
植
民
地
時
代
朝
鮮
の
声

関
田
寛
雄

私
の
信
仰
生
活
に
と
っ
て
大
き
な
賜
物
は
、
在
日
大
韓
キ
リ
ス
ト
教

会
の
牧
師
、
改
李
仁
夏
氏
と
の
出
会
い
で
あ
る
。
李
氏
は
一
九
五
九
年

に
、
大
韓
川
崎
教
会
に
赴
任
し
て
来
ら
れ
、
以
来
四
九
年
に
及
ぶ
伝
道
、

民
族
差
別
、
共
生
の
働
き
に
つ
い
て
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
。
そ
れ

と
共
に
日
朝
・
日
韓
の
関
係
に
つ
い
ー
て
、
そ
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て

大
い
に
学
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
度
、
こ
の
よ
う
な
文
章
に
よ
っ
て

「
櫨
民
地
時
代
朝
鮮
」

の
生
の

「
声
」

を
書
き
残
す
こ
と
に
な
っ
た
の

は
、
『
九
十
九
の
風
』
主
筆
の
深
山
政
治
氏
の
要
請
に
よ
る
所
で
あ
る
。

一
.
井
戸
端
で
の
出
来
事
-
李
有
彩
姉
の
証
言

李
斯
は
釜
山
の
近
郊
の
あ
る
村
の
出
身
で
あ
る
。
そ
の
村
に
は
唯
一

の
井
戸
が
あ
り
、
婦
人
た
ち
は
朝
水
を
汲
み
に
集
ま
る
習
慣
が
あ
っ
た
。

あ
る
日
、
そ
の
井
戸
の
脇
に
サ
ー
ベ
ル
を
腰
に
付
け
た
警
察
官
が
立
っ

て
お
り
、
水
を
汲
む
前
に
婦
人
ひ
と
り
一
人
に

「
皇
国
臣
民
の
誓
詞
」

を
言
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
「
皇
国
臣
民
の
誓
詞
」

と
は
、
植
民
塊
住
民

で
あ
る
朝
鮮
人
を
天
皇
の

「
臣
民
」
と
す
る
、
つ
ま
り
「
日
本
人
化
」

す
る
た
め
の
重
民
化
政
策
の
一
環
と
し
て
、
朝
鮮
人
の
全
て
に
課
し
,

唱
え
さ
せ
る
言
葉
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
左
の
如
く
に
述
べ
さ
せ
ら
れ
た
。

二

私
共
は
大
日
本
帝
国
の
臣
民
で
あ
り
ま
す
。

二
・
私
共
は
心
を
合
わ
せ
て
天
皇
陛
下
に
忠
義
を
尽
く
し
ま
す
。

三
.
私
共
は
忍
苦
鍛
錬
し
て
立
派
な
強
い
国
民
と
な
り
ま
す
。

(
原
文
は
カ
タ
か
ナ
)

若
い
婦
人
た
ち
は
既
に
日
本
語
教
育
に
よ
っ
て
こ
の
「
誓
詞
」
を
述

べ
る
こ
と
が
で
き
て
水
を
汲
む
こ
と
を
許
さ
れ
た
が
、
老
婦
人
は
日
本

語
に
憤
れ
得
ず
、
こ
の
「
誓
詞
」

の
途
中
で
詰
ま
っ
た
り
、
間
違
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
度
に
警
察
官
は
「
お
前
は
後
回
し
!
」
と

言
っ
て
退
け
る
。
そ
の
よ
う
な
事
が
何
回
か
あ
っ
た
後
に
、
ま
た
言
い

間
違
っ
た
そ
の
老
婆
に
対
し
、
「
貴
様
、
そ
れ
で
も
日
本
人
か
!
」
と

叫
ん
で
強
い
平
手
打
ち
を
喰
ら
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
老
女
は
そ
の
場
に

倒
れ
て
、
「
ア
イ
ゴ
ー
,
ア
イ
ゴ
ー
」
と
叫
ん
で
い
た
。
こ
れ
は
そ
の

場
に
い
た
李
姉
の
幼
児
の
体
験
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
こ
の
場
の
事
だ
け

で
は
な
い
。
朝
鮮
半
島
全
域
に
渡
っ
て
行
わ
れ
た
重
民
化
政
策
の
下
で

全
て
の
朝
鮮
人
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
体
験
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
日
本
人
は
現
時
点
に
立
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
を
ど
の
よ

う
に
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
.
信
州
大
本
営
造
築
の
場
で
-

幸
区
戸
手
四
丁
目
住
民
金
氏
の
証
言

「
大
東
亜
戦
争
」
は
開
戦
(
一
九
四
一
年
二
一
月
八
日
)
当
初
の
勝

利
は
「
真
珠
湾
攻
撃
」

「
南
太
平
洋
進
出
」
な
ど
を
経
て
も
、
早
く
も

半
年
後
の
ミ
ッ
ド
ウ
ェ
イ
海
戦
で
日
本
海
軍
は
大
打
撃
を
受
け
、
一
挙

に
「
守
勢
」
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
る
に
大
本
営
発
表
は
日
本

国
民
に
事
実
を
糊
塗
し
て
、
偽
り
の

「
勝
利
報
道
」
を
続
け
た
。
し
か

し
、
敗
色
の
濃
く
な
っ
た
一
九
四
四
年
(
昭
和
一
九
年
)
、
サ
イ
パ
ン

島
玉
砕
を
経
た
日
本
政
府
は
、
や
が
て
起
こ
る
べ
き
米
軍
の
本
土
上
陸

と
一
億
国
民
総
決
戦
を
決
意
し
、
天
皇
一
家
の
保
護
と
大
本
営
の
移
築

を
考
案
し
、
信
州
松
代
の
象
山
を
そ
の
場
所
と
指
定
し
て
、
膨
大
な
地

下
壕
建
設
に
踏
み
切
っ
た
の
で
あ
る
。

以
下
は
金
氏
の
証
言
で
あ
る
。

こ
の
地
下
壕
建
設
の
た
め
、
八
千
人
の
朝
鮮
人
労
働
者
を
密
か
に
貨

物
列
車
で
運
び
、
象
山
掘
削
に
当
た
ら
せ
た
。
そ
れ
ば
迫
り
来
る
本
土

決
戦
に
備
え
て
の
突
貫
工
事
で
あ
っ
た
。
金
氏
の
父
は
あ
る
朝
鮮
人
労

働
者
の
グ
ル
ー
プ
の
責
任
者
(
班
長
)

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
き
つ
い

労
働
と
粗
食
の
た
め
に
二
人
の
男
が
脱
走
し
た
の
で
あ
る
。
翌
日
、
金

氏
の
父
は
班
長
と
し
て
の
責
任
を
問
わ
れ
、
手
配
師
や
憲
兵
た
ち
に
よ

っ
て
惨
憺
た
る
暴
力
の
制
裁
を
受
け
、
氷
の
張
っ
た
ド
ラ
ム
管
の
中
に

頭
か
ら
突
っ
込
ま
れ
た
そ
う
で
あ
る
。
翌
日
、
父
の
姿
が
見
え
な
い
の

で
探
し
た
と
こ
ろ
、
ト
イ
レ
の
中
で
首
を
切
っ
て
自
死
し
て
い
た
父
の

姿
が
あ
っ
た
と
い
う
。
「
俺
の
ア
ポ
ジ
は
な
あ
、
松
代
で
死
ん
だ
ん
だ

よ
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
っ
た
彼
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
聴
い
た
私
は
言
葉

を
失
っ
て
い
た
。

「
大
東
亜
戦
争
」
と
い
う
見
通
し
の
つ
か
な
い
戦
争
の
中
で
、
「
天

皇
絶
対
守
護
」
と
い
う
政
策
の
下
で
、
一
人
の
朝
鮮
人
ア
ポ
ジ
の
死
が

意
味
す
る
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
.
「
三
・
一
独
立
運
動
」
見
証
者

丁
玉
順
姉
は
や
は
り
幸
区
戸
手
四
丁
目
の
住
民
で
あ
っ
た
。
こ
こ

で
戸
手
四
丁
目
と
い
う
地
域
と
筆
者
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た

い
。
筆
者
は
一
九
七
五
年
に
戸
手
三
丁
目
で
自
宅
を
場
と
し
て
、
第
二

回
目
の
開
拓
伝
道
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
時
、
多
摩
川
河
川
敷
に
約
四

〇
〇
人
の
在
日
コ
リ
ア
ン
の
集
落
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
こ
の

集
落
と
の
交
わ
り
を
肴
望
し
て
い
た
。
主
の
導
き
の
下
で
、
そ
の
中
の

一
軒
の
家
屋
を
入
手
し
、
学
生
達
に
住
ま
わ
せ
て
、
在
日
の
子
供
た
ち

と
の
交
わ
り
の
中
で
民
族
和
解
の
意
図
を
実
現
し
た
く
願
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
そ
の
数
年
後
の
台
風
で
多
摩
川
が
氾
濫
し
、
筆
者
は
学
生

達
と
共
に
地
域
の
住
民
の
救
済
に
駆
け
廻
っ
た
。
そ
の
時
二
・
三
軒
先

に
住
ん
で
い
た
八
〇
才
を
と
っ
く
に
越
え
た
、
体
の
不
自
由
な
丁
玉
順

姉
を
負
ぶ
っ
て
堤
院
の
上
に
駆
け
上
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
数
日
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し
て
丁
姉
が
訪
ね
て
来
て
語
っ
た
の
が
こ
れ
か
ら
の
話
し
で
あ
る
。

丁
姉
は
朝
鮮
半
島
南
部
の
都
市
光
州
の
出
身
で
あ
る
。
幼
い
時
光
州

の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
日
曜
学
校
に
通
っ
て
い
た
が
、
そ
の
時
、
あ
の
「
三

・
一
独
立
運
動
」
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
勢
の
人
が
デ
モ
を
組

織
し
て
太
極
旗
を
振
り
な
が
ら
「
ウ
リ
ナ
ラ
マ
ン
セ
イ
」

(
祖
国
万
歳
)

と
叫
び
つ
つ
道
を
歩
い
て
い
た
。
そ
こ
へ
日
本
の
警
察
官
が
二
名
、
馬

で
駆
け
つ
け
、
抜
刀
し
て
先
頭
の
数
名
に
斬
り
つ
け
た
。
民
衆
は
「
ア

イ
ゴ
ー
」
と
叫
び
な
が
ら
散
り
じ
り
に
四
散
し
て
行
っ
た
。
そ
の
後
、

日
曜
学
校
の
若
い
女
の
先
生
が
、
自
分
の
指
を
切
っ
て
流
れ
る
血
で
白

い
壁
に
「
ウ
リ
ナ
ラ
マ
ン
セ
イ
」
と
書
い
て
い
た
。
「
あ
ん
な
に
怖
か

っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
」
と
い
う
の
が
彼
女
の
終
わ
り
の
言
葉
で
あ

っ
た
。
日
本
人
が
自
分
を
背
負
っ
て
堤
防
へ
登
り
つ
め
た
と
い
う
、
小

さ
な
事
実
が
彼
女
の
心
を
開
き
、
彼
女
に
と
っ
て
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い

大
切
な
記
憶
と
な
り
、
そ
れ
が
筆
者
に
過
去
を
打
ち
明
け
る
想
い
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
女
の
孫
が
戸
手
教
会
の
日
曜
学
校
に
通

っ
て
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
私
は
実
感
と
し
て
、
神
の
大
い
な
る
摂
理

を
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

四
.
強
制
連
行
経
験
者
と
し
て

金
万
守
氏
は
朝
鮮
半
島
南
部
、
巨
済
島
の
出
身
で
あ
る
。
貧
し
く
て

小
学
校
に
も
行
け
ず
労
働
に
只
管
励
ん
で
い
た
。
一
八
才
の
時
、
乗
っ

て
い
た
舟
も
ろ
と
も
強
制
連
行
さ
れ
博
多
に
着
い
た
。
直
ち
に
陸
軍
の

防
空
壕
掘
り
に
従
事
さ
せ
ら
れ
、
炭
鉱
で
も
働
き
、
や
が
て
「
終
戦
」

を
迎
え
た
。
友
人
の
伝
手
で
川
崎
に
来
た
。
先
ず
そ
こ
で
多
摩
川
の
土

手
を
歩
き
な
が
ら
涙
を
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
朝
鮮
で
は

食
べ
る
も
の
が
な
く
、
産
米
は
き
び
し
く
管
理
さ
れ
て
総
督
府
の
役
人

や
警
察
官
に
よ
っ
て
持
ち
去
ら
れ
た
し
、
や
む
な
く
食
べ
ら
れ
る
革
を

探
し
て
飢
え
を
し
の
い
だ
。
と
こ
ろ
が
多
摩
川
の
土
手
に
は
食
べ
ら
れ

る
草
々
に
溢
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
、
彼
は
涙
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
植
民
地
朝
鮮
の
生
活
の
貧
し
さ
を
想
起
し
た
の
だ
っ
た
。
川
崎
に

来
て
四
丁
目
に
住
み
、
仕
事
を
求
め
て
歩
き
回
っ
た
が
、
金
万
守
と
い

う
名
で
は
誰
も
仕
事
を
く
れ
な
か
っ
た
。
や
む
な
く
「
中
山
一
郎
」
と

い
う
名
で
や
っ
と
得
た
仕
事
は
古
タ
イ
ヤ
を
集
め
て
ゴ
ム
の
再
生
工
場

に
運
ぶ
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
と
親
し
く
な
っ
た
私
は
あ
る
時
、
「
キ
ム
の
十
字
架
」
と
い
う
、
6
-

松
代
大
本
営
造
築
を
め
ぐ
る
ア
ニ
メ
映
画
を
観
に
誘
っ
た
こ
と
が
あ
工

る
。
前
述
の
よ
う
、
に
朝
鮮
人
の
重
労
働
の
中
で
、
固
い
岩
盤
を
爆
破
す

る
こ
と
i
を
命
じ
ら
れ
て
、
あ
え
て
引
き
受
け
た
弟
が
爆
死
し
、
そ
の
兄

が
十
字
架
を
造
っ
て
弟
を
偲
ぶ
と
い
う
映
画
で
あ
っ
た
。
重
労
働
の
最

中
で
朝
鮮
人
へ
の
暴
行
、
圧
力
が
続
く
場
面
を
見
て
、
彼
は
言
っ
た
。

「
あ
ん
な
程
度
の
も
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
。
強
制
連
行
経
験
者
の
重

い
労
働
の
日
々
を
私
は
想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

五
.
民
族
名
を
生
き
る

前
述
李
有
彩
㊨
姉
は
戦
前
山
口
に
家
族
と
共
に
移
住
し
て
来
た
。
そ

れ
も
朝
鮮
で
は
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
国
民
学
校
六
年
生



の
時
で
あ
る
。
彼
女
は
絵
が
上
手
で
あ
っ
た
の
で
、
し
ば
し
ば
同
級
生

か
ら
自
画
像
を
所
望
さ
れ
た
。
何
人
か
の
絵
を
描
き
喜
ば
れ
て
い
た
時
、

あ
る
生
徒
が
「
何
よ
、
こ
の
子
、
朝
鮮
人
だ
よ
」
の
三
戸
で
友
人
達
が

さ
っ
と
去
っ
て
行
っ
た
悲
し
い
思
い
出
を
話
憶
し
て
い
る
。

彼
女
は
夫
を
失
い
生
活
に
窮
し
て
金
万
守
と
の
縁
が
結
ば
れ
て
再
来

日
し
た
。
一
児
を
生
ん
で
民
族
名
で
小
学
校
に
進
学
さ
せ
た
。
彼
女
は

民
族
名
に
強
く
こ
だ
わ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
あ
る
月
賦
販
売
会
社
か
ら

布
団
を
買
っ
た
時
、
確
認
電
話
の
中
で
「
李
有
彩
」
と
本
名
を
述
べ
た

た
め
、
一
方
的
に
契
約
を
打
ち
切
ら
れ
た
不
条
理
な
経
験
が
あ
っ
た
。

自
分
の
息
子
は
民
族
名
を
負
っ
て
生
き
る
よ
う
に
と
の
願
い
を
持
っ
て

の
進
学
で
あ
っ
た
。
息
子
は
母
の
技
を
受
け
つ
い
で
絵
が
上
手
で
あ
っ

た
。
あ
る
絵
を
担
任
の
教
師
が
評
価
し
て
、
教
室
の
後
ろ
の
壁
に
掲
示

し
た
の
で
あ
る
。
「
金
光
嬰
」
と
い
う
名
の
絵
の
上
に
あ
る
日
、
黒
ク

レ
ヨ
ン
で
「
変
な
名
前
」
と
書
き
付
け
ら
れ
た
。
入
学
し
て
間
も
な
い

息
子
は
そ
の
絵
を
持
ち
帰
っ
て
言
っ
た
。
「
オ
ン
マ
ー
(
母
ち
ゃ
ん
)
、

僕
の
名
前
は
変
な
名
前
な
の
?
」
と
。
李
姉
は
言
葉
も
無
く
息
子
を
抱

き
し
め
て
号
泣
し
た
。

植
民
地
時
代
の
朝
鮮
(
台
湾
で
も
)
に
お
い
て
、
日
本
政
府
の
重
民
化

政
策
の
一
貫
と
し
て
、
」
創
氏
改
名
」

(
一
九
四
〇
年
)
が
制
度
化
さ
れ

た
。
系
図
と
家
族
名
を
大
切
に
す
る
朝
鮮
文
化
を
無
視
し
て
、
日
本
風

へ
の
改
名
を
強
制
し
た
日
本
政
府
の
悪
し
き
政
策
の
「
遺
風
」
は
今
の

日
本
に
も
現
在
し
て
い
る
。
筆
者
自
身
の
大
学
で
の
教
え
子
が
就
職
し

た
時
、
「
名
刺
は
日
本
名
で
作
れ
よ
、
朝
鮮
名
で
は
商
売
に
な
ら
ん
か

ら
」

と
言
わ
れ
た
と
い
う
。

李
姉
の
息
子
は
民
族
名
を
貫
い
て
、
今
、
日
本
企
業
の
中
で
堂
々
と

生
き
て
い
る
。

-

こ
れ
ら
の
事
を
振
り
返
っ
て
思
わ
さ
れ
る
こ
と
は
、
聞
く
に
耐
え
な

い
、
在
日
に
対
す
る
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
大
音
声
と
共
に
振
り
ま
く
日

本
第
一
党
な
ど
の
動
き
に
対
し
て
、
和
解
と
共
生
を
願
う
日
本
人
は
ど

の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(
二
〇
二
二
六
二
七
)

享任年川川の九日川に九を 【… 

圭に’河崎教六コ 晴間五経一関享 
圭譲青川 市貝一 り 教拓五て九田与 
…り 山敷幸 と(ア会伝年 目二寛… 
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