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特
集
　
戦
争
準
備
の
道
を
拒
む

設
計
と
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
こ
の
最

低
投
票
率
の
定
め
は
不
可
欠
で
す
。
最
低
投
票
率

（
正
確
に
は
有
効
投
票
と
い
う
べ
き
）
を
ど
の
よ
う
に

定
め
る
か
。
欠
席
戦
術
な
ど
の
問
題
も
あ
り
、
そ

こ
は
議
論
も
あ
る
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
諸
外
国
の

事
例
な
ど
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
定
め
て
ゆ
け
ば

よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
な
ど
に
お
け
る
有
料
広
告

の
規
制

こ
れ
も
大
問
題
で
す
。
前
述
し
た
よ
う
に
憲
法

改
正
の
国
民
投
票
に
際
し
て
は
、「
改
正
」
の
是

非
に
関
す
る
正
確
な
情
報
が
公
正
か
つ
正
確
に
有

権
者
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
大
前
提
で
す
。
そ
の

場
合
に
問
題
と
な
る
の
が
大
き
な
影
響
力
を
持
つ

テ
レ
ビ
、
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
Ｃ
Ｍ
を
使
っ

た
宣
伝
で
す
。
こ
の
Ｃ
Ｍ
を
金
に
飽
か
し
て
押
さ

え
れ
ば
、
投
票
行
動
に
大
き
な
影
響
力
を
与
え
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
投
票
前

２
週
間
に
つ
い
て
は
制
限
が
あ
り
ま
す
が
。
そ
れ

以
前
に
は
制
限
が
あ
り
ま
せ
ん
。
２
週
間
以
前
に

も
一
定
の
制
限
が
な
け
れ
ば
、
公
正
、
公
平
な
投

票
行
動
が
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
勧
誘
し
な
い

Ｃ
Ｍ
、
た
と
え
ば
著
名
人
を
使
っ
て
「
私
は
改
憲

賛
成
（
反
対
）」
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
は
、「
皆

さ
ん
賛
成
（
反
対
）
し
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け

な
け
れ
ば
、
投
票
当
日
ま
で
可
能
と
な
っ
て
お
り

ま
す
。
こ
れ
も
規
制
が
必
要
で
す
。

②
テ
レ
ビ
、ラ
ジ
オ
等
に
お
け
る
有
料
広
告
の
規
制

③
発
議
か
ら
投
票
ま
で
の
期
間

で
す
。

最
低
投
票
率

今
回
成
立
し
た
国
民
投
票
法
に
は
最
低
投
票
率

の
定
め
が
あ
り
ま
せ
ん
。
全
有
権
者
の
う
ち
何
割

が
投
票
し
た
な
ら
ば
こ
の
投
票
が
有
効
に
な
る
と

い
う
定
め
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
ま
す
と
、
と

に
か
く
有
効
投
票
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
過
半
数

の
賛
成
が
あ
れ
ば
憲
法
改
正
が
成
立
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
と
え
ば
投
票
率
が
50
％
を

切
っ
た
場
合
（
衆
議
院
議
員
選
挙
な
ど
と
比
べ
憲
法
が

身
近
な
問
題
で
な
い
と
し
て
投
票
率
が
は
る
か
に
低
く
な

る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
）、
そ
の
過
半
数
（
全
有
権
者
の

25
％
）
で
国
の
根
幹
で
あ
る
憲
法
の
「
改
正
」
が

な
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
全
く
不
都
合
な
こ
と
で
す
。
現
行
憲
法

の
変
更
は
国
民
投
票
の
過
半
数
、
つ
ま
り
有
権
者

の
う
ち
の
多
数
が
賛
成
し
た
場
合
に
「
改
正
」
を

是
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
有
権
者
の
４
分
の
１
程

度
の
賛
成
で
「
改
正
」
を
是
と
す
る
よ
う
な
制
度

今
さ
ら
言
う
の
も
口
幅
っ
た
い
で
す
が
、
民
主

主
義
と
は
議
論
を
通
し
て
合
意
形
成
を
図
ろ
う
と

す
る
制
度
で
す
。
議
論
を
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず

議
論
の
素
材
と
な
る
「
情
報
」
が
公
平
か
つ
正
確

に
提
供
さ
れ
、
そ
し
て
十
分
な
時
間
を
か
け
て
議

論
さ
れ
る
こ
と
が
大
前
提
と
な
り
ま
す
。
国
の
根

幹
を
定
め
る
憲
法
「
改
正
」
に
関
す
る
場
合
に
は

こ
の
大
前
提
が
実
質
的
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ど

う
か
十
分
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
は
前
回
の
国
会
で
あ
た
ふ
た
と
成
立

さ
せ
ら
れ
た
憲
法
改
正
に
関
す
る
国
民
投
票
法
に

は
大
い
な
る
疑
問
が
あ
り
ま
す
。

も
と
も
と
こ
の
法
律
は
２
０
０
７
年
の
制
定
当

初
か
ら
種
々
の
問
題
点
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
当

時
の
参
議
院
に
お
け
る
18
項
目
の
付
帯
決
議
か
ら

も
明
ら
か
で
す
。
２
０
１
４
年
の
改
正
の
際
に
も

参
議
院
に
お
い
て
20
項
目
の
付
帯
決
議
が
な
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
今
回
も
ま
た
複
数
の
付
帯
決
議
が

な
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
付
帯
決
議
だ
ら

け
の
問
題
法
案
な
の
で
す
が
、
そ
の
う
ち
特
に
重

要
な
の
は
、

①
最
低
投
票
率
の
定
め
が
な
い

民
主
主
義
の
原
理
を
踏
ま
え
て
い
な
い
国
民
投
票
法
、
何
が
問
題
か

未
完
の
日
本
国
憲
法
と
合
わ
せ
て
考
え
る

内
田
雅
敏
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集
　
戦
争
準
備
の
道
を
拒
む

発
議
か
ら
投
票
ま
で
の
期
間

国
会
が
３
分
の
２
以
上
の
賛
成
で
憲
法
改
正
の

発
議
を
し
て
か
ら
国
民
投
票
ま
で
の
期
間
が
問
題

と
な
り
ま
す
。
有
権
者
が
改
正
案
の
中
身
を
十
分

に
理
解
し
て
投
票
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
そ
れ

相
当
の
期
間
が
必
要
で
す
。
今
回
成
立
し
た
国
民

投
票
法
で
は
60
日
〜
１
８
０
日
間
と
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
こ
れ
で
は
短
す
ぎ
ま
す
。
最
低
１
年
間
は

か
け
て
十
分
に
議
論
す
べ
き
で
す
。

国
民
投
票
行
動
の
規
制

国
民
投
票
法
に
は
、
公
務
員
・
教
員
の
国
民
投

票
運
動
（
憲
法
改
正
案
に
対
し
賛
成
又
は
反
対
の
投
票
を

し
、
又
は
し
な
い
よ
う
勧
誘
す
る
行
為
）
を
不
当
に
制

限
す
る
規
定
が
存
在
（
１
０
３
条
）
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
彼
ら
公
務
員
も
国
の
根
幹
で
あ
る
憲
法
の

「
是
非
」
に
つ
い
て
意
見
表
明
し
、
他
に
働
き
か

け
る
の
は
一
市
民
と
し
て
当
然
の
権
利
で
す
。
但

し
そ
れ
が
「
職
務
」
を
利
用
し
て
な
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
こ
と
も
ま
た
当
然
で
す
。
こ
れ
ら
の
点
に

つ
い
て
一
律
禁
止
で
な
く
、
も
っ
と
緻
密
な
議
論

が
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

関
連
す
る
問
題
と
し
て
、
外
国
人
の
「
意
見
表

明
運
動
」
と
「
国
民
投
票
運
動
」
と
の
関
係
も
あ

り
ま
す
。
前
者
と
後
者
の
違
い
は
意
見
表
明
に
と

ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
勧
誘
（
他
に
働
き
か
け
る
）

も
含
む
か
と
い
う
点
に
あ
り
後
者
に
つ
い
て
は
外

植
民
地
支
配
に
起
因
す
る
徴
用
工
問
題
、
辺
野

古
に
お
け
る
米
軍
新
基
地
建
設
問
題
、
こ
の
二
つ

は
、
歴
史
問
題
の
解
決
は
安
全
保
障
に
資
す
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
通
底
す
る
も
の
で
す
。
こ
の

二
つ
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
未
完

の
日
本
国
憲
法
を
補
完
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

日
本
国
憲
法
第
11
条
は
「
国
民
は
す
べ
て
の
基

国
人
の
関
与
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
意
見
表

明
運
動
か
そ
れ
と
も
国
民
投
票
運
動
か
の
区
別
も

そ
う
簡
単
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

補
論　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
憲
論
議
の
前
に

日
本
の
憲
法
は
未
完
の
憲
法
、
憲
法
学
者
の
故

奥
平
康
弘
先
生
が
、
生
前
よ
く
言
わ
れ
て
い
た
こ

と
で
す
。

未
完
、
そ
う
で
す
。
国
民
主
権
、
戦
争
の
放

棄
、
基
本
的
人
権
の
保
障
を
基
本
原
理
と
す
る
日

本
国
憲
法
は
、
戦
争
放
棄
を
宣
言
し
、
平
和
主
義

を
掲
げ
て
お
り
ま
し
た
が
、
戦
争
の
後
始
末
、
す

な
わ
ち
、
戦
争
責
任
、
戦
争
賠
償
の
問
題
を
放
置

し
て
来
ま
し
た
。
韓
国
に
対
す
る
植
民
地
支
配
の

問
題
も
そ
う
で
す
。
米
軍
基
地
の
重
圧
に
呻
吟
す

る
沖
縄
県
民
の
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

１
９
４
６
年
４
月
10
日
、
日
本
国
憲
法
を
審
議
す

る
た
め
の
帝
国
議
会
議
員
選
挙
に
際
し
て
、
占
領

軍
総
司
令
部
の
命
令
に
よ
り
、
沖
縄
県
民
の
選
挙

権
の
行
使
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

１
９
４
７
年
９
月
19
日
、
昭
和
天
皇
が
、
占
領

軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
「
沖
縄
を
25
年
か
ら

50
年
間
米
軍
の
基
地
と
し
て
使
う
の
が
日
米
両
国

の
利
益
に
適
う
」
と
伝
え
た
沖
縄
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
１
９
５
１
年
９
月
８
日
の

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
り
沖
縄
県
民

は
日
本
か
ら
切
り
捨
て
ら
れ
ま
し
た
。

沖縄切り捨てが続く限り憲法は未完（辺野古新基地反対の闘い、撮影筆者）
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特
集
　
戦
争
準
備
の
道
を
拒
む

本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法

が
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と

の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将

来
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
」
と
し
て
お
り
、
同
97

条
も
「
基
本
的
人
権
の
本
質
」
と
し
て
「
こ
の
憲

法
が
日
本
国
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
人

類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾
多
の
試
練

に
堪
え
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
国
民
に
対
し
、
侵

す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
信
託

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
重
ね
て
い
ま
す
。

基
本
的
人
権
の
重
要
性
に
鑑
み
て
の
配
置
で
あ

る
と
理
解
で
き
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
権
利
は
、
敗
戦
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、そ
の
意
味
で
は
、前
記
97
条
の
文
言
は
、

世
界
史
的
な
意
味
に
お
け
る
基
本
的
人
権
の
本
質

に
つ
い
て
の
解
説
で
は
あ
っ
て
も
、
当
時
の
日
本

の
状
況
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

憲
法
制
定
当
時
、
日
本
側
実
務
担
当
者
と
し
て

連
合
国
軍
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
憲
法
起
草
委

員
ら
と
渡
り
合
っ
た
佐
藤
達
夫
内
閣
法
制
局
第
１

部
長
（
後
長
官
）
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
元
々
、
11

条
と
97
条
は
一
本
の
も
の
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
起

草
委
員
側
か
ら
提
示
さ
れ
た
も
の
で
し
た
が
、
日

本
側
が
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
は
必
要
が
な

い
と
し
て
、
11
条
の
文
言
に
整
理
し
た
と
こ
ろ
、

Ｇ
Ｈ
Ｑ
憲
法
起
草
員
会
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ

た
、
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
か
ら
、「
人
類
の
多
年

に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ら
の
権
利
は
過
去
幾
多
の
試
練
に
堪
え
」
の

く
だ
り
は
、
自
分
が
考
え
た
文
言
で
あ
り
、
ど
う

し
て
も
入
れ
ろ
と
強
硬
な
申
し
入
れ
が
あ
り
、
そ

の
結
果
が
97
条
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
（
佐
藤
達

夫
『
日
本
国
憲
法
誕
生
記
』
中
公
文
庫
）。

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
等
は
、
米
本
国
で
も
実
現

し
て
い
な
い
も
ろ
も
ろ
の
権
利
を
極
東
の
小
さ
な

敗
戦
国
で
実
現
さ
せ
よ
う
と
、
あ
る
種
の
実
験
を

試
み
た
の
で
し
ょ
う
。
基
本
的
人
権
が
確
立
す
る

ま
で
の
長
い
闘
い
の
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
た
、
法

律
家
で
も
あ
る
ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
准
将
の
高
ら
か
な

理
念
と
、
敗
戦
の
結
果
、
基
本
的
人
権
が
「
労
せ

ず
し
て
懐
の
中
に
転
が
り
込
ん
で
き
た
」
日
本
側

の
面
々
と
の
認
識
の
ず
れ
が
興
味
深
く
思
い
ま

す
。後

述
す
る
「
抵
抗
の
憲
法
」
た
る
韓
国
憲
法
に

対
し
、「
反
省
の
憲
法
」
で
あ
る
日
本
国
憲
法
を

考
え
る
と
き
、
日
本
側
委
員
と
し
て
は
ホ
イ
ッ
ト

ニ
ー
准
将
の
よ
う
な
高
揚
し
た
気
持
に
は
な
れ

ず
、「
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力

の
成
果
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
過
去
幾

多
の
試
練
に
堪
え
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
を
憲
法

典
に
書
き
込
む
の
は
い
さ
さ
か
気
恥
ず
か
し
い
と

い
う
気
持
ち
―
そ
れ
が
言
い
過
ぎ
な
ら
ば
、「
時

期
尚
早
」
と
表
現
し
て
も
い
い
―
が
し
た
の
で

し
ょ
う
。
そ
の
意
味
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
日

本
国
憲
法
は
未
完
の
憲
法
で
す
。

◇　
　
　
　
　
　

韓
国
憲
法
の
前
文
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す

か
。
韓
国
憲
法
で
は
、建
国
の
礎い

し
ず
え

に
つ
い
て
「
３
・

１
運
動
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
大
韓
民
国
臨
時
政

府
の
法
統
、
及
び
不
義
に
抗
拒
し
た
４
・
19
民
主

理
念
を
継
承
し
」
と
謳
っ
て
い
ま
す
。

「
３
・１
運
動
に
よ
っ
て
…
…
」
と
は
、
第
一
次

世
界
大
戦
後
、
ウ
イ
ル
ソ
ン
米
国
大
統
領
ら
が
提

唱
し
た
《
民
族
自
決
》
の
声
の
高
ま
り
の
中
で
、

１
９
１
９
年
３
月
１
日
、
日
本
の
植
民
地
下
に

あ
っ
た
韓
国
ソ
ウ
ル
の
タ
ブ
コ
ル
公
園
で
、
学
生

た
ち
が
、
33
人
の
民
族
代
表
が
起
草
し
た
独
立
宣

言
を
読
み
上
げ
、
デ
モ
行
進
を
し
た
３
・
１
独
立

運
動
の
こ
と
で
す
。

こ
の
運
動
は
、
日
本
の
官
憲
の
弾
圧
に
さ
ら
さ

れ
ま
す
が
、
同
年
４
月
、
上
海
で
の
臨
時
政
府
樹

立
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
同
年
５
月
４
日
、
中
国

北
京
で
の
帝
国
主
義
に
反
対
す
る
中
国
人
学
生
デ

モ
、
い
わ
ゆ
る
「
五・
四
運
動
」
へ
と
波
及
し
ま

し
た
。

憲
法
前
文
に
言
う
「
４
・
19
民
主
理
念
」
と
は
、

独
裁
者
で
あ
っ
た
李イ

承ス
ン
マ
ン晩
大
統
領
、
及
び
そ
の
亜

流
の
張チ

ャ
ン

勉ミ
ョ
ン

内
閣
を
打
倒
し
た
１
９
６
０
年
の
学
生

革
命
（
そ
の
成
果
は
、朴パ

ク

正チ
ョ
ン

煕ヒ

の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
っ

て
奪
わ
れ
ま
す
が
）
に
関
し
て
の
記
述
で
す
。

「
４
・
19
民
主
理
念
」
が
憲
法
に
書
き
込
ま
れ

た
の
は
、
韓
国
憲
法
前
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
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戦
争
準
備
の
道
を
拒
む

１
９
８
７
年
の
民
主
化
に
よ
る
９
度
目
の
憲
法
改

正
が
な
さ
れ
た
際
で
す
。
１
９
６
０
年
の
学
生
革

命
、
そ
の
後
の
長
い
軍
事
独
裁
政
権
の
苛
酷
な
時

代
―
１
９
８
０
年
５
月
に
は
光ク

ア
ン
ジ
ュ州
事
件
も
あ
り

ま
し
た
―
を
耐
え
、
１
９
８
７
年
夏
、
民
主
化

運
動
が
実
を
結
び
ま
す
。
そ
の
民
主
化
に
よ
っ

て
、
27
年
前
の
独
裁
政
権
に
対
す
る
民
主
化
の
闘

い
が
憲
法
に
書
き
込
ま
れ
た
の
で
す
。
３
・
１
独

立
運
動
が
韓
国
の
憲
法
典
に
書
き
込
ま
れ
た
の
は

１
９
４
８
年
７
月
12
日
大
韓
民
国
憲
法
が
成
立
し

た
時
、
や
は
り
29
年
の
歳
月
を
要
し
て
い
ま
す
。

韓
国
で
は
、「
３
・１
運
動
」「
４・19
民
主
理
念
」

で
す
。
１
９
４
５
年
８
月
15
日
の
日
本
の
敗
戦
に

よ
っ
て
、
韓
国
は
、
植
民
地
支
配
の
く
び
き
か
ら

抜
け
出
す
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
８
月
15
日
を
敗

戦
記
念
日
と
す
る
日
本
、「
光
復
節
」と
す
る
韓
国
、

両
国
の
憲
法
は
互
い
に
コ
イ
ン
の
裏
表
の
関
係
に

あ
り
ま
す
。

憲
法
裁
判
を
も
含
め
た
戦
後
の　
　
　
　

数
々
の
権
利
闘
争

最
近
で
は
、
安
保
関
連
法
違
憲
訴
訟
、
沖
縄
辺

野
古
の
米
軍
新
基
地
建
設
反
対
闘
争
、
そ
し
て
戦

争
賠
償
、
植
民
地
支
配
の
清
算
―
は
、
こ
の
未

完
の
憲
法
を
補
完
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
そ

れ
は
、「
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及

び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
こ

れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
憲
法
第
12
条
）

の
実
践
を
通
し
て
日
本
国
憲
法
97
条
が
高
ら
か
に

宣
言
し
た
地
平
―
そ
れ
は
同
時
に
韓
国
憲
法
が

切
り
開
い
た
地
平
で
も
あ
る
の
で
す
が
―
に
到

達
し
よ
う
と
す
る
営
為
で
す
。

今
ま
さ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
営

為
を
な
す
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
な
さ
れ
た
後
、
憲

法
改
正
の
「
是
非
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
な
さ
れ

る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

（
う
ち
だ
・
ま
さ
と
し
／
弁
護
士
）

韓国の憲法は民主主義獲得の歴史を組み込んでいる
（3・1独立運動のレリーフ、撮影筆者）

に
続
き
「
６
・
10
民
主
革
命
」
を
憲

法
前
文
に
書
き
込
も
う
と
す
る
動
き

も
あ
る
よ
う
で
す
。

最
近
で
は
、
フ
ィ
ギ
ア
ス
ケ
ー
ト

の
メ
ダ
リ
ス
ト
、
キ
ム
・
ヨ
ナ
氏

が
、
３
月
の
３
・
１
運
動
、
４
月
の

上
海
臨
時
政
府
樹
立
、
５
月
の
光
州

事
件
、
６
月
の
民
主
革
命
を
歌
っ
た

「
３
４
５
６
」
と
い
う
歌
も
人
気
の

よ
う
で
す
。
３
月
に
は
１
９
１
０
年

３
月
26
日
に
処
刑
さ
れ
た
安ア

ン

重ジ
ュ
ン

根グ
ン

へ

の
思
い
も
入
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
建
国
の
礎

は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る

抵
抗
と
独
裁
政
権
に
対
す
る
抵
抗
に

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
韓
国
憲
法

は
「
抵
抗
の
憲
法
」
で
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
日
本
国
憲

法
は
、前
文
に「
政
府
の
行
為
に
よ
っ

て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と

の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意

し
」と
あ
る
よ
う
に
、「
反
省
の
憲
法
」


	



