
(
-
ラ
ク

ツ
)

｢
朝
鮮
併
合

さ
る
｣
車

九
百
十
年
八
月

二
十

二
日
)
ど

新
聞
は
簡
革

に
報
墳
L
LJ
)
是

に
よ
っ
て
日
本
は
永
年

翻
心
の
準
備
を
遂
げ
て
ポ
ー

ツ

マ
ス
俺
約
の
最
後
の

7

歩
わ
IJ完
盆
に
践
ん
だ
の
で
あ

る
｡
最
後
の

f
非
三

一日
つ

て
も
之
は
講
和
確
約

に
於
で
別
に
何
等
の
言
葉
を
以
て

言
ひ
安
は
さ
れ
た
も
の
で
は
打.
い
｡
而
か
も
之
に
よ

っ

て
日
本
は
殆
ん
tf/J
本
州
だ
同
甫
槽
の
股
間
の
横
琴

.,/

千
三
四
百TT酷
の
人
口
の
増
加

t,,J
を
薦
し
蓬
げ
た
評

で
あ

る

J開
土
の
鱗
状
が

如
何
な
る

種
朝
の
も
S

で
あ

る
か

｡

H

揮
併
令
が
両

者

に

/̂J
つ
て
如

何
な
る

政
治
地
埋
率
的

意
義
を
甜
す
か
o
以
来
円
本
は
こ
の
事
賓

に
よ
っ
て
如

何
な
る
こ
A,J
を
須
し
た
か

/̂･J
l亨

ふ
こ
亡
を
考

へ
て
見
る
｡

朝
鮮
は
欧
7..=,大
陸
S
.東
岸
に
位
す
る
隼
島
で
あ
る
0

7℃
の

中

部

北

部

は

緯

度

の

上

か

ら

見
て

比

陵

的

南

方

に

位
置

し

て

ゐ

る
.J

も

拘

ら

ず

､

厳
冬

1JJ
廉

夏

は

簡

程

清

洲

に
似
た
所
が
あ
る
J
山
脈
は
牛
島
を
縦
走
L
で
来
客

-
に
分
水
嶺
k
J
形
成
し
て
ゐ
る
.
河
流
は
殆
ご
閣
及
び

西
南
海
岸

に
注
ぎ
'
こ
の
方
面

に
中
野
が
開
け
て
潮
汐

の
影
響

に
よ

っ
て
か
な
-
上
流
ま
で
柳
軌
の
傍
が
あ
る

之

に
反
し
て
東
岸
は
険
峻

に
し
て
内
陸
水
蓮
は
資
連
し

な
い
｡
鏡
筒
浦
か
ら
元
山
を
劃
す

る
繭
は
大
概
に
於
て

南
北
朝
鮮
の
境
界
ビ
す

る
こ
と
が
出
凍
る
.

朝
鮮
は
南
方
対
馬
水
道
に
よ
っ
て

叫
部
離
れ
て
は
ゐ

る
け
蹄
..W
も
'
全
髄

ビ
し
て
欝
に
日
本
だ
大
陸
ど
の
間

に
横
は
る

Z
の
鹿

橋

L

and
B

t-id
ge(La
ndb
riick
e
)
･h:q･,

形
成
す
る
も
の
で
あ
る

C
こ
の
陸
橋
た
る
や
､
海
峡

ĵJ

朝
鮮
ビ
を
領
す
れ
ば
大
陸
支
那
の
菅
野
に
蓮
す

る
こ
E

は
梅

め
て
容
易
で
あ
る
｡

こ
の
脅
威
を
輿
ふ
る
こ
1-Lに

ょ
っ
て
外
交
上
の
目
的
吠
既

に
充
分
達
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
｡

二
十
七
八
年
の
役
は
明
か
に
此
の
事
薯
を
物
語

る
も
の
や

あ
る
J

朝
鮮
芋
島
の
政
治
地
理
撃
的
意
義

に
関
し
て
考
ふ

べ

き
事
は
､
先
づ
境
鼎
の
種
類
､
住
民
､
紺
家
的
窮
境
､



文
化
の
駐
屯
的
交
通
路
及
び
遊
降
格

(屡

々
戦
時
の
遊

軍
路
ビ

叫
致
す
る
)
最
後
に
外
交
的
成
鵜
即
ち
閣
家
又

は
聞
民
の
発
展
カ
で
あ
る
.

｢
政
治
地
排
撃
は
歴
史
の
示
す
葡
某
に
憩
櫨
す

る
も
の

で
p
政
治
地
理
単
が
作
-
得
る
法
則
は
大
部
が
歴
史
ビ

11
枚
す
る
も
の
で
あ
る
O
自
然
的
傭
件
に
つ
い
て
の
知

識
は
政
治
地
和
学
的
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に
充
分
な

も
の
で
は
な
い
｣

朝
鮮
半
島
の
境
非
は
殆
L,,J
全
部
が
最
も
有
利
な
海
岸

孤
,Jこ
よ
っ
て
把
凍

て
み
る
0
只
北
方
の
み
は
陸
の
境
碁

で
僅
入
至

葺
け
る

可能
性
が
あ
る

鴨
擢
江
三
見
満
江

は
池
路
で
あ
っ
て
境
瀞
t,J
は
な
ら
な
い
.
長
白
山
涯
は

北

方

ーこ
於

け
る
唯

1
の

障
壁
で
あ

る
｡

鴨

紘
江
は
十
七

壮

紀

の

頃

か

ら

千

八百九
十

五
tj
･
ま

で
は

そ

の

北

岸
に

中
流
北
朝
地
階
が
あ
り
L
Jた
め
に
茸
際
の
境
駆
中
な

し

で

ゐ
L
J
〕

豆
満
江
は
長

さ

に

於
て
鴨
練
江

の

五
分
の
二

位
で
境
弊

t/J
L
で
は
鴨
技
法
ビ
略

同

様

の

作

用
か

して

局

っ
た
け
れ
ど
も
､
こ
の
河
は
上
流
に
森
林
の
繁
茂
し

て
か
る
鮎
以
外

は

鴨
練

江

ビ
徐

程

趣
窄
異

に
し
て
ゐ
る

屈
曲

の
多
い
事

/̂J冬
季
長
-
結
氷
す

る
事

,
1.
は
航
路

亡

朝
鮮
陣
柿
に
凱
て
(
ト
ラ
サ
ブ
)

し
て
の
慨
偲
～=L･t非
常
に
批
す
る
-
の
で
あ
る
O

｢
陸
橋
L
tIS
る
-
の
は
p
之
が
そ
の
両
端
か
ら
文
化
的

及
び
軍
事
的
交
通
に
盛
に
使
用

さ
れ
る
場
令
に
於
で
の

み
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
.
換
言
す
れ
ば

此
橋
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
二
つ
の
地
方
.
二
つ

の
大
陸
叉
は
簡
家
が
精
神
的
又
は
物
質
的
に
交
通
す
る

場
令
に
潜
で
重
要
な
も
の
で
あ
る
)
か
-
の
如
き
陸
橋

そ
れ
自
身
が
若
し
民
族
的
.
文
化
的
又
は
政
治
的
に
狗

立
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
､
カ
の
闇
係
に
よ
っ
で
あ
る

陣
は

1
万
の
又
あ
る
陣
は
他
の

一
方
の
隣
園
に
好
悪
を

寄
す
る
に
至
る
も
の
で
あ
る
O
陸
橋
が
若
し
内
股
営
燕

的
政
策
を
来
て
る
な
ら
ば
1
枚
は
容
易
に
文
化
的
に
も

政
治
的
に
も
虎
視
耽

々
た
る
両
隣
閲
か
ら
鶴
漉
し
得
る

も
の
,P
あ
か
｡
か

ゝ
る
平
島
が
若
し
民
族
的
に
.
地
理

的
に
又
は
観
衆
的
に
介
離
し
た
部
分
か
ら
な
っ
て
な
る

乍
ら
は
'
盆
鯉
ビ
し
て
は
外
敵
に
潮
す
る
防
興
上
有
利

L-5境
卦
か
有
し
て
み
る
に
も
拘
ら
ず
攻
弊
カ
を
有
せ
ざ

る
限
-
は
不
利
の
状
態
に
憤

る
の
で
め
る
｡
朝
鮮
の
過

去
の
雅
史
は
屡
々
こ
の
事
欝
か
r物
語
っ
て
な
る
｡
リ
ッ

チ
ル
の
言

へ
る

｢
二
甜
閥
の
闇
に
介
砧
す

る
が
た
め
に

山t'
?
九

四
三



地

球

二
重
の
女

賊
の
義
務
か
有
す

る
地
｣
ど
な
る
の
で
あ
る
｡

閣
家
の
藤

展
t
観
の
財
政
.
交
通
等
の
聴
展
は
囲
家
ビ

し
て
の
瑚
丑
の
存
在
ビ
い
ふ
こ
/̂JJ
に
飼
犬
な
関
係
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
｡
此
の
事
は
又
朝
鮮
に
於
て
椙
梅
的
､

消
極
的
耐
方
面
に
於
て
観
察
す
る
こ
だ
が
出
凍
る
｡
而

し
て
之
は
囲
境
が
開
放
さ
れ
た
北
部
'
即
ち
半
島
本
家

の
部
ビ
.
装
状
に
潤
さ
れ
た
商
都
･JIJ
に
於
て
互
に
舶
違

し
た
鮎
の
あ
る
こ
ど
な
認
め
る
事
が
出

凍
る

｡

朝
鮮
は
交
通
の
敏
速
L
tIbか
っ
た
時
代
に
は
-
そ
の

北
部
に
於
で
は
金
-
大
陸
そ
の
も
の
だ
同
株
で
あ
-
I

南
部
に
於
で
は
全
然
島
ビ
同
校
で
あ
っ
た
｡
前
者
は
非

常
に
大
陸
に
影
響

さ
れ
後
者
は
著
し
-
島
観
的
'
保
守

的
､
瑚
丑
的
で
あ
る
｡
京
城
附
鑑
は
勿
論
､
北
東
部
や

南
部
に
於
て
も
種
族
及
び
言
語
に
著
し
い
混
食
が
行
ほ

れ
て
ゐ
る
ど
は
言

へ
､
荷
は
今
日
全
階
を
通
じ
て
之
等

が

7
校
で
あ
る
三

言

こ
E
は
出
凍
な
い
.
北
方
に
於

で
は
満
洲
系
の
農
民
が
多
-
'
南
方
に
於
て
は
漁
民
が

多

い
｡
rJ
あ
れ
金
酷
ビ
し
て
は
鯉
質
的
に
も
精
細
的
に

も

山
の
特
別
の
型
を
形
成
し
て
を
つ
て
そ
の
面
目
を
栗

は
な
い
瓢
が
あ
る
0
朝
鮮
人
は
着
氷
非
常
な
肉
食
家
で
､

節
二
省

節

六

軟

毛
六

四
四

鯉

櫓
は

大
き

-
ー

濃

カ

が

粥
い
､
動

作

は
か
L=t
-
親
野

の

方

で

あ

る
｡

精
神
的
の
瓢
に
於
で
は
朝
鮮
人
は
頗
る
支
那
の
影
響

を
受
け
て
ゐ
る
｡
文
字
言
語
宗
教
及
び
生
活
状
儀
に
於

で
も
支
那
の
影
響
は
少
-
な
い
.
而
る
に
現
今
人
口
千

七
百
苗
の
面

鮮
人
が
彼
等
同
着
の
言
語
文
単
~
固
有
の

宗
教
的
信
念
風
習
儀
式
及
び
自
主
的
精
神
を
宥
す
る
革

は
偏
に
島
国
的
修
件
の
廠
州ら
し
む
る
所
fJ
あ
る
〕
こ
の

瓢
は
朝
鮮
研
究
者
を
し
て
常
に
驚
嘆
せ
し
む
る
魔
の
も

の
で
あ
る
｡

近
年
日
本
の
所
有
に
よ
っ
て
朝
鮮
陸
橋
の
利
用
が
永

久
に
以
前
だ
反
射
S
方
向
に
向
け
ら
れ
る
こ
bJ
ゝ
な
っ

た
｡
日
本
は
開
国
に
次
で
急
激
の
費
展
を
な
し
P
二
十

七
八
年
及
び
三
十
七
八
年
の
㌦役
に
於
て
p
支
那
及
び

ロ

シ
ア
が
日
本
を
窺
ふ
た
め
に
朝
鮮
陸
橋
を
得
ん
だ
す
る

野
心
JqiJ完
全
に
婁
過
し
た
｡
か
-
て
弧
閲
ビ
電
っ
た
島

帝
団
は
自
国
を
大
陸
に
橋
渡
し
す
る
鹿
の
陸
橋
を
第
三

者
の
手
に
も
､
無
力
な
朝
鮮
白
身
の
手
に
も
委
ね
ず
自

ら
の
芋
に
収
め
た
の
で
あ
る
｡
日
本
の
撒
水
は
賓
に
朝

鮮
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
ビ
言

っ
て
も
よ
い
｡



囲
解
の
,併
倉
に
よ
っ
て
円
本
は
大
陸
猫
囲
,̂J
し
て
の

重
婁
な
第

一
歩
を
研
み
出
し
た
｡
か
-
て
日
東
は
牛
島

を
植
民
地
だ
し
て
利
用
し
更
に
北
西
に
向
ふ
進
路
E
L

.花
の
で
あ
る
.
事
贋
は
革

に
朝
鮮
が
瑚
文
を
失

っ
た
b･J

い
ふ
事
に
止
ら
な
い
の
で
あ
る
0
朝
鮮
は
大
日
本
解
団

の
繰
返
に
於
て
'
支
那
及
び
シ
ベ
リ
ア
に
封
す

る
緩
衝

地
文
は
進
軍
地
ビ
し
て
の
任
絡
む
帯
び
る
に
至
っ
た
.

之
は
少
-
ど
-
日
本
従
来
の
名
車
の
敵

宜
ビ
反
射
の
革

質
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
0
朝
鮮
は
又
捕
洲
ビ
共
に
H

本
が
兼
に
附
近
の
地
を
分
割
す

べ
き
鏡

二
の
渥
乾
板
換

地
ビ
し
て
の
任
路
を
引
受
け
ね
は
な
ら
ぬ
｡

朝

鮮

や
待
て
日
本
は
何
を
し
た

か
C.
先
づ
覇
溝
洲
を

見

よ
O
鴨

緑
江

の
河

口
か
ら
逢
河
の
河
口

に
至
る
間
の

海

岸

に
は

光

来

の

山

地

が

あ
-

大

連

の
車

島

が
あ

-

旅

順
の
港
が
あ
る
｡
旅
順
は
北
京
の
外
港
天
津
に
至
る
督

韮
兼
の
水
路
を
隔
て
ゝ
山
東

に
射
し
､
か
-
て
旅
順
及

び
そ
の
背
面
の
地
は
輩
渦
に
於
け
る
渥
機
上
､
及

び
朝

鮮
よ
り
鴨
紬
江
.少
拝
で
旅
順
.
更
に
奉
天
北
京
に
進
む

陸
戦
上
の
痕

略
に
太
な
る
意
義
を
有
す
る
0

今
ま
で
殆
ど
世
鼎
の
注
意
を
車
か
;Ij
か
つ
吾
此
地
方

朝
鮮
隣
柿

11就
て
〔
ト
ラ
サ

グ
)

が
t
か
-
tJ
初
め
て
千
八
百
九
十
二
年
以
雑
p
第

1
流

の
政
治
的

(難
事
的
)
雛
轟
だ
し
て
頚
饗
tIt悪
童
を
宥
す

る
に
至
っ
た
｡
常
時
日
精
載
軍
は
未
面
的
に
は
朝
鮮
の

瑚
立

麦

那
よ

-
の
)
の
た
め
に
行
は
れ
.
海
陸
共
に
無

力
な
衷
面
的
の
国
家
た
る
こ
の
陸
橋
は
荘
ち
に
円
本
の
L

海
上
種
に
黍
せ
ら
れ
た
｡
日
本
は
鴨
級
江
に
進
み
露
に

支
那
の
艦
隊
を
破
-
不
意
に
旅
順
の
要
親
を
占
領
し
た

支
那
の
載
間
カ
の
弱

い

二
で
は
卒
然
ビ
し
て
八
を
鴛
鰐

さ

せ

た

.

千

八

育
九
十
五
年
下
開
催
約
に
潜

っ
て
日
本
が
､
就

中
鰐
俳

二
観
の
抗
議
に
遭

っ
て
大
陸
に
領
地
を
有
す

る

の
地
歩
を
欠
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
は
人
の
知
る
所

で
あ
る
Ct
ロ
シ
ア
は
千
八
宵
九
十
八
年
旅
順
ビ
共
に
闇

米
半
島
を
租
借
し
誠
に
確
固
た
る
地
歩
を
占
め
､
多
年

熱
望
L
L
J
不
凍
渚
を
得

'
商
満
に
勢
力
を
振
ふ
む
得

る

に
至
っ
た
G
千
九
有
年
北
浦
の
事
塵
が
起
-
之
が
鋲
足

に
於
て
日
本
は
充
分
欺
洲
列
強
の
軍
隊
を
単
ぶ

事
を
得

た

｡か
ゝ
る
間

に
日

本
に
於
て
は
盛
に
新
聞
や

隼
棲
教

育

が
旅
順
を
森
回
さ
れ
た
事
は
剰
観

の
名

碁

を

侶

け

る

も

yA
?

七

四
五



地

球

の
で
あ
る

こ

yJ
生

向
唱
し
た
.
鈷
御
薗
噂
は
摘
僻
に
於

け
ろ
日
本
S
利
糟
を
認
め
た
け
れ
Y,J
も
.
鴨
純
江
上
流

の
森
林
LJJ
北
西
朝
鮮
の
金
成
は
永
年

Ⅴ
シ
ア
の
垂
降
し

て
描
か
な
か
っ
た
所
の
も
の
で
あ
る
"
敏
の
鹿

張
力
は

族
恨
む
雅
碍
L
L
J事
に
よ
っ
て
決
し
て
猫
見
せ
ず
､
そ

の
カ
は
正
に
こ
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
陸

橋
の
北
端
に
新
て
日
露
の
剥
描
衝
突
は
益
々
烈
し
-
fj

っ
た
｡
島
随
に
付
着
な
執
鋤
を
以
て
日
本
は
朝
鮮
に
於

で
益
々
確
固
た
る
地
渉
か
占
め
.
歩

1
歩
日
本
の
政
策

は
こ
の
日
的
に
努
力
し
L
J
｡
路
に
事
態
は
遍
泊
.L
1た
｡

ロ
シ
ア
の
行
動
に
悌
蕎
た
る
日
本
は
蓑
に
再
び
朝
鮮
珊

丑
の
た
め
(此
皮
は

ロ
･L
ア
よ
-
の
)断
乎
ビ
し
て
武
器

を

/̂J
つ
て
立
つ
事
･!J
な
っ
た
J

か
-
て
間
も
な
-
海
上
楯
は
覇
び
円
本
に
屈
し
.
覗

鮮
陸
橋
は
日
本

の
有
に
蹄
し
た

O

千
九
宙
五
年

ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
禽
講
に
於
て
.
日
本

は
彼
の
努
カ
ビ
犠
牲
の
飴
果
ビ
し
て
'
肇
天
に
至
る
ま

で
の
南
溝
洲
を
維
封
利
擢
範
囲
ど
な
L
p
旅
順
長
春
閥

の
市
浦
班
迫
を
得
.
大
通
及
び
旗
順
を
含
め
る
関
東
州

の
租
借
槽
を
得
た
｡

ロ
シ
ア
は
朝
鮮
陸
橋
の
北
端
か
ら

鍵

二
番

第
六
敬

竃

八

四

謁

十
分
遠
-
追
ひ
遠

へ
rJ
れ
た
.
日
本
は
附
進
の
.河
上
樺

を
宥
す
る
隈
-
永
久
に
陸
橋
の
支
配
者
で
あ
る
｡
陸
橋

の
北
両
端
､
鴨
紘
江
二
見
欄
江
の
北
側
に
於
て
は
南
猫

粗
造
の
所
有
に
よ
っ
て
壁
掛
的
に
も
軍
事
的
に
も
蜜
に

1
種
の
綾
衝
地
帯
が
出
凍
た
樺
で
あ
る
｣

円
本
に
封
す
る
朝
鮮
の
意
義
は
近
年
に
至
る
も
依
然

だ
し
て
婁
-
は
な
い
0
日
霞
城
軍
が
日
本
を
し
て
東
亜

開
明
の
先
駆
た
ら
し
め
た
だ
す
れ
ば
支
那
の
共
和
制
の

失
敗
は
日
本
の
費
連
を
促
進
せ
し
め
た
も
の
で
あ
-
I

枇
都
城
軍
は
日
本
を
完
成
せ
し
め
た
も
の
で
あ
る
｡
そ

の
後
如
何
な
る
反
動
が
起
っ
た
か
､
殊
に
両
群
の
社
食

珪
素

'
共
産
音
義
の
影
響
が
如
何
に
現
は
れ
た
か
に
親

で
は
鯛
は
汲
知
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
る
｡
昨
年
九
月
の

恐
る
べ
き
農
英
は
日
本
人
の
有
す

る

健
重
な
る
カ

郵
い

性
質
を
躍
動
さ
せ
た
事
は
確
か
で
あ
る
が
国
家
財
政
の

上
に
受
け
た
痛
手
は
少
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
｡
二
十
年

前
の
雄
々
し
き
努
力
に
よ
っ
て
得
た
所
の
も
の
を
確
賓

に
促
持
し
て
行
-
事
は
此
畠
組
に
ご
っ
て
容
易
な
業
で

は
あ
る
ま
い
｡
加
ふ
る
に
北
米
令
茶
園
に
於
け
る
此
姐

の
移
民
問
牌
は
暗
雲
低
迷
の
状
態
に
あ
る
｡



元
雑
が
純
島
地
で
あ
っ
て
異
常
の
粘
着
カ
ビ
政
策
的

自
由
亡
を
宥
す
る
日
本
の
弧
革
IJ
､
純
大
陸
団
た
る
瑚

乙
の
.政
策
的
孤
立
rj,J
は

i･に
舶
似
た
所
が
あ
る
｡
朝
鮮

の
瑚
立
運
動
が
退
か
に
鞘
薯
ど
な
っ
た
ど
す
る
も
決
し

て
釆
大
望

=蔵

を
宥
す
る
も
の
ど
は
考
へ
ら
れ
な
い
｡

日
本
の
政
基
は
吾
々
の
知
る
範
囲
で
は
朝
鮮
に
於
け
る

多
少
国
難
な
問
題
を
着
々
巧
妙
に
産
棚
し

っ
､
あ
る
も

の
で
あ
る
｡

以
上
抄
鐸
し
た
倫
首
は
日
本
ビ
支
那
ど
の
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在

る
朝
鮮
の
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策
的
悪
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を
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に
し
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頗
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簡
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っ
て
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牡
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肇
開

始
前

後

の
二
股

の
藤
通
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が
日
本
の
日
英
同
盟
だ
日

露
協
商
･!J
で
瑚
泡
に
開
戦
し
た
の
を
倒
し
能
は
ぬ
心

排
状
腿
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憤
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た
蒔
き
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L
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思
は
れ
ぬ
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之
を
関
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を
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亜
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