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自
由
執
筆 

愛
国
テ
ロ
を
賛
美
す
る
国 新 

井 
 

宏 
 

 

韓
国
に
い
た
頃
は
、
い
つ
も
ズ
ボ
ン
の
左
ポ
ケ
ッ
ト
が
、

分
厚
い
財
布
で
膨
ら
ん
で
い
た
。
最
高
額
の
紙
幣
が
八
百

円
程
度
の
一
万
ウ
ォ
ン
札
し
か
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
か
ら
数
万
円
分
を
持
ち
歩
く
と
、
実
に
豊
か
な
気
分
で

あ
っ
た
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
不
便
な
こ
と
こ
の
上
な
い
。
そ
の
た

め
、
一
般
で
は
小
切
手
と
か
商
品
券
で
代
用
す
る
便
法
も

と
ら
れ
て
い
た
が
、
ど
う
し
て
も
偽
造
や
信
用
問
題
が
つ

き
ま
と
う
。
だ
か
ら
当
然
、
高
額
紙
幣
の
発
行
や
デ
ノ
ミ

が
し
ば
し
ば
話
題
に
な
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
イ
ン
フ
レ
圧
力
に
な
る
と
か
、
通
貨
の
国
外

持
出
し
が
規
制
し
難
い
と
か
、
賄
賂
金
の
運
搬
が
簡
単
に

な
り
汚
職
が
増
え
る
と
か
、
韓
国
ら
し
い
理
由
で
、
な
か

な
か
進
ま
な
か
っ
た
。
試
み
に
計
算
し
て
み
る
と
、
五
億

円
ほ
ど
の
一
万
ウ
ォ
ン
紙
幣
の
重
さ
は
一
ト
ン
近
く
に

な
り
、
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ん
だ
と
い
う
の
も
あ
な
が
ち
誇
張

で
は
な
い
。 

し
か
し
、
高
額
紙
幣
が
な
い
の
は
後
進
国
の
特
徴
で
あ

る
。 先

進
国
の
場
合
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
一
万
ド
ル
札(

六
十

万
円)

や
ス
イ
ス
の
千
フ
ラ
ン(

十
万
円)

、
Ｅ
Ｕ
の
五
百
ユ

ー
ロ
札(

七
万
円)

を
別
格
と
す
れ
ば
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

デ
ン
マ
ー
ク
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
千
ク
ロ
ー
ネ(

一
万
七
千
円

前
後)

、
ロ
シ
ア
の
五
千
ル
ー
ブ
ル(

一
万
五
千
円)

、
米
国
、

カ
ナ
ダ
、
豪
州
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
等
の
百
ド
ル
札
（
一

万
円
）、
日
本
の
一
万
円
札
、
英
国
の
五
十
ポ
ン
ド(

八
千

円)

な
ど
、
概
し
て
一
万
円
程
度
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
中
後
進
国
の
場
合
、
イ
ン
ド
、
タ
イ
、

ベ
ト
ナ
ム
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
、
南
ア
、
エ

ジ
プ
ト
、
イ
ラ
ン
、
イ
ラ
ク
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
な
ど
が
約

二
千
円
、
中
国
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
パ
キ
ス
タ
ン
が
約
千

円
で
あ
る
。 

誇
り
高
き
韓
国
と
し
て
は
、
高
額
紙
幣
が
な
く
「
後
進

国
の
イ
メ
ー
ジ
」
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
は
我
慢
で
き
な
い
。

そ
の
た
め
、
二
〇
〇
七
年
に
な
っ
て
や
っ
と
、
十
万
ウ
ォ

ン
札
と
五
万
ウ
ォ
ン
札
を
二
年
後
に
発
行
す
る
と
決
定

し
た
。
十
万
ウ
ォ
ン
札
な
ら
ほ
ぼ
一
万
円
で
、
先
進
国
入

り
で
き
る
。 

さ
て
、
そ
の
後
の
進
展
で
あ
る
が
、
五
万
ウ
ォ
ン
札
の

方
は
、
予
定
通
り
儒
学
者
栗
谷
李
珥
の
母
で
詩
人
・
画
家

と
し
て
有
名
な
申
師
任
堂
の
肖
像
を
用
い
て
二
〇
〇
九

年
に
発
行
さ
れ
た
。
ち
な
み
に
息
子
の
李
珥
の
方
は
、
も

う
四
十
年
間
も
五
千
ウ
ォ
ン
札
の
表
を
飾
っ
て
い
る
が
、

母
上
の
方
は
そ
の
百
倍
の
価
値
で
あ
る
。
母
と
子
の
絆
が

異
常
に
強
い
韓
国
で
あ
る
か
ら
、
な
る
ほ
ど
と
も
思
う
。 

一
方
、
十
万
ウ
ォ
ン
札
の
方
は
、
肖
像
に
予
定
し
て
い

た
独
立
運
動
家
の
金
九
が
、
最
高
額
面
の
紙
幣
に
ふ
さ
わ

し
く
な
い
と
保
守
系
か
ら
激
し
く
反
対
さ
れ
、
結
局
取
り

や
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

そ
も
そ
も
、
金
九
の
肖
像
を
最
高
額
紙
幣
に
用
い
よ
う

と
し
た
の
は
、
盧
武
鉉
大
統
領
で
あ
る
。
金
九
が
、
米
国

を
背
景
に
李
承
晩
が
進
め
た
南
朝
鮮
の
単
独
選
挙
に
反

対
し
、
南
北
統
一
政
府
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
を
盧
武
鉉

は
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
事
実
、
も
し
金
九

ら
の
主
張
が
容
れ
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
朝
鮮
半
島
に
お
け

る
米
国
の
影
響
は
著
し
く
削
が
れ
、
お
そ
ら
く
朝
鮮
半
島

に
は
共
産
圏
の
統
一
国
家
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
米
国
と
強
烈
な
反
共
主
義
者
の
李
承
晩
が
そ
れ

を
認
め
る
は
ず
は
な
か
っ
た
。
結
局
、
金
九
は
政
権
を
手

に
し
た
李
承
晩
に
よ
っ
て
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。 

実
は
、
金
九
の
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
韓
国
の

郊
外
を
や
た
ら
歩
き
回
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
。
道
端
に
み

す
ぼ
ら
し
い
金
九
の
碑
が
訳
あ
り
げ
に
立
っ
て
い
た
。
読

ん
で
み
る
と
、
著
名
な
独
立
運
動
家
で
、
中
国
に
亡
命
政

権
を
作
り
抗
日
活
動
を
指
導
し
た
人
物
ら
し
い
。 

更
に
調
べ
て
見
る
と
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
時
に
、

思
想
犯
、
政
治
犯
が
釈
放
さ
れ
、
百
に
も
達
す
る
政
党
が

次
々
と
現
わ
れ
る
な
か
で
、
米
国
帰
り
の
李
承
晩
と
中
国
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帰
り
の
金
九
が
統
合
し
て
大
韓
独
立
促
成
国
民
会
を
結

成
、
李
承
晩
総
裁
の
も
と
で
副
総
裁
に
就
い
て
い
る
。
そ

れ
に
し
て
も
日
本
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
る
人
物
に

は
思
え
な
か
っ
た
。 

し
か
し
南
北
統
一
を
国
民
世
論
と
す
る
韓
国
で
は
、
右

派
か
ら
も
左
派
か
ら
も
か
な
り
人
気
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

さ
も
な
け
れ
ば
、
い
く
ら
盧
武
鉉
が
推
し
た
か
ら
と
言
っ

て
、
最
高
額
紙
幣
の
表
を
飾
る
案
が
生
ま
れ
る
わ
け
が
な

い
。
当
然
、
高
潔
な
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
ど
う
も
生
来
の
テ
ロ
リ
ス
ト
と
レ

ッ
テ
ル
を
貼
り
た
く
な
る
よ
う
な
人
物
な
の
で
あ
る
。 

ま
ず
は
、
終
戦
の
年
の
十
二
月
、
中
国
か
ら
帰
国
早
々

に
、
韓
民
党
の
党
首
・
宋
鎮
禹
暗
殺
の
容
疑
で
米
軍
に
召

喚
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
二
年
後
に
も
同
じ
韓
民
党

の
党
首
・
張
徳
秀
を
暗
殺
し
た
疑
い
で
召
喚
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
確
証
が
挙
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
疑
わ
れ

る
の
に
は
背
景
が
あ
っ
た
。 

実
は
、
一
九
三
二
年(

昭
和
七
年)

の
李
奉
昌
に
よ
る
昭

和
天
皇
暗
殺
を
狙
っ
た
桜
田
門
事
件
も
、
同
じ
年
の
尹
奉

吉
に
よ
る
上
海
天
長
節
爆
弾
事
件(

白
川
義
則
陸
軍
大
将

が
死
亡
、
後
に
日
米
開
戦
回
避
に
努
め
た
駐
米
大
使
野
村

吉
三
郎
海
軍
中
将
が
右
目
失
明
、
終
戦
時
に
降
伏
文
書
に

調
印
し
た
重
光
葵
公
使
が
右
脚
を
失
っ
た
事
件)

も
金
九

の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

更
に
遡
れ
ば
、
一
九
二
一
年(

大
正
十
年)

に
は
ソ
連
の

政
治
資
金
が
臨
時
政
府
に
上
納
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う

理
由
で
、
韓
国
人
の
共
産
主
義
者
た
ち
の
暗
殺
を
指
示
し

て
い
る
し
、
そ
の
翌
年
に
は
刺
客
を
放
ち
韓
国
の
共
産
主

義
者
金
立
を
上
海
で
殺
害
し
て
い
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
は
政
治
的
な
独
立
運
動
の

一
環
と
見
な
せ
な
い
こ
と
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
更
に
遡

る
と
一
八
九
六
年(

明
治
二
十
九
年)

に
は
、
さ
さ
い
な
こ

と
か
ら
憤
慨
し
、
閔
妃
殺
害
へ
の
報
復
と
称
し
て
日
本
人

商
人
の
土
田
譲
亮
を
殺
害
し
て
い
る
。
金
九
は
こ
れ
を
愛

国
的
な
行
為
に
装
う
た
め
、
土
田
譲
亮
を
陸
軍
中
尉
と
し

て
い
る
が
、
そ
れ
が
虚
偽
の
主
張
で
あ
っ
た
こ
と
は
韓
国

で
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

韓
国
で
は
こ
の
事
件
を
い
ま
で
も
「
鴟
河
浦
義
挙
」
な
ど

と
持
て
囃
し
て
い
る
。 

そ
の
金
九
は
、
因
果
は
め
ぐ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
李
承

晩
の
指
示
で
陸
軍
砲
兵
少
尉
の
安
斗
煕
に
よ
り
暗
殺
さ

れ
て
し
ま
う
。
金
九
が
今
で
も
右
派
、
左
派
を
問
わ
ず
人

気
の
あ
る
の
は
、
独
立
後
間
も
な
く
暗
殺
さ
れ
て
し
ま
っ

た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。 

二
〇
〇
二
年
に
は
ソ
ウ
ル
に
「
祖
国
と
民
族
を
愛
し
、

そ
れ
ら
を
守
る
た
め
に
一
生
を
か
け
て
闘
っ
た
民
族
運

動
家
」
と
し
て
、
彼
の
号
「
白
凡
」
を
冠
し
た
「
白
凡
記

念
館
」
と
い
う
大
き
な
歴
史
博
物
館
が
建
設
さ
れ
て
い
る
。 

以
上
の
こ
と
か
ら
判
る
よ
う
に
、
金
九
は
今
の
基
準
か

ら
言
え
ば
間
違
い
な
く
テ
ロ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、

韓
国
が
金
九
の
十
万
ウ
ォ
ン
札
の
発
行
を
中
止
し
た
の

は
本
当
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

世
界
中
か
ら
「
韓
国
は
政
府
も
テ
ロ
リ
ス
ト
崇
拝
す
る

国
」
と
嘲
笑
を
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
来
て
、
朴
槿
恵
大
統
領
が
中
国
を

訪
問
し
、
習
近
平
主
席
に
、
伊
藤
博
文
の
暗
殺
者
で
あ
る

安
重
根
の
銅
像
を
犯
行
の
地
ハ
ル
ピ
ン
に
建
て
る
許
可

を
求
め
る
事
件
が
起
き
た
。
中
国
側
も
驚
い
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
事
前
の
外
交
交
渉
に
な
か
っ
た
件
を
い
き
な
り
首

脳
会
談
に
持
ち
出
す
こ
と
も
非
常
識
で
あ
る
が
、
テ
ロ
リ

ス
ト
の
銅
像
を
外
国
に
建
て
よ
う
と
い
う
国
際
感
覚
の

欠
如
に
も
苦
慮
し
た
で
あ
ろ
う
。 

い
ま
や
、
「
テ
ロ
と
の
戦
争
」
は
国
際
政
治
の
最
重
要

課
題
で
あ
る
。
米
国
も
ロ
シ
ア
も
イ
ス
ラ
ム
圏
も
、
更
に

は
中
国
も
、
民
族
的
、
宗
教
的
、
地
域
的
な
独
立
運
動
を

掲
げ
る｢

愛
国
テ
ロ
リ
ス
ト｣

と
の
戦
い
に
悩
ま
さ
れ
続

け
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
チ
ベ
ッ
ト
や
ウ
ィ
グ
ル
の
少
数

民
族
独
立
問
題
を
抱
え
る
中
国
が
安
重
根
の
銅
像
建
設

を
許
す
は
ず
が
な
い
。
そ
の
国
際
感
覚
の
欠
如
が
、
韓
国

の
歴
史
認
識
の
欠
如
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

世
界
各
国
の
首
脳
に
会
っ
て
は
、
「
独
島
や
慰
安
婦
問

題
」
を
言
い
つ
け
て
ま
わ
る
盧
武
鉉
や
朴
槿
恵
に
、
聞
い
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て
い
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
辟
易
し
て
い
る
首
脳
達
の
姿

が
目
に
浮
ぶ
。 

つ
い
最
近
も
、
折
か
ら
訪
韓
中
の
米
国
ヘ
ー
ゲ
ル
国
防

長
官
を
朴
槿
恵
大
統
領
が
「
接
見
」
し
、
「
歴
史
・
領
土

問
題
に
し
ば
し
ば
退
行
的
な
発
言
を
す
る
日
本
の
指
導

部
の
せ
い
で
信
頼
関
係
が
形
成
で
き
な
い
」
と
言
い
つ
け

た
。
「
接
見
」
と
は
格
下
に
対
し
て
用
い
る
用
語
で
、
そ

の
相
手
に
向
っ
て
「
言
い
つ
け
る
」
と
は
何
事
か
。
第
一
、

「
先
生
に
言
い
つ
け
る
」
こ
と
な
ど
恥
ず
か
し
く
女
々
し

い
こ
と
だ
と
気
付
か
ぬ
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
朴
槿

恵
は
女
性
で
あ
る
が
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
韓
国
は
未
だ
最
高
額
の
紙
幣
が
五
万

ウ
ォ
ン(

四
千
円)

で
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
百
レ
ア
ル(

四
千
円)

並
み
で
あ
り
、
台
湾
の
二
千
圓(

七
千
円)

、
メ
キ
シ
コ
の

千
ペ
ソ(

七
千
円)

に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
不
本
意
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。 

も
し
今
度
、
十
万
ウ
ォ
ン
札
発
行
の
機
会
が
来
た
な
ら

ば
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
金
九
な
ど
で
な
く
、
「
韓
民
族
独
立

の
父
」
安
昌
浩
を
ぜ
ひ
採
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

安
昌
浩
は
、
他
の
独
立
運
動
家
ら
と
異
な
り
、
テ
ロ
に

よ
る
武
力
行
使
等
に
は
一
貫
し
て
反
対
し
続
け
、
「
ウ
ェ

ノ
ム(

日
本
野
郎)

」
と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
、
打
倒
の
対

象
の
相
手
に
も
敬
意
を
も
っ
て
「
日
本
人
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
て
い
た
。 

彼
の
思
想
は
「
朝
鮮
人
自
身
が
近
代
国
家
と
し
て
の
力

を
養
っ
た
上
で
、
民
族
の
実
力
を
以
っ
て
日
本
か
ら
の
独

立
を
勝
ち
取
る
べ
き
」
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
の
た
め
日

韓
両
国
の
歴
史
学
者
の
評
価
は
極
め
て
高
い
。 

   


