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日
本
と
韓
国
の
国
交
正

常
化
が
成
さ
れ
て
今
年

で
60
年
の
節
目
を
迎
え

る
。
こ
の
60
年
間
、
日
本

と
韓
国
は
「
近
く
て
遠
い

国
」
と
し
て
波
瀾
万
丈
な

歴
史
を
紡
い
で
き
た
。
だ

が
、
そ
の
歴
史
は
単
に
日

本
と
韓
国
だ
け
の
間
で
織

り
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
に
は
、
同
じ
く

「
近
く
て
遠
い
国
」・
北
朝

鮮
の
存
在
が
大
き
く
鍵
を

握
っ
て
き
た
。「
い
つ
戦

争
が
起
き
て
も
お
か
し
く

な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る

ほ
ど
南
北
間
の
葛
藤
に
拍

車
が
か
か
っ
て
い
る
今

日
、
南
北
対
立
の
緩
和
と

解
決
の
た
め
に
は
３
国
間

の
歴
史
や
関
係
性
に
目
を

向
け
る
の
は
不
可
欠
で
あ

る
。

　

今
回
は
、
日
韓
国
交
正

常
化
60
周
年
を
期
し
、
同

じ
く
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る

重
要
な
主
体
で
あ
る
北
朝

鮮
を
含
め
た
日
・
韓
・
朝

の
交
錯
が
、
南
北
問
題
の

背
景
と
展
望
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
て
い
る
の

か
を
考
え
て
み
よ
う
と
思

う
。
専
門
的
な
知
識
や
経

験
は
ま
だ
ま
だ
浅
い
身
で

は
あ
る
が
、
本
題
に
関
し

て
考
え
、
感
じ
た
こ
と
を

拙
く
も
こ
こ
に
書
か
せ
て

い
た
だ
き
た
い
。
不
十
分

な
点
も
多
い
か
と
思
う

が
、
寛
大
な
理
解
を
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

日
韓
国
交
＝

更
な
る
南
北
分
断

　

１
９
６
５
年
日
韓
基
本

条
約
の
締
結
は
、
戦
後
の

日
本
と
韓
国
の
関
係
を
再

構
築
す
る
た
め
の
重
要
な

一
歩
で
あ
っ
た
。
日
本
国

内
で
は
、
日
韓
基
本
条
約

が
主
に
植
民
地
支
配
の
清

算
と
日
韓
の
友
好
的
な
国

交
樹
立
の
た
め
の
も
の
と

し
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
だ
が
、
そ
こ
に
は

政
治
的
・
経
済
的
な
目
的

が
も
っ
と
複
雑
に
交
錯
し

て
い
る
こ
と
を
我
々
は
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

冷
戦
の
真
っ
只
中
で

あ
っ
た
当
時
、
日
本
と
韓

国
は
ア
メ
リ
カ
を
盟
主
と

し
た
反
共
自
由
主
義
陣
営

の
一
員
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
た
。
朝
鮮
戦
争
の
弊

害
が
依
然
と
残
る
50
～
60

年
代
の
朝
鮮
半
島
で
は
、

経
済
的
に
も
政
治
的
に
も

韓
国
よ
り
北
朝
鮮
が
優
位

に
あ
り
、
北
朝
鮮
は
共
産

主
義
国
家
と
し
て
台
頭
し

て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、

韓
国
に
と
っ
て
日
本
は
、

北
朝
鮮
お
よ
び
共
産
主
義

勢
力
に
対
抗
す
る
後
ろ
盾

で
あ
り
、
日
本
に
と
っ
て

韓
国
は
、
共
産
主
義
勢
力

か
ら
自
国
を
守
る
防
波

堤
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
冷
戦
体

制
下
で
日
韓
は
互
い
に
ｗ

ｉ
ｎ
―
ｗ
ｉ
ｎ
な
関
係
を

築
く
べ
く
、
ア
メ
リ
カ
主

導
の
も
と
で
国
交
正
常
化

を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
日
本
は
韓

国
市
場
へ
の
拡
大
に
成
功

す
る
一
方
、
韓
国
は
日
本

か
ら
多
額
の
経
済
的
支
援

を
受
け
、
こ
の
経
済
的
援

助
を
基
盤
に
「
漢
江
の
奇

跡
」
と
呼
ば
れ
る
急
速
な

経
済
成
長
を
成
し
遂
げ

た
。
70
年
代
に
は
韓
国
と

北
朝
鮮
の
経
済
力
が
逆
転

し
、
80
年
代
に
入
る
と
そ

の
格
差
は
さ
ら
に
拡
大
し

て
い
っ
た
。

　

そ
の
反
面
、
自
国
へ
の

警
戒
体
制
を
物
語
る
日
韓

の
国
交
正
常
化
を
北
朝
鮮

が
受
け
入
れ
る
は
ず
も
な

く
、
当
局
は
そ
の
連
携
を

「
反
共
の
陰
謀
」
と
し
て

大
き
く
批
判
し
た
。
対
北

体
制
を
媒
介
に
日
韓
が
連

携
し
て
い
く
姿
を
目
に
し

た
北
朝
鮮
は
、
日
本
と
韓

国
に
対
す
る
敵
意
を
露
わ

に
し
て
い
っ
た
。

　

日
本
は
、
朝
鮮
半
島
の

南
北
問
題
に
対
し
て
直
接

的
な
介
入
は
避
け
つ
つ

も
、
韓
国
へ
の
経
済
的
・

軍
事
的
基
盤
を
提
供
し

な
が
ら
北
に
対
す
る
警
戒

体
制
を
取
り
続
け
た
。
特

に
、
70
年
代
～
80
年
代
に

か
け
た
日
本
人
拉
致
問
題

は
北
朝
鮮
に
対
す
る
態
度

を
硬
化
さ
せ
、
い
ま
だ
に

論
争
が
絶
え
な
い
。
２
０

０
２
年
の
日
朝
平
壌
宣
言

を
皮
切
り
に
日
朝
間
の
外

交
が
前
向
き
な
フ
ェ
ー
ズ

に
入
る
か
と
思
わ
れ
た
も

の
の
、
そ
の
後
の
北
朝
鮮

政
府
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
実

験
と
そ
れ
に
対
す
る
日
本

政
府
の
経
済
制
裁
の
強
化

に
よ
り
、
日
朝
間
の
正
常

的
な
国
交
は
厳
し
い
も
の

と
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
冷
戦
構

造
下
で
の
日
韓
国
交
正
常

化
は
南
北
分
断
を
一
層
固

定
化
し
、
日
韓
ｖ
ｓ
北
朝

鮮
の
構
図
を
顕
在
化
さ
せ

た
こ
と
で
、
さ
ら
に
南
北

分
断
の
溝
を
深
め
る
き
っ

か
け
と
な
っ
た
と
言
え

る
。皮

肉
な

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル

　

日
本
・
韓
国
・
北
朝
鮮

は
、
非
常
に
流
動
的
な
三

角
関
係
に
あ
る
。
あ
る
２

国
間
に
何
か
問
題
が
生
じ

た
際
、
そ
の
文
脈
で
も
う

片
方
の
国
と
の
連
携
が
強

化
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

の
歩
み
寄
り
は
ど
こ
ま
で

も
刹
那
的
な
も
の
に
過
ぎ

ず
、
ま
た
何
ら
か
の
問
題

を
き
っ
か
け
に
新
た
な
対

立
・
連
携
の
構
図
が
敷
か

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
韓
国
政
府
を
例

に
挙
げ
て
み
よ
う
。
韓
国

の
対
北
政
策
と
対
日
政
策

は
、
ま
さ
に
反
比
例
の
関

係
に
あ
る
。
文
在
寅
（
ム

ン
ジ
ェ
イ
ン
）
政
権
の
よ

う
に
、
北
朝
鮮
と
の
融
和

を
重
視
す
る
韓
国
政
府
が

日
本
の
対
北
政
策
と
相
入

れ
な
い
場
合
、
反
日
の
風

潮
が
高
ま
り
や
す
い
傾
向

が
あ
る
。
そ
の
結
果
、
慰

安
婦
問
題
や
徴
用
工
問
題

が
再
燃
し
、
軍
事
情
報
包

括
保
護
協
定
（
Ｇ
Ｓ
Ｏ
Ｍ

Ｉ
Ａ
）
の
見
直
し
、
反
日

不
買
運
動
な
ど
が
相
次

ぎ
、
国
家
間
の
摩
擦
が
深

刻
化
し
た
。
こ
う
し
た
状

況
は
「
戦
後
最
悪
の
日
韓

関
係
」
と
評
さ
れ
る
ほ
ど

の
緊
張
を
も
た
ら
し
た
。

そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
日

本
に
友
好
的
な
姿
勢
を
示

し
た
尹
錫
悅
（
ユ
ン
ソ
ン

ニ
ョ
ル
）
政
権
に
お
い
て

は
、
特
に
北
朝
鮮
の
核
脅

威
に
対
す
る
共
同
対
応
を

中
心
と
し
た
両
国
間
の
対

話
と
協
力
体
制
が
重
要
視

さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で

も
北
朝
鮮
の
核
脅
威
が
エ

ス
カ
レ
ー
ト
す
る
中
で
、

日
韓
両
国
は
ア
メ
リ
カ
を

含
む
３
国
間
の
安
全
保
障

協
力
に
努
め
ざ
る
を
得

ず
、
南
北
問
題
は
日
韓
の

利
害
を
共
有
さ
せ
る
重
要

な
要
因
と
な
っ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
朝
鮮
半

島
の
分
断
状
況
は
日
韓
関

係
を
形
作
る
要
因
と
し
て

作
用
し
て
き
た
。
国
家
間

の
結
び
つ
き
が
北
に
よ
る

脅
威
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

る
現
状
は
、
ま
さ
に
皮
肉

そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

残
念
な
こ
と
に
、
日
本

と
北
朝
鮮
に
お
い
て
は
、

か
つ
て
友
好
的
に
歩
み

寄
っ
た
記
録
が
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
い
。
１
９
５
０

年
代
、
北
朝
鮮
は
在
日
朝

鮮
人
に
対
す
る
帰
国
事
業

や
送
金
、
民
族
教
育
の
支

援
な
ど
、
総
連
を
架
け
橋

に
日
本
国
内
へ
の
影
響
力

を
広
げ
る
独
自
の
戦
略
を

と
っ
た
。
し
か
し
、
大
部

分
の
交
流
が
北
朝
鮮
の
核

脅
威
と
日
本
の
対
北
体
制

な
ど
に
よ
っ
て
長
続
き
で

き
ず
、
結
局
、
日
朝
関
係

は
主
に
安
保
問
題
に
左
右

さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。文

化
が
も
た
ら
す

影
響

　

こ
こ
で
、
以
上
の
よ
う

な
政
治
的
観
点
だ
け
で
な

く
、
文
化
的
な
見
地
か
ら

も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み

る
。
日
韓
関
係
に
お
い
て

は
特
に
、
大
衆
文
化
が
新

た
な
フ
ェ
ー
ズ
を
切
り
開

い
た
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
。
２
０
０
３

年
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
ブ
ー

ム
を
皮
切
り
に
、
日
本
国

内
で
爆
発
的
な
人
気
を
博

し
て
い
る
韓
流
。
そ
の
日

本
国
内
へ
の
影
響
力
は
絶

つ
こ
と
を
知
ら
ず
、
今
で

は
「
韓
流
」
と
い
う
こ
と

ば
が
古
く
感
じ
ら
れ
る

ほ
ど
、
衣
食
住
の
あ
ら
ゆ

る
面
に
「
韓
国
」
が
当
た

り
前
に
溶
け
込
ん
で
い
る

（「
韓
流
」
が
主
に
韓
国
の

ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
意

味
す
る
一
方
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
、
韓
流
な
ど
の
広
範
な

分
野
を
含
め
た
文
化
全
般

は
「
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
」
と

呼
ば
れ
、
全
世
界
に
影
響

を
も
た
ら
し
て
い
る
）。

　

韓
国
に
お
い
て
も
日
本

の
大
衆
文
化
の
人
気
は
ま

す
ま
す
広
が
っ
て
い
る
。

ア
ニ
メ
、
音
楽
、
食
事
、

医
薬
品
は
も
ち
ろ
ん
、
近

年
は
、
日
本
特
有
の
街
並

み
や
雰
囲
気
（
韓
国
語
で

「
日
本
感
性 

일
본
감
성
」

と
呼
ば
れ
る
）
な
ど
が
若

者
の
間
で
憧
れ
の
対
象
と

な
り
、
日
本
旅
行
の
増
加

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

Ｓ
Ｎ
Ｓ
革
新
で
文
化
の

越
境
が
よ
り
顕
著
に
な
っ

た
今
日
、
日
韓
間
の
文
化

交
流
は
さ
ら
に
加
速
度
を

増
し
て
い
る
。
文
化
交
流

の
活
発
化
は
、
若
者
の
間

で
日
韓
の
政
治
的
葛
藤
や

歴
史
問
題
に
対
す
る
意
識

を
相
対
的
に
薄
め
る
一
方

で
、
相
互
理
解
の
新
た
な

窓
口
を
提
供
し
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
に
、
近
年
、
文
化
は
国

家
間
の
外
交
や
交
流
を
後

押
し
す
る
新
た
な
手
段
と

し
て
、
政
治
面
や
経
済
面

に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
。

　

反
対
に
、
そ
の
よ
う
な

文
化
の
効
力
が
裏
目
に
出

る
場
合
も
あ
る
。
そ
れ

は
、
北
朝
鮮
に
お
け
る
Ｋ

カ
ル
チ
ャ
ー
ブ
ー
ム
で
あ

る
。
全
世
界
で
多
大
な
人

気
を
誇
る
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー

は
、
例
外
な
く
北
朝
鮮
に

も
影
響
を
与
え
た
。
し

か
し
、
北
朝
鮮
で
は
、

「
傀
儡
国
家
」
の
「
傀
儡

文
化
」
で
あ
る
Ｋ
カ
ル

チ
ャ
ー
に
触
れ
る
こ
と
は

違
法
行
為
で
あ
り
、
刑
罰

の
対
象
と
な
る
。
Ｋ
カ
ル

チ
ャ
ー
が
国
民
に
外
部
世

界
の
生
活
や
価
値
観
を
知

る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と

で
、
国
の
社
会
主
義
体
制

に
対
す
る
不
満
を
増
幅
さ

せ
た
り
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
の
権
威
を
弱
体
化
さ
せ

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
た

め
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
現

実
に
は
、
国
民
が
様
々
な

手
段
を
駆
使
し
な
が
ら
韓

国
文
化
を
楽
し
ん
で
い
る

の
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
。

　

そ
の
う
え
、
韓
国
側

は
、
Ｋ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
脱

北
へ
の
呼
び
水
と
し
て
利

用
し
て
い
る
。
韓
国
政
府

が
対
北
拡
声
器
で
Ｋ
―
ｐ

ｏ
ｐ
を
流
し
た
り
、
脱
北

者
中
心
の
民
間
団
体
が
韓

国
の
ド
ラ
マ
や
音
楽
な
ど

を
盛
り
込
ん
だ
Ｕ
Ｓ
Ｂ
を

取
り
付
け
た
風
船
を
北
に

送
っ
た
り
し
な
が
ら
、
韓

国
側
は
北
の
国
民
に
Ｋ
カ

ル
チ
ャ
ー
を
も
っ
て
韓
国

へ
の
関
心
と
北
朝
鮮
の
取

り
締
ま
り
に
対
す
る
理
不

尽
さ
を
喚
起
し
て
い
る
。

実
際
に
韓
国
側
の
戦
略
が

効
果
を
表
し
て
い
く
に
伴

い
、
当
局
は
、
２
０
２
０

年
に
「
反
動
思
想
文
化
排

撃
法
」
を
制
定
し
、
韓
流

コ
ン
テ
ン
ツ
の
取
り
締
ま

り
を
さ
ら
に
厳
格
化
し

た
。

　

国
民
の
自
由
を
束
縛
す

る
北
朝
鮮
政
府
と
、
北
朝

鮮
の
厳
格
な
内
情
を
知
り

な
が
ら
も
無
責
任
な
行
動

を
と
る
韓
国
側
が
ぶ
つ
か

り
合
っ
た
結
果
、
そ
の
責

任
は
罪
の
な
い
北
朝
鮮
の

国
民
が
担
う
こ
と
と
な
っ

た
。
昨
年
７
月
、
Ｕ
Ｓ
Ｂ

に
入
っ
て
い
た
韓
国
ド
ラ

マ
を
視
聴
し
た
北
朝
鮮
の

中
学
生
30
人
が
公
開
撃
殺

さ
れ
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス

は
全
世
界
に
衝
撃
を
与
え

た
。
ま
さ
か
本
当
に
銃
撃

に
遭
っ
た
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
な
い
が
、
韓
流
に

触
れ
た
と
い
う
だ
け
で
多

く
の
幼
い
子
供
た
ち
の
生

命
が
無
下
に
扱
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
事
件
を
耳

に
し
た
韓
国
市
民
た
ち

は
、
当
局
の
人
権
侵
害
に

対
す
る
強
い
非
難
は
も
ち

ろ
ん
、
南
北
対
立
の
激
化

へ
の
懸
念
、
韓
国
政
府
や

民
間
団
体
の
対
北
路
線
へ

の
批
判
、
北
の
同
胞
へ
の

同
情
な
ど
を
示
し
た
。
国

家
間
の
交
流
を
促
す
媒
体

で
あ
る
は
ず
の
文
化
が
、

南
北
対
立
の
文
脈
で
、
か

え
っ
て
南
北
間
の
断
絶
の

溝
を
深
め
て
し
ま
っ
て
い

る
の
だ
。

一
触
即
発
の

南
北
関
係

　

現
在
、
南
北
関
係
は
こ

れ
ま
で
な
い
ほ
ど
に
緊
張

感
を
帯
び
て
い
る
。
韓
国

は
、
対
北
拡
声
器
や
対
北

風
船
を
通
じ
て
、
北
朝
鮮

体
制
の
批
判
や
、
韓
国
の

民
主
主
義
思
想
、
南
北
統

一
政
策
、
経
済
発
展
、
Ｋ

―
ｐ
ｏ
ｐ
な
ど
の
伝
播
・

宣
伝
に
取
り
組
み
、
北
朝

鮮
の
国
民
に
当
局
へ
の
不

信
と
韓
国
へ
の
関
心
を
抱

か
せ
、
北
の
体
制
を
動
揺

さ
せ
る
心
理
戦
に
出
て
い

る
。

　

金
正
恩
総
書
記
は
、
２

０
２
３
年
末
以
降
、
韓
国

は
こ
れ
以
上
同
族
国
で
は

な
く
交
戦
国
、
ま
し
て

や
「
第
１
の
敵
対
国
」
で

あ
る
と
位
置
付
け
、
有
事

時
に
は
韓
国
の
全
領
土
を

焦
土
化
す
る
た
め
の
準
備

を
す
る
と
発
表
し
た
。
当

局
は
、
近
年
、
核
開
発
や

ミ
サ
イ
ル
発
射
実
験
に
加

え
、
南
北
共
同
連
絡
事
務

所
の
爆
破
（
２
０
２
０
年

６
月
）、
対
南
汚
物
風
船

の
放
球
（
２
０
２
４
年
５

月
）、
分
断
境
界
地
域
の

要
塞
化
（
２
０
２
４
年
10

月
）、
南
北
連
結
道
路
の

一
部
爆
破
（
２
０
２
４
年

10
月
）、
韓
国
電
力
と
連

携
し
た
電
線
の
切
断
（
２

０
２
４
年
11
月
）
な
ど
を

行
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
韓
国
へ
の
敵
対
心
と

南
北
断
絶
の
強
い
意
思
、

お
よ
び
有
事
時
の
韓
国
軍

の
北
進
に
備
え
た
防
備
体

制
の
構
築
を
露
わ
に
し
て

い
る
と
読
め
る
。
特
に
昨

年
１
年
間
は
南
北
分
断
を

深
め
る
よ
う
な
敵
対
行
動

が
頻
発
し
、
南
北
間
に
は

極
度
の
緊
張
感
が
漂
っ

た
。
北
朝
鮮
の
動
き
を
受

け
、
韓
国
も
有
事
に
備
え

た
軍
事
的
準
備
を
着
々
と

行
な
っ
て
い
る
。

　

昨
年
12
月
３
日
、
尹
錫

悅
大
統
領
の
発
令
し
た
戒

厳
令
を
め
ぐ
る
韓
国
情
勢

は
全
世
界
で
大
き
な
注
目

を
集
め
て
い
る
。
尹
錫
悅

大
統
領
は
、
戒
厳
令
発
令

の
第
一
の
理
由
と
し
て

「
従
北
勢
力
の
一
掃
」
を

挙
げ
た
。
彼
は
、
野
党
内

の
従
北
勢
力
に
よ
っ
て
政

権
が
乱
さ
れ
国
政
が
麻
痺

し
て
い
る
こ
と
を
重
大
視

し
、
従
北
勢
力
を
根
こ
そ

ぎ
摘
発
し
国
を
守
る
に

は
、
戒
厳
令
を
発
令
す
る

し
か
方
法
が
な
か
っ
た
と

の
声
明
を
発
表
し
た
。
だ

が
、
軍
を
動
員
し
た
戒
厳

令
は
国
民
に
大
き
な
不
安

と
不
信
を
抱
か
せ
、
つ
い

に
は
野
党
を
筆
頭
に
尹
錫

悅
大
統
領
に
対
す
る
弾
劾

訴
追
案
の
可
決
に
至
っ
た

（
24
年
12
月
17
日
現
在
）。

一
方
で
、
治
安
維
持
や
安

全
保
障
の
観
点
か
ら
尹
錫

悅
大
統
領
の
言
動
を
支
持

す
る
声
も
上
が
り
、
社
会

全
体
が
「
保
守
ｖ
ｓ
進

歩
」
に
両
極
化
し
た
。
こ

う
し
た
状
況
は
、
政
治
的

立
場
や
世
代
間
な
ど
で
の

対
立
を
深
め
、
社
会
の
分

断
を
一
層
顕
在
化
さ
せ
て

い
る
。

　

そ
し
て
、
現
在
、
尹
錫

悅
大
統
領
に
代
わ
っ
て
支

持
を
得
て
い
る
の
が
最
大

野
党
代
表
の
李
在
明
（
イ

ジ
ェ
ミ
ョ
ン
）
氏
だ
。
彼

は
こ
れ
ま
で
、
親
北
親

中
・
反
日
派
と
し
て
報
じ

ら
れ
て
き
た
。
現
在
、
韓

国
で
は
、
李
在
明
氏
が
今

ま
で
北
朝
鮮
と
ど
の
よ
う

な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、

も
し
も
彼
が
次
期
大
統
領

に
な
っ
た
場
合
、
彼
は
ど

の
よ
う
な
対
北
政
策
を
敷

き
、
韓
国
は
北
朝
鮮
か
ら

ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け

う
る
の
か
等
、
韓
国
の
今

後
が
憂
慮
さ
れ
る
中
で
南

北
関
係
を
め
ぐ
る
議
題
が

さ
ら
な
る
注
目
を
集
め
て

い
る
。

　

進
む
国
家
の
混
乱
と
両

極
化
を
受
け
、
韓
国
内
で

南
北
関
係
に
関
す
る
様
々

な
意
見
が
対
立
し
、
南
北

関
係
が
悪
化
す
る
こ
と
が

危
惧
さ
れ
る
。
両
政
府
の

警
戒
体
制
と
世
論
の
混
沌

が
著
し
い
今
日
、
朝
鮮
半

島
は
い
つ
戦
争
が
起
き
て

も
お
か
し
く
な
い
、
ま
さ

に
一
触
即
発
の
状
況
に

陥
っ
て
い
る
。

　

日
本
に
お
い
て
も
、
対

日
強
硬
派
の
李
在
明
氏
や

最
大
野
党
が
政
権
を
握
る

こ
と
で
、
日
韓
関
係
が
新

た
な
緊
張
局
面
を
迎
え
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
が
広
が
っ
て
い
る
。
今

度
は
「
皮
肉
な
ト
ラ
イ
ア

ン
グ
ル
」
に
お
い
て
日
本

が
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
る

か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
日

本
に
と
っ
て
韓
国
と
北
朝

鮮
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い

関
係
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

対
北
融
和
路
線
と
対
日
強

硬
路
線
が
予
想
さ
れ
る
韓

国
の
政
権
交
代
は
、
東
ア

ジ
ア
地
域
に
お
け
る
パ

ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
の
変
化

と
、
日
韓
関
係
の
さ
ら
な

る
冷
却
化
を
招
く
危
険
性

を
は
ら
ん
で
い
る
。

３
国
の
交
錯
か
ら

眺
め
る
南
北
関
係

の
ゆ
く
え

　

以
上
、
日
本
・
韓
国
・

北
朝
鮮
の
３
国
間
に
お
け

る
歴
史
と
現
状
に
つ
い
て

複
数
の
観
点
か
ら
概
観
し

て
み
た
。
現
在
は
、
対
北

警
戒
体
制
を
敷
く
日
韓
と

北
朝
鮮
が
対
峙
し
て
お

り
、
そ
の
中
で
も
南
北
間

の
葛
藤
が
非
常
に
高
ま
っ

て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
緊
迫
し
た
状
況

を
ズ
ー
ム
イ
ン
し
て
見
て

み
る
と
、
ど
の
国
も
困
難

な
状
況
に
直
面
し
て
い
る

が
、
特
に
、
朝
鮮
半
島
の

情
勢
は
非
常
に
厳
し
い
。

　

北
朝
鮮
は
政
治
的
・
経

済
的
に
危
機
的
な
局
面
を

迎
え
て
い
る
。
当
局
が
国

家
体
制
を
立
て
直
す
た
め

に
国
民
へ
の
規
制
を
強
化

し
た
結
果
、
近
年
、
食
料

不
足
の
深
刻
化
と
飢
餓
者

の
増
加
、
政
府
幹
部
ら
の

脱
北
の
増
大
な
ど
が
報
じ

ら
れ
て
い
る
。
国
内
で
は

化
を
緩
和
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
よ
り
一
貫
し
た

対
北
政
策
を
展
開
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
り
、
衝
突

を
避
け
つ
つ
南
北
統
一
へ

の
準
備
を
進
め
ら
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
朝
鮮
半
島
の
混

乱
状
況
は
日
本
の
国
益
に

も
直
接
影
響
を
与
え
る
。

日
本
と
し
て
は
、
安
定
し

た
日
韓
関
係
の
構
築
を
最

優
先
と
し
、
友
好
的
な
協

力
関
係
を
強
化
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
対

北
体
制
で
日
韓
関
係
が
左

右
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す

れ
ば
、
韓
国
政
府
が
内
政

的
に
安
定
し
、
超
党
的
構

図
を
採
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
日
本
も
「
皮
肉
な
ト

ラ
イ
ア
ン
グ
ル
」
か
ら
疎

外
さ
れ
る
リ
ス
ク
を
低
減

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
よ
う
な
状
況
下
で
、
日

本
は
南
北
関
係
の
発
展
に

寄
与
す
る
立
場
を
明
確
に

す
る
こ
と
が
で
き
、
日
朝

韓
は
安
定
し
た
関
係
性
を

築
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。２

．
国
際
的
な
関

心
と
協
力
が
不
可

欠
　

南
北
統
一
は
北
朝
鮮
と

韓
国
だ
け
で
実
現
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
日
本
、

ア
メ
リ
カ
、
中
国
、
ロ
シ

ア
と
い
っ
た
周
辺
国
の
関

与
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ

れ
ら
の
国
々
に
南
北
統
一

へ
の
関
心
を
持
た
せ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の

た
め
に
は
、
各
国
に
と
っ

て
の
メ
リ
ッ
ト
を
明
確
に

し
、
そ
れ
が
不
平
等
や
抑

圧
を
伴
わ
な
い
形
で
提
示

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
不

平
等
や
抑
圧
が
伴
う
統
一

構
想
は
、
韓
国
や
北
朝
鮮

内
部
で
反
発
を
生
み
、
新

た
な
衝
突
や
不
安
定
を
招

く
可
能
性
が
あ
る
か
ら

だ
。

　

そ
の
具
体
的
な
案
と
し

て
、
南
北
国
境
地
域
で
国

際
的
な
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

す
る
こ
と
を
提
示
し
て
み

た
い
。
南
北
と
周
辺
国
が

主
体
と
な
っ
て
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
国
際
的

イ
ベ
ン
ト
を
催
す
こ
と

で
、
南
北
と
周
辺
国
が
そ

れ
ぞ
れ
確
保
で
き
る
経
済

的
利
益
を
可
視
化
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
、
南
北
問
題

に
対
す
る
周
辺
国
の
需
要

を
高
め
る
き
っ
か
け
に
な

る
と
考
え
る
。
国
際
社
会

と
の
協
力
に
お
い
て
、
各

国
が
利
益
を
共
有
で
き
る

形
を
探
る
こ
と
が
南
北
問

題
解
決
へ
の
道
筋
と
な

る
。３

．
政
治
を
動
か

す
た
め
の
世
論
づ

く
り

　

南
北
統
一
は
最
終
的
に

政
治
が
動
か
な
い
こ
と
に

は
な
さ
れ
な
い
。
政
治
が

動
け
る
環
境
を
作
る
た
め

に
は
、
日
朝
韓
の
国
民
間

で
友
好
的
な
感
情
を
育
む

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
文

化
、
教
育
な
ど
の
分
野
で

相
互
理
解
を
深
め
る
努
力

を
通
じ
て
国
民
感
情
が
醸

成
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
基

盤
に
し
て
政
治
が
歩
み
寄

る
道
が
開
か
れ
る
。

　

し
か
し
、
先
述
の
通

り
、
体
制
上
、
南
北
間
に

お
い
て
は
直
接
的
な
文
化

交
流
が
難
し
い
。
そ
の
た

め
、
上
で
提
案
し
た
よ
う

に
、
国
際
的
イ
ベ
ン
ト
の

よ
う
な
公
式
的
で
開
か
れ

た
場
の
中
で
文
化
交
流
の

機
会
を
設
け
る
こ
と
で
、

少
し
で
も
南
北
が
相
互
の

文
化
を
尊
重
し
理
解
し
合

え
る
よ
う
促
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
ま
ず
は
韓
国
内

外
で
「
統
一
の
必
要
性
」

や
「
平
和
的
な
未
来
」
を

訴
え
る
世
論
を
広
げ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
若
い

世
代
を
中
心
に
北
朝
鮮
に

対
す
る
関
心
が
薄
れ
つ
つ

あ
る
現
状
を
踏
ま
え
、
教

育
現
場
で
南
北
問
題
の
重

要
性
を
再
確
認
す
る
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
を
導
入
し
た

り
、
メ
デ
イ
ア
を
通
じ
た

統
一
に
関
す
る
情
報
発
信

を
す
る
こ
と
が
効
果
的
で

あ
る
と
考
え
る
。
最
近
、

韓
国
で
は
北
朝
鮮
と
南
北

問
題
を
扱
う
番
組
や
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
が
人
気
を
集
め

て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
北

朝
鮮
の
体
制
に
対
す
る
批

判
や
韓
国
の
優
位
性
の
強

調
に
偏
ら
な
い
、
多
角
的

で
広
汎
的
な
観
点
で
南
北

問
題
を
扱
う
必
要
が
あ

る
。

　

南
北
問
題
は
政
府
間
の

交
渉
だ
け
で
な
く
、
国
民

間
の
関
係
改
善
か
ら
も
影

響
を
受
け
る
も
の
で
あ

り
、
こ
の
基
盤
づ
く
り
が

未
来
の
平
和
構
築
に
お
け

る
鍵
と
な
る
。

　

互
い
が
そ
れ
ぞ
れ
「
近

く
て
遠
い
国
」
で
あ
る
日

本
・
韓
国
・
北
朝
鮮
は
、

今
後
も
緊
密
な
関
係
性
を

持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

の
関
係
性
の
中
で
、
南
北

問
題
と
は
避
け
て
通
れ
な

い
重
要
な
議
題
で
あ
る
。

南
北
問
題
の
解
決
は
、
日

本
・
韓
国
・
北
朝
鮮
だ
け

で
な
く
、
周
辺
国
や
国
民

一
人
一
人
の
努
力
が
欠
か

せ
な
い
非
常
に
複
雑
な
課

題
で
あ
る
。
以
上
の
３
つ

の
ポ
イ
ン
ト
を
軸
に
議
論

を
深
め
て
い
く
こ
と
で
、

南
北
関
係
に
新
た
な
展
望

が
切
り
開
か
れ
る
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か

し
、
や
は
り
現
実
的
に
は

難
し
さ
を
は
ら
む
し
、
以

上
の
ポ
イ
ン
ト
以
外
に
も

議
論
す
べ
き
内
容
は
山
積

し
て
い
る
。

　

そ
の
た
め
、
ま
ず
は
初

め
の
一
歩
と
し
て
、
日

本
・
韓
国
・
北
朝
鮮
が
何

ら
か
の
「
理
念
的
な
合
同

目
標
」
を
掲
げ
、
そ
こ
に

向
か
う
た
め
の
手
段
を
一

つ
一
つ
検
討
し
て
い
く
の

が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

東
ア
ジ
ア
の
平
和
の
た
め

に
誰
も
が
納
得
で
き
る
理

念
的
な
目
標
と
は
何
か
、

我
々
は
主
体
性
を
も
っ
て

一
度
考
え
て
み
る
必
要
が

あ
る
。

反
体
制
団
体
が
台
頭
し
、

政
府
に
対
す
る
不
満
を
露

わ
に
し
て
い
る
。
国
内
外

か
ら
北
朝
鮮
の
厳
し
い
状

況
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い

る
国
民
の
間
で
は
、
次
第

に
政
府
に
対
す
る
認
識
が

変
化
し
て
い
る
。

   

韓
国
は
、
物
価
上
昇
や

学
閥
社
会
の
弊
害
、
就
職

難
、
社
会
福
祉
問
題
、
世

代
間
の
分
断
な
ど
、
社
会

が
抱
え
る
問
題
は
数
え
切

れ
な
い
が
、
既
述
し
た
と

お
り
、
今
回
の
戒
厳
令
発

令
を
め
ぐ
る
事
態
に
よ
っ

て
社
会
の
両
極
化
と
分
断

が
さ
ら
に
深
刻
化
し
て
い

る
。
南
北
間
の
緊
張
は
一

層
高
ま
り
、
国
際
社
会
か

ら
も
韓
国
の
民
主
主
義
体

制
に
対
す
る
懸
念
が
示
さ

れ
、
外
交
関
係
や
経
済
面

に
も
影
響
が
出
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
は
国

内
外
に
お
い
て
ま
さ
に
混

乱
の
渦
中
に
あ
る
。

   

朝
鮮
半
島
は
現
在
、
北

も
南
も
存
続
の
危
機
、
つ

ま
り
は
「
存
続
可
能
か
否

か
」
の
岐
路
に
立
た
さ
れ

て
い
る
。
だ
が
、
現
在
の

状
況
は
、
既
存
の
国
家
体

制
で
は
今
の
問
題
を
抜
本

的
に
解
決
し
、
新
た
な
発

展
に
向
か
う
の
が
難
し
い

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

裏
を
返
せ
ば
、
新
た
に
生

ま
れ
変
わ
っ
て
存
続
に
向

か
う
た
め
の
選
択
を
迫
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ

の
う
ち
有
力
な
選
択
肢
が

統
一
へ
の
道
で
あ
る
こ
と

は
自
明
で
あ
ろ
う
。
以

下
、
私
な
り
に
考
え
た

「
統
一
の
た
め
の
方
向
性
」

を
提
示
し
て
み
よ
う
と
思

う
。１

．
韓
国
の
超
党

的
な
政
治
構
図
の

実
現
が
カ
ギ

　

韓
国
に
お
い
て
、
対
北

政
策
は
長
き
に
わ
た
っ
て

「
融
和
か
強
硬
か
」
と
い

う
二
極
化
し
た
選
択
肢
の

中
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
構
図
は
朝
鮮
半
島
が

い
ま
だ
休
戦
中
で
あ
る
こ

と
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
、
南
北
問
題
の
解
決
に

お
い
て
韓
国
政
府
の
立
ち

振
る
舞
い
が
重
要
で
あ
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
韓

国
の
政
治
が
超
党
的
な
立

場
を
と
り
、
内
部
の
両
極

理
念
的
な
合
同
目
標 

― 

主
体
性
を
持
っ
て
考
え
よ
う 

―
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