
て
挨
拶
を
交
わ
し
ま
し
た
｡

当
時
､
日
本
人
と
朝
鮮
人
の
間
に
は
情
が
通
い
合

っ
て
お
り
､
こ
の
よ
う
な
別
れ
を
惜
し
む
光
景
が
､
日
本

各
地
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
-
あ
り
ま
せ
ん
.3
端
島
で
も
そ
う
だ

っ
た
の
で
し
ょ
う
｡

鄭
忠
海
氏
の
手
記
に
は
､
彼
の
月
給
が

一
四

〇
円
だ

っ
た
と
も
書

い
て
あ
り
ま
す
=
昭
和

l
九
年
末
か
ら

二
〇
年
と
い
う
全
て
の
物
資
が
窮
乏
し
て
い
る
時
期
に
､
会
社
側
は
彼
ら
に
不
満
が
出
な
い
よ
う
に
､
高
額
の

賃
金
を
支
払
い
､
清
潔
な
寄
宿
舎
を
用
意
し
､
食
事
も
十
分
に
提
供
し
ま
し
た
rJ
体
力
が
低
下
し
た
も
の
に
は

栄
養
を
た

っ
ぷ
り
と
ら
せ
､
特
別
休
暇
を
LTh
え
て
い
ま
す
｡

日
本
企
業
は
､
こ
こ
ま
で
朝
鮮
人
徴
用
工
に
配
慮
を
し
て
い
ま
し
た
｡
先
述
の
朝
鮮
総
督
府
か
ら
企
業

へ
出

さ
れ
た

｢
万
全
の
体
制
を
取
る
よ
う
に
｣
と
の
要
請
は
､
東
洋
工
業
で
も
着
実
に
実
行
さ
れ
て
い
た
の
で
す
｡

.憾

第
十
玉
章

百
ら
田
本
に
渡

っ
て
き
た
朝
鮮
人

大
勢
の
朝
鮮
人
が
職
を
求
め
て
や
っ
て
き
た

｢強
制
連
行
｣
説
が
全
く
非
現
実
的
で
あ
る
こ
と
は
､
戦
前

･
戦
中
に
朝
鮮
か
ら
日
本

へ
出
稼
ぎ
労
働
者
が
大

量
に
や

っ
て
き
た
事
実
か
ら
も
明
ら
か
で
す
C

前
述
の
通
り
､
朝
鮮
人
の
内
地
渡
航
は
制
限
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
､
そ
れ
で
も
日
韓
併
合
以
来
､
内

地

に

お

け
る
朝
鮮
人
の
人
口
は
増
え
続
け
て
い
ま
し
た
rJ
大
正
元

へ
一
九

二

二

年
に
約
三

〇
〇
〇
人
で
あ
っ
た

も

の

が
､
大
正

一
〇

二
九
二

一
)
年
末
に
は
三
万
九

〇
〇
〇
人
ま
で
増
え
て
い
ま
す
｡
さ
ら
に
大
正

l
〇
年
か
ら

は
急
増
し
て
お
り
'
昭
和
二

二

九
二
七
)
年
末
に
は

〓
ハ
万
五

〇
〇
〇
人
､
そ
し
て
昭
和

1
三

二

九
三
八
)

年
末
に
は
な
ん
と
八

〇
万
人
に
達
し
て
い
ま
す
｡

朝
鮮
半
島
で
の
｢自
由
募
集
｣
は
昭
和

一
四

二

九
三
九
)
年
に
始
ま
り
ま
し
た
が
､
そ
の
時
点
で
既
に
約

八

〇
万
人

の
朝
鮮
人
が
日
本
に
居
住
し
て
い
た
わ
け
で
す
｡
渡
航
に
制
限
が
あ

っ
た
と
は
い
え
､
当
時
の
朝
鮮

第LJt周; ｢強制連行｣のまぼろし

人
は
同
じ
E
i4･国
民
で
あ
り
､
正
当
な
手
続
き
さ
え
踏
め
ば
､
出
稼
ぎ
移
住
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
C
特
に

ー



朝
鮮
南
部
の
農
相
に
住
-

壮
年
に
と

っ
て
､
｢内
地
｣
は

｢成
功
者
｣
と
な
る
た
め
の
チ
ャ
ン
ス
を
提
供
し

て
-
れ
る

｢夢
の
回
｣
で
あ
り
､
多
-
の
人
々
が
日
本
に
渡

っ
て
き
た
の
で
す
｡

日
本
に
憧
れ
て
き
た
人
々
の
証
言

で
は
ど
の
よ
う
な
思
い
を
も

っ
て
朝
鮮
の
人
々
は
日
本
に
や
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
▲U
具
体
的
な
証
言
を
あ

げ
て
み
ま
す

(
い
ず
れ
も

『百
万
人
の
身
世
打
鈴
』
東
方
出
版
よ
り
)0

完

二
九
年
済
州
島
に
生
ま
れ
た
棟
聖
姫
は
次
の
よ
う
に
振
り
返

っ
て
い
ま
す
｡

｢済
州
島
の
家
に
帰

っ
て
み
る
と
､父
の
弟
が
日
本
か
ら
帰

っ
て
き
て
い
ま
し
た
｡

そ
の
叔
父
は
五
､
六

年
も
前
に
日
本
へ
行
っ
た
き
り
便
り
も
-

さ
な
か
っ
た
ん
で
す
が
､
元
気
そ
う
な
様
子
で
帰

っ
て
き

た
ん
で
､
み
ん
な
大
喜
び
で
し
た
｡
叔
父
の
日
本
の
話
は
い
い
こ
と
ず
-
め
で
し
た
｡
そ
の
中
で
も
私

に
と
っ
て
印
象
的
だ
っ
た
の
は
､
白
い
ご
飯
を
毎
日
三
度
々
々
食
べ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
｡
私

に
と
っ
て
は
夢
の
よ
う
な
話
で
し
た
｡
(
中
略
)
『わ
た
し
を
日
本
に
連
れ
て
っ
て
!
』
わ
た
し
は
夢
中

に
な
っ
て
叫
び
ま
し
た
｡
叔
父
に
す
が
っ
て
せ
が
み
ま
し
た
｡
(
中
略
)
私
が
あ
ま
り
し
つ
こ
く
頼
む

の
で
､叔
父
も
と
う
と
う
折
れ
て

『今
度
行
く
と
き
連
れ
て
行

っ
て
や
る
』
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

82

*

私
は
う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て
､
天
に
も
昇
る
思
い
で
､
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
く
て
外
に
飛
び
出
し
､

近
く
の
丘
に
上
が
っ
て
大
き
な
声
で
わ
め
き
ま
し
た
｡
『わ
た
し
日
本
へ
行
く
ん
だ
よ
｡
日
本
へ
行
く

ん
だ
よ
う
』

(中
略
)
み
ん
な
は
私
の
話
を
聞
く
と

『
い
い
わ
ね
』
『
い
い
わ
ね
』

っ
て
羨
ま
し
が
っ
て
い
ま
し
た
｣

彼
女
は

1
五
歳
に
な
る
と
希
望
通
-
日
本
に
渡
航
し
､
叔
父
の
家
で
生
活
し
て
い
ま
す
｡

次
に
慶
尚
南
遺
馬
山
出
身
の
褒
叉
星
は
昭
和
三

二

九
二
八
)
年
に
日
本
に
渡
航
し
た
動
機
を
次
の
よ
う
に

証
言
し
て
い
ま
す
｡

｢友
達
が
な
ん
と
な
く
日
本
に
行
く
か
?

日
本
は
い
い
ら
し
い
よ
っ
て
言
う
の
で
､
に
わ
か
に
来
て

し
ま
っ
た
ん
で
す
｡
憧
れ
て
お
っ
た
ん
で
す
よ
｡
日
本
に
行
け
ば
金
儲
か
る
と
思
っ
て
｡
日
本
に
行
け

ば
朝
鮮
で
の

一
年
分
が
何
か
月
か
で
儲
か
る
ん
だ
と
｣

し
p･-
I

ま
た
､
昭
和

一
七

二

九
四
二
)
年

一
〇
月
に

｢官
斡
旋
｣
を
受
け
た
慶
尚
南
遺
蔚
山
出
身
の
李
斗
晩
と
い

う
人
物
も
こ
の
よ
う
に
語

っ
て
い
ま
す
｡

第IFEFt;r;｢強制連行｣のまぼろし83



｢役
所
に
呼
び
出
さ
れ
て

『日
本
に
行
っ
て
く
れ
』
と
言
わ
れ
た
｡
い
や
と
も
言
え
な
い
し
な
｡

ま
あ
正
直
い
え
ば
嬉
し
か
っ
た
の
｡
日
本
に
来
た
く
て
も
な
か
な
か
来
ら
れ
な
い
ん
だ
か
ら
｡
韓
国

に
あ
っ
て
も
仕
事
も
な
い
し
､
百
姓
く
ら
い
だ
か
ら
｡
俺
だ
け
じ
ゃ
な
-
て
､
日
本
に
采
た
が
っ
て
た

の
大
勢
い
た
ん
だ
｣

戦
前

･
戦
中
を
通
し
て
､
朝
鮮
で
は

1
椴
の
人
々
の
間
で
こ
れ
だ
け
日
本
へ
の
渡
航
熱
が
高
か
っ
た
こ
と
が

よ
く
お
分
か
り
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
｡}

戦
時
中
の
渡
航
者
の
六
〇
%
が
動
員
外

｢自
由
募
集
｣
｢官
斡
旋
｣
｢徴
用
｣
と
並
行
し
て
､
出
稼
ぎ
の
目
的
で
大
量
の
朝
鮮
人
が
日
本
に
や
っ
て
き
ま

し
た
｡
｢自
由
募
集
｣
期
間
で
あ
る
昭
和

一
四

二

九
三
九
)
年
か
ら

一
六

二

九
四

こ

年
の
三
年
間
に
内

地
に
渡
航
し
た
朝
鮮
人
の
総
数
は

一
〇
七
万

l
O
O
O
人

は
-

で
す
が
､
こ
の
う
ち

｢自
由
募
集
｣
で
内
地

に
来
た
朝
鮮
人
は
､前
述
の
通
-

l
四
万
七
〇
〇
〇
人

へ厚
生
省
統
計
)
に
過
ぎ
ま
せ
ん
′リ
渡
航
者
の
中
に
は
､

内
地
と
半
島
を
往
復
し
た
人
の
数
も
入
っ
て
い
ま
す
が
､
｢自
由
募
集
｣
に
よ
る
渡
航
は
､
全
体
の
〓
ハ
%
に

過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
も
事
実
な
の
で
す
｡

84

こ
の
傾
向
は
､
｢官
斡
旋
｣
｢徴
用
｣
の
時
期
で
も
継
続
し
て
い
ま
す
cL
R==
利

壱

二

九
四
二
)
年

石

か

ら
昭
和
二
〇

(
完

四
五
)
年
-

ま
で
の
内
地
へ
の
動
員
数
は
五
1L111
人

-

で
す
が
､
同
じ
時
期
に
朝

鮮
半
島
か
ら
の
渡
航
者
は
,
延
べ

=
二
〇
万
七
〇
〇
〇
人

けりJ

で
す
｡
大
東
-

争
中
の
内
地
へ
の
悪

者

の
約
六
割
が
,
｢動
員
以
外
｣
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
そ
し
て
彼
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
､
内
地
で
働
-
た
め

に
自
分

で
希
望
し
て
や
っ
て
き
た
の
で
す
｡

終
戦
時
に
日
本
に
い
た
半
島
出
身
者
の
七
八
%
が
自
由
意
志
で
来
て
い
た

こ
う
し
た
渡
航

･
移
住
に
よ
っ
て
､
終
-

に
は
約
二
〇
〇
万
人
の
朝
鮮
人
が
内
地
に
い
た
と
推
誉

れ
て

い
ま
す
｡
昭
和

遍

(
五

三
九
)
年
か
ら
二
〇

二

九
四
五
)
年
ま
で
に
約

=

〇
万
人
が
増
え
た
こ
と
に

な
り
ま
す
｡
終
戦
当
時
,
動
員
先
の
職
場
に
い
た
朝
鮮
人
は
約
三
二
万
lll｡
0
0
人

(厚
生
省
統

計)
､そ

れ

以
外
の
軍
人

･軍
属
が
約

･I
嘉

三
〇
〇
〇
人

(引
揚
援
護
庁
調
蜜

で
､
合
計
四
三
万
六
〇
〇
〇
人
と
な
-
'

制Jq部 ｢強制連行｣のまぼろし

こ
れ
は
終
戦
時
の
朝
鮮
人
の
人
口
の
二
二
%
に
過
ぎ
ま
せ
ん
｡

残
り
の
七
八
%
の
朝
鮮
人
が
､
自
分
の
意
志
で
日
本
に
渡
っ
て
き
た
人
と
そ
の
子
弟
,
さ
ら
に
動
員
先
の
職

.
I

.

.

.

言

I

I

.



い
た
の
で
す
｡

嫌
が
る
朝
鮮
人
を
､
投
致
同
然
の
方
法
で
-

や
-
内
地
に
連
れ
て
き
て
酷
使
し
た
と
い
う

｢
強
制
連
行
｣

の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
当
時
の
実
態
を
､
こ
の
数
字
が
明
確
に
物
語

っ
て
い
ま
す
rJ

大
童
の
人
々
が
朝
鮮
半
島
か
ら
密
航
し
て
き
た

以
上
の
通
り
､
日
韓
併
合
以
降
､
多
-
の
朝
鮮
の
人
々
が
内
地
に
憧
れ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
｡
そ
し
て
出
稼

ぎ
渡
航
の
資
格
が
な
い
人
々
は
密
航
し
て
で
も
内
地
へ
渡
ろ
う
と
し
た
の
で
す
｡
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そ
の
中
に
は
､
炭
鉱
で
働
-
た
め
に
密
航
し
て

く
る
人
も
た
-
さ
ん
い
ま
し
た
｡
上
記
記
事
は
昭

和
九

(
完

三
四
)
年
八
月
二
四
日
付
朝
鮮
中
央

日
報
で
す
｡
タ
イ
-
ル
は

｢
筑
豊
炭
坑
目
標
に
密

航
朝
鮮
人
激
増
｣
と
な

っ
て
お
り
､
当
時
日
本
の

主
要
な
炭
鉱
が
た
-
さ
ん
あ

っ
た
福
岡
県
の
筑
豊

炭
鉱
を
目
標
に
密
航
し
て
-
る
者
が
続
出
し
て
､

当
局
が
頭
を
痛
め
て
い
る
と
い
う
内
容
が
書
い
て

あ
り
ま
す

(崖
碩
栄
氏

w
e
b
｢
『映
画
ク
軍
艦
島
〟

は
フ
ェ
イ
ク
で
あ
る
』
を
示
唆
す
る
こ
れ
だ
け
の
証
拠
｣
よ
り
)C

内
務
省
の
統
計
に
よ
れ
ば
､
昭
利
五
年
か
ら

一
七
年
ま
で
の

一
三
年
間
で
発
見
さ
れ
た
不
正
渡
航
者
は
四
万

人
近
-
に
な
り
ま
す
｡
実
数
は
そ
の
数
倍
に
じ
る
で
し
ょ
う
｡
し
か
も
そ
の
内
訳
を
見
る
と

｢自
由
募
集
｣
が

始
ま

っ
た
昭
利

1
四

二

九
三
九
)
年
以
降
急
増
し
て
い
ま
す
｡

も
し
日
本
の
官
憲
に
よ
る

｢強
制
連
行
｣
が
本
当
に
あ

っ
た
の
な
ら
､
強
制
的
に
連
れ
て
こ
ら
れ
る
人
間
と
'

正
式
な
資
格
を
も

っ
て
嬉
々
と
し
て
日
本
に
渡
航
す
る
人
間
'
さ
ら
に
船
底
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
必
死
の
覚
悟
で

日
本
に
向
か
う
密
航
者
が
'
同
じ
船
に
乗

っ
て
き
た
こ
と
に
な
-
ま
す
｡
漫
画
に
も
な
り
ま
せ
ん
｡

そ
れ
で
捕
ま

っ
た
密
航
者
は
ど
う
な

っ
た
で
し
ょ
う
｡
｢
強
制
連
行
｣
が
事
実
な
ら
彼
ら
を
捕
ま
え
て
全
員

炭
抗
に
放
り
込
め
ば
い
い
は
ず
で
す
｡
し
か
し
逮
捕
さ
れ
た
密
航
者
の
中
で
､
運
よ
-
就
職
先
を
斡
旋
さ
れ
た

も
の
も

一
部
い
ま
す
が
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
法
律
に
基
づ
い
て
朝
鮮
半
島
に
帰
さ
れ
ま
し
た
｡

昭
利

l
四
年
か
ら

一
七
年
ま
で
に
､

一
万
九
二
〇
〇
人
ん
‖
-

が
朗
鮮
に
強
制
送
還
さ
れ
て
い
ま
す
｡
こ
れ

が
本
当
の

｢
強
制
連
行
｣
で
す
｡
な
お
､
首
尾
よ
-
捕
ま
ら
ず
に
日
本
の
会
社
に
就
職
し
､
生
活
を
始
め
て
し

ま
え
ば
､
密
航
者
で
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
て
も
送
還
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
o
H
本
国
民
で
あ
る
以
上
､
居
住
権

が
あ
る
か
ら
で
す
｡
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差
別
は
な
か
っ
た
と
証
言
す
る
朝
鮮
人

明
治
三
七

二

九

〇
四
)
年
に
慶
尚
南
道
義
城
郡
で
生
ま
れ
た
朴
水
竃
は
､

六

歳
の
頃
日
本
に
渡

っ
て
､

東
京
の
石
井
鉄
工
所
で
働
き
ま
し
た
C
関
東
大
震
災
の
混
乱
で

左

間
朝
鮮
に
戻
り
ま
し
た
が
､
そ
の
後
は
再

び
日
本
で
生
活
し
ま
し
た
｡
戦
時
中
は
､
朝
鮮
人
労
務
者
十
数
人
の
親
方
と
な

っ
て
､
三
菱
造
船
所
で
鋲
打
ち

な
ど
の
仕
事
を
し
て
い
ま
す
C
彼
は
戦
前
や
戦
中
に
差
別
は
な
か

っ
た
か
と
開
か
れ
て
､
こ
う
答
え
て
い
ま
す

f
ir:
C

｢差
別
で
す
か
?

そ
の
頃
は
日
本
人
で
は
だ
れ
も
そ
う

い
う
仕
事
を
す
る
も
の
は
い
な
か
っ
た
か

ら
､
差
別
は
な
か
っ
た
で
す
よ
｡
私
た
ち
の
仕
事
は
た
い
へ
ん
単
価
が
安

い
の
で
＼
日
本
人
で
や
る
ひ

と
が
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
で
す
か
｣

ま
た
先
ほ
ど
出
て
き
ま
し
た
表
叉
星
は
､
長
い
日
本
生
活
を
振
り
返
-
､
次
の
よ
う
に
語

っ
て
い
ま
す

‖
-

｢私
は
差
別
さ
れ
た
な

っ
て
思

っ
た
の
は
､

l
つ
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
町
内
会
に
入
れ
て
く
れ
な
か
っ
た

こ
と
だ
｡
あ
ん
と
き
朝
鮮
人
は
う
ち
だ
け
だ

っ
た
｡
入
れ
て
く
れ
ん
と
い
う
｡
被
爆
者
の
手
帳
も
あ
る

8H

潤

こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
｡
町
内
会
に
入

っ
て
は
烏
め
て
近
所
の
人
に
､
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う

こ
と
を
聞

い
て
､
も
ら
っ
た
｡
な
ん
で
今
ま
で
黙

っ
と
っ
た
か
っ
て
､
言
わ
れ
た
け
ど
､
知
ら
ん
か
っ
た
｣

ど
う
で
す
か
｡
｢
日
本
に
い
た
朝
鮮
人
は
四
六
時
中
差
別
さ
れ
､
日
本
人
に
虐
待
さ
れ
た
｣
と
い
う
主
張
と

は
全
く
正
反
対
の
こ
と
を
こ
の
人
た
ち
は
語

っ
て
い
る
の
で
す
｡

(
注

-

)

(注
3
)

(注
4
)

義

字
が
語
る
在
日
韓
国

･
朝
鮮
人
の
歴
史
,r,
森
田
芳
夫
著

(明
石
書
店
)

(注
2
)

詳

論
』
平
成
〓

亮

九
月
号

｢朝
鮮
人

議

制
連
行
コ
説
の
虚
構
｣
西
岡
力
よ
り

(注

5
)
(注

6
)

音

常
人
の
身
世
打
鈴
,lE

｢百
常
人
の
身
世
打
鈴
｣
編
集
委
員
編

(東
方
出
版
)
よ
り
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第
十
六
章

高
額
を
稼
い
で
い
た
朝
鮮
人
労
働
者

朝
鮮
人
労
働
者
の
誰
も
が
､
前
出
の
鄭
忠
海
氏
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
環
境
に
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ

う
｡
炭
鉱
や
鉱
山
､
あ
る
い
は
建
設
現
場
で
厳
し
い
労
働
に
従
事
し
た
人
々
も
た
-
さ
ん
い
ま
し
た
｡
し
か
し

彼
ら
は
決
し
て

｢
た
だ
働
き
｣
を
強
要
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
-
､
そ
れ
ど
こ
ろ
か
多
-
の
人
々
が
大
金
を
稼
い

で
い
ま
し
た
｡

炭
鉱
で
月
給
三

〇
〇
円

特
に
炭
鉱
の
よ
う
な
危
険
な
場
所
で
働
-
作
業
者
の
給
与
は
極
め
て
高
-
､
昭
和

一
九
年
頃
に
九
州
の
炭
鉱

で
支
払
わ
れ
た
賃
金
は
'
各
種
手
当
を
含
め
て
月
収
で

l
五
〇
円

-
1
八
〇
円
､
勤
務
成
績
の
よ
い
も
の
は

二
〇
〇
円

～
三
〇
〇
円
で
し
た

,=-
.二

二
〇
〇
円
と
い
え
ば
､
軍
隊
な
ら
大
佐
の
給
与
に
匹
敵
し
ま
す
｡

当
時
の
炭
鉱
で
の
貸
金
算
定
は
作
業
習
熟
度
や
出
炭
量
な
ど
を
基
に
厳
格
に
計
算
さ
れ
て
お
り
､
日
本
人
と

朝
鮮
人
の
間
に
賃
金
上
の
差
別
は
全
-
あ
-
ま
せ
ん
で
し
た

望

｡
し
か
も
同
じ
職
種
で
は
朝
鮮
人
徴
用
者
の

方
が
日
本
人
徴
用
者
よ
り
給
料
が
よ
か

っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

<,I:-
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朝
鮮
か
ら
動
員
さ
れ
て
き
た
労
働
者
は
屈
強
な
若
者
ば
か
り
で
あ
り
､
そ
れ
と

比
べ
て
日
本
人
の
坑
夫
は
高
齢
者
が
多
-
､
体
力
に
勝
る
朝
鮮
人
労
働
者
の
給
与

が
日
本
人
を

上
回
る
こ
と
は
当
然
あ
り
え
た
で
し
ょ
う
C

92

右 1940年 5 月 28 日 付大阪朝 日･南
鮮版より

下 ･1940年 4 月 21 日付大阪朝 日･中

鮮版より

出典 潮 目新開力唱 道した ｢El韓併別 の素案圭水間改憲

(繕間者店)

ちT→鳩人缶'はたりに谷-～;メ

埴

別

の

優
遇
穀
備

ま

る

で
桟
取
付
ひ
同
様

"
;I
∫
;L

;
I

I.I.-
㌔

送
金
で

｢両
班
｣
と
な
っ
た
留
守
宅

ま
た
､
稼
い
だ
お
金
は
朝
鮮

へ
送
金
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡

当
時
あ
る
炭
鉱
会
社
の
人
事
担
当
者
だ

っ
た
人
物
は
次
の

よ
う
に
証
言
し
て
い
ま
す

,=
1

｢仕
送
り
は
会
社
の
ほ
う
で
強
制
的
に
や
ら
せ
ま
し
た
｡

当
時
五
〇
円
か
ら
八
〇
円
位
ま
で
で
し
た
｡
毎
月
五
〇
円

送
金
さ
れ
る
と
仔
牛

一
頭
毎
月
買
え
る
勘
定
に
な
り
ま

す
｡
そ
れ
を
貧
乏
人
に

一
カ
月
い
く
ら
で
貸
す
の
で
す
｡

牛
二
〇
頭
持
て
ば

｢両
班
｣

い
わ
ゆ
る
金
持
ち
な
ん
で
す

よ
｣

こ
の
人
事
担
当
者
も

｢内
地
人
と
朝
鮮
人
に
賃
金
の
差
は
つ
け
な
か

っ
た
｣
と
証
言
し
て
お
り
､
｢
も
う
戦

争
に
勝
つ
た
め
で
す
か
ら
､
時
間
も
何
も
な
い
､
し
か
し
特
に
朝
鮮
人
だ
け
に
苦
労
を
さ
せ
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
､
全
部
が
苦
労
し
ま
し
た
｣
と
も
述
べ
て
い
ま
す
｡

殉
職
者
へ
は
手
厚
い
弔
慰
金

徴
用
さ
れ
て
炭
鉱
で
働
-
の
は
確
か
に
大
変
だ

っ
た
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
戦
場
で
戦

っ
て
い
る
日
本
人
は
､

そ
の
比
で
は
あ
り
ま
せ
ん
o
｢
祖
国
を
守
る
｣
た
だ
そ
の
た
め
に
､
敵
の
圧
倒
的
な
砲
撃
や
爆
撃
に
耐
え
'
弾

丸
の
最
後
の

一
発
ま
で
撃
ち
つ
-
し
､
最
後
は
肉
弾
と
な

っ
て
散

っ
て
行

っ
た
の
で
す
｡

嘉

,
朝
鮮
人

へ
の
徴
兵
制
度
は
昭
和

完

(
五

四
四
)
年
に
始
ま
り
ま
し
た
が
､
訓
練
中
に
終
戦
を
迎

え
た
た
め
､
徴
兵
制
度
で
召
集
さ
れ
て
戦
場
で
戦

っ
た
朝
鮮
人
は

天

も
い
な
か

っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で
す
｡

『朝
鮮
人
強
制
連
行
の
記
録
』
の
ま
え
が
き
に
､
朴
慶
柏
は

｢
日
本
の
炭
鉱
や
土
木
工
事
場
あ
た
-
を
回
っ
て

み
る
と
､
い
た
る
と
こ
ろ
に
朝
鮮
人
の
遺
骨
が
放
置
さ
れ
て
お
り
-
⊥

と
書
い
て
い
ま
す
が
､
日
本
人
の
遺

骨
と
朝
鮮
人
の
遺
骨
を
ど
う
や
っ
て
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
｡
第

二

そ
こ
は
戦
場
で
は
あ

り
ま
せ
ん
cJ
遺
骨
が
放
置
さ
れ
て
い
る
は
ず
が
な
い
で
し
ょ
う
0
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そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
万

一
朝
鮮
人
労
働
者
が
職
場
で
殉
職
し
た
場
合
は
､
丁
重
に
葬
儀
が
行
わ
れ
､
規
定
に
基

づ
い
て
手
厚
い
弔
慰
金
が
支
払
わ
れ
て
い
ま
し
た
｡
前
出
の
炭
鉱
会
社
の
人
事
担
当
者
は
｢殉
職
者
な
ん
か
は
､

当
時
二
五
〇
〇
か
ら
三
〇
〇
〇
円
-
ら
い
も
ら

っ
て
ま
し
た
｣
と
証
言
し
て
い
ま
す

-i.rJ
｡
こ
の
頃
,
朝
鮮
半

島
で
は

T
O
〇
〇
円
あ
れ
ば
家

一
軒
を
買
え
た
そ
う
で
す
｡

日
本
に
い
れ
ば
飯
場
で
い
-
ら
で
も
稼
げ
た

｢自
由
募
集
｣
や

｢官
斡
旋
｣
で
日
本
に
や
っ
て
き
た
人
々
に
は
'
転
職
の
自
由
が
あ

っ
た
こ
と
は
既
に
述
べ

ま
し
た
が
､
｢徴
用
｣
で
日
本
に
や
っ
て
き
た
朝
鮮
人
労
働
者
も
､
職
場
が
気
に
入
ら
な
け
れ
ば
ど
ん
ど
ん

｢逃

亡
｣
し
て
お
り
､
行
方
不
明
に
な
る
ケ
ー
ス
が
多
発
し
て
い
ま
す
｡

で
は
逃
亡
し
た
人
々
は
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
〔U
昭
和
二
〇
二

九
四
杢

年

九
月

一
八
目
付
で
､
大
阪
府
南
河
内
郡
長
野
町
警
察
署
長
か
ら
大
阪
府
警
察
局
長
あ
て
に
､
｢逃
亡
セ
ル
集
団

移
入
半
島
徴
用
工
員
の
諸
行
動
に
関
す
る
件
｣
と
い
う
報
告
書
が
出
さ
れ
て
お
り
､
こ
の
中
に
金
山
正
絹
と
い

う
人
物
が
逃
亡
後
の
生
活
に
つ
い
て
供
述
し
た
内
容
が
あ
り
ま
す

L
Hh,｡

[L
pt
た
･r'iけ-
Jノ

彼
は
､
長
野
町
に
あ
る
青
年
可
鍛
鋳
鉄
工
場
に
昭
和
二
〇
二

九
四
五
)
年
三
月
に
配
属
さ
れ
た
朝
鮮
人
徴

用
工
四

一
名
の
中
の

一
人
で
あ
り
､
そ
の
隊
長
だ

っ
た
神
農
大
律
と
殴
り
合
い
の
喧
嘩
の
末
,
七
月
二
八
日
に

/.i;W;

仲
間
と
共
に
逃
亡
し
ま
し
た
｡
彼
は
そ
の
時
点
で
二
五
〇
円
を
所
持
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
｡

闇
ル
ー
ト
で
汽
車
の
切
符
を
入
手
し
た
彼
は
､
東
京
都
下
の
立
川
ま
で
や
っ
て
き
て
､
西
多
摩
郡
小
河
内
村

の
朝
鮮
人
飯
場
に
駆
け
込
み
ま
し
た
｡
親
方
は
慶
尚
南
道
生
ま
れ
の
新
井
と
い
う
人
物
で
､
｢
空
襲
で
被
災
し

て
逃
げ
て
き
た
｣
と
い
う
と
す
ぐ
に
雇

っ
て
-
れ
ま
し
た
｡
八
月
二
日
か
ら
仕
事
を
始
め
ま
し
た
が
'
そ
の
日

は
簡
単
な
運
搬
作
業
を
午
前

二

時
ま
で
や
っ
て

妄

円
を
も
ら
い
午
後
は
遊
ん
で
い
ま
す
｡

翌
日
八
月
三
日
は
ト
ン
ネ
ル
の
中
の
飛
行
機
工
場
で
運
搬
作
業
を
少
し
手
伝

っ
て

妄

円
を
も
ら
っ
て
い
ま

す
｡
四
日
は
都
内
見
物
を
や
り
､
帰
り
に
分
倍
河
原
で
下
車
し
て
み
る
と
､
こ
こ
に
も
朝
鮮
人
の
飯
場
が
あ
り
'

山
奥
は
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
前
の
飯
場
を
や
め
て
こ
ち
ら
に
移
り
ま
し
た
｡
七
日
は
現
場
で
楽
な
測
量

の
仕
事
を
手
伝

っ
て
二
〇
円
も
ら
っ
て
い
ま
す
｡

こ
の
飯
場
は
朝
鮮
人
労
働
者
が
三
〇
〇
人
で
し
た
が

｢
幽
霊
人
口
｣
が

妄

0
0
人
も
い
た
た
め
に
､
｢食

糧
の
配
給
が
大
変
豊
か
だ

っ
た
｣
そ
う
で
す
｡
そ
の
中
で
炊
事
係
は
米
を
横
流
し
し
て
､
二
カ
月
で

一
〇
万
円

儲
け
た
と
聞
い
て
驚
い
た
と
言

っ
て
い
ま
す
o
L
か
も
五
日
に

這

ほ
ど
,
午
を
間
で

表

二
五
〇
〇
円
程
度

第四部 ｢l]'紳 樋 行｣のまぼろし

で
買

っ
て
き
て
､
殺
し
て
肉
を
高
値
で
売

っ
た
そ
う
で
す
｡
飯
場
の
人
々
は
金
が
あ
り
､
い
-
ら
で
も
買

っ
て

食
べ
る
の
で
炊
事
係
は
ぼ
ろ
も
う
け
で
す
｡
さ
ら
に
牛
の
皮
だ
け
で
も

l
O
O
O
円
で
売
れ
た
と
の
こ
と
で
す
｡

飯
場
で
は
賭
博
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
お
り
､
金
山
も

蒜

は

六

〇
〇
円
ま
で
勝
ち
進
み
ま
し
た
が
'
結
局

5

プ
ロ
の
賭
博
師
に
か
か

っ
て
全
部
負
け
て
い
ま
す
｡

"



八
月

一
五
日
に
終
戦
を
迎
え
る
と
仕
事
が
な
-
な
り
､

一
足
先
に
宮
津

へ
逃
亡
し
て
い
た
金
谷
と
い
う
人
物

を
訪
ね
､
そ
こ
で
吉
年
吋
鍛
鋳
鉄
で
親
切
に
し
て
-
れ
た
北
井
寮
長
の
こ
と
を
思
い
出
し
､
二
人
で
お
詫
び
に

寄
せ
て
も
ら
う
た
め
に
長
野
の
寮
に
帰

っ
て
き
た
と
彼
は
供
述
し
て
い
ま
す
｡

こ
の
金
谷
は
､
や
は
り
神
農
大
律
か
ら
い
じ
め
ら
れ
た
た
め
､
遠
縁
の
金
村
と
い
う
宮
津
に
住
む
人
を
頼

っ

て
七
月

l
三
日
に
逃
げ
て
い
ま
し
た
｡
そ
こ
で
飯
場
を
紹
介
さ
れ
､
半
月
で

l
五
〇
円
､
そ
の
次
は
僅
か
の
日

数
で
何
と
二
〇
〇
円
を
も
ら
い
ま
し
た
｡
た
だ
仕
事
が
き
つ
い
の
で

｢長
野
の
寮
の
こ
と
を
い
つ
も
思
い
出
し

た
｣
と
も
言

っ
て
い
ま
す
｡
そ
こ
へ
金
山
が
東
京
か
ら
や
っ
て
き
た
の
で
､
北
井
寮
長
さ
ん
が
懐
か
し
く
な
り
､

謝
罪
し
よ
う
と
思

っ
て
九
月
九
日
に
寮
に
帰

っ
た
そ
う
で
す
ハ

戦
時
中
で
も
､
朝
鮮
人
労
働
者
は
飯
場
で
い
-
ら
で
も
お
金
を
稼
げ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
｡
そ
れ
で
も
最

初
に
徴
用
工
と
し
て
配
属
さ
れ
た
工
場
の
寮
長
が
懐
か
し
く
な
り
､
お
詫
び
す
る
た
め
に
帰

っ
て
き
た
と
彼
ら

は
語

っ
て
い
ま
す
｡
｢
強
制
連
行
｣
さ
れ
て
日
本
人
に
虐
待
さ
れ
た
の
な
ら
､
絶
対
に
あ
り
え
な
い
話
で
し
ょ
う
｡

や
は
-
日
本
企
業
は
彼
ら
を
大
切
に
し
て
い
た
の
で
す
｡

(注
-
)

(注
3
)

『

明
日
へ
の
選
択
』
平
成

一
四
年

〓

月
号

｢朝
鮮
人
強
制
連
行
｣
問
題
と
は
何
か

(上
)
よ
り

(注

2
)

(注
4
)

(注
5
)

『証
言
朝
鮮
人
強
制
連
行
n
全
賛
汀
編
著

(新
人
物
往
来
社
)

(注
6
)

『在
日
朝
鮮
人
関
係
資
料
集
成
』

(第
五
巻
)
朴
慶
植
著
編

コ
ラ
ム
③
期
限
終
了
後
も
日
本
で
稼
ぐ

蚕

冨

朝
鮮
人
強
制
連
行
』
金
賛
汀
編
著

(新
人
物
往
来
社
)
に
は
当
時
契
約
期
間
が
終
わ

っ
て

帰
る
時
の
様
子
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
な
炭
鉱
関
係
者
の
証
言
が
あ
り
ま
す
｡

強
制
連
行
ど
こ
ろ
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
C
お
金
を
稼
ぎ
に
来
て
い
る
の
で
す
0

｢家
族
持
ち
で
も

表

隈
が
終
わ
れ
ば
十
二
か
ら
十
五
世
帯
を
ま
と
め
係
員
が
二
人
く
ら
い

つ
い
て
送
っ
て
い
く
の
で
す
｡
す
る
と
旦
那
さ
ん
が
大
阪
か
京
都
か
ど
こ
か
で
い
な
く
な
る

の
が
あ
る
ん
で
す
｡
こ
っ
ち
で
心
配
す
る
と
こ
れ
は
予
定
の
行
動
で
責
任
は

l
切
お
宅
さ
ん

の
ほ
う
に
は
あ
り
ま
せ
ん
と
子
供
も
妻
も
平
気
な
の
で
す
｡
旅
費
は
向
こ
う
ま
で
も
ら
い
途

中
で
旦
那
だ
け
逃
げ
る
｡
嫁
さ
ん
や
な
ん
か
は
そ
の
ま
ま
朝
鮮
に
帰

っ
て
い
く
と
い
う
の
が

あ
っ
た
で
す
ね
｡
妻
子
だ
け
は
郷
里
へ
帰
り
＼
本
人
は
大
阪
か
ど
こ
か
で
ま
た
金
儲
け
し
て

帰
る
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
あ
る
の
で
す
ね
｣
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