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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

六
人
の
初
老
の
男
は

な
ぜ
韓
国
を
批
判
し
た
の
か

鄭
　

大

均

（
東
京
都
立
大
学
名
誉
教
授
）

Book Review
本
書
は
そ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
韓
国
は
「
嘘
の
国
」
で
あ
る
と
記
し

て
読
者
を
驚
か
し
て
く
れ
る
。「
こ
の
国
の
政
治
は
嘘
の
パ
ノ
ラ
マ

で
し
た
」「
こ
の
国
の
歴
史
学
や
社
会
学
は
嘘
の
温
床
で
す
」「
嘘
の

学
問
が
嘘
の
歴
史
を
作
り
（
中
略
）、
そ
の
教
育
を
受
け
て
育
っ
た

世
代
が
遂
に
大
法
院
の
裁
判
官
に
ま
で
な
っ
た
の
で
す
」
と
い
っ
た

具
合
で
あ
る
。

こ
の
本
は
六
人
の
初
老
の
韓
国
の
男
た
ち
に
よ
っ
て
編
ま
れ
て
い

る
が
、
こ
ん
な
過
激
な
自
己
批
判
の
言
葉
を
誇
り
高
き
韓
国
人
か
ら

聴
く
と
い
う
こ
と
は
滅
多
に
な
い
。
そ
ん
な
言
葉
に
接
し
た
と
き
に

は
少
し
考
え
て
み
た
方
が
い
い
。
な
ぜ
著
者
た
ち
は
自
ら
の
尊
厳
を

傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
い
う
の
か
。
こ
の
言
葉
は
誰
に
向
か
っ
て

語
ら
れ
て
お
り
、「
反
日
種
族
主
義
」
と
い
う
こ
の
本
の
テ
ー
マ
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
。

本
を
手
に
し
て
頂
け
れ
ば
す
ぐ
に
気
が
つ
く
が
、
こ
こ
に
書
か
れ

て
い
る
の
は
韓
国
で
は
定
型
を
逸
脱
し
た
議
論
ば
か
り
で
あ
る
。
韓

国
の
民
族
主
義
が
「
種
族
主
義
」
的
性
格
を
持
ち
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
か
、
韓
国
教
科
書
に
あ
る
朝
鮮
総
督

府
の
収
奪
論
に
は
虚
偽
が
多
い
と
い
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
そ
う
考

え
て
も
、
口
に
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
禁
忌
を
破
っ

た
ら
「
親
日
派
」
の
烙
印
が
押
さ
れ
、
法
的
処
罰
を
受
け
る
場
合
も

あ
る
。

だ
と
す
る
と
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
あ
る
「
嘘
の
国
」
論
は
そ
の
禁
忌

を
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
派
手
に
挑
発
す
る
態
度
で
あ
る
よ
う
に
思
え

て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
実
際
に
衝
撃
を
与
え
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
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Book Review
に
な
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
が
喚
起
さ
れ
る
と
い

う
状
況
ま
で
は
作
り
出
し
得
て
い
な
い
。

で
は
、
そ
も
そ
も
編
者
の
李
栄
薫
氏
や
そ
の
仲
間
た
ち
は
な
ぜ
そ

ん
な
危
な
い
闘
い
を
挑
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。「
反
日
種
族
主
義
」
と

は
日
本
に
対
す
る
蔑
視
や
偏
見
や
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
思
考
や
態
度

を
意
味
す
る
の
だ
と
私
は
解
釈
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
韓
国
人
を
知

的
、
道
徳
的
に
退
廃
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
韓
国
が
維
持
し
て
き

た
自
由
民
主
主
義
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
危
機

に
陥
れ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
原
書
版
の
副
題
は
「
大

韓
民
国
危
機
の
根
源
」
で
あ
る
。
本
書
は
そ
の
危
機
を
韓
国
人
読
者

に
訴
え
る
も
の
で
あ
り
、六
人
の
男
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で「
巨

大
な
文
化
権
力
に
突
進
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
読
者
は
だ
か
ら
「
嘘
の
国
」
の
記
述
を
見
て
、「
あ
あ
や

っ
ぱ
り
韓
国
人
は
嘘
つ
き
な
ん
だ
」
と
考
え
て
安
心
す
る
の
は
止
し

た
方
が
よ
い
。
李
氏
は
確
か
に
こ
の
国
の
歴
史
学
は
「
嘘
の
温
床
」

だ
と
い
う
。
が
、
そ
の
後
に
は
「
嘘
は
主
に
、
二
〇
世
紀
に
入
り
日

本
が
こ
の
地
を
支
配
し
た
歴
史
と
関
連
し
、
誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く

横
行
し
た
」
の
文
が
あ
る
。
歴
史
学
が
「
嘘
の
温
床
」
だ
と
し
て
も
、

そ
れ
が
胚
胎
し
や
す
い
の
は
日
本
統
治
期
の
分
野
な
の
だ
と
記
し
て

い
る
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
う
い
う
衝
撃
的
な
本
を
突
き
付
け
ら
れ
る
と
、

他
国
を
理
解
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
李
栄
薫
氏

は
た
と
え
ば
韓
国
に
は
日
本
よ
り
も
明
瞭
な
「
嘘
つ
き
文
化
」
が
あ

る
と
い
う
が
、
そ
れ
は
韓
国
が
日
本
に
比
べ
、「
嘘
」
を
抑
制
す
る

文
化
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
み

る
。
そ
う
い
う
面
も
あ
る
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
う
す
る
と
、
な

ぜ
「
嘘
」
が
特
定
分
野
に
胚
胎
し
や
す
い
の
か
が
分
か
ら
な
く
な
る
。

だ
と
す
る
と
、
こ
の
嘘
は
文
化
的
要
因
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
状

況
的
要
因
に
よ
っ
て
も
生
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く

る
。「
土
地
気
脈
論
」
や
「
白
頭
山
神
話
」
の
例
は
確
か
に
文
化
的

要
因
か
ら
考
え
た
方
が
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

が
韓
国
の
歴
史
学
者
、
そ
れ
も
日
本
統
治
期
を
専
門
に
す
る
学
者
に

蔓
延
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
彼
ら
に
は
嘘
を
語
る
こ
と
が
他

分
野
の
者
よ
り
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
教
え
た
方
が
い
い
の

で
は
な
い
か
。
嘘
を
語
ら
な
か
っ
た
ら
、彼
ら
に
だ
っ
て
「
親
日
派
」

の
烙
印
を
押
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
。

当
初
、慰
安
婦
の
問
題
に
韓
国
人
は
無
関
心
だ
っ
た
と
い
う
の
に
、

日
本
の
左
派
・
リ
ベ
ラ
ル
た
ち
が
熱
心
に
宣
伝
す
る
も
の
だ
か
ら
、

や
が
て
韓
国
人
も
そ
れ
に
同
調
、
今
で
は
そ
れ
を
政
治
・
外
交
的
に

利
用
し
て
い
る
慰
安
婦
の
性
奴
隷
説
だ
っ
て
、
こ
れ
は
状
況
的
要
因
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に
よ
っ
て
生
じ
た
と
考
え
る
方
が
分
か
り
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
韓
国
人
の
「
嘘
」
に
は
日
本
人
が
韓
国
人
に
強
い
た
「
嘘
」
も

あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
嘘
」
を
支
え
る
構
造
は
今
で
も
健
在
で
あ
る
。

だ
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
す
べ
き
は
そ
の
国
際
連
帯
の
構

造
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
韓
国
に
百
年
に
一
度
し
か
生
ま
れ
な
い

よ
う
な
本
で
あ
る
。
六
人
の
初
老
の
男
た
ち
の
勇
気
に
敬
意
を
表
し

つ
つ
、
し
か
し
本
を
読
む
と
き
に
は
、
批
判
精
神
も
忘
れ
な
い
で
い

た
い
も
の
で
あ
る
。


