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李
栄
薫 

著 『
反
日
種
族
主
義 

日
韓
危
機
の
根
源
』（
文
藝
春
秋
）を
読
む

日
韓
で
異
な
る
副
題
と「
種
族
主
義
」

と
い
う
用
語
に
つ
い
て

西

岡
　

力

（
国
基
研
企
画
委
員
兼
研
究
員
、

麗
澤
大
学
客
員
教
授
）

Book Review
す
で
に
本
書
に
つ
い
て
は
多
く
の
論
者
が
書
評
を
書
い
て
い
る
。

ま
た
、
私
も
『
歴
史
認
識
問
題
研
究
』
第
六
号
で
長
い
書
評
論
文
を

書
い
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、（
一
）
日
本
語
版
と
韓
国
語
原
本
で

副
題
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
と
（
二
）「
種
族
主
義
」
と
い
う
用
語
、

の
二
つ
の
論
点
に
つ
い
て
絞
っ
て
本
書
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
愚
考

を
披
瀝
し
て
任
を
果
た
し
た
い
。

韓
国
語
の
原
本
の
副
題
は
「
大
韓
民
国
危
機
の
根
源
」
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
日
本
語
版
で
は
「
日
韓
危
機
の
根
源
」
と
そ
れ
が
変
え
ら

れ
て
い
る
。
本
書
は
翻
訳
者
を
別
に
立
て
ず
、
李
栄
薫
先
生
た
ち
が

李
承
晩
学
堂
の
関
係
者
に
よ
る
訳
文
に
大
幅
に
手
を
入
れ
、
そ
れ
を

文
藝
春
秋
の
編
集
者
が
ま
た
手
を
入
れ
て
出
版
さ
れ
た
。
実
は
編
集

協
力
者
の
一
人
と
し
て
私
も
日
本
語
訳
文
に
つ
い
て
意
見
を
申
し
上

げ
た
。
副
題
に
つ
い
て
は
、
文
藝
春
秋
の
編
集
者
が
李
栄
薫
先
生
と

相
談
の
上
、
日
本
の
読
者
の
た
め
に
つ
け
た
も
の
だ
と
聞
い
た
。

日
本
で
本
書
が
四
十
万
部
を
超
す
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
大
き

な
理
由
は
、
韓
国
の
学
者
が
韓
国
の
反
日
歴
史
観
を
否
定
し
た
と
し

て
注
目
が
集
ま
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
韓
国
語
原
本
の
副
題

が
示
す
よ
う
に
本
書
は
日
韓
関
係
を
主
題
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

は
な
い
。
い
ま
、
李
栄
薫
先
生
た
ち
の
祖
国
大
韓
民
国
が
危
機
を
迎

え
て
お
り
、
そ
の
根
源
に
「
反
日
種
族
主
義
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
韓
国
民
に
訴
え
た
憂
国
の
書
な
の
だ
。

慰
安
婦
問
題
に
関
す
る
記
述
か
ら
も
そ
の
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

こ
れ
ま
で
私
を
含
む
日
本
の
専
門
家
が
繰
り
返
し
論
じ
て
き
た
よ
う

に
、
慰
安
婦
問
題
は
日
本
の
反
日
勢
力
が
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
引
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き
起
こ
し
た
も
の
だ
が
、
本
書
で
は
日
本
国
内
で
九
〇
年
代
初
め
以

降
、
慰
安
婦
問
題
を
巡
り
ど
の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い

て
、
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
本
書
が
日
韓
関
係
で

は
な
く
韓
国
の
危
機
を
主
題
に
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
な
の
だ
。

日
本
の
大
部
分
の
読
者
は
、
李
栄
薫
先
生
が
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
、
嘘

の
国
」
で
自
国
の
こ
と
を
「
嘘
の
国
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

短
絡
的
に
、
韓
国
に
よ
る
積
み
重
な
っ
た
嘘
が
現
在
の
日
韓
関
係
の

危
機
の
原
因
だ
と
い
う
、
自
分
の
実
感
を
確
認
し
、
そ
れ
以
上
、
思

考
が
進
ま
な
い
か
の
よ
う
だ
。
実
は
そ
の
冒
頭
部
分
に
こ
そ
同
書
の

問
題
意
識
が
よ
く
現
れ
て
い
る
の
だ
が
、日
本
の
読
者
の
大
部
分
は
、

韓
国
現
代
思
想
史
、
政
治
史
の
知
識
が
な
い
た
め
、
そ
の
こ
と
を
読

み
落
と
し
て
い
る
。

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
李
栄
薫
先
生
は
、
反
日
種
族
主
義
を
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
い
て
は
、
こ
の
国
の
先
進
化
は
不
可
能
で
、
先
進
化
ど
こ
ろ

か
後
進
化
す
る
と
し
て
、「
嘘
の
文
化
、
政
治
、
学
問
、
裁
判
は
こ

の
国
を
破
滅
に
追
い
や
る
」と
い
う
強
い
危
機
感
を
表
明
し
て
い
る
。

「
エ
ピ
ロ
ー
グ
、
反
日
種
族
主
義
の
報
い
」
で
も
「
今
こ
の
国
は
経

済
、
政
治
、
社
会
の
全
て
の
方
面
で
危
機
で
す
」、「
反
日
種
族
主
義

は
、
こ
の
国
を
再
び
亡
国
の
道
に
引
き
ず
り
込
ん
で
行
く
か
も
し
れ

ま
せ
ん
」
と
よ
り
直
截
的
に
書
い
て
い
る
。

李
栄
薫
先
生
た
ち
が
心
配
し
て
い
る
の
は
日
韓
関
係
で
は
な
く
、
韓

国
の
亡
国
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
を
読
む
だ
け
で
も
よ
く
分
か
る
。
私

も
そ
の
主
張
に
全
く
同
感
な
の
だ
。
私
は
二
〇
〇
五
年
に
出
し
た
拙
著

『
韓
国
分
裂
』
な
ど
で
北
朝
鮮
の
工
作
の
結
果
、
韓
国
に
「
反
韓
自
虐

史
観
」
が
拡
散
し
て
い
る
と
し
て
そ
の
危
険
性
を
指
摘
し
続
け
て
き

た
。
私
が
「
反
韓
自
虐
史
観
」
と
呼
ん
だ
歴
史
観
は
、
本
書
で
李
栄

薫
先
生
が
提
唱
さ
れ
た
「
反
日
種
族
主
義
」
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。

そ
れ
は
、
日
本
統
治
時
代
に
日
本
に
協
力
し
た
親
日
派
が
清
算
さ

れ
ず
に
親
米
派
に
化
け
て
大
韓
民
国
建
国
の
主
役
と
な
り
、
そ
の
後

も
反
共
派
、
経
済
開
発
勢
力
と
姿
を
変
え
つ
つ
韓
国
を
支
配
し
続
け

た
。
李
承
晩
、
朴
正
熙
、
全
斗
煥
、
盧
泰
愚
、
李
明
博
、
朴
槿
恵
と

つ
づ
く
、
韓
国
保
守
政
権
の
主
流
勢
力
は
み
な
親
日
派
の
後
裔
で
汚

れ
た
者
ら
で
清
算
の
対
象
だ
、
そ
れ
に
比
べ
て
北
朝
鮮
は
抗
日
武
装

闘
争
の
英
雄
の
金
日
成
が
建
国
し
、
親
日
派
を
徹
底
的
に
処
分
し
、

ソ
連
と
中
国
か
ら
も
距
離
を
置
い
た
主
体
的
な
国
だ
か
ら
民
族
の
正

統
性
は
北
朝
鮮
に
あ
る
と
さ
れ
る
歴
史
観
だ
。

李
栄
薫
先
生
は
、
な
ぜ
韓
国
の
学
者
、
言
論
人
、
政
治
家
ら
が
嘘

に
基
づ
く
歴
史
観
を
容
易
に
信
じ
て
し
ま
う
の
か
と
言
う
問
題
意
識

か
ら
、
韓
国
の
民
族
主
義
の
未
成
熟
さ
に
注
目
し
て
、「
種
族
主
義
、

ト
ラ
イ
バ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
さ
れ
た
。
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韓
国
の
民
族
主
義
は
、
西
洋
で
勃
興
し
た
民
族
主
義
と
は
別

の
も
の
で
す
。
韓
国
の
民
族
主
義
に
は
、
自
由
で
独
立
的
な
個

人
と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
国
の
民
族
は
そ
れ
自
体
で

一
つ
の
集
団
で
あ
り
、
一
つ
の
権
威
で
あ
り
、
一
つ
の
身
分
で

す
。
そ
の
た
め
、
む
し
ろ
種
族
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
す
。

隣
の
日
本
を
永
遠
の
仇
と
捉
え
る
敵
対
感
情
で
す
。
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
嘘
が
作
ら
れ
広
が
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
集
団
心
性
に

因
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
反
日
種
族
主
義
で
す
。（
二
四
頁
）

私
は
、
こ
の
歴
史
観
が
た
だ
日
本
の
過
去
を
非
難
す
る
の
で
は
な

く
、
韓
国
の
主
流
勢
力
を
「
親
日
派
の
後
裔
」
と
い
う
汚
名
を
着
せ

て
追
い
落
と
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
「
反
韓
自

虐
史
観
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
。

私
は
こ
の
間
繰
り
返
し
書
い
て
き
た
が
、
文
在
寅
氏
は
大
統
領
就

任
四
ヵ
月
前
の
二
〇
一
七
年
一
月
に
出
し
た
著
書
『
大
韓
民
国
が
尋

ね
る
完
全
に
新
し
い
国
、
文
在
寅
が
答
え
る
』
の
中
で
こ
の
歴
史
観

を
正
直
に
記
述
し
て
い
る
。

〈
親
日
勢
力
が
解
放
後
に
も
依
然
と
し
て
権
力
を
握
り
、
独
裁

勢
力
と
安
保
を
口
実
に
し
た
ニ
セ
保
守
勢
力
は
民
主
化
以
後
も

私
た
ち
の
社
会
を
支
配
し
続
け
、
そ
の
時
そ
の
時
化
粧
だ
け
を

変
え
た
の
で
す
。
親
日
か
ら
反
共
に
、ま
た
は
産
業
化
勢
力
に
、

地
域
主
義
を
利
用
し
て
保
守
と
い
う
名
に
、
こ
れ
が
本
当
に
偽

善
的
な
虚
偽
勢
力
で
す
。（
略
）

経
済
交
代
、
世
代
交
代
、
過
去
の
古
い
秩
序
や
体
制
、
勢
力

に
対
す
る
歴
史
交
代
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の

た
め
に
は
法
的
、
制
度
的
に
根
本
的
な
シ
ス
テ
ム
を
備
え
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
〉（
前
掲
書
六
八
頁
）

そ
し
て
、
日
韓
関
係
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
歴
史
観

は
日
本
人
に
対
す
る
事
実
無
根
の
誹
謗
中
傷
を
土
台
と
し
、
日
本

人
を
永
遠
に
下
に
見
る
蔑
視
が
含
ま
れ
る
の
で
「
反
日
差
別
主
義
、

レ
イ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
呼
び
方
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

平
成
三
〇
年
十
一
月
の
「
国
基
研 

会
員
の
集
い
」
で
論
じ
た
が
、

一
九
九
〇
年
代
初
め
、
ソ
連
と
東
欧
圏
が
崩
壊
し
た
第
一
次
冷
戦
で

共
産
圏
が
敗
れ
た
と
き
、
中
国
共
産
党
と
北
朝
鮮
労
働
党
と
日
本
の

左
翼
が
共
謀
し
て
反
日
差
別
主
義
に
自
分
た
ち
の
生
き
残
る
道
を
見

い
だ
し
た
。
そ
れ
は
事
実
無
根
で
日
本
人
の
民
族
性
へ
の
抜
き
が
た

い
蔑
視
を
含
む
歴
史
観
だ
。
我
が
国
の
隣
国
と
国
内
に
日
本
人
を
理

不
尽
に
憎
む
勢
力
が
多
数
布
陣
し
て
い
る
。こ
れ
は
日
本
の
危
機
だ
。

本
書
は
そ
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。


