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久
し
い
の
に
、〝
左
右
の
分
断
〞
は
当
時
に
も
増
し
て
深
刻
化

し
た
観
が
あ
る
。
論
点
は
か
つ
て
の
〝
資
本
主
義
対
社
会
主

義
・
共
産
主
義
〞
の
テ
ー
マ
か
ら
〝
戦
後
民
主
主
義
的
な
価
値

観
そ
の
も
の
〞
へ
と
移
行
し
た
。
右
派
の
人
々
は
、
自
由
や
人

権
、
民
主
主
義
と
い
っ
た
戦
後
日
本
の
中
心
的
理
念
に
さ
え
、

〝
行
き
過
ぎ
の
見
直
し
〞
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
一
方
、
た
と
え
ば
中
国
の
覇
権
を
警
戒
し
、
Ｇ
７
や

「
ク
ア
ッ
ド
」（
日
米
豪
印
）
の
結
束
を
訴
え
る
文
脈
で
は
、
日

本
の
保
守
政
治
家
も
「
価
値
観
を
共
有
す
る
国
々
」
と
、
わ
が

国
が
民
主
主
義
勢
力
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
果
た

し
て
私
た
ち
は
本
当
に
、
欧
米
と
同
じ
価
値
観
を
共
有
す
る
と

言
え
る
の
か
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
昭
和
二
十
年
以
後
の
民
主
化
政
策
は
、
現
実

に
は
東
西
冷
戦
に
よ
る
「
逆
コ
ー
ス
」
で
わ
ず
か
二
〜
三
年
で

ブ
レ
ー
キ
が
か
か
り
、
戦
前
か
ら
の
政
治
勢
力
や
社
会
シ
ス
テ

ム
と
の
妥
協
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
〝
新

生
日
本
〞
が
、
戦
前
の
何
を
否
定
し
て
、
新
た
な
理
念
を
ど
う

規
定
す
る
か
、
歯
切
れ
の
悪
い
変
革
に
な
っ
た
の
だ
が
、
戦
争

で
塗
炭
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
た
国
民
は
、
そ
れ
で
も
総
体
と
し

て
民
主
化
の
流
れ
を
歓
迎
し
た
。

た
だ
、
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
を
内
包
し
、
理
念
の
明
確
性
を
欠

寄
っ
た
り
の
感
覚
な
ら
、
昭
和
二
十
年
代
に
つ
い
て
の
〝
国
民

的
記
憶
〞
は
も
う
失
わ
れ
た
も
同
然
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
シ
リ
ー
ズ
で
こ
の
時
期
に
あ
え
て
光
を
当
て
る
の
は
、
平

成
の
中
ご
ろ
ま
で
存
在
し
た
こ
の
〝
国
民
的
記
憶
〞
に
こ
そ
、

戦
後
体
制
を
支
え
た
〝
民
意
〞
の
出
発
点
が
あ
る
と
思
う
か
ら

だ
。
戦
中
派
が
目
に
見
え
て
減
少
し
た
こ
の
十
年
ほ
ど
、
そ
の

了
解
は
急
速
に
失
わ
れ
た
。
国
民
世
論
の
〝
対
立
と
分
断
〞
は

い
ま
や
世
界
的
潮
流
だ
が
、
日
本
の
場
合
、
分
裂
の
背
景
に
世

代
交
代
の
影
響
が
色
濃
く
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

〝
戦
中
派
の
価
値
観
〞
は
必
ず
し
も
、
確
固
た
る
共
通
理
念
と

し
て
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
高
度
成
長
期
を
代
表

す
る
庶
民
派
の
宰
相
・
田
中
角
栄
は
「
戦
争
を
知
っ
て
い
る
世

代
が
政
治
の
中
枢
に
い
る
う
ち
は
心
配
な
い
。
平
和
に
つ
い
て

議
論
す
る
必
要
も
な
い
。
だ
が
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
が
政
治

の
中
枢
に
な
っ
た
時
は
と
て
も
危
な
い
」
と
い
う
言
い
方
を
し

た
。
田
中
が
活
躍
し
た
時
代
に
も
、
保
革
の
対
立
や
九
条
を
め

ぐ
る
改
憲
論
争
は
存
在
し
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
、
そ
の
違
い
を

超
越
し
た
平
和
国
家
へ
の
〝
国
民
的
合
意
〞
が
確
か
に
あ
る
と

強
調
し
た
の
で
あ
る
。

現
在
は
ど
う
だ
ろ
う
。
冷
戦
が
終
結
し
て
す
で
に
約
三
十
年
。

共
産
主
義
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
は
事
実
上
消
滅
し
て

同
じ
〝
出
生
前
の
時
代
〞
な
ら
、
む
し
ろ
戦
時
中
や
開
戦
前

の
時
期
の
ほ
う
が
、
小
説
や
映
画
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
刷
り
込

ま
れ
た
情
景
か
ら
、
ま
だ
雰
囲
気
が
わ
か
る
。
エ
ア
ポ
ケ
ッ
ト

の
よ
う
に
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
の
が
、
敗
戦
後
の

十
年
ほ
ど
な
の
だ
。

失
わ
れ
た
〝
国
民
的
記
憶
〞

親
世
代
の
〝
戦
中
派
〞
な
ら
、
当
然
、
感
覚
は
違
っ
て
い
た

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
の
敗
戦
の
日
は
七
十
六
年
前
。
当
時
十

代
だ
っ
た
子
ど
も
た
ち
は
八
十
代
後
半
か
ら
九
十
代
に
な
り
、

成
人
だ
っ
た
人
は
ほ
と
ん
ど
が
他
界
し
て
し
ま
っ
た
。
私
と
同

世
代
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
人
た
ち
が
、
お
お
む
ね
似
た
り

焼
け
跡
、
闇
市
、
進
駐
軍
、
教
科
書
の
墨
塗
り
、
買
い
出
し

列
車
、『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
…
…
。

昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
に
生
ま
れ
、
こ
と
し
還
暦
の

私
が
、「
昭
和
二
十
年
代
（
一
九
四
五
〜
五
四
）」
と
い
う
時
代
に

思
い
描
け
る
の
は
、
敗
戦
後
一
〜
二
年
の
風
景
、〝
焦
土
と
化

し
た
日
本
〞
を
象
徴
す
る
断
片
的
な
事
柄
に
集
中
す
る
。
十
年

単
位
に
幅
を
広
げ
〝
占
領
期
〞
や
〝
復
興
期
〞
の
全
体
像
を
問

わ
れ
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
は
途
端
に
漠
と
し
て
し
ま
う
。

も
ち
ろ
ん
東
京
裁
判
や
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
な
ど

〝
年
表
上
の
出
来
事
〞
の
知
識
は
あ
る
。
し
か
し
戦
後
史
が
前

後
関
係
の
あ
る
〝
流
れ
〞
と
し
て
リ
ア
ル
に
動
き
始
め
る
の
は
、

昭
和
三
十
年
代
以
後
、
漫
画
・
映
画
の
ヒ
ッ
ト
作
『
三
丁
目
の

夕
日
』
で
描
か
れ
た
高
度
成
長
期
に
な
っ
て
か
ら
だ
。

みやま・たかし●1961年神奈川県生まれ。著書に『国権と島と涙～沖縄の抗う民意を探る』（朝日
新聞出版）、『還流する魂（マブイ）　世界のウチナーンチュ120年の物語』（岩波書店）など。
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