
Title 聖学院大学総合研究所紀要 No.50 別冊 

Author(s) 聖学院大学総合研究所 

Citation 

聖学院大学総合研究所紀要, 第 50 号別冊 日・韓国際学術

シンポジウム「東アジアの平和と民主主義」特集号, 2011.3 : 

0-213 

URL 
http://serve.seigakuin-univ.ac.jp/reps/modules/xoonips/de

tail.php?item_id=3154 

Rights  

 

 

 

 

 

 

 

聖学院学術情報発信システム ： SERVE 

SEigakuin Repository for academic archiVE







3

は
じ
め
に

北
朝
鮮
の
核
問
題
及
び
権
力
移
行
過
程
に
お
け
る
政
治
体
制
の
ゆ
く
え
と
経
済
困
窮
な
ど
の
不
安
定
要
因
が
、
東
ア

ジ
ア
に
深
刻
な
緊
張
要
因
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、
問
題
解
決
に
向
け
て
価
値
観
を
共
有
す

る
日
本
と
韓
国
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
日
本
、
韓
国
、
米
国
の
専
門
家
が
講
演
・
報
告
、

討
論
を
行
っ
た
。
本
書
は
、
二
○
一
○
年
九
月
一
七
日
に
「
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
民
主
主
義
――
北
朝
鮮
問
題
と
日
韓

の
役
割
」
を
テ
ー
マ
に
、
ソ
ウ
ル
の
韓
国
プ
レ
ス
セ
ン
タ
ー
の
記
者
会
見
場
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
予
稿
と

記
録
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
言
語
は
日
本
語
と
韓
国
語
で
あ
り
、
予
稿
は
両
国
語
に
翻
訳
さ
れ
、
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
は
同
時
通
訳
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
。
極
東
問
題
研
究
所
、
尹
洪
錫
責
任
研
究
員
に
は
す
べ
て
に
わ
た
り
、
お
世

話
い
た
だ
い
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
時
期
は
、
同
年
三
月
の
韓
国
哨
戒
艦
沈
没
事
件
で
南
北
朝
鮮
の
厳
し
い
対
立
が
続
き
、

ま
た
北
朝
鮮
の
「
三
代
世
襲
」
を
決
定
づ
け
た
労
働
党
代
表
者
会
（
九
月
二
八
日
）
の
直
前
で
あ
っ
た
た
め
、
朝
鮮
半

島
情
勢
が
国
際
的
に
極
め
て
注
目
さ
れ
る
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
あ
っ
た
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
日
韓
現
代
史
研
究
セ
ン
タ
ー
と
韓
国
の
韓
半
島
平
和
研
究
院
、
極

東
問
題
研
究
所
と
い
う
日
韓
の
三
つ
の
研
究
所
が
協
力
し
て
開
い
た
。
日
本
の
東
京
倶
楽
部
文
化
活
動
助
成
金
、
ま
た

文
部
科
学
省
補
助
金
、
韓
国
統
一
省
か
ら
の
支
援
も
い
た
だ
き
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
玄
仁
澤
統
一
省
長
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官
は
ご
多
忙
の
中
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
挨
拶
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
北
朝
鮮
の
核
保
有
志
向
の
背
景
や
政
治
体
制
、
経
済
状
況
を
分
析
し
、
そ
れ
を
基
に
北
朝
鮮
の

核
放
棄
に
向
け
て
そ
の
可
能
性
と
条
件
を
探
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
緊
張
緩
和
策
の
一
環
と
し
て
の
北
朝
鮮
に
対
す

る
人
道
支
援
の
現
状
と
課
題
、
中
国
の
支
援
が
北
朝
鮮
の
政
策
に
及
ぼ
す
影
響
を
検
証
。
日
韓
両
国
が
地
域
安
全
保
障

の
確
立
に
向
け
て
果
た
す
べ
き
役
割
な
ど
幅
広
い
討
論
を
展
開
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
は
日
韓
双
方
の
政
府
関
係
者
、
朝
鮮
問
題
専
門
家
、
メ
デ
ィ
ア
を
は
じ
め
、
二
○
○
人
を
越
え
る

参
加
者
が
あ
り
、
予
想
以
上
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
の
後
の
朝
鮮
半
島
情
勢
は
二
〇
一
〇
年
一
一
月
、
北
朝
鮮
の
韓
国
領
延
坪
島
砲
撃
と
い
う
朝
鮮
戦
争
後
初
め
て
の

陸
地
攻
撃
を
契
機
に
、
一
時
は
南
北
朝
鮮
の
全
面
対
決
機
運
さ
え
招
い
た
。
事
態
は
黄
海
に
お
け
る
米
韓
合
同
演
習
と

そ
れ
に
対
す
る
中
国
の
牽
制
行
動
と
、
緊
張
の
波
紋
を
広
げ
た
。
北
朝
鮮
核
問
題
解
決
を
目
指
す
六
者
協
議
の
再
開
が

難
航
す
る
な
か
で
、
地
域
情
勢
の
流
動
化
も
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
総
括
で
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
達
成

の
た
め
日
韓
関
係
の
緊
密
化
を
土
台
に
、
米
国
を
バ
ッ
ク
に
中
国
、
そ
し
て
ロ
シ
ア
も
引
き
込
む
こ
と
で
地
域
の
安
全

を
保
障
す
る
と
い
う
新
た
な
機
構
を
構
想
し
て
み
る
な
ど
「
中
長
期
的
な
課
題
」
の
検
討
が
提
案
さ
れ
た
。

本
書
が
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
目
標
と
す
る
東
ア
ジ
ア
の
平
和
構
築
及
び
民
主
主
義
の
実
現
に
向
け
て
問
題
解
決
の
一

里
塚
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
日
韓
現
代
史
研
究
セ
ン
タ
ー

康　
　

仁　

徳

小
田
川　

興
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プログラム

12:30　開場
13:00　開会

挨拶：玄　仁澤（統一省長官）
　　　大木英夫（学校法人聖学院理事長，代読）

13:10-14:50　第1部（講演）
司会：小田川 興（聖学院大学客員教授，元朝日新聞ソウル支局長）
- “東アジアと朝鮮半島の平和のための日韓協力”

尹　永寛（ソウル大学教授，韓半島平和研究院院長，元外交通
　　　　　商省長官）

- “分断体制と平和構築：韓国哨戒艦沈没事件を手掛かりに”
小此木政夫（慶應義塾大学教授）

- “米朝関係：天安艦とアメリカの対応を中心に”
Young C. Kim（ジョージ・ワシントン大学名誉教授）

- “南北関係の現状及び対北政策の推進方向”
金　千植（統一省統一政策室長）

14:50-15:10　Coffee Break
15:10-16:30　第2部（報告と討論）

司会：康　仁徳（（財）極東問題研究所所長，元統一省長官）
〈報告〉
- “北朝鮮の貨幣改革と住民の生活水準の変化”

洪　性国（（財）極東問題研究所北韓研究室長）
- “中国の対北朝鮮支援が北朝鮮に及ぼす影響”

趙　明哲（対外経済政策研究院国際開発協力センター所長）
- “日朝関係と国交正常化問題の現状と展望”

遠藤哲也（元日朝国交正常化交渉担当大使）
〈討論〉
- “民間レベルの対北朝鮮人道支援についての現況と分析”

任　成彬（長老会神学大学校教授）
- “日本の対北朝鮮支援の現状と課題”

宮本　悟（聖学院大学准教授）
16:30-17:50　第3部（討論）：全体参加者

司会：尹　永寛（韓半島平和研究院院長）
17:50-18:00　総括

康　仁徳（（財）極東問題研究所所長，元統一省長官）
18:00　閉会
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開
会
の
辞

康　
　

仁　

徳

皆
様
、
こ
ん
に
ち
は
。
本
日
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
司
会
・
進

行
役
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
、
極
東
問
題
研
究
所
の
康
仁

徳
と
申
し
ま
す
。
本
日
の
タ
イ
ト
ル
は
、
ご
覧
い
た
だ
い
て
お
り

ま
す
よ
う
に
、「
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
民
主
主
義
――
北
朝
鮮
問

題
と
日
韓
の
役
割
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
大
き
な
テ
ー
マ

の
も
と
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
、
東
京
で
七
回
、
韓
国
の
ソ
ウ
ル
で

一
回
、
計
八
回
に
わ
た
り
開
催
し
ま
し
た
。
本
日
は
九
回
目
と

な
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
都
度
ご
と
に
情
勢
の
変
化
に

伴
っ
て
取
り
上
げ
る
テ
ー
マ
は
変
化
し
て
き
ま
し
た
。
本
日
は
特

に
北
朝
鮮
問
題
と
日
韓
両
国
の
役
割
を
中
心
に
し
ま
し
て
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
す
。
主
催
者
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
大
学

で
あ
る
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
、
韓
半
島
平
和
研
究
院
、
極
東

問
題
研
究
所
、
合
わ
せ
て
三
つ
の
研
究
所
が
共
同
で
こ
の
会
を
開

催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
こ
れ
ま
で
日
本
の
諸
団
体
の
ご

協
力
を
得
ま
し
て
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
日
本
・
国

際
交
流
基
金
か
ら
七
回
に
わ
た
る
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
一

回
は
日
本
の
外
交
ク
ラ
ブ
と
言
え
る
東
京
倶
楽
部
か
ら
支
援
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
今
回
も
東
京
倶
楽
部
か
ら
ご
支
援
い
た
だ
い

て
お
り
ま
す
。
今
回
あ
り
が
た
い
こ
と
は
、
統
一
省
か
ら
我
々
の

た
め
に
物
心
両
面
か
ら
ご
支
援
い
た
だ
い
た
こ
と
で
す
。（
統
一

省
）
長
官
に
も
お
越
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
再
び
お
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。

実
は
こ
の
会
を
準
備
す
る
段
階
で
は
、
北
朝
鮮
で
党
代
表
者
会

を
開
催
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
そ
れ
が
終
わ
り
ま
し
た

ら
そ
れ
な
り
に
い
い
議
論
の
種
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
一
カ
月
延
期
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
残
念
で

す
が
、
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
小
田
川
興
先
生
に
司
会
の
マ
イ
ク
を
お
渡
し
し
ま
し

て
、
先
生
方
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
す
。
お
忙
し
い
中
、
玄ヒ
ョ
ン
イ
ン
テ
ク

仁
澤

統
一
省
長
官
が
わ
ざ
わ
ざ
お
越
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
政
府
と
し
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て
の
お
話
を
い
ろ
い
ろ
と
お
話
し
い
た
だ
け
る
と
期
待
し
て
お
り

ま
す
。
時
間
の
関
係
上
、
ま
ず
玄
仁
澤
長
官
に
お
言
葉
を
賜
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
皆
様
、
拍
手
で
お
迎
え
く
だ
さ
い
。（
拍
手
）

開
会
の
挨
拶

玄　
　

仁　

澤

皆
様
、
お
会
い
で
き
て
光
栄
で
す
。
統
一
省
長
官
で
ご
ざ
い
ま

す
。
本
日
は
特
に
こ
の
よ
う
な
意
義
の
あ
る
議
論
の
場
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
こ
と
、
韓
日
研
究
機
関
が
中
心
に
な
っ
て
の
国
際
学
術

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
心
よ
り
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た

大
変
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

ご
列
席
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
に
御
礼
と
尊
敬
の
意
を
申
し
上

げ
ま
す
。
特
に
普
段
か
ら
私
が
尊
敬
し
て
お
り
ま
す
康
仁
徳
（
元

統
一
省
）
長
官
と
尹
永
寛
（
元
外
交
通
商
省
）
長
官
が
心
を
一
つ

に
し
て
ご
尽
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
ま
た
日
本
の
聖
学
院
大
学
も

ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
特
に
私
が
長
い
間
尊

敬
し
て
お
り
ま
す
小
此
木
政
夫
教
授
、
ま
た
ヤ
ン
・
C
・
キ
ム
教

授
、
そ
し
て
玄
界
灘
を
越
え
て
ご
来
賓
の
皆
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
し
た
。
温
か
い
歓
迎
の
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
講
演

者
と
討
論
者
の
皆
様
に
も
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
日
、
南
北
が
離
散
家
族
の
再
会
の
た
め
に
金
剛
山
、
開
城
で

実
務
会
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ

は
「
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
民
主
主
義
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私

は
、
こ
れ
は
結
局
、
北
朝
鮮
問
題
が
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
皆
様
に
も
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
行
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

ご
期
待
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
も
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
こ
の
何
カ
月
も
の
間
、
韓
半
島

（
朝
鮮
半
島
）
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
が
大
変
複
雑
に
展
開

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
南
北
は
も
ち
ろ
ん
韓
半
島
や
周
辺
国
が
緊
迫

し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
状
況
で
何
カ
月
か
た
ち

ま
し
た
。
天
安
艦
（
韓
国
哨
戒
艦
）
の
（
沈
没
）
事
件
は
南
北
関

係
は
も
ち
ろ
ん
、
韓
半
島
や
東
ア
ジ
ア
全
体
の
安
保
を
脅
か
す
北

朝
鮮
の
挑
発
で
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
逆
説
的
で
は

あ
り
ま
す
が
、
天
安
艦
事
件
を
き
っ
か
け
に
北
朝
鮮
問
題
の
解
決
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の
必
要
性
を
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
北
朝
鮮
問
題
の
裏
に
存
在
す

る
北
朝
鮮
問
題
の
本
質
を
見
つ
め
始
め
ま
し
た
。
安
全
と
繁
栄
の

基
礎
は
域
内
の
安
保
秩
序
に
対
す
る
共
通
の
理
解
で
あ
り
ま
す
。

域
内
の
安
保
秩
序
を
脅
か
す
最
大
の
不
安
定
な
要
因
は
、
ま
さ
に

北
（
朝
鮮
）
核
問
題
で
す
。
こ
の
北
核
問
題
の
解
決
は
、
北
朝
鮮

問
題
の
解
決
の
意
味
あ
る
進
展
と
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
か
ら
初

め
て
、
韓
半
島
の
平
和
、
そ
し
て
東
ア
ジ
ア
の
真
の
平
和
が
始
ま

る
で
し
ょ
う
。

旧
東
ド
イ
ツ
の
最
後
の
外
務
長
官
マ
ル
ク
ス
・
メ
ッ
ケ
ル
は
、

「
統
一
は
自
由
と
民
主
主
義
の
傘
の
も
と
で
な
し
遂
げ
ら
れ
る
べ

き
だ
」
と
述
べ
ま
し
た
。
韓
半
島
の
統
一
過
程
は
、
自
由
と
人

権
、
民
主
主
義
に
対
す
る
熱
望
の
中
で
進
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
韓
半
島
の
統
一
過
程
は
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
的
な
価
値

と
秩
序
を
広
げ
、
民
主
主
義
を
全
国
的
に
完
成
さ
せ
る
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
統
一
韓
半
島
の
登
場
は
周
辺
国
の
利
益
に
も
合
う
と

思
い
ま
す
。
統
一
韓
半
島
は
東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
平
和
構
造
を
創

出
し
、
地
域
の
安
定
的
な
繁
栄
を
導
く
で
し
ょ
う
。
私
は
確
信
し

て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
民
主
主
義
は
、

韓
半
島
の
統
一
の
方
向
性
と
関
連
し
た
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
お

り
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
当
面
の
課
題
と
長
期
的

な
課
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

北
朝
鮮
は
対
内
外
的
に
も
大
き
な
困
難
に
直
面
し
て
い
ま
す
。

四
四
年
ぶ
り
の
党
代
表
者
会
を
準
備
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ

れ
は
北
朝
鮮
の
未
来
に
大
変
重
要
な
選
択
の
分
か
れ
道
に
立
っ
て

い
る
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
国
際
社
会
は
声
を
一
つ
に

し
、
非
核
化
と
改
革
・
開
放
を
要
求
し
て
い
ま
す
。
中
国
も
北
朝

鮮
の
方
向
の
転
換
を
促
し
て
い
ま
す
。
も
は
や
北
朝
鮮
が
こ
た
え

る
番
で
す
。
核
兵
器
と
閉
鎖
的
な
経
済
で
は
、
決
し
て
北
朝
鮮
の

未
来
を
切
り
開
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
す
。

い
ま
北
朝
鮮
は
、
天
安
艦
の
事
件
を
そ
っ
ち
の
け
に
し
、
六
者

協
議
に
向
か
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
南
北
関
係
を
迂
回

で
き
る
道
は
な
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
南
北
関
係
は
韓
半

島
の
問
題
の
軸
で
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
た
め
、
南
北
関
係
の
進

展
な
く
し
て
、
果
た
し
て
六
者
協
議
が
き
ち
ん
と
成
果
を
出
す
こ

と
が
で
き
る
か
、
疑
問
を
抱
い
て
お
り
ま
す
。
今
回
私
は
、
北
朝

鮮
に
対
し
、
条
件
の
な
い
緊
急
水
害
支
援
を
決
定
い
た
し
ま
し

た
。
韓
国
政
府
は
人
道
的
な
問
題
は
人
道
的
な
レ
ベ
ル
で
解
決
し

て
ま
い
り
ま
す
。
こ
れ
を
政
治
的
な
事
項
と
連
携
す
る
こ
と
は
ご
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ざ
い
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
も
純
粋
な
人
道
的
な
レ
ベ
ル
で
離
散
家
族

の
再
会
の
定
例
化
な
ど
の
促
進
に
こ
た
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

す
。韓

国
政
府
は
、
一
方
的
な
関
係
で
は
な
く
、
お
互
い
に
尊
重
し

協
力
す
る
、
健
全
で
正
常
な
南
北
関
係
を
築
い
て
ま
い
り
ま
す
。

今
後
、
南
北
関
係
は
ひ
と
え
に
北
朝
鮮
の
態
度
に
か
か
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
非
核
化
の
た
め
の
具
体
的
な
行
動
を
見
せ
る
時

で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
北
朝
鮮
は
天
安
艦
事
件
の
収
拾
を
み

ず
か
ら
す
る
べ
き
で
す
。

あ
ら
た
め
て
本
日
の
国
際
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
を
お
祝

い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
大
変
す
ば
ら
し
い
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
準
備
す
る
た
め
に
ご
尽
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
極
東
問

題
研
究
所
と
韓
半
島
平
和
研
究
院
、
日
本
の
聖
学
院
大
学
関
係
者

の
皆
様
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
ご
参
席
く
だ

さ
い
ま
し
た
皆
様
の
ご
健
勝
と
健
康
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

小
田
川　

玄
長
官
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し

て
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
日
本
側
の
主
催
者
で
あ
り
ま
す
学
校

法
人
聖
学
院
理
事
長
及
び
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
所
長
の
大
木

英
夫
が
開
会
の
言
葉
を
申
し
上
げ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
す
が
、
大
木

所
長
が
や
む
を
得
ぬ
事
情
に
よ
っ
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ず
、
僭
越
な
が
ら
小
田
川
が
司
会
者
と
し
て
日
本
語
で
代

読
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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開
会
の
言
葉

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と

　
　
　
　
　

キ
リ
ス
ト
教
的
連
帯

――
な
ぜ
い
ま
や
日
韓
関
係
の
再
構
築
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

必
要
で
あ
る
の
か
――

大　

木　

英　

夫

日
本
の
敗
戦
が
も
た
ら
し
た
最
大
な
こ
と
は
、
古
い
大
日

本
帝
国
憲
法
の
廃
棄
、
そ
し
て
新
し
い
日
本
国
憲
法
の
制
定

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
重
大
な
事
実
が
、
こ
れ

ま
で
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
中
心
的
研
究
課
題
と
な
っ

て
き
ま
し
た
。

明
治
以
後
敗
戦
に
至
る
ま
で
の
近
代
日
本
七
七
年
の
問
題

は
、
そ
の
名
称
「
大
日
本
帝
国
」
が
あ
ら
わ
に
示
す
帝
国
主

義
で
す
。
そ
の
帝
国
主
義
は
「
天
皇
」
へ
の
強
烈
な
収
斂
を

持
つ
国
外
へ
の
拡
張
主
義
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
破
壊
す

る
た
め
に
は
、
二
発
の
原
爆
に
よ
る
無
辜
の
人
民
の
惨
憺
た

る
悲
惨
を
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
八
八
九
年

の
明
治
憲
法
の
制
定
か
ら
一
九
四
五
年
の
廃
止
に
至
る
ま
で

わ
ず
か
五
六
年
、
戦
後
、
一
九
四
六
年
の
日
本
国
憲
法
の
制

定
か
ら
今
年
二
〇
一
〇
年
ま
で
は
六
四
年
、
す
な
わ
ち
五
六

年
を
既
に
八
年
過
ぎ
て
、
そ
の
間
、
何
の
改
定
も
な
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
日
本
の
戦
後
の
国
家
の
現
実
を
示
し
て

い
ま
す
。

日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
受
け
た
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
こ
の

よ
う
に
享
受
し
、
か
つ
堅
持
し
て
き
ま
し
た
。
聖
学
院
大
学

総
合
研
究
所
は
こ
の
事
実
を
見
つ
め
、
昨
年
か
ら
今
年
ま
で

の
二
年
を
か
け
て
更
（
あ
ら
た
）
め
て
憲
法
研
究
を
継
続
し

ま
し
た
。
明
治
憲
法
は
、
実
は
プ
ロ
イ
セ
ン
の
憲
法
を
モ
デ

ル
と
し
た
も
の
で
、
そ
し
て
そ
の
軍
国
主
義
も
プ
ロ
イ
セ
ン

が
モ
デ
ル
で
し
た
。
日
本
国
憲
法
に
継
承
さ
れ
た
人
権
理
念

は
一
八
世
紀
の
ア
メ
リ
カ
革
命
か
ら
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス

革
命
へ
と
遡
り
ま
す
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
系
統
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
新
し
い
憲
法
は
、
世
界
平
和
を
目
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指
す
国
家
へ
と
日
本
人
民
を
規
定
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
わ
が
研
究
所
が
日
韓
関
係
に
こ
れ
ま
で
関
心
を

傾
注
し
て
き
た
理
由
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
ま
ず
、
大
日
本
帝
国
憲
法
的
日
本
帝
国
主
義
の
過
ち
を

深
く
反
省
し
、
日
本
の
新
し
い
国
策
方
向
を
最
も
近
い
隣
国

で
あ
る
韓
国
と
の
間
に
確
立
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
た
め

で
し
た
。
そ
こ
で
、
日
韓
関
係
の
過
去
・
現
在
・
未
来
を
キ

リ
ス
ト
教
的
信
仰
の
視
座
か
ら
見
直
す
た
め
に
、
韓
国
の
教

会
人
で
あ
り
南
北
関
係
の
専
門
家
で
あ
る
康
仁
徳
先
生
を
客

員
教
授
と
し
て
迎
え
、
日
本
か
ら
も
専
門
家
を
入
れ
て
日
韓

関
係
の
研
究
を
開
始
し
、
今
日
ま
で
か
な
り
の
成
果
を
上
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
特
に
康
仁
徳
先
生

を
通
し
て
永
楽
教
会
や
長
老
会
神
学
大
学
校
と
の
関
係
を
深

め
る
こ
と
へ
と
至
り
つ
つ
あ
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
韓
国
憲
法
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
日
本

国
憲
法
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
同
根
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
憲
法
研
究
を
通
し
て
知
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

地
理
的
な
隣
国
関
係
、
ま
た
歴
史
的
に
深
い
文
化
交
流
と
い

う
だ
け
で
は
な
い
、
日
韓
を
結
ぶ
絆
は
、
日
韓
両
国
の
憲
法

が
ど
ち
ら
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
憲
法
、
同
じ
原
理
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
日
韓
関
係
に
か
か
わ
る
わ
れ
わ
れ
の
願
い

は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
時
代
の
日
本
の
犯
し
た
罪
を
悔
い
改

め
、
日
本
国
憲
法
に
よ
る
新
し
い
日
本
の
形
成
の
た
め
の
外

交
的
第
一
歩
と
し
て
日
韓
関
係
の
新
し
い
構
築
へ
と
献
身
せ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
、
わ
れ
わ
れ

の
模
範
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て

長
ら
く
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
が
、
あ
の

長
き
に
わ
た
っ
て
両
国
の
争
い
の
地
ザ
ー
ル
と
シ
ュ
レ
ー
ジ

エ
ン
を
、
一
転
、
今
日
の
E
U
の
起
点
へ
と
大
転
換
し
た

歴
史
的
事
実
で
す
。
敵
対
が
裏
返
さ
れ
て
協
働
へ
、
す
な
わ

ち
力
を
合
わ
せ
て
と
も
に
事
を
成
す
、
そ
れ
が
今
日
の
E
U

と
な
っ
て
大
き
く
展
開
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
転

換
が
東
洋
に
お
い
て
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
本
と

韓
国
と
の
間
で
あ
り
た
い
、
そ
し
て
新
し
い 〝
A
U
〞
の
形

成
、
そ
れ
が
日
韓
両
国
の
新
し
い
共
同
作
業
と
な
る
、
も
し

そ
れ
が
実
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
東
ア
ジ
ア
の
新
し
い
時
代
を

開
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
し
た
。
そ
れ
は
中
国
と
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北
朝
鮮
の
「
共
産
主
義
」
的
連
帯
の
よ
う
な
も
の
と
は
異
な

り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
あ
の
ベ
ル
リ
ン
の
壁
の
崩

壊
で
既
に
終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
東
洋
で

な
お
企
て
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
過
去
」
の
残
影
で

し
か
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
、
日
韓
両
国
に
お
い
て
ア
ジ
ア

に
〝
A
U
〞
的
な
新
し
い
国
家
連
合
が
で
き
れ
ば
、
日
韓
の

絆
は
新
し
い
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
ジ
ア
に
お
け
る

共
同
作
業
を
推
進
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
デ
モ
ク
ラ

タ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
そ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
機

軸
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
世
界
的
動
向
に
日
韓
両
国
が
東
ア
ジ
ア
で
協
働
す

る
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
夢
見
て
い
ま
す
。
近
代
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
が
キ
リ
ス
ト
教
的
基
礎
を
持
つ
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、

そ
の
協
働
、
そ
の
推
進
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
連
帯
を
必
要
と

し
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
は
日
韓
の
キ
リ
ス
ト
教
的

連
帯
を
基
礎
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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第
一
部　

講
演

小
田
川　

そ
れ
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
第
一
部
に
入
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
第
一
部
は
講
演
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
司
会
進

行
役
の
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
の
客
員
教
授
を
務
め
て
お
り

ま
す
小
田
川
と
申
し
ま
す
。
本
日
の
テ
ー
マ
は
「
北
朝
鮮
問
題
と

日
韓
の
役
割
」
と
い
う
こ
と
で
、
日
韓
両
国
の
連
携
を
強
化
す
る

と
い
う
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
い
た
ら
ぬ
韓
国

語
で
は
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
韓
国
語
で
進
行
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
了
承
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

講
演
の
第
一
報
告
は
、
元
外
交
通
商
省
長
官
で
あ
り
ソ
ウ
ル
大

学
教
授
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
、
韓
半
島
平
和
研
究
院
の
尹
永

寛
院
長
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
と
朝
鮮
半
島
の

　
　
　

平
和
の
た
め
の
日
韓
協
力

尹　
　

永　

寛

こ
こ
一
〜
二
年
の
間
、
東
ア
ジ
ア
と
韓
半
島
の
情
勢
が
大
き
く

激
変
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
韓
半
島
平
和
研

究
院
が
極
東
問
題
研
究
所
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
と
一
緒
に

こ
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
共
同
開
催
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
大
変
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。
そ
の
過

程
で
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
ご
尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
康
仁
徳
元
統
一

省
長
官
に
、
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、
ご
後
援
い
た
だ
き

ま
す
機
関
に
も
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
特
に
お
忙
し
い
中
ご

参
席
い
た
だ
き
ま
し
た
ヤ
ン
・
C
・
キ
ム
（Y

o
u

n
g

 C
. K

im

）
先

生
、
小
此
木
政
夫
先
生
、
遠
藤
哲
也
大
使
、
皆
様
方
に
お
礼
を
申

し
上
げ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ご
列
席
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
様
方
に
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も
、
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

一
九
九
一
年
の
ソ
連
崩
壊
と
と
も
に
、
二
〇
〇
八
年
世
界
金
融

危
機
の
出
発
点
は
世
界
政
治
史
に
一
線
を
画
し
た
事
件
と
し
て
歴

史
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
一
九
九
一
年
は
第
二
次
世
界

大
戦
以
降
持
続
し
て
き
た
冷
戦
構
造
を
崩
壊
さ
せ
、
ア
メ
リ
カ
を

世
界
ト
ッ
プ
の
唯
一
の
超
強
大
国
の
位
置
へ
と
押
し
上
げ
ま
し

た
。
冷
戦
の
も
う
一
方
を
構
成
し
て
い
た
ソ
連
が
み
ず
か
ら
崩

壊
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
単
純
な
覇
権
を

通
り
越
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
W
・
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
に
な
っ
て
か
ら

は
「
帝
国
（e

m
p

ire

）」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
、
そ
の
相
対
的
権
力

が
上
昇
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
行
わ
れ
た
二
〇
〇
二

年
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻
撃
と
二
〇
〇
三
年
の
イ
ラ
ク
攻
撃
は
、

ア
メ
リ
カ
の
権
力
の
相
対
的
衰
退
を
促
す
負
担
と
な
り
始
め
ま
し

た
。二

〇
〇
八
年
の
世
界
金
融
危
機
は
、
世
界
ト
ッ
プ
の
座
を
占
め

て
い
た
唯
一
の
超
強
大
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
地
位
を
深
刻
に
揺

る
が
し
た
出
来
事
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
危
機
が
ほ
か
の
と
こ
ろ

で
は
な
く
世
界
の
権
力
の
中
心
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
か
ら
出
発
し
、

ほ
ぼ
同
時
的
に
全
世
界
へ
と
広
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
象
徴
的
な

意
味
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
と
き
か
ら
始

ま
っ
た
膨
張
的
な
通
貨
政
策
は
、
民
間
部
門
の
消
費
拡
大
と
バ
ブ

ル
の
形
成
に
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
深
ま
っ
た
ア
メ
リ
カ
経
済
の
金

融
化
と
と
も
に
、
金
融
部
門
の
道
徳
的
弛
緩
、
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド

が
深
刻
化
し
、
世
界
金
融
危
機
を
触
発
す
る
直
接
的
な
原
因
を
提

供
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
民
間
部
門
の
行
き
過
ぎ
た
消
費
、

そ
し
て
経
済
危
機
の
克
服
過
程
を
経
な
が
ら
、
さ
ら
に
累
積
し
た

と
て
つ
も
な
い
財
政
赤
字
は
、
世
界
政
治
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
が

指
導
的
力
量
を
行
使
す
る
上
で
大
き
な
制
約
要
因
と
し
て
働
く
こ

と
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
危
機
の
結
果
、
世
界
の
権
力
の
中
心
が
西
欧
か
ら

東
ア
ジ
ア
に
移
動
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
主
張
が
出
て
き
て
い
ま

す
。
例
え
ば
、
中
国
は
世
界
最
高
の
債
権
者
と
し
て
登
場
す
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
中
国
は
二
〇
一
〇
年
六
月
現
在
で
、
二
兆
四 

五
〇
〇
億
ド
ル
に
達
す
る
外
貨
を
保
有
し
て
お
り
、
八
四
〇
〇
億

ド
ル
に
達
す
る
ア
メ
リ
カ
政
府
が
発
行
し
た
債
券
を
保
有
し
て
い

ま
す
。
世
界
政
治
は
既
に
ア
メ
リ
カ
主
導
の
単
極
で
は
な
く
多
極

体
制
に
変
化
し
た
と
い
う
主
張
も
出
て
い
ま
す
が
、
何
よ
り
も
米

中
関
係
の
先
行
き
が
今
後
、
世
界
政
治
の
流
れ
に
大
き
な
影
響
を
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及
ぼ
す
も
の
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
経
済
力
の
相
対
的
な
衰
退

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
は
い
ま
だ
に
世
界
最
強
の
軍
事
大

国
で
す
。
ア
メ
リ
カ
政
府
が
年
間
に
使
用
す
る
軍
事
部
門
の
研
究

開
発
費
は
、
世
界
の
ほ
か
の
す
べ
て
の
国
々
の
軍
事
部
門
の
研
究

開
発
費
を
合
わ
せ
た
も
の
よ
り
も
大
き
い
も
の
で
す
。
た
と
え
経

済
力
は
衰
え
た
と
し
て
も
、
軍
事
力
で
は
世
界
唯
一
の
超
強
大
国

で
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
れ
か
ら
も
世
界
政
治
に
お
い
て
主
導
的

な
役
割
を
果
た
そ
う
と
努
力
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な

文
脈
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
東
ア
ジ
ア
で
の
介
入
政
策
も
続
け
ら
れ

る
は
ず
で
、
日
米
同
盟
と
韓
米
同
盟
は
引
き
続
き
ア
メ
リ
カ
の
東

ア
ジ
ア
戦
略
の
重
要
な
核
心
軸
と
し
て
残
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
上
昇
勢
力
で
あ
る
中
国
は
グ
ロ
ー
バ
ル
レ
ベ
ル
で
は

な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
東
ア
ジ
ア
レ
ベ
ル
で
指
導
的
位
置

を
確
保
し
よ
う
と
努
力
す
る
で
し
ょ
う
。
上
昇
し
た
国
力
に
相
応

す
る
新
し
い
国
際
的
位
置
を
求
め
る
こ
と
は
、
世
界
の
歴
史
上
す

べ
て
の
上
昇
大
国
が
示
し
て
い
た
繰
り
返
さ
れ
た
パ
タ
ー
ン
で
し

た
。
問
題
は
こ
う
し
た
上
昇
勢
力
の
ニ
ー
ズ
を
、
従
来
の
覇
権
国

と
そ
の
連
合
勢
力
が
ど
の
よ
う
に
管
理
す
る
か
で
あ
り
ま
す
。
ア

メ
リ
カ
は
従
来
の
国
際
体
制
に
中
国
が
参
加
し
て
、
そ
の
国
際

ル
ー
ル
と
価
値
基
準
に
従
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
に
、
当
時
の
ロ
バ
ー
ト
・
ゼ
ー
リ
ッ
ク
国
務
副
長
官

が
、
中
国
を
〝
責
任
あ
る
当
事
国
〞
と
名
指
し
な
が
ら
、
中
国
の

協
力
的
な
姿
勢
を
求
め
た
の
が
代
表
的
な
事
例
で
す
。

し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
に
経
済
危
機
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
中
国

は
攻
勢
的
な
態
度
に
転
換
し
、
台
湾
へ
の
武
器
販
売
、
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
と
の
面
談
、
南
シ
ナ
海
問
題
、
そ
し
て
韓
半
島
に
お
け
る
米

韓
軍
事
演
習
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
対
立

す
る
姿
勢
を
崩
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
局
、
二
〇
一
〇
年
の
初
め

か
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
以
前
の
柔
和
な
態
度
を
改
め
、
中
国
に
対
し

て
積
極
的
に
強
く
対
応
す
る
方
向
に
転
換
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
葛
藤
は
、
過
去
に
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
中
国

側
が
一
歩
引
き
下
が
り
、
ア
メ
リ
カ
が
呼
応
す
る
こ
と
で
、
も
う

一
度
米
中
関
係
の
協
力
的
な
側
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
も
の

と
予
測
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
長
期
的
に
見
ま
す
と
、
ア
メ
リ
カ

と
中
国
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
競
争
は
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ

う
。
ア
メ
リ
カ
は
韓
米
同
盟
、
日
米
同
盟
を
軸
と
し
て
維
持
し
な
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が
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
バ
ラ
ン
サ
ー
（
均
衡
者
）
と
し
て
の

役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
中
国
、
特
に
中
国

の
軍
部
の
人
々
は
、
こ
う
し
た
同
盟
は
、
冷
戦
が
終
わ
っ
て
か
ら

も
続
い
て
い
る
「
時
代
錯
誤
的
遺
産
」
と
し
て
批
判
を
続
け
る
こ

と
で
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
米
中
葛
藤
は
韓
国
と
日
本
の
両
国
に

と
っ
て
も
望
ま
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
両
国
は
と
も
に
経
済
的
に

は
中
国
の
影
響
を
受
け
て
い
な
が
ら
も
、
安
保
的
に
は
ア
メ
リ
カ

と
同
盟
関
係
を
結
ん
で
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
中
国

が
互
い
に
衝
突
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
二
国
の
う
ち
一
国
を
選
択

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
及
ぶ
こ
と
は
、
日
韓
両
国
に
と
っ

て
困
難
を
も
た
ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
な
困
難
を
日
韓
両
国
が
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
い
く

の
か
。
一
つ
の
方
法
と
し
て
は
、
北
東
ア
ジ
ア
に
多
国
間
安
保
協

力
体
制
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
第
二
次
世
界
大
戦

直
後
、
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
の
二
国
間
で
長
く
続
い
た
敵
対
関
係

を
解
消
し
、
戦
争
を
予
防
す
る
た
め
に
経
済
的
統
合
の
道
へ
と
乗

り
出
し
、
当
時
つ
く
ら
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
は
今

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
ま
で
発
展
し
ま
し
た
。
ま
た
、
欧
州
諸
国

の
間
の
多
国
間
的
安
保
協
力
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
保
協
力
機

構
が
つ
く
ら
れ
、
作
動
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
安
保
協
力
機

構
の
よ
う
な
多
国
間
の
協
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
た
め
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
関
係
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
関
係
に
比
べ
て
は

る
か
に
安
定
的
で
す
。
互
い
に
民
族
主
義
の
感
情
を
働
か
せ
て
競

争
し
た
り
、
相
互
間
の
疑
い
や
誤
解
が
安
保
危
機
に
ま
で
発
展
す

る
こ
と
も
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
れ
も
欧
州
諸
国
の
間
で
戦

争
が
勃
発
す
る
だ
ろ
う
と
は
考
え
な
い
の
が
、
今
日
の
現
状
で

す
。と

こ
ろ
が
、
東
ア
ジ
ア
の
安
保
秩
序
は
欧
州
と
は
違
っ
て
、
ア

メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
二
国
間
同
盟
体
制
と
な
っ
て
い
ま
す
。
韓

米
同
盟
、
日
米
同
盟
、
米
豪
同
盟
な
ど
に
米
中
関
係
ま
で
加
え
て

二
国
間
の
レ
ベ
ル
で
安
保
協
力
を
模
索
し
て
い
ま
す
が
、
韓
国
、

日
本
、
中
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
、
ア
メ
リ
カ
と
同
盟
を
結

ん
で
い
る
国
々
の
相
互
間
に
は
協
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
問
題
や
領
土
問
題
が
二
国
間
の
レ

ベ
ル
で
紛
争
に
発
展
す
る
場
合
が
数
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し

た
二
国
間
同
盟
体
制
は
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
に
つ
く
ら
れ
た
も

の
で
、
ソ
連
が
崩
壊
し
、
多
く
の
変
化
が
起
こ
っ
た
今
日
の
状
況
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で
は
補
完
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
補
完
策
の
最
も

重
要
な
方
法
が
、
ま
さ
に
多
国
間
安
保
協
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
こ

の
地
域
で
強
化
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
東
南
ア
ジ
ア
に
A
S
E
A
N
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
A
R
F
）
の
よ
う
な
安
保
協
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
存
在
す
る
こ
と

は
事
実
で
す
。
し
か
し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
特
殊
性
に
鑑
み
る
と
、

A
R
F
の
よ
う
な
緩
い
協
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
不
十
分
だ
と
思

い
ま
す
。
二
〇
〇
三
年
に
私
が
政
府
で
外
交
通
商
省
の
長
官
を
務

め
て
い
た
と
き
に
、
六
者
協
議
が
北
朝
鮮
の
非
核
化
に
成
功
す
る

な
ら
、
そ
の
後
そ
れ
を
多
国
間
協
力
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
発
展
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
よ
う
な
提
案
は
北
朝
鮮
の
非
協
力
に
よ
っ
て
非
核
化
の

進
展
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ
に
実
現
さ
れ
ず
に
い
ま
す
。

し
か
し
、
六
者
協
議
そ
れ
自
体
が
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
か
ど
う

か
に
関
係
な
く
、
北
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
多
国
間
安
保
協
力
の
た

め
の
一
つ
の
よ
い
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
多
国
間
協
力
体
制
は
、
政
治
的
に
は
ア
メ
リ
カ
と

の
同
盟
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
に
は
中
国
へ
の
依
存

度
が
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
二
重
構
造
に
陥
っ
て
い
る
日
韓
両
国
に

と
っ
て
は
、
よ
い
補
完
装
置
を
提
供
す
る
は
ず
で
す
。
す
べ
て
の

多
国
間
協
力
体
制
は
、
そ
れ
な
り
に
制
度
と
し
て
の
ル
ー
ル
と
規

則
を
持
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
多
国

間
協
力
体
制
に
ア
メ
リ
カ
や
中
国
な
ど
が
韓
国
、
日
本
と
と
も
に

参
加
す
る
な
ら
、
共
通
の
ル
ー
ル
と
規
則
を
遵
守
す
る
中
で
、
各

国
間
に
は
行
動
の
予
測
性
と
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
シ
ー
（
透
明

性
）
が
高
ま
り
、
国
際
関
係
は
よ
り
安
定
化
す
る
で
し
ょ
う
。

幸
い
に
も
、
ア
メ
リ
カ
で
は
オ
バ
マ
政
権
の
発
足
以
降
、
多
国

間
協
力
に
対
し
て
積
極
的
に
乗
り
出
し
て
お
り
、
中
国
政
府
も
過

去
の
一
九
九
〇
年
初
め
以
前
と
は
違
い
、
多
国
間
協
力
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
構
築
を
肯
定
的
に
考
え
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
韓
国
と

日
本
も
と
も
に
協
力
し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
多
国
間
協
力
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
構
築
に
積
極
的
に
乗
り
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
で
、
中
国
ま
で
を
含
め
て
、
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
対
象
国

の
間
で
も
、
相
互
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
の
懸
案
を
こ
う
し
た
多

国
間
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

日
韓
両
国
は
韓
半
島
の
安
定
と
平
和
と
関
連
し
て
、
利
害
関
係

が
一
致
し
ま
す
。
ま
さ
に
こ
の
た
め
に
北
朝
鮮
の
非
核
化
に
つ
い



30

て
、
両
国
は
こ
れ
ま
で
積
極
的
に
協
力
し
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば

二
〇
〇
四
年
の
初
め
ま
で
は
、
日
韓
両
国
は
北
朝
鮮
の
非
核
化
を

実
現
す
る
た
め
の
北
朝
鮮
核
外
交
の
過
程
、
い
わ
ゆ
る
T
C
O
G

プ
ロ
セ
ス
を
経
て
協
力
し
て
き
ま
し
た
。
時
に
は
、
ア
メ
リ
カ
政

府
の
強
硬
な
北
朝
鮮
核
外
交
政
策
に
影
響
を
与
え
、
柔
軟
性
を
強

化
さ
せ
る
た
め
に
、
日
韓
両
国
の
外
交
実
務
担
当
者
の
レ
ベ
ル
で

事
前
に
相
互
協
議
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
両
国
の
間
で
独

島
（
竹
島
）
問
題
、
歴
史
の
問
題
が
再
び
登
場
し
、
日
韓
関
係
が

悪
化
し
、
協
力
が
難
し
く
な
り
ま
し
た
。
二
年
余
り
前
に
李
明
博

政
権
の
登
場
以
来
、
日
韓
関
係
は
回
復
し
始
め
、
両
国
の
協
力
も

再
び
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
日
本
の
自
民
党
保
守
政

権
の
後
退
と
民
主
党
政
権
の
登
場
が
、
両
国
の
協
力
に
肯
定
的
な

モ
メ
ン
タ
ム
を
提
供
し
た
こ
と
も
事
実
で
す
。
こ
う
し
た
韓
半
島

の
平
和
の
た
め
の
両
国
の
協
力
は
、
天
安
艦
事
件
以
降
、
緊
密
な

両
国
の
協
力
過
程
で
も
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
政
府
は
事
件

当
初
か
ら
積
極
的
に
韓
国
政
府
の
立
場
を
支
持
し
て
き
ま
し
た
。

国
連
安
保
理
の
外
交
に
お
き
ま
し
て
も
、
日
本
政
府
は
韓
国
の
立

場
を
先
頭
に
立
っ
て
支
持
し
て
き
ま
し
た
。

日
韓
両
国
と
も
に
、
こ
こ
一
〜
二
年
前
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
る

北
朝
鮮
内
部
の
不
安
定
な
状
況
に
つ
い
て
憂
慮
し
て
い
ま
す
。
特

に
、
金
正
日
国
防
委
員
長
の
健
康
問
題
、
金
正
恩
（
キ
ム
・
ジ
ョ

ン
ウ
ン
）
へ
の
承
継
問
題
を
め
ぐ
る
不
確
実
性
、
北
朝
鮮
経
済
の

破
綻
、
哨
戒
艦
攻
撃
と
核
実
験
な
ど
に
つ
い
て
、
両
国
の
政
府
は

懸
念
し
て
お
り
ま
す
。
国
連
制
裁
決
議
一
八
七
四
号
の
履
行
に
お

い
て
も
、
日
韓
両
国
は
共
同
歩
調
を
と
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
日
韓
間
の
協
力
の
課
題
は
、
北
朝
鮮
問
題
に
対
し

て
ど
の
よ
う
に
共
同
の
歩
調
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
北
朝

鮮
の
状
況
の
安
定
的
な
管
理
の
た
め
に
は
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
制

裁
だ
け
で
は
な
く
、
支
援
が
必
要
な
場
合
も
共
同
歩
調
を
と
る
こ

と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
今
後
、
北
朝
鮮
の
漸
進
的
な
変
化

の
過
程
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
一
歩
進
ん
で
、
も
し
か
し
て
あ

る
か
も
し
れ
な
い
急
進
的
な
変
化
に
対
処
し
管
理
す
る
こ
と
に
お

い
て
も
、
緊
密
な
協
力
が
必
要
で
す
。
地
政
学
的
に
隣
接
し
て
い

る
日
韓
両
国
に
と
っ
て
、
北
朝
鮮
問
題
の
安
定
的
な
管
理
ほ
ど
重

要
な
問
題
は
な
い
で
し
ょ
う
。
日
本
の
立
場
は
、
韓
半
島
か
ら
遠

く
離
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
立
場
と
は
ま
た
違
っ
た
急
を
要
す
る

側
面
が
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
変
化
す
る
東
ア
ジ
ア
と
韓
半
島
情
勢
の
中
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で
、
日
韓
両
国
は
東
ア
ジ
ア
と
韓
半
島
の
安
定
に
と
っ
て
重
要
な

軸
と
な
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
た
め
に
緊
密
な
協
力
が
必
要
で

す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

小
田
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
長
官
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
点
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
新
し
い
安
保
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と

関
連
し
て
、
韓
国
と
日
本
の
緊
密
な
協
力
の
必
要
性
に
関
し
て
重

要
な
指
摘
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

次
は
日
本
の
慶
應
義
塾
大
学
の
小
此
木
政
夫
先
生
に
「
分
断
体

制
と
平
和
構
築
――
韓
国
哨
戒
艦
沈
没
事
件
を
手
掛
か
り
に
」
と

い
う
テ
ー
マ
で
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

分
断
体
制
と
平
和
構
築

――
韓
国
哨
戒
艦
沈
没
事
件
を
手
掛
か
り
に

小
此
木　

政
夫

た
だ
い
ま
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
日
本
の
慶
應
義
塾
大
学

の
小
此
木
政
夫
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
最
近
、
歴
史
問
題
、
特
に

第
二
次
世
界
大
戦
か
ら
朝
鮮
半
島
分
断
ま
で
の
政
治
過
程
に
つ
い

て
研
究
し
て
い
ま
す
。
朝
鮮
は
な
ぜ
、
ど
の
よ
う
に
分
断
さ
れ
た

の
か
と
い
う
研
究
で
す
。
そ
れ
で
分
断
と
統
一
の
問
題
、
と
り
わ

け
「
分
断
」
と
か
「
分
断
体
制
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
敏
感

に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
最
近
の
半
島

情
勢
を
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

分
断
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
は
、
分
断
「
状
態
」
と
分
断
「
体

制
」
を
区
別
し
た
ほ
う
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
第

二
次
大
戦
直
後
に
見
た
り
、
経
験
し
た
り
し
た
の
は
分
断
「
状
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態
」
で
し
た
。
米
ソ
が
朝
鮮
半
島
を
分
割
占
領
し
た
後
に
、「
独

立
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
二
つ
の
国
家
が
誕
生
し
て
統
一
が
失
わ

れ
る
し
、
統
一
し
よ
う
と
す
れ
ば
戦
争
が
避
け
ら
れ
な
い
」、
こ

う
い
う
非
常
に
奇
妙
な
状
態
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
分
断

「
状
態
」
で
す
。
つ
ま
り
、
分
断
と
は
独
立
と
統
一
の
相
克
で
あ

り
、
非
両
立
性
で
す
。
実
際
に
、
そ
う
い
う
状
態
が
朝
鮮
戦
争

（
一
九
五
〇
―
五
三
）
の
発
生
を
促
し
た
と
申
し
上
げ
て
よ
ろ
し

い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
休
戦
後
に
成
立
し
た
の
は
分
断
「
体
制
」
で
す
。
つ

ま
り
、
戦
争
の
経
験
を
踏
ま
え
て
、
韓
国
も
北
朝
鮮
も
世
界
的
な

冷
戦
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
例
え
ば
、
米

国
と
韓
国
は
相
互
防
衛
条
約
を
締
結
し
、
韓
国
に
は
米
軍
が
駐
留

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
戦
争
中
に
北
朝
鮮
に
駐
留
し

た
中
国
軍
は
一
九
五
八
年
ま
で
に
撤
退
し
ま
し
た
が
、
北
朝
鮮
は

一
九
六
一
年
に
ソ
連
や
中
国
と
同
盟
条
約
（
相
互
援
助
条
約
）
を

締
結
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
六
五
年
に
日
韓
関
係
が
正
常
化

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
朝
鮮
半
島
で
は
、
北
方
三
角
関
係

（
北
朝
鮮
と
中
ソ
）
と
南
方
三
角
関
係
（
韓
国
と
米
日
）
が
相
互

に
対
峙
し
て
、
戦
争
を
抑
止
す
る
分
断
「
体
制
」
が
成
立
し
ま
し

た
。
冷
戦
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
そ
れ
が
安
定
的
に
機
能
し
た
た

め
に
、
朝
鮮
半
島
で
は
戦
争
が
起
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア
ラ
ブ
諸
国
の
よ
う
に
何
回
も
戦
争

を
繰
り
返
し
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、
分
断
体
制
は

「
戦
争
が
不
可
能
な
体
制
」
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
同
時
に
、
そ

れ
は
「
統
一
が
不
可
能
な
体
制
」
で
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
戦
争
が
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し

も
平
和
が
保
障
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
が
不
可
能

な
た
め
に
、「
低
強
度
紛
争
」
と
言
い
ま
す
が
、
か
え
っ
て
戦
争

に
至
ら
な
い
範
囲
で
の
小
規
模
の
紛
争
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
分
断
体
制
の
逆
説
」
で
す
。
朝
鮮
半
島
の
場
合
、
北
朝

鮮
側
か
ら
要
人
暗
殺
だ
と
か
、
航
空
機
の
爆
破
だ
と
か
ゲ
リ
ラ
の

浸
透
だ
と
か
、
そ
う
い
う
奇
襲
的
な
挑
発
が
何
回
も
試
み
ら
れ
ま

し
た
。
韓
国
哨
戒
艦
沈
没
事
件
も
、
そ
の
よ
う
な
局
地
的
な
挑
発

の
一
つ
で
す
。
率
直
に
言
っ
て
、
そ
れ
ら
に
有
効
に
対
処
す
る
こ

と
は
困
難
で
し
た
。

例
え
ば
、
一
九
六
八
年
に
北
朝
鮮
の
特
殊
部
隊
が
韓
国
大
統
領

官
邸
（
青
瓦
台
）
付
近
に
ま
で
浸
透
し
て
、
大
統
領
を
襲
撃
し
よ

う
と
す
る
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
朴
正
熙
大
統
領
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は
何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
尾
島
で
特
殊
部
隊
を
訓
練
し
た

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
以
上
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
の
E
C
―
1
2
1
型
電
子
偵
察
機
が
撃
墜

さ
れ
た
と
き
に
、
ニ
ク
ソ
ン
米
大
統
領
に
何
が
で
き
た
で
し
ょ
う

か
。
激
怒
し
て
北
朝
鮮
の
航
空
基
地
を
爆
撃
し
よ
う
と
し
ま
し

た
。
群
山
の
航
空
基
地
に
核
爆
弾
を
抱
え
た
フ
ァ
ン
ト
ム
を
待
機

さ
せ
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
上
は
何
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
残
念

な
が
ら
、
今
回
も
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
何
か
月
も
か
け
て
沈
没

原
因
を
究
明
し
て
か
ら
、
改
め
て
反
撃
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ

ん
。
局
地
的
な
奇
襲
攻
撃
に
対
し
て
は
、
そ
の
場
で
即
時
に
、
局

地
的
に
反
撃
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
冷
戦
終
結
後
の
状
況
下
で
は
、
こ
の
分
断
体
制
の
戦

争
抑
止
が
本
当
に
機
能
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
疑
問
が
存
在

し
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
例
え
ば
、
北
朝
鮮
を
背

後
か
ら
支
え
て
い
た
ソ
連
邦
が
崩
壊
し
、
ロ
シ
ア
は
北
朝
鮮
と
の

条
約
を
改
定
し
、
相
互
援
助
条
項
を
削
除
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

中
国
と
の
同
盟
条
約
は
そ
の
ま
ま
存
続
し
ま
し
た
が
、
冷
戦
時
代

と
同
じ
よ
う
に
北
朝
鮮
に
対
す
る
防
衛
義
務
が
履
行
さ
れ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
、
相
当
に
疑
わ
し
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
態

が
冷
戦
終
結
後
、
約
二
〇
年
継
続
し
た
の
で
す
。
そ
の
間
、
北
朝

鮮
は
独
自
の
核
兵
器
開
発
に
邁
進
し
ま
し
た
。
金
日
成
死
後
の
不

安
定
な
時
期
や
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
が
イ
ラ
ク
戦
争
を
開
始
し
た
時
期

に
は
、
む
し
ろ
北
朝
鮮
側
が
米
韓
の
奇
襲
攻
撃
を
警
戒
し
て
い
た

と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
韓
国
哨
戒
艦
「
天
安
」
の
沈
没
（
撃
沈
）
事
件

が
起
き
た
直
後
、
私
は
こ
れ
が
本
当
に
北
朝
鮮
に
よ
る
軍
事
挑
発

だ
ろ
う
か
と
疑
い
ま
し
た
。
確
か
に
大
韓
航
空
機
爆
破
事
件
が
思

い
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
後
の
二
十
数
年
間
、
北
朝
鮮
は
そ

の
よ
う
な
挑
発
を
自
制
し
て
き
ま
し
た
。
約
二
十
年
間
、
軍
事
的

な
挑
発
が
起
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
で
は
、
今
回
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
軍
事
挑
発
が
可
能
に

な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
必
要
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
三
つ
の
要
素
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
第
一
に
、
冷
戦
終
結
後
の
抑
止

機
能
の
低
下
を
補
う
た
め
に
、
北
朝
鮮
は
独
自
の
抑
止
力
と
し
て

核
兵
器
開
発
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
定
の
水
準
に
到
達

し
た
の
で
し
ょ
う
。
第
二
に
、
中
国
へ
の
依
存
を
拡
大
し
て
、
政
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治
的
な
立
場
を
強
化
し
、
経
済
的
な
破
綻
を
補
お
う
と
し
て
い
ま

す
。
第
三
に
、
金
正
日
総
書
記
の
健
康
不
安
を
抱
え
て
、
金
正
恩

体
制
の
構
築
を
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま

す
。し

た
が
っ
て
、
軍
事
的
な
挑
発
の
背
景
は
複
合
的
で
あ
っ
て
、

南
北
関
係
の
レ
ベ
ル
で
も
、
北
朝
鮮
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
レ
ベ

ル
で
も
、
国
際
的
か
つ
戦
略
的
な
レ
ベ
ル
で
も
理
解
可
能
で
す
。

例
え
ば
、
昨
年
の
ミ
サ
イ
ル
試
射
や
核
実
験
実
施
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
米
朝
の
交
渉
は
開
始
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
南
北
間
の
水
面

下
の
接
触
も
途
絶
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
次

核
実
験
を
実
施
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
に

代
わ
る
も
の
と
し
て
、
韓
国
哨
戒
艦
沈
没
事
件
が
発
生
し
た
と
考

え
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
で
理
解
が
可
能
な
の
で
す
。

第
一
レ
ベ
ル
で
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「
天
安
」
撃
沈
は
米
朝
交

渉
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
た
め
の
局
地
的
な
挑
発
行
為
と
し

て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
は
オ

バ
マ
政
権
や
李
明
博
政
権
の
非
核
化
優
先
の
関
与
政
策
、
言
い
換

え
れ
ば
李
明
博
大
統
領
の
〔
北
朝
鮮
の
核
放
棄
と
経
済
開
放
を
条

件
に
一
人
当
た
り
国
民
所
得
を
一
〇
年
間
で
三
千
ド
ル
に
引
き
上

げ
る
と
し
た
〕「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
」
や
ク
リ
ン
ト
ン
国

務
長
官
の
「
戦
略
的
な
忍
耐
」
の
政
策
を
明
確
に
拒
否
し
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に
は
二
度
に
わ
た
る
金
正
日
総
書
記

の
中
国
訪
問
が
伴
い
ま
し
た
。
挑
発
事
件
を
通
じ
て
、
北
朝
鮮
は

中
国
と
の
緊
密
な
関
係
を
復
活
さ
せ
、
伝
統
的
な
友
好
関
係
を
再

確
認
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
私
は
北
朝
鮮
が
「
天
安
」
沈

没
事
件
を
契
機
と
し
て
中
国
へ
の
接
近
を
開
始
し
た
の
か
、
中
国

を
巧
み
に
利
用
し
て
哨
戒
艦
撃
沈
事
件
を
引
き
起
こ
し
た
の
か
、

ど
ち
ら
だ
ろ
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
な
か
な
か
難
し
い

問
題
で
す
が
、「
天
安
」
事
件
、
す
な
わ
ち
北
朝
鮮
に
よ
る
局
地

的
な
挑
発
の
背
後
に
中
朝
接
近
や
中
国
依
存
が
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
し
ょ
う
。

第
二
の
、
戦
術
的
か
つ
南
北
関
係
の
レ
ベ
ル
で
考
え
れ
ば
、
韓

国
の
多
く
の
専
門
家
が
指
摘
し
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
は
昨
年
秋

の
西
海
岸
沖
で
発
生
し
た
南
北
海
軍
の
衝
突
事
件
に
対
す
る
報
復

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
、
韓
国
内
で
の
北
朝
鮮

の
急
変
事
態
を
め
ぐ
る
論
議
や
核
基
地
先
制
攻
撃
論
な
ど
が
北
朝

鮮
を
刺
激
し
た
と
言
え
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
北
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朝
鮮
側
は
六
月
初
め
に
韓
国
で
実
施
さ
れ
る
統
一
地
方
選
挙
を
標

的
に
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
第
三
の
、
北
朝
鮮
の
国
内
政
治
や
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
レ
ベ
ル
で
考
え
れ
ば
、
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

対
外
的
な
緊
張
を
利
用
し
な
が
ら
、
健
康
不
安
を
克
服
で
き
な
い

金
正
日
総
書
記
が
後
継
体
制
づ
く
り
を
急
い
で
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
六
月
の
最
高
人
民
会
議
で

の
国
防
委
員
会
の
人
事
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
と
思
い
ま
す

し
、
さ
ら
に
労
働
党
政
治
局
が
労
働
党
代
表
者
会
を
九
月
上
旬
に

招
集
す
る
と
い
う
決
定
を
し
ま
し
た
。
そ
の
党
代
表
者
会
で
は
労

働
党
の
最
高
指
導
機
関
の
選
挙
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。中

国
と
北
朝
鮮
の
関
係
に
つ
い
て
、
い
ま
少
し
話
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
北
朝
鮮
が
体
制
維
持
と

い
う
観
点
か
ら
中
国
の
政
治
経
済
的
な
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
特
に
八
月
の
金
日
正
総
書
記
の
東
北
地
方

歴
訪
で
は
、
中
国
革
命
時
期
の
伝
統
的
な
友
誼
や
旧
満
州
に
お
け

る
金
日
成
の
「
革
命
伝
統
」
が
強
調
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、

一
方
で
後
継
問
題
と
関
係
し
て
い
ま
し
た
が
、
他
方
で
中
国
の
東

北
経
済
開
発
と
連
結
し
て
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
経
済
支
援
を
期
待

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

中
国
で
は
、
ご
承
知
の
よ
う
に
、
延
辺
朝
鮮
族
自
治
州
、
そ
れ

か
ら
吉
林
、
長
春
と
い
う
地
域
を
含
む
図
們
江
流
域
の
開
発
計
画

を
国
家
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

将
来
的
に
は
、
こ
れ
が
北
朝
鮮
の
経
済
開
発
と
連
結
す
る
は
ず
で

す
。
東
北
開
発
の
一
部
と
し
て
北
朝
鮮
開
発
を
支
援
し
、
北
朝
鮮

の
経
済
復
興
を
助
け
な
が
ら
、
そ
れ
を
市
場
経
済
の
方
向
に
誘
導

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
意
図

が
見
て
と
れ
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
中
国
経
済
に
依
存
し

よ
う
と
す
る
北
朝
鮮
と
、
そ
れ
を
助
け
な
が
ら
も
市
場
原
理
を
導

入
さ
せ
よ
う
と
す
る
中
国
と
の
間
の
思
惑
の
違
い
、
せ
め
ぎ
合
い

と
い
っ
た
も
の
が
存
在
す
る
と
考
え
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
も
う

何
年
も
前
か
ら
、
北
朝
鮮
と
の
経
済
協
力
に
関
し
て
、
中
国
の
指

導
者
た
ち
は
「
政
府
主
導
、
企
業
中
心
、
市
場
原
理
」
と
い
う
三

原
則
を
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
今
回
も
そ
れ
が
確
認
さ
れ
た
も
の

と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
北
朝
鮮
が
生
き
残
る
た
め
に
行
っ
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て
い
る
努
力
に
我
々
が
ど
う
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
開
始
さ
れ
る
一
〇
年
か
ら
一
五
年
間
の
過

渡
期
に
お
い
て
実
は
最
も
重
要
で
す
。
金
正
日
の
三
男
で
、
後
継

者
と
目
さ
れ
る
金
正
恩
氏
は
ま
だ
二
七
歳
で
す
。
権
力
継
承
が
計

画
ど
お
り
に
進
展
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
か
ら
一
〇
年
、
一
五
年

と
い
う
過
渡
期
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
い
く
ら
急
速
に
指
導
部
の
若

返
り
を
図
っ
て
も
、
彼
の
年
齢
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
考
え
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
三
〇
歳
に
も
な
ら
な
い
金
正
恩
を
六
〇
歳
代
後
半
以

上
の
人
た
ち
が
支
え
て
も
、
そ
れ
を
後
継
体
制
と
言
え
る
で
し
ょ

う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
本
当
に
金
正
恩
体
制
が
誕
生
す
る
ま
で
に

相
当
の
時
間
が
か
か
り
、
そ
れ
ま
で
は
集
団
指
導
、
な
い
し
後
見

体
制
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
シ
ニ
カ
ル
な
見
解
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な

に
長
期
に
わ
た
る
過
渡
期
が
あ
る
は
ず
は
な
い
。
後
継
者
と
後
見

人
の
間
に
必
ず
権
力
闘
争
が
起
き
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
早
期
に
一

人
独
裁
体
制
が
誕
生
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
そ
の

権
力
闘
争
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮
の
指
導
部
が
早
期
に
自
滅
す
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お

さ
ら
、
私
た
ち
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
本
当
に
望
ま
し
い
こ
と
な
の

か
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
ど
の
よ
う
に
備
え
る
べ
き
な
の
か
と
い

う
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

率
直
に
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
は
、
外
部

か
ら
容
易
に
影
響
力
を
行
使
で
き
そ
う
に
あ
り
ま
せ
ん
。
外
部
か

ら
の
影
響
力
に
は
限
界
が
あ
る
し
、
中
国
で
さ
え
も
そ
う
で
し
ょ

う
。
暴
力
的
な
事
態
を
覚
悟
し
て
、
北
朝
鮮
に
変
化
を
強
制
す
る

こ
と
も
不
可
能
で
す
。
軍
事
的
な
圧
力
を
加
え
れ
ば
、
哨
戒
艦
が

沈
没
す
る
よ
う
な
事
件
が
何
回
起
き
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、
さ
ら

に
重
大
な
軍
事
挑
発
も
予
想
さ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
合
理
的
に
考
え
れ
ば
、
中
国
で
あ
れ
他
の
国
で

あ
れ
、
時
間
を
か
け
て
段
階
的
に
北
朝
鮮
の
変
化
を
誘
導
す
べ
き

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
李
明
博
大
統
領
の
統
一
政
策
も
、
そ
の

よ
う
な
抑
制
的
な
も
の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
た
だ
し
、
正
し
い
政
策
が
た
だ
ち
に
実
行
可
能
で
あ
る
と
は

限
り
ま
せ
ん
。
軍
事
挑
発
が
あ
る
よ
う
な
状
態
で
、
北
朝
鮮
に
経

済
支
援
を
提
供
す
る
と
か
、
国
交
正
常
化
交
渉
を
再
開
す
る
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

先
ほ
ど
尹
永
寛
（
元
）
長
官
が
話
さ
れ
た
よ
う
に
、
日
韓
が
置
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か
れ
た
立
場
や
果
た
す
べ
き
役
割
は
よ
く
似
て
い
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。
民
主
主
義
や
市
場
経
済
な
ど
、
体
制
や
価
値
観
を
共
有
す

る
だ
け
で
な
く
、
北
朝
鮮
と
の
関
係
に
関
し
て
も
非
常
に
似
て
い

る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
日
韓
は
米
中
露
の
よ
う
な
核
大

国
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
の
核
開
発
だ
け
で
な
く
、
そ
の
爆

発
や
暴
走
は
隣
接
す
る
日
韓
に
同
じ
よ
う
に
深
刻
な
問
題
を
提
起

し
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
日
韓
は
そ
の
他
の
ど
の
国
よ
り
も
分
断

体
制
の
平
和
的
な
解
消
を
必
要
と
し
て
い
ま
す
。

だ
れ
が
後
継
者
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
北
朝
鮮
の
政

治
経
済
体
制
が
ど
の
よ
う
に
変
革
さ
れ
る
か
が
重
要
で
す
。
北
朝

鮮
が
北
朝
鮮
で
あ
る
限
り
、
彼
ら
が
核
兵
器
を
放
棄
す
る
よ
う
な

こ
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
で
は
、
北
朝
鮮
が
北
朝
鮮
で
な
く
な

る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
と
は
異

な
る
政
治
経
済
体
制
を
持
つ
北
朝
鮮
に
変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
た
め
の
第
一
歩
は
や
は
り
経
済
体
制
の
変
革
、
す
な

わ
ち
開
放
・
改
革
や
市
場
原
理
の
導
入
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

中
国
の
大
国
化
や
中
朝
接
近
が
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

中
国
の
北
朝
鮮
支
援
を
ど
の
方
向
に
向
け
る
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ

う
に
う
ま
く
利
用
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
朝
鮮
半
島
の
分
断
解
消
の
た
め
に
は
、
中
国
の
軍
事

的
な
影
響
力
が
拡
大
す
る
こ
と
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
彼
ら
の
協
力
な
し
に
平
和
統
一
が
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
不
安
定
な
状
態
が
相
当
に
長
く

継
続
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
最
近
の
韓
国
哨
戒
艦
沈
没
事
件
を

通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。（
拍
手
）

小
田
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
分
断
体
制
の
克
服
と
平

和
構
築
に
つ
い
て
、
非
常
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
分
析
、
展
望
を

し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
続
き
ま
し
て
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
の
ヤ

ン
・
C
・
キ
ム
名
誉
教
授
よ
り
、「
米
朝
関
係
――
天
安
艦
と
ア

メ
リ
カ
の
対
応
を
中
心
に
」
と
い
う
演
題
で
お
話
し
い
た
だ
き
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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米
朝
関
係

――
天
安
艦
と
ア
メ
リ
カ
の
対
応
を
中
心
に

ヤ
ン
・
C
・
キ
ム

ヤ
ン
・
C
・
キ
ム
と
申
し
ま
す
。
本
日
、
米
国
の
対
北
政
策
に

つ
い
て
お
話
し
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
う

れ
し
く
思
い
ま
す
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
金
永
南
（
キ

ム
・
ヨ
ン
ナ
ム
）
最
高
人
民
会
議
常
任
委
員
長
が
八
月
二
五
日
に

演
説
し
た
内
容
の
中
で
、
核
武
装
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
文
章
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
私
が
引
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
悪
の
逆
境
の
な
か
で
鋼
鉄
の
信
念
と
「
死
生
決
断
（
死

を
決
し
て
決
断
す
る
）」
の
意
志
、
危
機
に
打
ち
勝
つ
胆
力

で
わ
が
国
を
世
界
的
な
軍
事
強
国
、
堂
々
た
る
核
保
有
国
の

地
位
に
押
し
上
げ
、
強
力
な
自
主
国
防
力
を
渇
望
し
て
き
た

わ
が
人
民
の
世
紀
の
宿
望
を
輝
か
し
く
実
現
し
て
く
だ
さ
っ

た
偉
大
な
領
導
者
・
金
正
日
同
志
の
不
滅
の
業
績
は
子
々

孫
々
に
い
た
る
ま
で
長
く
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

こ
れ
が
北
朝
鮮
指
導
部
が
核
保
有
に
付
与
し
て
い
る
意
味
で
ご

ざ
い
ま
す
。
北
朝
鮮
の
指
導
部
が
保
有
し
て
い
る
核
を
放
棄
す
る

決
定
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
多
く
の
専
門
家
が

懐
疑
的
な
意
見
を
提
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
こ
れ
か
ら
本
論
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
は
、
昨
年
四
月
の
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
、
五
月
の
核

実
験
に
対
す
る
米
国
の
認
識
、
二
つ
目
は
今
年
三
月
の
天
安
艦
の

沈
没
事
件
に
対
す
る
米
国
の
対
応
、
三
番
目
は
六
者
協
議
復
帰
問

題
に
対
す
る
北
朝
鮮
と
米
国
の
立
場
、
両
者
の
前
提
条
件
、
そ
し

て
会
談
再
開
の
展
望
、
四
つ
目
は
従
来
の
六
者
協
議
に
代
わ
る
新

し
い
協
議
機
構
の
構
築
問
題
、
五
番
目
は
オ
バ
マ
政
権
の
対
北
政

策
の
オ
プ
シ
ョ
ン
と
可
能
性
の
評
価
な
ど
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の

最
後
の
部
分
は
、
お
配
り
い
た
し
ま
し
た
資
料
集
の
論
文
に
は

載
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
私
の
報
告
に
関
し
ま
し
て
は
二
〇
分
以
内

に
要
約
し
て
お
話
し
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
話
の
順
番
を



39 シンポジウム　東アジアの平和と民主主義

変
え
ま
し
て
、
ま
ず
皆
様
に
お
配
り
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
か

ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ほ
か

の
こ
と
も
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

米
国
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
に
関
し
て
、
今
年
六
月
に
米
国
の
外

交
問
題
評
議
会
か
ら
、『
米
国
の
朝
鮮
半
島
政
策
』（U

.S
. P

o
licy

 

T
o

w
ard

 th
e

 K
o

re
an

 P
e

n
in

su
la

）
と
い
う
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
出

版
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
二
〇
名
に
及
ぶ
米
国
の
専
門
家
が
参
加

し
て
作
成
し
た
も
の
で
す
。
専
門
家
と
い
い
ま
し
て
も
、
全
員
過

去
に
共
和
党
や
民
主
党
政
権
の
高
官
と
し
て
米
国
の
対
ア
ジ
ア
政

策
に
関
与
し
た
方
々
で
す
。

こ
の
報
告
書
に
よ
り
ま
す
と
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
の
解
決
に
関

し
て
米
国
が
取
り
う
る
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
は
、
次
の
四
つ
が
あ
る

と
規
定
し
て
い
ま
す
。

第
一
、
北
朝
鮮
を
核
保
有
国
と
し
て
認
め
る
こ
と
。
す
な
わ
ち

北
朝
鮮
の
核
兵
器
を
黙
認
す
る
政
策
。
第
二
は
状
況
管
理
と
北
朝

鮮
を
封
鎖
す
る
政
策
。
三
つ
目
は
核
開
発
以
前
の
状
況
に
、
現
在

の
状
況
を
引
き
戻
す
こ
と
。
す
な
わ
ち
非
核
化
の
実
現
を
積
極
的

に
追
求
す
る
政
策
。
四
つ
目
は
北
朝
鮮
の
政
権
を
交
代
、
打
倒
す

る
政
策
で
す
。

こ
の
報
告
書
に
よ
り
ま
す
と
、
今
ま
で
オ
バ
マ
政
権
は
多
く
の

可
能
性
を
議
論
し
て
き
ま
し
た
が
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
の
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
行
動
に
お
き
ま
し
て
は
、
そ
の
関
心
や
熱
意
の

程
度
か
ら
見
て
、
真
の
努
力
を
し
て
い
な
い
と
評
価
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
オ
バ
マ
政
権
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
北
朝
鮮
の

核
開
発
に
対
応
す
る
戦
略
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
結
論

を
下
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
北
朝
鮮
の
核
保
有
を
既
成
事
実
と

し
て
認
め
る
と
い
う
大
変
深
刻
な
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ

の
報
告
書
は
警
告
し
て
い
ま
す
。

現
在
、
オ
バ
マ
政
権
が
推
進
し
て
い
る
政
策
は
、
第
二
番
目
に

述
べ
ま
し
た
オ
プ
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
状
況
管
理
、
対
北
封
鎖
政

策
の
範
疇
に
近
い
と
、
こ
の
報
告
書
は
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
し
て

現
在
の
状
況
か
ら
当
分
の
間
は
そ
の
よ
う
な
政
策
を
推
進
す
る
こ

と
は
理
解
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
が
長
期
化
す
れ
ば
北
朝
鮮
を
実
質

的
に
核
保
有
国
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
な
る
危
険
が
あ
る
の
で
、

こ
う
し
た
政
策
は
正
し
く
な
い
と
い
う
判
断
で
す
。
第
二
の
オ
プ

シ
ョ
ン
で
は
、
必
要
な
場
合
に
は
北
朝
鮮
に
対
し
、
限
定
的
で
は

あ
り
ま
す
が
、
武
力
行
使
、
ミ
サ
イ
ル
基
地
の
攻
撃
な
ど
も
想
定

で
き
る
と
い
う
内
容
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
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政
権
交
代
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
緊
張
を
激
化
さ
せ

て
、
東
北
ア
ジ
ア
の
不
安
定
性
を
高
め
る
な
ど
の
リ
ス
ク
が
大
き

い
点
、
ま
た
米
国
が
公
開
的
に
政
権
交
代
政
策
を
追
求
す
る
こ
と

に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
報
告
書

に
は
も
ち
ろ
ん
、
北
朝
鮮
問
題
の
解
決
に
は
北
朝
鮮
の
政
権
交
代

し
か
な
い
と
い
う
少
数
意
見
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

結
論
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
あ
く
ま
で
も
米
国
が
非
核
化
の

実
現
を
追
求
す
る
政
策
、
姿
勢
を
維
持
し
な
が
ら
、
当
分
は
厳
し

い
対
北
封
鎖
政
策
を
推
進
し
つ
つ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
静
か
に
、

実
質
的
に
は
北
朝
鮮
の
政
権
交
代
を
狙
う
政
策
も
含
む
ア
プ
ロ
ー

チ
を
選
択
す
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
と
、
私
は
報
告
書
か
ら
そ
の

よ
う
な
印
象
を
受
け
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
に
あ
ら
わ
れ
た
米
国

側
の
現
時
点
で
の
支
配
的
な
政
策
思
考
方
法
は
、
米
国
の
専
門
家

た
ち
が
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
概
念
化
し
て
い
る
の
か

な
ど
、
私
た
ち
が
こ
れ
か
ら
米
朝
関
係
を
分
析
、
展
望
す
る
に
当

た
っ
て
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。

次
は
、 

天
安
艦
事
件
に
対
す
る
米
国
の
対
応 

に
関
し
て
お
話
し

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
米
国
は
、
天
安
艦
撃
沈
事
件
を
同
盟
国
に

対
す
る
侵
略
行
為
だ
と
公
式
的
に
述
べ
て
い
ま
す
。
停
戦
協
定
、

国
際
法
、
国
連
憲
章
な
ど
に
対
す
る
違
反
で
あ
り
、
応
分
の
代
価

を
払
わ
せ
、
挑
発
行
為
の
再
発
を
防
ぐ
と
し
な
が
ら
、
韓
米
同
盟

の
有
効
性
、
韓
国
防
衛
の
義
務
を
守
る
確
固
た
る
意
志
を
強
調
し

て
い
ま
す
。

対
応
策
に
つ
い
て
は
韓
国
政
府
が
リ
ー
ド
し
て
決
定
し
、
米
軍

が
そ
れ
を
全
面
的
に
支
持
す
る
と
い
う
立
場
を
守
っ
て
い
ま
す
。

米
国
は
米
中
戦
略
対
話
、ア
セ
ア
ン
地
域
フ
ォ
ー
ラ
ム（
A
R
F
）、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
戦
略
対
話
、
G
20
、
国
連
安
保
理
な
ど
各
種
の

国
際
会
議
で
天
安
艦
事
件
に
関
し
て
北
朝
鮮
を
糾
弾
し
ま
し
て
、

二
度
と
挑
発
行
為
を
で
き
な
い
よ
う
に
国
際
社
会
が
強
力
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
、
全
力
を
尽
く
し

て
外
交
努
力
を
傾
け
て
き
ま
し
た
。

皆
様
も
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
G
20
で
オ
バ
マ

大
統
領
自
身
が
記
者
会
見
で
、「
米
国
外
交
の
焦
点
は
、
天
安
艦

事
件
は
明
ら
か
に
北
朝
鮮
の
し
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
世
界

に
知
ら
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
た
だ
け
に
、
こ
の
問
題
に
関

し
て
は
、
米
国
は
強
硬
な
姿
勢
で
あ
る
と
申
し
上
げ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

こ
の
安
保
理
の
議
長
声
明
に
つ
い
て
多
く
の
人
が
、
攻
撃
の
主
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体
と
し
て
北
朝
鮮
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
し
て

お
り
ま
す
。
中
国
の
反
対
に
よ
っ
て
韓
米
日
が
譲
歩
し
た
結
果
で

は
な
い
か
と
い
う
見
方
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
議
長
声
明
が
発

表
さ
れ
た
同
じ
日
の
七
月
九
日
に
、
米
国
の
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
と

国
務
省
が
そ
れ
ぞ
れ
公
式
声
明
で
表
明
し
た
内
容
に
私
た
ち
は
注

目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
声
明
に
は
、
安
保
理
が
中
国
、
ロ
シ
ア
を
含
め
て
全
会
一

致
で
、
天
安
艦
が
攻
撃
に
よ
っ
て
沈
没
し
、
そ
の
責
任
が
北
朝
鮮

に
あ
る
と
い
う
合
同
調
査
団
の
結
論
に
基
づ
い
て
、
安
保
理
が
深

い
憂
慮
を
表
明
し
、
攻
撃
を
糾
弾
す
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
国

際
社
会
に
発
信
し
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
の
行
為
を
糾
弾
し
て
い
る

と
言
え
る
文
章
に
中
国
も
賛
同
し
て
い
る
と
い
う
点
を
米
国
は
強

調
し
て
い
ま
す
。

該
当
す
る
部
分
を
英
語
で
読
ん
で
み
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ら
に
明

確
に
な
り
ま
す
。
主
体
の
存
在
を
前
提
と
す
る
「
攻
撃
」
と
い
う

単
語
が
あ
り
、
中
国
が
そ
ん
な
に
も
反
対
し
て
い
た
攻
撃
と
い
う

認
識
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
中
国
が
反
対
し
て
き
た
「
糾

弾
」
と
い
う
表
現
も
ご
ざ
い
ま
す
。
議
長
声
明
を
読
み
ま
す
と
、

攻
撃
の
主
体
が
北
朝
鮮
で
あ
る
と
安
保
理
が
判
断
し
て
い
る
と
い

う
点
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
北
朝
鮮
の
、「
自
国
と
は
無
関
係

だ
」
と
い
う
主
張
に
留
意
す
る
と
い
う
文
句
が
声
明
に
入
っ
て
い

ま
し
て
、
攻
撃
の
主
体
に
対
す
る
安
保
理
の
確
信
度
が
弱
ま
っ
た

と
は
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
中
国
政
府
が
北
朝
鮮
の
主
張
に
心
か

ら
同
意
し
、
北
朝
鮮
の
し
わ
ざ
で
あ
る
と
信
じ
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
声
明
に
同
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

安
保
理
の
会
議
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
七
月
の
下
旬
、
東
海
（
日

本
海
）
に
お
い
て
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
的
な
軍
事
演
習
が
行

わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
西
海
（
黄
海
）
で
韓
国
に
よ
る
軍
事
訓

練
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
一
〇
月
に
も
韓
米
両
国
の
軍
事
訓
練
を
行

う
と
予
測
さ
れ
ま
す
。

準
軍
事
的
な
面
に
お
き
ま
し
て
も
米
国
が
対
北
政
策
を
検
討
す

る
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
天
安
艦
事
件
は
大
変
大
き
な
衝
撃
を
与

え
ま
し
た
。
例
え
ば
戦
時
作
戦
統
制
権
移
譲
の
日
程
が
三
年
延
期

さ
れ
ま
し
た
。
天
安
艦
事
件
の
前
か
ら
議
論
の
対
象
で
は
あ
り
ま

し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
事
件
な
く
し
て
今
の
時
点
で
の
延
期
決
定

は
大
変
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
韓
米
連
合
軍
司
令
部
の
解
体
も
延
期
さ
れ
ま
し
た
。
連
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合
軍
司
令
部
の
解
体
後
に
で
き
る
二
つ
の
司
令
部
の
も
と
で
の
戦

争
遂
行
能
力
は
、
韓
国
の
防
衛
上
、
重
大
な
問
題
を
引
き
起
こ
し

た
と
思
い
ま
す
。

米
国
が
と
っ
た
対
応
措
置
の
中
で
最
も
北
朝
鮮
が
大
き
な
打
撃

を
受
け
る
と
確
信
し
て
い
る
も
の
は
、
ソ
ウ
ル
で
の
2
＋
2
会
談

直
後
に
ク
リ
ン
ト
ン
長
官
が
発
表
し
た
金
融
制
裁
で
す
。
公
表
さ

れ
た
制
裁
内
容
の
性
格
、
制
裁
対
象
だ
け
を
見
て
も
、
米
国
側
が

北
朝
鮮
の
経
済
、
ひ
い
て
は
体
制
安
定
に
重
大
な
打
撃
を
も
た
ら

す
こ
と
が
あ
り
得
ま
す
。
そ
し
て
、
今
後
の
北
朝
鮮
の
対
応
に
よ

り
ま
し
て
は
、
米
国
の
金
融
及
び
そ
の
他
の
制
裁
の
手
段
と
、
執

行
過
程
の
厳
格
化
に
影
響
を
与
え
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
北

朝
鮮
政
権
の
体
制
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
と
米
国
は
信
じ
て
お

り
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
新
し
い
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
お

話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の
論
文
の
中
で
「
天
安
艦
を
越
え

る
道
」
と
い
う
部
分
で
す
。
天
安
艦
の
沈
没
に
対
す
る
安
保
理
の

議
長
声
明
が
発
表
さ
れ
る
と
す
ぐ
、
中
国
は
六
者
協
議
の
再
開
を

提
案
し
ま
し
た
。
北
朝
鮮
は
こ
れ
に
応
え
る
よ
う
に
、
六
者
協
議

に
復
帰
す
る
努
力
を
約
束
し
て
い
ま
す
。

六
者
協
議
の
開
催
に
関
し
ま
し
て
、
韓
国
政
府
は
少
な
く
と
も

昨
日
ま
で
は
、
北
朝
鮮
が
ま
ず
天
安
艦
の
沈
没
の
責
任
を
認
め
、

再
発
防
止
を
約
束
す
る
こ
と
と
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
の
意
志
が
確

認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
早
期
再
開
に
否
定
的
な
立

場
を
と
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
韓
国
政
府

は
天
安
艦
の
問
題
と
六
者
協
議
の
開
催
の
問
題
を
直
接
結
び
つ
け

な
い
と
い
う
方
針
が
報
道
さ
れ
ま
し
た
。

米
国
政
府
も
や
は
り
早
期
開
催
に
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い

ま
す
。
安
保
理
の
議
長
声
明
後
の
公
式
的
な
記
者
会
見
で
、
米
国

政
府
は
何
度
も
同
じ
よ
う
な
立
場
を
表
明
し
て
お
り
ま
す
。
北
朝

鮮
が
先
に
す
べ
て
の
挑
発
行
為
を
中
止
し
、
二
〇
〇
五
年
九
月

一
九
日
の
六
者
協
議
の
合
意
を
実
践
す
る
こ
と
な
ど
、
非
核
化
の

意
志
が
あ
る
こ
と
を
米
国
が
信
頼
で
き
る
よ
う
、
行
動
で
証
明
し

て
ほ
し
い
と
い
う
前
提
条
件
を
は
っ
き
り
と
提
示
し
て
い
ま
す
。

北
朝
鮮
が
こ
れ
か
ら
、
中
国
に
対
す
る
配
慮
か
ら
、
ま
た
米
国

の
金
融
制
裁
な
ど
対
北
朝
鮮
制
裁
の
緩
和
を
求
め
な
が
ら
、
六
者

協
議
に
参
加
す
る
可
能
性
を
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
が
米
国
の
制
裁
条
件
を
受
け
入
れ
る
可
能

性
は
大
変
低
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
五
月
に
中
国
を
訪
問
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し
た
金
正
日
総
書
記
は
、
六
者
協
議
へ
の
早
期
復
帰
の
確
約
を
事

実
上
、
拒
否
し
ま
し
た
。

中
国
の
胡
錦
濤
主
席
に
金
総
書
記
が
、
六
者
協
議
の
再
開
の
た

め
に
は
関
係
諸
国
と
と
も
に
有
利
な
条
件
を
調
整
し
て
い
く
準
備

が
あ
る
と
い
う
立
場
を
表
明
し
た
と
い
う
の
が
中
国
の
発
表
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
有
利
な
条
件
と
い
う
の
は
、
対
北
制
裁
の
解

除
と
、
平
和
協
定
問
題
に
関
す
る
米
朝
間
の
協
議
に
お
け
る
重
要

な
進
展
、
こ
の
二
つ
を
意
味
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
が
北
朝
鮮
が

六
者
協
議
に
復
帰
す
る
前
提
条
件
で
す
。
こ
の
前
提
条
件
を
い
ま

だ
北
朝
鮮
は
撤
回
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
こ
れ
か
ら
も
堅
持
し
て
い

く
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
米
国
も
北
朝
鮮
も
、
互
い
に
前
提
条
件

を
撤
回
し
た
り
、
あ
る
い
は
相
手
の
前
提
条
件
を
破
る
と
い
う
こ

と
は
想
定
で
き
な
い
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。
そ
の
た
め
、

六
者
協
議
の
再
開
は
事
実
上
、
期
待
で
き
な
い
と
い
う
の
が
私
個

人
の
判
断
で
す
。

米
国
は
、
も
し
北
朝
鮮
が
六
者
協
議
に
復
帰
す
る
と
言
っ
た
と

し
て
も
、
非
核
化
問
題
に
お
い
て
意
味
あ
る
進
展
が
あ
る
と
は
夢

に
も
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
金
総
書
記
が
核
を
放
棄
す
る
と
い
う
考

え
は
、
米
国
政
府
は
か
な
り
前
に
断
念
し
た
状
況
で
す
。
し
た

が
っ
て
当
分
の
間
、
米
国
は
北
朝
鮮
に
対
す
る
国
際
的
包
囲
網
の

構
築
強
化
、
軍
事
的
な
抑
止
措
置
と
挑
発
対
応
措
置
の
強
化
、
既

存
の
制
裁
措
置
の
厳
格
な
履
行
、
新
し
い
追
加
的
措
置
、
特
に
金

融
制
裁
な
ど
を
通
じ
た
圧
迫
を
続
け
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
、

北
朝
鮮
が
非
核
化
を
約
束
し
て
六
者
協
議
に
復
帰
す
れ
ば
、
そ
こ

か
ら
対
話
を
通
じ
て
非
核
化
を
推
進
す
る
用
意
が
あ
る
と
い
う
の

が
米
国
の
立
場
で
す
。

米
国
政
府
は
、
北
朝
鮮
の
対
外
的
な
行
為
が
北
朝
鮮
の
深
刻
な

国
内
政
治
の
問
題
、
特
に
指
導
者
の
交
代
、
権
力
継
承
の
問
題
と

関
連
し
て
い
る
た
め
、
韓
国
に
対
す
る
直
接
的
な
攻
撃
の
可
能
性

を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
で
の
朝
鮮
半
島
の
緊
張
状
態
が
起
こ

り
得
る
不
安
定
的
な
状
況
が
、
朝
鮮
半
島
で
相
当
期
間
続
く
だ
ろ

う
と
い
う
の
が
現
在
の
認
識
で
す
。

そ
れ
な
ら
、
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
最
近
、
米
国

の
高
位
の
要
人
た
ち
に
よ
る
米
議
会
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
情
勢
に

関
す
る
論
評
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。
私
が
い
ま
要
約
し
た
よ
う

な
認
識
で
す
。
そ
う
し
た
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
は
韓
米
日

が
今
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
裁
措
置
を
厳
格
に
実
践
す
る
な
ど
、
北

朝
鮮
に
対
し
て
は
圧
迫
プ
ラ
ス
対
話
の
政
策
を
追
求
し
て
い
く
だ
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ろ
う
と
予
想
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
対
決
状
況

を
対
話
、
協
調
モ
ー
ド
に
転
換
さ
せ
る
水
面
下
の
外
交
努
力
が
必

要
だ
と
考
え
ま
す
。
出
口
戦
略
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
六
者
協
議
の
早
期
開
催
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
な

ら
、
次
の
よ
う
な
方
策
を
検
討
し
て
み
た
い
。
現
在
の
六
者
協
議

を
休
業
状
態
に
し
て
、
北
朝
鮮
核
問
題
に
限
定
せ
ず
に
議
題
を
拡

大
し
て
、
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
・
安
全
保
障
、
経
済
発
展
に
関
す

る
す
べ
て
の
問
題
を
協
議
す
る
新
し
い
機
構
を
構
築
す
る
と
い
う

案
で
す
。
そ
こ
で
は
北
朝
鮮
核
問
題
も
核
軍
縮
問
題
も
議
題
の
一

つ
に
な
り
、
参
加
国
は
既
存
の
六
カ
国
と
し
、
会
談
場
所
は
輪
番

制
で
北
京
、
平
壌
、
ソ
ウ
ル
、
東
京
、
モ
ス
ク
ワ
、
ワ
シ
ン
ト
ン

な
ど
で
行
い
ま
す
。
外
相
に
よ
る
全
体
会
議
と
次
官
級
の
実
務
会

談
を
原
則
的
に
運
営
し
、
参
加
国
は
何
の
前
提
条
件
も
つ
け
ず
に

会
談
に
参
加
し
ま
す
。
こ
の
新
し
い
六
者
協
議
の
枠
内
で
二
国

間
、
多
国
間
の
会
談
が
可
能
で
す
。
現
在
の
六
者
協
議
再
開
の
障

害
に
な
っ
て
い
る
相
互
の
前
提
条
件
が
相
殺
さ
れ
る
こ
と
で
、
中

断
さ
れ
て
い
る
二
国
間
、
多
国
間
協
議
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ま

す
。
長
官
（
大
臣
）
級
の
高
官
会
談
は
協
議
過
程
に
権
威
を
与

え
、
早
急
な
決
定
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
会
談
場
所
を
輪
番
制

に
す
る
こ
と
で
必
要
な
時
に
は
開
催
国
の
首
脳
が
た
や
す
く
関
与

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
新
た
な
協
議
に

は
北
朝
鮮
が
参
加
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。

参
加
国
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
慮
事
項
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

私
は
参
加
国
が
現
在
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
が
続
く
こ
と
よ
り

も
望
ま
し
く
、
各
国
の
利
益
が
符
合
す
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
米
国
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
現
在
の

不
安
定
な
状
況
を
管
理
し
、
時
間
稼
ぎ
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
二
〜
三
年
内
に
起
き
る
北
朝
鮮
内
部
の
変
化
を
待
つ
こ
と
も

で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
国
際
的
な
枠
の
中
で
時
間
が
か
か
っ
て

も
、
対
話
が
進
行
す
る
間
は
北
朝
鮮
の
挑
発
行
為
は
な
い
と
い
う

認
識
も
米
国
に
あ
り
ま
す
。
北
朝
鮮
内
部
の
新
政
権
の
登
場
を
待

つ
こ
と
は
、
米
国
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
の
一
つ
に
符
合
し
ま
す
。

北
朝
鮮
に
も
時
間
稼
ぎ
を
可
能
に
し
ま
す
。
核
保
有
国
と
し
て

北
朝
鮮
が
主
張
す
る
対
等
な
対
場
で
核
軍
縮
を
議
論
す
る
と
い
う

名
分
で
、
新
た
な
六
者
協
議
に
参
加
す
る
こ
と
に
賛
同
で
き
る

し
、
新
し
い
対
話
の
場
に
前
提
条
件
な
し
に
参
加
し
て
二
国
間
、

多
国
間
の
対
話
が
進
む
間
は
米
国
の
対
北
朝
鮮
武
力
行
使
は
な
い
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と
考
え
る
で
し
ょ
う
。

北
朝
鮮
が
心
配
す
る
問
題
の
一
つ
は
、
北
朝
鮮
が
長
距
離
ミ
サ

イ
ル
の
精
度
を
高
め
、
技
術
の
向
上
に
よ
り
二
〜
三
年
内
に
核
兵

器
の
小
型
化
な
ど
に
成
功
す
る
と
い
う
点
を
米
国
は
予
見
し
て
い

て
、
そ
の
状
況
で
米
国
は
軍
事
攻
撃
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
こ
と
で
す
。
な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
米
国
の
資
料
を

見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
公
然
と
提
起
さ
れ
て
お
り
、
討
論

さ
れ
て
い
る
の
が
事
実
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
米
国
か
ら
将

来
攻
撃
を
受
け
る
こ
と
を
懸
念
せ
ず
、
北
朝
鮮
が
述
べ
て
い
る
多

角
的
な
自
分
の
核
能
力
を
補
完
し
、
強
化
す
る
に
は
、
よ
い
機
会

だ
と
し
て
新
し
い
協
議
を
活
用
で
き
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
対
北
制
裁
の
措
置
に
、
漸
進
的
に
で
も
実
質
的
な
緩
和
を

期
待
で
き
る
と
、
北
朝
鮮
は
判
断
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。

最
後
に
、
韓
国
政
府
は
今
回
の
事
態
の
初
期
に
見
ら
れ
た
深
刻

な
弱
点
を
是
正
す
る
作
業
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
民
に
約
束
し

た
各
種
の
対
応
措
置
を
い
っ
た
ん
選
別
的
に
実
践
す
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
天
安
艦
事
件
を
越
え
て
関
係

国
と
協
力
し
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
新
し
い
対
話
の
枠
組
み
の
構

築
と
運
営
を
通
じ
た
諸
問
題
の
外
交
的
解
決
の
た
め
の
努
力
を
す

る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
私
の
発
表
を
こ
こ
で
終
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

小
田
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
朝
鮮
半
島
の
危
機
状
況

を
解
決
す
る
た
め
の
具
体
的
で
意
義
深
い
提
案
を
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
続
い
て
、
統
一
部
の
金
千
植
・
統
一
政
策
室
長
よ
り
ご

講
演
を
い
た
だ
き
ま
す
。

南
北
関
係
の
現
状

　
　

及
び
対
北
政
策
の
推
進
方
向

金　
　

千　

植

私
は
統
一
省
統
一
政
策
室
長
の
金
千
植
と
申
し
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
意
味
あ
る
場
に
ご
招
待
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま



46

す
。
特
に
普
段
か
ら
尊
敬
し
て
い
る
康
仁
徳（
元
）長
官
、
尹
永

寛（
元
）長
官
、
そ
し
て
皆
様
の
前
で
こ
の
よ
う
な
発
表
を
す
る

こ
と
が
で
き
ま
し
て
大
変
光
栄
に
存
じ
ま
す
。
私
の
前
に
お
話
し

い
た
だ
き
ま
し
た
小
此
木
先
生
、
尹
永
寛
教
授
、
そ
し
て
ヤ
ン
・

C
・
キ
ム
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
南
北
関
係

の
現
状
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

八
月
一
五
日
の
光
復
六
五
周
年
の
祝
辞
で
李
明
博
政
権
は
「
三

段
階
共
同
体
統
一
構
想
」
を
提
示
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、 

私
た
ち

は
与
え
ら
れ
た
分
断
状
況
の
管
理
を
越
え
て
、
平
和
統
一
を
目
標

と
す
べ
き
だ
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
た
め

に
朝
鮮
半
島
の
非
核
化
を
達
成
し
、
韓
半
島
の
安
全
と
平
和
を
保

障
す
る
平
和
共
同
体
を
構
築
し
、
南
北
間
の
包
括
的
な
交
流
・
協

力
を
通
じ
て
北
朝
鮮
の
経
済
を
画
期
的
に
発
展
さ
せ
、
南
北
間
の

経
済
的
な
統
合
を
準
備
す
る
「
経
済
共
同
体
」
を
構
築
し
、
こ
れ

を
土
台
に
、
究
極
的
に
は
制
度
の
障
壁
を
崩
し
、
す
べ
て
の
韓
民

族
の
尊
厳
と
自
由
、
そ
し
て
基
本
権
を
保
障
す
る
「
民
族
共
同

体
」
を
形
成
し
て
い
く
と
述
べ
ま
し
た
。

ま
た
、
李
明
博
大
統
領
は
統
一
に
備
え
て
、
統
一
税
な
ど
現
実

的
な
法
案
も
準
備
す
る
と
き
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
点
を
議
論
し
て
ほ
し
い
と
い
う
提
案
を
し
ま
し
た
。
統
一
税

は
今
回
の
八
月
一
五
日
の
記
念
式
の
祝
辞
で
最
も
注
目
さ
れ
る

テ
ー
マ
で
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
統
一
準
備
の
議
論
を
導
き
出
す
一
つ
の
糸
口
と
申
し

ま
す
か
、
統
一
問
題
を
議
論
す
る
の
に
最
も
現
実
的
で
実
感
で
き

る
統
一
税
の
問
題
を
掲
げ
る
こ
と
で
、
統
一
を
非
常
に
現
実
的
か

つ
具
体
的
に
考
え
さ
せ
、
議
論
を
現
実
的
な
土
台
の
上
に
進
め
、

そ
し
て
統
一
を
現
実
的
に
準
備
し
て
い
こ
う
と
い
う
趣
旨
で
公
論

化
を
提
示
し
た
も
の
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

統
一
は
も
ち
ろ
ん
費
用
が
か
か
り
負
担
に
な
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
そ
れ
に
劣
ら
な
い
価
値
を
創
出
し
ま
す
し
、
便
益
も
創
出
し

ま
す
。
分
断
国
家
か
ら
統
一
国
家
に
な
っ
た
際
に
、
そ
れ
に
よ
り

起
こ
る
政
治
的
、
歴
史
的
、
象
徴
的
価
値
と
国
家
地
位
の
上
昇

は
、
経
済
的
計
算
価
値
を
越
え
る
、
と
て
つ
も
な
く
大
き
い
も
の

で
す
。
統
一
に
は
費
用
が
か
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
経
済
的
に
計

算
で
き
る
具
体
的
な
便
益
も
大
変
大
き
い
も
の
で
し
ょ
う
。
つ
ま

り
、
分
断
に
よ
っ
て
発
生
す
る
す
べ
て
の
費
用
が
削
減
で
き
る
だ

け
な
く
、
経
済
的
に
新
し
い
投
資
機
会
が
来
ま
す
。
そ
し
て
、
統

一
さ
れ
れ
ば
大
陸
と
も
連
携
で
き
る
点
が
あ
り
ま
す
の
で
、
よ
り
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富
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
統
一
に
関
連
す
る
も
ろ
も
ろ
の
側
面
を
総
合
的
か

つ
現
実
的
に
議
論
し
て
み
て
現
実
的
な
統
一
準
備
を
す
る
と
い
う

の
が
、
統
一
税
の
話
題
が
持
つ
意
味
で
す
。

こ
れ
は
単
純
に
税
金
を
集
め
よ
う
と
い
う
次
元
を
超
え
る
問
題

で
す
。
ま
た
、
た
だ
ち
に
統
一
税
を
集
め
よ
う
と
い
う
も
の
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
統
一
税
の
提
案
は
、
北
朝
鮮
の
急
変
に
備
え
る
も

の
と
し
て
一
部
誤
解
を
受
け
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
も
そ
の
よ
う
に

主
張
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
韓
国
政
府
は
公
式
的
に
北
朝
鮮
の

急
変
事
態
を
想
定
し
た
統
一
議
論
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
の

急
変
が
簡
単
に
起
こ
る
と
い
う
仮
定
も
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は

一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
少
し
違
い
ま
す
。
政
府
の
公
式

的
な
見
解
は
、
三
段
階
共
同
体
構
想
や
民
族
共
同
体
統
一
方
案
は

南
北
朝
鮮
の
共
同
体
形
成
と
い
う
中
長
期
的
で
漸
進
的
な
平
和
統

一
を
想
定
し
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

韓
国
は
平
和
統
一
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
一
九
八 

九
年
に
既
に
民
族
共
同
体
の
統
一
方
案
を
公
式
的
に
採
択
い
た
し

ま
し
た
。
そ
の
基
本
的
な
哲
学
は
、
南
北
に
二
つ
の
体
制
が
存
立

し
て
お
り
、
異
質
性
が
高
い
状
況
で
急
激
な
国
家
制
度
の
統
一
は

難
し
い
と
見
て
い
ま
す
。
ま
ず
民
族
共
同
体
の
形
成
を
通
じ
た
統

一
、
す
な
わ
ち
民
族
社
会
の
統
合
を
通
じ
た
国
家
制
度
の
統
一
を

追
求
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
大
変
段
階
的
か
つ
漸
進
的
で
あ
り
、
時

間
の
か
か
る
問
題
だ
と
見
て
お
り
ま
す
。
南
北
間
で
の
共
同
体
を

構
築
す
る
方
法
は
、
相
互
の
開
放
の
拡
大
、
そ
し
て
接
触
と
交
流

協
力
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

基
本
的
に
大
韓
民
国
の
統
一
政
策
と
対
北
政
策
は
歴
代
の
政
府

を
経
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
方
向
で
一
貫
性
を
保
っ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
過
程
で
障
害
要
因
が
多
く
、
な
か
で
も
最
大

の
障
害
要
因
は
北
朝
鮮
の
核
問
題
で
し
た
。
一
九
九
三
年
に
金
泳

三
政
権
は
大
変
前
向
き
な
構
想
を
持
っ
て
発
足
し
ま
し
た
が
、
北

朝
鮮
の
N
P
T
脱
退
で
初
盤
か
ら
挫
折
し
、
第
一
次
核
危
機
が

一
九
九
四
年
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
合
意
で
解
消
さ
れ
る
局
面
に
入
り
な

が
ら
、
私
た
ち
は
北
朝
鮮
に
軽
水
炉
発
電
所
を
建
設
す
る
と
い
う

合
意
を
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
合
意
が
履
行
さ
れ
始
め
た
と
き

に
金
大
中
政
権
が
ス
タ
ー
ト
し
、
金
大
中
政
権
は
太
陽
政
策
と
呼

ば
れ
る
対
北
和
解
協
力
を
積
極
的
に
推
進
し
ま
し
た
。
し
か
し
、

二
〇
〇
二
年
に
北
朝
鮮
の
ウ
ラ
ン
濃
縮
疑
惑
が
提
起
さ
れ
て
か

ら
、
対
北
和
解
・
協
力
政
策
は
紆
余
曲
折
を
経
る
こ
と
に
な
り
、
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二
〇
〇
六
年
に
北
朝
鮮
の
核
実
験
に
よ
っ
て
根
本
的
な
検
討
の
契

機
を
迎
え
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
核
問
題
が
起
こ
り
ま
す
と
、
南
北

関
係
の
発
展
は
難
し
い
と
い
う
の
が
過
去
の
経
験
で
す
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
二
〇
〇
八
年
に
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た

李
明
博
政
権
は
、
北
朝
鮮
核
問
題
が
悪
化
し
た
情
勢
と
国
民
の
既

存
の
政
策
推
進
に
対
す
る
批
判
を
考
慮
し
ま
し
て
、
対
北
政
策
に

お
き
ま
し
て
二
つ
の
基
本
的
な
原
則
を
提
示
し
ま
し
た
。

第
一
に
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
を
優
先
的
な
課
題
と
し
て
提
示
し

ま
し
た
。
政
府
は
北
朝
鮮
問
題
が
存
在
す
る
限
り
、
朝
鮮
半
島
の

真
の
平
和
も
、
ま
た
真
の
南
北
間
の
協
力
も
難
し
い
と
考
え
ま
し

た
。「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
」
は
北
朝
鮮
核
問
題
の
解
決
が

大
変
重
要
だ
と
認
識
し
、
解
決
へ
の
誘
導
を
促
進
す
る
た
め
の
提

案
と
し
て
提
示
さ
れ
ま
し
た
。

二
つ
目
に
、
李
明
博
政
権
が
強
調
し
て
い
る
の
は
南
北
朝
鮮
が

相
互
に
尊
重
す
る
な
か
で
互
恵
的
な
協
力
を
し
て
い
こ
う
と
い
う

立
場
を
打
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
の
間
、
南
北
関
係
が
進

展
す
る
な
か
で
も
国
民
の
批
判
は
相
当
強
か
っ
た
の
で
す
。
代
表

的
な
批
判
は
、
南
北
関
係
が
一
方
的
で
な
い
か
、
ま
た
常
識
外
れ

の
進
み
方
を
し
て
い
る
の
で
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
李
明
博
政
権
は
国
民
の
批
判
を
受
け
入
れ
て
、
南
北

関
係
を
正
常
な
方
向
に
発
展
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、
南
北
関
係
も
今
や
常
識
と
原
則
に
の
っ
と
っ
て
進
め
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
し
た
。

李
明
博
政
権
は
こ
の
よ
う
な
原
則
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
柔
軟

に
南
北
関
係
を
導
こ
う
と
し
て
い
ま
す
。
政
策
の
基
調
で
は
、
先

ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
続
け
ら

れ
て
き
た
対
北
包
容
政
策
の
基
本
立
場
を
維
持
し
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
非
核
化
と
態
度
変
化
を
強
く
要
求
し
な

が
ら
も
、
以
前
か
ら
進
め
ら
れ
て
き
た
南
北
間
の
経
済
協
力
事
業

と
交
流
協
力
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
原
則
の

あ
る
対
北
包
容
政
策
と
も
言
え
ま
す
。

次
は
、
対
北
人
道
支
援
は
引
き
続
き
続
け
る
と
い
う
立
場
を
と

り
ま
し
た
。
二
〇
〇
八
年
に
国
家
元
首
に
対
す
る
非
難
が
続
け
ら

れ
ま
し
た
が
、
二
度
に
わ
た
っ
て
食
糧
支
援
を
提
案
し
ま
し
た
。

最
近
、
天
安
艦
事
件
の
よ
う
な
重
大
な
状
況
の
中
で
も
、
純
粋
な

人
道
支
援
は
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て

お
り
ま
す
。

現
在
、
南
北
間
の
大
き
な
問
題
は
、〔
二
〇
〇
〇
年
六
月
金
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大
中
大
統
領
と
金
正
日
総
書
記
に
よ
る
〕「
六
・
一
五
共
同
宣

言
」
と
〔
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
盧
武
鉉
大
統
領
と
金
総
書
記
の
〕

「
一
〇
・
四
宣
言
」
で
す
。
政
府
は
こ
の
宣
言
に
つ
い
て
尊
重
し
、

こ
の
履
行
問
題
は
南
北
対
話
を
通
じ
て
協
議
す
べ
き
だ
と
い
う
立

場
を
引
き
続
き
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
南
北
間
の
懸
案

問
題
を
協
議
す
る
た
め
に
、
南
北
対
話
を
行
う
と
い
う
こ
と
を
何

度
も
提
案
し
て
い
ま
す
。
李
明
博
政
権
は
こ
の
よ
う
な
政
策
方
向

を
、
南
北
間
の
相
生
と
共
栄
で
あ
る
と
表
明
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
北
朝
鮮
は
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策
を
拒
否
し
て
お

り
ま
す
。
北
朝
鮮
は
、
李
明
博
政
権
の
初
期
に
二
つ
の
点
を
要
求

し
ま
し
た
。

一
つ
は
、「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
」
の
撤
回
で
す
。
北
朝

鮮
は
「
非
核
・
開
放
・
三
〇
〇
〇
」
を
、
ま
ず
先
に
、
核
廃
棄

論
、
つ
ま
り
核
問
題
が
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
何
も
し
な
い
と
い
う

ふ
う
に
歪
曲
し
て
宣
伝
し
ま
し
た
。
ま
た
、
李
明
博
政
権
の
核
問

題
重
視
政
策
に
対
し
て
は
、
核
問
題
は
米
国
の
敵
対
視
政
策
に

よ
っ
て
生
ま
れ
た
問
題
で
あ
る
た
め
、
米
国
と
の
対
話
を
通
じ
て

解
決
す
る
つ
も
り
で
あ
り
、
韓
国
は
こ
の
問
題
を
北
朝
鮮
と
議
論

す
る
必
要
が
な
い
と
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
六
・
一
五
共
同
宣
言
と
一
〇
・
四
宣
言
を
そ
の
ま
ま
履

行
す
る
よ
う
要
求
し
ま
し
た
。
北
朝
鮮
は
李
明
博
政
権
が
六
・
一 

五
共
同
宣
言
と
一
〇
・
四
宣
言
を
無
視
し
、
破
棄
し
よ
う
と
す
る

も
の
だ
と
考
え
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ

う
に
、
李
明
博
政
権
は
六
・
一
五
共
同
宣
言
と
一
〇
・
四
宣
言
を

尊
重
し
て
お
り
ま
す
し
、
そ
の
履
行
問
題
を
南
北
対
話
を
通
じ
て

協
議
し
て
い
く
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
北
朝
鮮
は
対
話
を
拒
否
し
、
六
・
一
五
共
同
宣

言
と
一
〇
・
四
宣
言
を
無
条
件
で
履
行
す
る
よ
う
要
求
し
て
い
ま

す
。
六
・
一
五
共
同
宣
言
と
一
〇
・
四
宣
言
の
構
造
を
見
ま
す

と
、
履
行
の
た
め
に
対
話
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
民
主
国
家
に
お
い
て
、
政
策
の
継
承
と
変
化
、
発
展

は
体
制
の
基
本
的
な
属
性
で
す
。
北
朝
鮮
は
こ
の
点
を
見
過
ご
し

て
お
り
、
過
去
の
合
意
を
無
条
件
で
そ
の
ま
ま
認
め
、
履
行
す
る

よ
う
に
要
求
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
政
権
交
代
に
対
す
る
認
識

が
不
足
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
北
朝
鮮
は
李
明
博
政
権

を
信
じ
ず
、
政
府
の
対
北
政
策
を
拒
否
し
、
韓
国
に
対
し
て
敵
対

的
な
行
動
を
と
っ
て
い
ま
す
。

李
明
博
政
権
が
発
足
し
て
一
カ
月
た
ち
ま
し
て
、
北
朝
鮮
は
す
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べ
て
の
南
北
対
話
の
接
触
を
中
断
し
ま
し
た
。
李
明
博
政
権
を
名

指
し
で
誹
謗
中
傷
し
ま
し
た
。
そ
し
て
同
年
七
月
一
一
日
に
、
金

剛
山
の
観
光
客
が
北
朝
鮮
の
軍
人
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
事
件
が
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
金
剛
山
観
光
が
中
断
さ
れ
、
南
北
関

係
は
悪
化
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
二
〇
〇
九
年
に
は
、
私

た
ち
が
衝
撃
を
受
け
た
長
距
離
ロ
ケ
ッ
ト
発
射
と
か
、
第
二
次
核

実
験
を
行
う
こ
と
で
国
連
安
保
理
の
制
裁
を
受
け
、
南
北
関
係
は

さ
ら
に
悪
化
い
た
し
ま
し
た
。

米
国
の
オ
バ
マ
政
権
は
ス
タ
ー
ト
当
時
か
ら
北
朝
鮮
に
対
話
を

提
案
し
ま
し
た
が
、
北
朝
鮮
は
反
応
を
見
せ
ず
、
む
し
ろ
ロ
ケ
ッ

ト
発
射
と
核
実
験
と
い
う
挑
発
を
行
う
こ
と
で
、
ヤ
ン
・
C
・
キ

ム
教
授
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
米
国
は
北
朝
鮮
に
対
す
る
不

信
を
大
変
強
め
て
お
り
ま
す
。

資
料
集
の
「
最
近
の
現
況
」（
三
五
頁
）
に
つ
い
て
、
幾
つ
か

お
話
し
し
ま
す
。
北
朝
鮮
は
二
〇
一
〇
年
三
月
二
六
日
、
韓
国
の

領
海
に
ひ
そ
か
に
侵
入
し
ま
し
て
、
海
軍
哨
戒
艦
で
あ
る
天
安
艦

を
魚
雷
で
攻
撃
し
、
沈
没
さ
せ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
は
大
韓
民
国

を
攻
撃
し
た
北
朝
鮮
の
軍
事
的
な
挑
発
で
あ
り
、
南
北
基
本
合
意

書
と
停
戦
協
定
、
国
連
憲
章
に
正
面
か
ら
違
反
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
今
ま
で
北
朝
鮮
に
対
し
て
耐
え
て
き
た
韓
国
と
し
て
も
、

到
底
黙
っ
て
見
過
ご
せ
な
い
行
動
で
す
。

こ
の
よ
う
な
北
朝
鮮
の
挑
発
が
続
く
の
で
あ
れ
ば
、
南
北
間
の

関
係
の
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
が
挑
発

を
し
た
と
し
て
も
何
の
制
裁
も
受
け
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
挑

発
が
黙
認
さ
れ
る
事
態
が
繰
り
返
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
正
常
な
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
正
常
な
南
北
関
係
を
築
く

た
め
に
、
政
府
は
断
固
た
る
措
置
を
と
っ
て
お
り
ま
す
。

政
府
は
五
月
二
四
日
に
国
民
向
け
の
談
話
を
通
じ
て
、
北
朝
鮮

に
対
し
、
天
安
艦
事
件
に
対
す
る
謝
罪
と
関
係
者
の
処
罰
な
ど
、

責
任
あ
る
措
置
を
と
る
こ
と
を
要
求
し
、
南
北
交
流
協
力
を
中
断

し
ま
し
た
。
た
だ
、
開
城
工
団
事
業
は
そ
の
特
殊
性
を
考
慮
し
て

維
持
し
、
北
朝
鮮
の
社
会
的
弱
者
を
対
象
に
し
た
純
粋
な
人
道
支

援
は
続
け
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
と
と
も
に
、
国
連
安

保
理
の
議
長
声
明
の
採
択
や
韓
米
合
同
訓
練
の
実
施
な
ど
、
外
交

や
軍
事
的
な
措
置
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
は
天

安
艦
事
件
に
対
す
る
客
観
的
か
つ
科
学
的
な
調
査
結
果
を
否
認

し
、
核
抑
止
力
に
よ
る
北
朝
鮮
の
報
復
聖
戦
を
開
始
す
る
と
述
べ

る
な
ど
脅
し
を
か
け
て
い
ま
す
。
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た
だ
し
、
北
朝
鮮
が
安
保
理
議
長
声
明
が
採
択
さ
れ
た
後
、
六

者
協
議
の
再
開
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
極
め
て
異
例
で
す
。
北

朝
鮮
は
昨
年
、
六
者
協
議
に
は
絶
対
に
応
じ
な
い
と
し
て
い
ま
し

た
が
、
天
安
艦
事
件
で
制
裁
が
強
化
さ
れ
た
時
点
で
六
者
協
議
再

開
を
持
ち
出
し
ま
し
た
。
特
に
北
朝
鮮
の
金
正
日
国
防
委
員
長
は

八
月
に
訪
中
し
た
際
、
中
朝
首
脳
会
談
を
通
じ
て
六
者
協
議
の
早

期
再
開
を
望
む
立
場
を
表
明
し
た
と
新
華
社
が
報
道
し
ま
し
た
。

最
近
、
北
朝
鮮
は
外
見
上
、
融
和
的
に
見
え
る
幾
つ
か
の
対
南

措
置
を
と
り
ま
し
た
。
九
月
四
日
、
大
韓
赤
十
字
社
が
水
害
に
対

す
る
緊
急
支
援
物
資
を
提
供
す
る
と
い
う
提
案
に
、
コ
メ
と
セ
メ

ン
ト
、
水
害
復
旧
装
備
を
送
っ
て
ほ
し
い
と
要
請
し
ま
し
た
。
九

月
七
日
に
は
北
朝
鮮
の
経
済
水
域
を
侵
し
た
と
し
て
三
〇
日
間
抑

留
し
て
い
た
デ
ス
ン
号
と
そ
の
船
員
を
送
還
し
ま
し
た
。
そ
の
三

日
後
に
は
今
年
の
秋
夕
（
旧
盆
）
に
合
わ
せ
て
離
散
家
族
の
再
会

行
事
を
金
剛
山
で
行
う
こ
と
を
提
案
し
、
そ
れ
を
契
機
に
人
道
的

協
力
が
活
性
化
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に

し
ま
し
た
。
支
援
を
要
請
し
た
も
の
と
思
い
ま
す
。

政
府
は
発
足
し
て
以
来
、
過
去
二
年
半
の
間
、
一
貫
し
た
政
策

基
調
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
。
北
朝
鮮
の
威
嚇
と
挑
発
に
揺
ら
ぐ

こ
と
な
く
、
原
則
に
基
づ
く
健
全
な
南
北
関
係
の
発
展
を
追
求
し

て
き
ま
し
た
。
政
府
は
こ
う
し
た
立
場
を
北
朝
鮮
に
は
っ
き
り
と

伝
え
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

現
在
、
南
北
関
係
は
天
安
艦
事
件
に
よ
っ
て
開
城
工
業
団
地
事

業
と
人
道
的
支
援
以
外
は
す
べ
て
ス
ト
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
北
朝

鮮
は
相
当
な
経
済
的
損
失
を
被
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
米
国
を
は
じ
め
と
す
る
国
際
社
会
の
対
北

制
裁
も
一
層
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
〇
九
年
末
の
貨
幣
改
革

も
失
敗
し
た
こ
と
で
物
資
の
不
足
が
さ
ら
に
悪
化
し
、
社
会
統
制

と
計
画
経
済
の
復
元
の
た
め
に
閉
鎖
し
よ
う
と
し
た
市
場
を
再
び

開
い
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
金
正
日
委
員
長
は
健
康
悪

化
に
よ
り
三
代
世
襲
を
急
い
で
い
ま
す
。
今
回
、
労
働
党
代
表
者

会
の
開
催
も
そ
れ
と
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
北
朝
鮮
と
し
て
は
大
変
重
要
な
政
治
プ
ロ
セ
ス
が
進
行
し
て

い
ま
す
が
、
経
済
事
情
と
外
部
環
境
が
極
め
て
劣
悪
だ
と
い
う
状

況
で
す
。

金
正
日
委
員
長
の
異
例
の
訪
中
、
カ
ー
タ
ー
元
米
大
統
領
の
招

請
、
そ
し
て
六
者
協
議
再
開
の
意
志
表
明
、
対
南
措
置
な
ど
最
近

の
北
朝
鮮
の
対
外
措
置
は
こ
う
し
た
内
部
事
情
と
関
連
が
あ
る
と
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思
い
ま
す
。

し
か
し
、
北
朝
鮮
は
こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
り
な
が
ら
も
、
非

核
化
を
完
全
に
し
よ
う
と
い
う
意
志
を
示
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
天

安
艦
事
件
に
関
し
ま
し
て
も
、
い
か
な
る
責
任
あ
る
措
置
も
と
っ

て
い
ま
せ
ん
。

韓
国
の
「
政
策
方
向
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま

す
。政

府
は
今
後
も
原
則
に
基
づ
い
た
健
全
で
正
常
な
南
北
関
係
の

発
展
を
追
求
し
ま
す
。
南
北
は
お
互
い
に
尊
重
し
、
互
恵
的
な
協

力
関
係
を
つ
く
り
ま
す
。
南
北
関
係
が
一
方
的
に
進
め
ら
れ
る
の

は
望
ま
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
南
北
対
話
も
真
の
対
話
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
南
北
関
係
に
お
い
て
は
経
済
問
題

だ
け
を
扱
い
、
政
治
・
軍
事
、
戦
略
的
な
問
題
は
米
国
と
取
り
扱

う
と
い
う
姿
勢
は
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
現

在
、
韓
半
島
の
核
心
の
事
案
で
あ
る
核
問
題
を
韓
国
は
取
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
態
度
も
改
め
る
べ
き
で
す
。
韓
国
政

府
は
、
政
治
的
な
状
況
と
は
関
係
な
く
、
純
粋
な
人
道
問
題
は
人

道
的
次
元
で
優
先
的
に
続
け
て
い
く
は
ず
で
あ
り
ま
す
。 

天
安

艦
事
件
後
も
人
道
的
支
援
を
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
レ
ベ

ル
で
離
散
家
族
の
再
会
と
国
軍
捕
虜
・
拉
致
被
害
者
の
問
題
も
、

政
治
的
な
状
況
と
は
関
係
な
く
解
決
へ
の
努
力
を
続
け
て
い
く
つ

も
り
で
す
。
北
朝
鮮
も
こ
の
よ
う
な
人
道
的
な
問
題
は
、
条
件
な

し
で
解
決
す
る
方
向
に
進
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
人
道
的
な
レ
ベ
ル
で
、
新
義
州
の
水
害
被
災
民
ら
に

一
〇
〇
億
ウ
ォ
ン
相
当
の
コ
メ
五
〇
〇
〇
ト
ン
、
セ
メ
ン
ト
を

一
万
ト
ン
、
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
三
〇
〇
万
個
を
早
急
に
送
る
予
定

で
す
。
し
か
し
、
内
部
で
議
論
さ
れ
て
い
る
大
規
模
な
食
糧
支
援

問
題
は
、
純
粋
な
人
道
的
な
レ
ベ
ル
を
超
え
る
問
題
と
し
て
考
え

て
お
り
ま
す
。
人
道
支
援
と
は
別
途
の
基
準
と
検
討
が
必
要
で

す
。天

安
艦
事
件
は
北
朝
鮮
が
責
任
を
持
っ
て
解
決
す
べ
き
で
す
。

韓
国
社
会
の
一
部
で
は
天
安
艦
事
件
に
関
連
し
、
韓
国
政
府
が
出

口
を
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
が
ご
ざ
い
ま
す
。

し
か
し
、
政
府
は
こ
れ
を
検
討
せ
ず
に
い
ま
す
。
四
六
名
の
犠
牲

者
が
い
て
、
当
時
、
国
民
が
受
け
た
傷
が
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
政
府
が
何
も
な
か
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
や
り

す
ご
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
は
天
安
艦
事
件
に
つ
い
て

韓
国
民
が
納
得
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
と
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
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す
。核

問
題
の
解
決
の
た
め
の
六
者
協
議
は
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
を

実
質
的
に
進
展
で
き
る
協
議
に
す
べ
き
だ
と
の
立
場
で
す
。
こ
の

た
め
に
は
北
朝
鮮
の
心
か
ら
非
核
化
を
す
る
と
い
う
意
志
が
重
要

で
す
。
北
朝
鮮
が
核
問
題
を
解
決
し
な
い
限
り
、
国
際
社
会
は
北

朝
鮮
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
韓
国
も
、
本
格
的
な
協
力

を
行
う
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
な
い
と
、
北
朝
鮮
は
経
済
的
な
危
機
か
ら
脱
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
北
朝
鮮
が
非
核
化
の
決
断
を
す
れ

ば
、
韓
国
は
北
朝
鮮
の
経
済
発
展
の
た
め
に
全
面
的
な
支
援
を
行

う
つ
も
り
で
す
。
し
か
し
、
会
談
の
た
め
の
会
談
は
し
な
い
と
い

う
立
場
を
と
っ
て
い
る
と
申
し
上
げ
て
、
私
の
発
表
を
終
わ
り
ま

す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

小
田
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
南
北
関
係
改
善
の
政
策

方
向
に
つ
き
ま
し
て
、
詳
細
な
ご
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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第
二
部　

報
告
と
討
論

康　

た
だ
い
ま
か
ら
第
二
部
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第

二
部
は
南
北
間
の
問
題
を
中
心
に
北
朝
鮮
内
部
の
問
題
を
検
討

し
、
そ
し
て
中
国
と
北
朝
鮮
と
の
経
済
協
力
、
そ
し
て
日
本
の
対

北
朝
鮮
政
策
な
ど
を
と
も
に
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
第
一
の
「
北
朝
鮮
の
貨
幣
改
革
と
住
民
の
生
活
水

準
の
変
化
」
に
つ
い
て
、
極
東
問
題
研
究
所
北
韓
研
究
室
長
の
洪

性
国
先
生
の
報
告
が
ご
ざ
い
ま
す
。
経
済
的
な
問
題
で
す
の
で
、

で
き
れ
ば
統
計
の
数
字
な
ど
は
省
略
し
て
、
一
五
分
以
内
に
お
話

し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

北
朝
鮮
の
貨
幣
改
革
と

　
　

住
民
の
生
活
水
準
の
変
化

洪　
　

性　

国

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
極
東
問
題
研
究
所
の
洪

性
国
と
申
し
ま
す
。
ま
ず
は
、
日
韓
共
同
で
開
催
さ
れ
ま
す
こ
の

よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
テ
ー
マ
発
表
者
と
し
て
参
加
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
大
変
う
れ
し
く
存
じ
ま
す
。

本
日
ご
報
告
い
た
し
ま
す
演
題
で
す
が
、
北
朝
鮮
の
貨
幣
改

革
（
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
と
そ
れ
以
降
の
北
朝
鮮
住
民
の
生
活

水
準
の
変
化
に
つ
い
て
で
す
。
実
は
北
朝
鮮
の
貨
幣
改
革
は
去
年

既
に
実
行
さ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
時
事
性
が
あ
ま

り
な
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
、
貨
幣
改
革
と
い
う

の
は
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
し
、
今
で
も
そ
の
影
響
が

あ
っ
て
引
き
続
き
尾
を
引
い
て
い
る
問
題
で
す
の
で
、
い
ま
一
度
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考
え
て
み
る
価
値
は
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
し
て
、
皆
様
方
と
一

緒
に
振
り
返
っ
て
み
る
べ
き
重
大
な
事
項
だ
と
考
え
て
お
り
ま

す
。ま

ず
、
我
々
の
資
本
主
義
社
会
と
北
朝
鮮
体
制
と
は
違
う
と
い

う
こ
と
を
強
調
す
る
意
味
で
、
北
朝
鮮
に
お
け
る
貨
幣
改
革
が
ど

の
よ
う
な
意
味
合
い
を
持
つ
の
か
、
そ
の
含
意
を
こ
こ
で
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
点
目
で
す
が
、
北
朝
鮮
に
と
っ
て
貨
幣

改
革
は
経
済
手
段
を
借
り
た
政
治
的
な
処
方
箋
で
あ
る
と
、
私
は

こ
の
よ
う
に
強
調
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

北
朝
鮮
経
済
は
、
資
本
主
義
経
済
と
は
違
っ
て
政
治
が
支
配
す

る
経
済
で
す
。
端
的
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
北
朝
鮮
当
局
は
経
済

的
必
要
だ
け
の
た
め
に
経
済
政
策
や
措
置
を
講
じ
る
こ
と
は
ま
れ

で
す
。
こ
れ
ま
で
北
朝
鮮
当
局
は
機
会
あ
る
ご
と
に
、
北
朝
鮮
経

済
は
政
治
と
経
済
が
一
体
化
し
た
経
済
だ
と
強
調
し
て
き
ま
し
た

が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
こ
れ
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
。
北
朝
鮮
は
強

力
な
中
央
集
権
体
制
を
強
化
さ
せ
る
た
め
に
、
ほ
と
ん
ど
の
経
済

措
置
を
推
進
し
て
き
た
と
言
え
ま
す
。

多
く
の
専
門
家
ら
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
鎮
静
化
の
た
め

に
今
回
の
貨
幣
改
革
を
行
っ
た
の
だ
と
主
張
し
て
お
り
ま
す
が
、

私
は
こ
の
主
張
に
対
し
て
同
意
し
て
い
ま
せ
ん
。
貨
幣
改
革
以

降
、
こ
の
貨
幣
改
革
が
北
朝
鮮
に
お
い
て
も
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
落
ち
着
か
せ
る
と
い
う
効
果
は
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

し
か
し
こ
れ
は
一
時
的
な
事
象
で
、
北
朝
鮮
当
局
が
イ
ン
フ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
鎮
静
化
を
目
的
と
し
て
貨
幣
改
革
を
し
た
と
断
言
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
遊
休
通
貨
、
つ
ま
り
北
朝
鮮
に
死
蔵
さ
れ
て
い
る
通
貨

を
吸
収
す
る
た
め
に
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
と
断
言
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
今
日
の
北
朝
鮮
の
商
品
の
流
通
は
、
事

実
上
か
つ
て
あ
り
ま
し
た
交
換
方
法
に
よ
る
商
品
の
流
通
、
あ
る

い
は
北
朝
鮮
当
局
に
よ
り
ま
す
一
方
的
な
社
会
主
義
的
な
供
給
・

流
通
方
法
で
は
な
い
と
申
し
上
げ
ら
れ
ま
す
。
既
に
取
引
の
形
へ

と
変
化
し
つ
つ
あ
る
状
況
に
達
し
て
い
ま
す
。
農
民
市
場
の
取
引

と
い
う
状
況
に
変
わ
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
中
央
供
給
と
い
う
形

の
取
引
方
法
は
無
現
金
の
形
で
も
っ
て
政
府
の
介
入
の
部
門
に
の

み
残
っ
て
お
り
ま
す
が
、
事
実
上
こ
の
市
場
通
貨
は
な
く
な
っ
た

と
申
し
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
遊
休
通
貨
吸
収
の
た
め
に
貨
幣
改

革
を
断
行
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
状
況
で
す
。

ま
た
、
遅
く
な
っ
て
い
る
通
貨
の
流
通
速
度
を
迅
速
に
す
る
た



56

め
に
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
断
行
し
た
と
も
言
え
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
北
朝
鮮
は
供
給
経
済
だ
っ
た
と
き
は
死
蔵
さ
れ
た
通

貨
が
多
か
っ
た
の
で
通
貨
の
流
通
速
度
が
遅
か
っ
た
。
そ
れ
で
四

回
に
わ
た
る
貨
幣
改
革
を
行
う
と
き
に
北
朝
鮮
の
悩
み
は
、
北
朝

鮮
は
流
通
速
度
が
遅
か
っ
た
が
た
め
に
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を

行
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
今
は
取
引
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
既

に
闇
市
や
農
民
市
場
が
存
在
し
て
お
り
ま
す
の
で
通
貨
の
流
通
速

度
が
非
常
に
速
く
な
っ
て
い
る
状
況
で
、
そ
れ
で
貨
幣
改
革
を
行

う
理
由
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

既
に
住
民
同
士
の
取
引
を
通
じ
て
流
通
速
度
が
非
常
に
速
く

な
っ
て
い
る
状
況
で
す
の
で
、
通
貨
の
流
通
速
度
を
速
く
す
る
た

め
に
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
断
行
し
た
と
い
う
の
も
難
し
く
な
っ

て
お
り
ま
す
。

だ
と
す
る
と
、
北
朝
鮮
に
お
け
る
貨
幣
改
革
と
は
ど
ん
な
も
の

で
あ
る
の
か
。
貨
幣
改
革
は
最
近
、
金
正
日
の
健
康
異
常
を
機
に

取
り
ざ
た
さ
れ
て
お
り
ま
す
北
朝
鮮
の
後
継
者
問
題
と
無
縁
で
は

な
い
だ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
政
治
問
題
と
連
携
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

非
常
に
し
っ
か
り
し
た
計
画
経
済
体
制
を
後
継
者
に
受
け
継
が
せ

た
い
と
い
う
の
が
、
金
正
日
の
切
迫
し
た
気
持
ち
で
し
ょ
う
。
実

は
闇
市
が
活
性
化
さ
れ
て
い
る
今
の
緩
ん
だ
状
況
は
、
後
継
体
制

の
確
立
に
は
リ
ス
ク
要
因
に
な
り
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
計
画
体

制
の
強
化
の
た
め
に
は
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
行
う
必
要
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
が
政
治
問
題
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す

る
理
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
貨
幣
改
革
は
外
見

上
は
経
済
問
題
で
す
が
、
実
際
に
は
後
継
者
問
題
と
い
っ
た
政
治

問
題
を
つ
く
る
た
め
に
断
行
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。二

点
目
、
貨
幣
改
革
は
強
力
な
体
制
復
元
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
申
し
上
げ
ら
れ
ま
す
。
北
朝
鮮
は

二
〇
〇
四
年
か
ら
、「
ウ
リ
式
（
我
々
式
）
社
会
主
義
」
へ
の
復

帰
を
本
格
的
に
試
み
て
お
り
ま
す
。
毎
年
、「
集
団
主
義
」「
自
力

更
生
」
と
い
っ
た
も
の
を
強
調
し
な
が
ら
、
社
会
主
義
の
計
画
経

済
と
統
制
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
二
〇
〇
九

年
に
な
っ
て
頂
点
に
達
し
て
お
り
ま
す
。
新
年
の
共
同
社
説
を
通

じ
て
、
社
会
主
義
体
制
を
確
固
た
る
も
の
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し

な
が
ら
、
体
制
の
結
束
を
扇
動
し
て
い
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
五
月
か
ら
始
ま
っ
た
「
一
五
〇
日
戦
闘
」
と
、
そ
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れ
に
続
く
「
一
〇
〇
日
戦
闘
」
は
、
か
つ
て
金
日
成
時
代
に
活
用

さ
れ
て
い
た
社
会
主
義
の
労
働
力
競
争
運
動
の
典
型
的
な
も
の
で

す
が
、
こ
の
よ
う
な
措
置
と
と
も
に
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が

デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
見
た
目
で
は
一

つ
は
住
民
を
対
象
に
し
た
労
働
力
動
員
措
置
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
金
融
措
置
で
あ
り
ま
す
の
で
、
全
く
異
な
る
も
の
の
よ
う
に
見

え
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
両
方
と
も
社
会
主
義
復
元
の
た
め
の
政

治
的
な
目
的
か
ら
断
行
さ
れ
た
も
の
で
す
。

し
か
し
、
北
朝
鮮
経
済
は
中
央
当
局
の
政
治
的
な
ニ
ー
ズ
ど
お

り
に
動
い
て
い
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
が
二
〇
一
二
年
に
強
盛
大
国
の

建
設
を
完
成
す
る
ま
で
に
、
つ
ま
り
後
継
構
図
に
よ
っ
て
ウ
リ
式

社
会
主
義
の
土
台
を
確
立
す
る
た
め
に
、
残
さ
れ
た
時
間
は
あ
と

二
年
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
非
常
に
急
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況

で
す
。
現
在
は
計
画
機
能
が
非
常
に
弱
化
し
て
お
り
、
社
会
主
義

計
画
経
済
へ
の
復
帰
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
危
機

状
況
に
直
面
し
て
お
り
ま
す
。

北
朝
鮮
が
計
画
機
能
の
原
状
回
復
の
た
め
に
は
、
計
画
の
統
制

機
能
を
強
化
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
計
画
当
局
の
強
力
な
統

制
は
確
固
た
る
財
政
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
北

朝
鮮
の
よ
う
な
高
度
の
中
央
集
権
体
制
の
中
で
財
政
が
枯
渇
し
ま

す
と
、
統
制
力
は
著
し
く
減
少
し
ま
す
。
現
在
、
北
朝
鮮
の
計
画

当
局
の
財
政
は
非
常
に
枯
渇
状
況
に
あ
り
ま
す
。
核
開
発
に
伴
っ

た
無
理
な
財
政
支
出
、
非
効
率
的
な
経
済
事
業
の
推
進
に
伴
う
深

刻
な
状
況
、
経
済
循
環
構
造
の
歪
み
な
ど
は
北
朝
鮮
の
財
政
赤
字

の
累
積
を
深
刻
化
さ
せ
ま
し
た
。

特
に
、
二
〇
〇
八
年
に
北
朝
鮮
に
対
す
る
韓
国
政
府
の
支
援
が

中
断
さ
れ
て
以
来
、
北
朝
鮮
の
財
政
赤
字
は
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
進

み
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
北
朝
鮮
が
望
む
よ
う
な
経

済
強
国
の
建
設
は
空
念
仏
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
今
や
北
朝
鮮
当
局

は
、
財
政
枯
渇
か
ら
抜
け
出
す
た
め
に
、
あ
る
種
の
特
段
の
措
置

を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の

特
段
の
措
置
が
貨
幣
改
革
と
し
て
具
体
化
し
た
の
で
す
。
し
た

が
っ
て
、
北
朝
鮮
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
北
朝
鮮
が

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
を
目
的
と
し
て
実
施
し
た
経
済
措
置

だ
と
分
析
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
甘
い
分
析
だ
と
言
え
ま
す
。

二
番
目
で
す
け
れ
ど
も
、
北
朝
鮮
住
民
の
月
平
均
の
賃
金
と
生

活
レ
ベ
ル
が
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
以
降
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
押
さ
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
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ず
、
北
朝
鮮
住
民
の
月
平
均
の
賃
金
レ
ベ
ル
が
ど
の
よ
う
に
変
化

し
た
か
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
〇
〇
八
年
現
在
、
つ
ま
り
二
〇
〇
九
年
に
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ

ン
が
断
行
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
前
年
で
す
が
、
一
般
労
働
者

や
事
務
職
の
場
合
、
月
平
均
の
賃
金
が
当
時
の
通
貨
で
二
八
〇
〇

ウ
ォ
ン
か
ら
三
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
程
度
の
賃
金
で
し
た
。
わ
ず
か
一

部
で
す
が
、
炭
鉱
、
製
鉄
所
、
製
錬
所
、
化
学
工
場
な
ど
の
特
級

企
業
所
の
重
労
働
者
と
〔
有
害
物
（
危
険
物
）
を
扱
う
〕
有
害
労

働
者
の
場
合
は
二
万
ウ
ォ
ン
か
ら
三
万
ウ
ォ
ン
の
報
酬
を
も
ら
っ

て
は
お
り
ま
し
た
が
、
北
朝
鮮
は
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も

に
、
賃
金
引
き
上
げ
措
置
を
実
施
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

の
措
置
は
、
闇
市
に
出
入
り
す
る
労
働
者
を
職
場
に
復
帰
さ

せ
る
た
め
の
措
置
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
北
朝
鮮
の

計
画
体
制
の
復
元
及
び
強
化
と
い
う
目
標
と
密
接
な
か
か
わ
り
が

あ
る
も
の
と
分
析
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
際
に
北
朝
鮮
内
閣
の
財
政

省
で
は
、
賃
金
を
三
〇
〇
ウ
ォ
ン
か
ら
四
〇
〇
ウ
ォ
ン
台
で
設
定

し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
未
確
認
情
報
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
を
新
旧
の
交
換
レ
ー
ト
で
見
ま
す
と
、
三
万
ウ
ォ
ン
か

ら
四
万
ウ
ォ
ン
の
レ
ベ
ル
に
上
げ
て
い
る
と
。
で
す
か
ら
、
一
〇

倍
ぐ
ら
い
上
げ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

し
か
し
、
北
朝
鮮
住
民
の
月
平
均
の
賃
金
を
あ
え
て
数
字
で
あ

ら
わ
す
と
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
前
は
最
大
四
五
〇
〇
ウ
ォ
ン

で
、
家
計
所
得
は
共
働
き
だ
と
す
る
と
九
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
レ
ベ
ル

と
判
断
さ
れ
ま
す
。
ま
た
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
以
降
は
、
北
朝
鮮

当
局
が
体
制
強
化
の
た
め
に
賃
金
の
引
き
上
げ
措
置
を
実
施
し
た

と
想
定
す
る
と
、
月
平
均
の
賃
金
レ
ベ
ル
は
三
〇
〇
ウ
ォ
ン
か
ら

四
〇
〇
ウ
ォ
ン
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
共
働
き
家
庭
の
家

計
所
得
は
六
〇
〇
ウ
ォ
ン
か
ら
八
〇
〇
ウ
ォ
ン
レ
ベ
ル
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
新
旧
の
通
貨
の
交
換
レ
ー
ト
を
勘
案
す
る
と
六
万

ウ
ォ
ン
か
ら
八
万
ウ
ォ
ン
に
該
当
し
ま
す
の
で
、
結
果
的
に
、
貨

幣
改
革
前
よ
り
名
目
賃
金
が
七
倍
か
ら
九
倍
ぐ
ら
い
増
加
し
た
こ

と
に
な
る
と
み
ら
れ
ま
す
。
資
料
集
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と

〈
表
1
〉（
四
八
頁
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

二
番
目
の
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
前
後
と
し
た
北
朝
鮮
住
民

の
最
低
生
計
費
の
比
較
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
計
算
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
す
が
、
私
な
り
に
計
算
し

た
も
の
で
す
。
時
間
の
関
係
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
手
短
に
申
し
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上
げ
ま
す
。

北
朝
鮮
に
お
い
て
、
闇
市
を
通
じ
て
取
り
引
き
さ
れ
る
食
糧
価

格
は
地
域
と
時
期
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、
二
〇
〇
九
年

現
在
、
お
よ
そ
コ
メ
は
二
五
〇
〇
ウ
ォ
ン
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は

一
五
〇
〇
ウ
ォ
ン
レ
ベ
ル
で
取
り
引
き
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
う

し
た
価
格
に
基
づ
き
一
人
当
た
り
の
最
低
生
計
費
を
算
出
し
ま
す

と
、
コ
メ
だ
け
を
消
費
す
る
場
合
は
月
三
万
四
七
五
〇
ウ
ォ
ン
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
だ
け
の
場
合
は
月
二
万
八
五
〇
ウ
ォ
ン
に
達
す
る

も
の
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
一
世
帯
当
た
り
の
最
低
生
計
費

は
四
人
家
族
を
基
準
と
す
る
場
合
、
八
万
三
四
〇
〇
ウ
ォ
ン
か
ら

一
三
万
九
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
に
上
る
と
い
う
計
算
に
な
り
ま
す
。

同
じ
方
式
を
も
っ
て
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
の
デ
ノ
ミ
ネ
ー

シ
ョ
ン
以
降
の
一
人
当
た
り
及
び
一
世
帯
当
た
り
の
最
低
生
計
費

を
算
出
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
以
来
、
北
朝
鮮

の
食
糧
価
格
は
極
め
て
不
安
定
な
状
態
で
上
げ
下
げ
を
繰
り
返
す

中
で
、
全
般
的
に
は
上
昇
傾
向
を
示
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
〇

年
三
月
現
在
、
北
朝
鮮
の
コ
メ
の
価
格
は
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り

五
〇
〇
ウ
ォ
ン
か
ら
六
〇
〇
ウ
ォ
ン
台
、
ま
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の

価
格
は
三
〇
〇
ウ
ォ
ン
か
ら
四
〇
〇
ウ
ォ
ン
の
間
で
取
り
引
き
さ

れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
近
は
北
朝
鮮
当
局

の
積
極
的
な
配
給
制
の
復
活
措
置
に
よ
っ
て
、
闇
市
で
も
キ
ロ
グ

ラ
ム
当
た
り
三
〇
〇
ウ
ォ
ン
台
で
比
較
的
安
定
し
た
価
格
動
向
を

示
し
て
い
る
も
の
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
五
月
か

ら
七
月
期
は
五
〇
〇
ウ
ォ
ン
台
、
八
月
か
ら
九
月
現
在
は
再
び
一

キ
ロ
当
た
り
一
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
台
に
上
昇
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
論
文
は
三
月
現
在
の
価
格
情
報
に
基
づ
い
て
書
か
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
数
字
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
は
ご

了
承
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
三
月
現
在
か
ら
し
ま
す

と
、
二
〇
一
〇
年
度
の
一
人
当
た
り
の
最
低
生
計
費
を
算
出
し
て

み
ま
す
と
、
一
キ
ロ
当
た
り
四
一
七
〇
ウ
ォ
ン
か
ら
五
五
六
〇

ウ
ォ
ン
に
な
り
ま
す
か
ら
、
一
世
帯
当
た
り
の
最
低
生
計
費
の
場

合
は
四
人
家
族
を
基
準
と
す
れ
ば
、
一
万
六
六
八
〇
ウ
ォ
ン
か
ら

二
万
二
二
四
〇
ウ
ォ
ン
に
達
し
ま
す
。
こ
う
し
た
内
容
を
ま
と
め

て
み
ま
す
と
〈
表
2
〉（
資
料
集
、
四
九
頁
）
に
な
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
貨
幣
改
革
前
と
後
の
増
加
状
態
を
見
ま
す
と
、
最

低
生
計
費
は
一
二
倍
か
ら
二
七
倍
へ
と
上
昇
し
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
で
す
の
で
、
最
低
生
計
費
も
増
え
て
お
り
ま
す
し
、
賃
金
所
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得
レ
ベ
ル
も
伸
び
て
お
り
ま
す
。

最
後
に
、
賃
金
と
最
低
生
計
費
の
変
化
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
か
に
つ
い
て
で
す
が
、
賃
金
レ
ベ
ル
が
高
か
っ
た
の
か
、
最

低
生
計
費
が
高
か
っ
た
の
か
、
こ
れ
が
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。〈
表
3
〉（
資
料
集
、
五
〇
頁
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
前
の
二
〇
〇
九
年
現
在
、
北
朝
鮮
の

一
世
帯
当
た
り
の
月
平
均
最
低
生
計
費
は
、
北
朝
鮮
住
民
一
世
帯

当
た
り
の
家
計
所
得
の
九
倍
か
ら
一
五
倍
に
達
し
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
以
降
の
二
〇
一
〇
年
六
月
現
在
、
北

朝
鮮
の
一
世
帯
当
た
り
の
最
低
生
計
費
は
、
家
計
所
得
の
二
一
倍

か
ら
三
七
倍
に
達
し
て
お
り
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
前
よ
り
も
は

る
か
に
高
く
な
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
た
め
で
す
。
何
よ
り
も
デ

ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
以
降
、
最
低
生
計
費
が
、
物
価
高
騰
に
伴
う
購

買
力
低
下
に
よ
っ
て
前
よ
り
も
大
幅
上
昇
し
た
と
い
う
こ
と
。
貨

幣
改
革
以
降
、
一
世
帯
当
た
り
の
最
低
生
計
費
が
二
〇
〇
九
年

比
、
一
二
倍
か
ら
四
〇
倍
の
増
加
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
闇
市

の
統
制
と
職
場
へ
の
強
制
復
帰
に
よ
っ
て
実
質
所
得
が
下
落
す
る

こ
と
で
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
経
済
活
動
が
大
幅
萎
縮
し
た
と
い
う

こ
と
。
こ
れ
に
伴
っ
て
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
以
降
、
一
世
帯
当
た

り
の
名
目
所
得
は
約
七
倍
か
ら
九
倍
程
度
増
加
し
ま
し
た
が
、
食

糧
価
格
の
上
昇
に
よ
っ
て
北
朝
鮮
住
民
の
最
低
生
計
費
と
家
計
所

得
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
前
よ
り
も
さ
ら
に
深
刻

化
し
て
い
ま
す
。

北
朝
鮮
住
民
は
、
北
朝
鮮
当
局
が
支
給
す
る
低
レ
ベ
ル
の
生
活

費
に
依
存
し
て
生
計
を
立
て
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
現
状

に
あ
り
ま
す
。
特
に
工
場
・
企
業
所
な
ど
か
ら
与
え
ら
れ
る
生
活

費
で
は
、
必
要
な
食
糧
を
得
る
に
は
は
る
か
に
足
り
な
い
額
と

な
っ
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
が
社
会
主
義
に
復
帰
し
て
経
済
強
国
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
十
分
食
糧
を
確
保
し
、
最
低
生

計
費
レ
ベ
ル
を
大
幅
に
下
げ
た
り
、
あ
る
い
は
住
民
の
生
計
費
を

凌
駕
す
る
よ
う
に
、
賃
金
レ
ベ
ル
を
引
き
上
げ
る
措
置
を
断
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
け
北
朝
鮮
の
自
主
的
な

食
糧
供
給
能
力
、
物
資
供
給
能
力
は
脆
弱
な
状
況
に
あ
る
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

結
論
で
す
。
去
年
か
ら
北
朝
鮮
は
、
体
制
整
備
及
び
復
帰
の
た

め
に
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
過
去
の
伝
統
的
な
社
会

主
義
の
労
働
力
競
争
運
動
で
あ
る
「
一
五
〇
日
戦
闘
」
に
続
き
、
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「
一
〇
〇
日
戦
闘
」
を
大
々
的
に
実
施
す
る
一
方
で
、
個
人
が
保

有
し
て
い
る
通
貨
資
金
の
没
収
の
た
め
に
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
ま

で
断
行
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
住
民
個
人
の
外
貨
使
用
も
厳
し
く

禁
じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
闇
市
を
統
制
し
、
散
ら
ば
っ

て
い
る
労
働
者
を
職
場
に
復
帰
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
し
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
一
連
の
措
置
が
成
功
を
お
さ
め
る
た
め
に

は
食
糧
問
題
の
解
決
を
は
じ
め
、
円
滑
な
物
資
供
給
が
前
提
と
な

ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
直
面
し
て
い
る
北
朝
鮮
の
経
済
難
が

ま
ず
優
先
的
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
九
九
〇
年

代
半
ば
か
ら
、
北
朝
鮮
体
制
が
弱
化
し
揺
れ
て
い
る
の
は
、
深
刻

な
経
済
難
の
た
め
で
す
。
で
す
の
で
、
経
済
難
を
解
決
し
な
け
れ

ば
後
継
体
制
も
う
ま
く
進
ま
ず
、
社
会
主
義
へ
の
復
帰
も
事
実
上

難
し
く
な
る
と
言
え
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
北
朝
鮮
は
経
済

難
が
未
解
決
の
ま
ま
で
後
継
問
題
と
体
制
復
元
を
急
い
で
い
る
わ

け
で
す
。
し
か
し
、
現
状
は
体
制
復
元
が
難
し
い
経
済
的
条
件
と

環
境
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
問
題
が
あ
り
ま
す
。

北
朝
鮮
の
自
主
的
な
供
給
能
力
の
弱
化
は
体
制
の
弱
化
を
も
た

ら
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
、
北
朝
鮮
が
直
面
し
て
い
る
政
治

的
、
か
つ
経
済
的
な
ジ
レ
ン
マ
で
す
。
北
朝
鮮
は
去
年
か
ら
社
会

主
義
秩
序
整
備
及
び
強
化
に
力
を
入
れ
て
お
り
ま
す
が
、
遠
か
ら

ぬ
う
ち
に
こ
れ
ま
で
の
社
会
主
義
的
な
強
硬
措
置
な
ど
に
急
ブ

レ
ー
キ
が
か
か
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
見
通
さ
れ
ま
す
。
ご
清

聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

康　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
は
趙
明
哲
博
士
を
ご
紹
介

い
た
し
ま
す
。
金
日
成
大
学
で
博
士
号
を
取
り
ま
し
て
、
経
済
学

部
の
教
授
で
し
た
が
、
韓
国
行
き
を
選
択
し
ま
し
た
。
現
在
、
対

外
経
済
政
策
研
究
院
国
際
開
発
協
力
セ
ン
タ
ー
所
長
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。「
中
国
の
対
北
朝
鮮
支
援
が
北
朝
鮮
に
及
ぼ
す
影

響
」
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
す
み
ま
せ
ん
が
短
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
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中
国
の
対
北
朝
鮮
支
援
が

　
　
　

北
朝
鮮
に
及
ぼ
す
影
響

趙　
　

明　

哲

時
間
が
な
い
と
の
こ
と
で
す
が
、
ま
ず
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。
資
料
集
の
論
文
に
私
が
普
段
か
ら
考
え
て
い
る
こ

と
を
い
ろ
い
ろ
書
き
ま
し
た
。
韓
国
の
立
場
か
ら
す
る
と
北
朝
鮮

の
体
制
自
体
に
関
す
る
懸
念
は
大
変
強
い
と
言
え
ま
す
。
体
制
が

極
め
て
不
安
定
で
あ
る
。
そ
の
内
面
で
は
国
民
が
飢
え
死
に
し
て

お
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
北
朝
鮮
内
部
の
権
力
闘
争
も
あ
り
ま

す
し
、
経
済
が
本
当
に
底
を
打
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
一
方
で
核
開
発
を
し
ま
す
し
、
韓
国
を
挑
発
す
る
と
い
っ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
結
果
的
に
は
北
朝
鮮
の
体
制
自
体
が
大
変

危
険
な
状
態
で
あ
り
、
懸
念
事
項
が
大
変
多
い
と
い
う
こ
と
が
言

え
ま
す
。

そ
の
上
、
最
近
の
大
変
大
き
な
懸
念
は
、
北
朝
鮮
が
次
第
に
中

国
寄
り
に
な
っ
て
い
る
、
二
〜
三
年
の
間
に
中
国
寄
り
に
な
っ
て

い
る
ス
ピ
ー
ド
が
非
常
に
速
い
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を

抑
え
な
い
と
、
韓
国
で
何
年
か
前
か
ら
出
て
き
た
話
で
す
け
れ
ど

も
、
北
朝
鮮
地
域
の
「
東
北
三
省
化
」
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
点

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
仮
定
す
る
と
、
統
合
や
統
一
と
い
う
議
論

は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

当
局
者
と
し
て
も
心
配
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
学
者
、
市
民
社
会

か
ら
も
北
朝
鮮
経
済
の
中
国
に
対
す
る
依
存
度
だ
け
で
な
く
、
北

朝
鮮
社
会
の
中
国
へ
の
依
存
度
が
高
ま
っ
て
い
る
点
が
大
変
深
刻

で
あ
る
と
い
う
、
二
つ
の
点
が
あ
り
ま
す
。

現
在
、
統
計
上
で
は
北
朝
鮮
経
済
の
対
中
国
依
存
度
は
大
変
高

い
で
す
。
統
計
を
見
ま
す
と
、
世
界
で
ど
の
国
が
こ
れ
ほ
ど
依
存

し
て
い
る
か
と
思
う
ほ
ど
深
刻
で
す
。
北
朝
鮮
の
対
中
国
依
存
度

は
、
一
九
九
〇
年
度
は
一
一
％
で
し
た
が
、
今
は
七
八
％
で
す
。

非
常
に
高
い
絶
対
的
な
比
重
だ
と
思
い
ま
す
。
貿
易
、
投
資
は
一

位
で
す
。
絶
対
量
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ほ
か
の
国
に
比
べ
て

大
変
高
い
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
対
北
支
援
も
一
位
で
す
。
過

去
数
年
間
、
支
援
は
韓
国
が
一
位
で
し
た
が
、
今
は
中
国
が
一
位
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で
す
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
食
糧
、
そ
の
他
の
戦
略
物
資
の
支
援
な
ど

も
一
位
で
す
。

北
朝
鮮
の
国
民
が
消
費
生
活
に
必
ず
必
要
な
日
用
品
の
七
〇
％

か
ら
八
〇
％
が
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
市
場

で
供
給
さ
れ
、
こ
れ
が
な
い
と
し
た
場
合
に
、
北
朝
鮮
の
住
民
の

消
費
生
活
が
ど
れ
ほ
ど
成
り
立
つ
か
、
懸
念
さ
れ
る
レ
ベ
ル
で

す
。
経
済
統
計
上
の
依
存
度
も
高
い
が
、
細
か
い
内
訳
を
見
ま
す

と
、
中
国
人
と
中
国
企
業
、
華
僑
を
通
じ
た
北
朝
鮮
の
経
済
・
社

会
、
特
に
消
費
領
域
の
中
国
人
の
役
割
は
絶
対
的
で
あ
る
と
言
え

ま
す
。
消
費
と
か
運
送
、
統
計
上
に
は
出
て
こ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な

指
標
も
中
国
人
が
華
僑
を
通
じ
て
、
華
僑
と
連
携
し
た
北
朝
鮮
国

民
へ
の
支
配
が
絶
対
的
で
あ
る
と
言
え
る
た
め
大
変
心
配
で
す
。

問
題
は
、
一
部
で
こ
の
よ
う
に
考
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

点
で
す
。
北
朝
鮮
の
経
済
で
中
国
の
占
め
る
比
重
が
二
〇
〇
〇
年

の
二
四
％
か
ら
二
〇
〇
九
年
は
約
八
〇
％
に
絶
対
的
に
拡
大
・
発

展
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
は
北
朝
鮮
の
経
済
が
そ
の
間
、
そ
れ
ほ

ど
発
展
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
得
ま

す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
一
九
九
〇
年
以
降
二
〇
年
間
、
北
朝
鮮

の
中
国
に
対
す
る
依
存
度
が
絶
対
的
に
拡
大
す
る
過
程
の
中
で
、

北
朝
鮮
経
済
は
持
続
的
に
年
平
均
一
・
四
％
以
上
の
マ
イ
ナ
ス
成

長
を
記
録
し
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
住
民
は
依
然
と
し
て
中
朝
関
係

が
発
展
す
る
中
で
も
、
飢
え
死
に
し
、
少
な
く
と
も
一
四
〇
万
ト

ン
か
ら
大
目
に
見
積
も
っ
て
二
〇
〇
万
ト
ン
の
食
糧
不
足
に
直
面

し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、

た
び
た
び
ア
パ
ー
ト
が
停
電
し
、
工
場
を
正
常
に
稼
働
で
き
ず
、

時
間
帯
を
分
け
て
交
互
に
生
産
し
て
い
ま
す
。
朝
八
時
半
か
ら
二

時
間
、
電
力
を
供
給
し
て
生
産
す
る
状
況
で
す
。
つ
ま
り
、
中
朝

関
係
の
発
展
に
も
か
か
わ
ら
す
、
北
朝
鮮
経
済
は
低
迷
し
て
い
る

の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
が
我
々
に
ど
れ
ほ
ど
深
刻
な
問
題
を

投
げ
か
け
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？

し
か
し
、
さ
ら
に
深
刻
な
こ
と
は
、
北
朝
鮮
は
体
制
を
維
持
す

る
た
め
に
、
か
つ
て
は
政
治
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
中
心
に
、
北
朝

鮮
と
し
て
売
り
込
む
こ
と
が
で
き
、
取
引
の
競
争
力
の
あ
る
幾
つ

か
の
品
目
を
選
ん
で
中
国
に
輸
出
し
て
お
り
、
資
本
と
商
品
も
購

入
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
今
や
北
朝
鮮
へ
の
制
裁
に
よ
っ

て
、
そ
れ
す
ら
ま
と
も
に
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
資
料
集

に
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
ま
し
た
が
、
果
た
し
て
北
朝
鮮
が
中
国

と
の
取
引
で
競
争
力
が
あ
る
の
か
。
現
在
の
韓
中
両
国
の
貿
易
は
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約
一
六
〇
〇
億
ド
ル
規
模
で
す
が
、
韓
国
が
約
三
〇
〇
億
ド
ル
の

貿
易
黒
字
を
出
し
て
お
り
ま
す
。
北
朝
鮮
と
中
国
の
経
済
規
模
は

こ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
小
さ
い
で
す
。
韓
中
経
済
規
模
の
わ
ず
か

三
％
程
度
、
金
額
に
換
算
す
る
と
二
七
億
ド
ル
水
準
で
す
。

こ
こ
で
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
経
済
力
を
評
価
す
る
と
き
に

貿
易
特
化
指
数
を
取
り
上
げ
ま
す
が
、
一
に
近
い
と
競
争
力
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
〇
・
五
以
上
だ
と
競
争
力
の
あ
る
商
品
で

す
が
、
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
北
朝
鮮
の
競
争
力
の
あ
る
商
品
と
し

て
数
百
品
目
を
考
慮
し
て
い
ま
す
が
、（
そ
の
う
ち
）
競
争
力
の

あ
る
も
の
は
九
品
目
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
も
確
実
な
も

の
は
五
品
目
で
す
。
そ
の
ほ
か
の
八
〇
〜
一
二
〇
品
目
は
中
国
が

優
位
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
経
済
ゲ
ー
ム
に
な
り
ま
せ

ん
。
商
品
競
争
力
も
な
く
、
市
場
競
争
力
も
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
中
国
は
市
場
経
済
国
家
で
あ
り
、
北
朝
鮮
は
計
画
経
済
国
家

で
す
。（
競
争
力
の
面
で
）
計
画
経
済
国
家
が
市
場
経
済
国
家
と

競
争
で
き
ま
す
か
？　

で
す
か
ら
北
朝
鮮
と
中
国
の
間
で
は
ゲ
ー

ム
に
な
ら
な
い
交
易
を
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
れ
が
数
十
年
間
続
い
て
お
り
、
そ
の
た
め
最
近
残
っ
て
い
る

も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
打
ち
出
し
て
い
る
対
策
は
ど
ん
な
も

の
で
し
ょ
う
。
皆
様
方
も
ニ
ュ
ー
ス
を
通
じ
て
ご
存
知
の
よ
う

に
、
鉱
山
を
売
っ
た
と
か
、
茂
山
（
ム
サ
ン
）
鉱
山
開
発
権
を
中

国
に
譲
渡
し
た
と
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
が
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
羅

津
（
ナ
ジ
ン
）
港
三
号
埠
頭
を
買
収
し
た
と
い
う
報
道
も
あ
り
ま

し
た
。
中
国
吉
林
省
関
係
者
が
喜
び
の
あ
ま
り
、
全
国
人
民
代
表

大
会
で
放
送
を
通
じ
て
北
朝
鮮
の
三
号
埠
頭
の
五
〇
年
間
の
使
用

権
を
獲
得
し
た
と
自
慢
げ
に
話
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
、

先
日
は
ま
た
憂
鬱
な
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き
ま
し
た
。
清
津
（
チ
ョ
ン

ジ
ン
）
沖
、
つ
ま
り
、
北
朝
鮮
北
部
の
海
の
操
業
権
を
売
却
す
る

と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
こ
の

よ
う
な
側
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
北
朝
鮮
と
中
国
の
経
済
は
相

当
密
着
し
て
い
る
と
言
い
ま
す
が
、
そ
の
過
程
は
結
局
、
北
朝
鮮

が
中
国
の
発
展
の
た
め
の
資
源
供
給
国
に
転
落
す
る
過
程
で
あ

る
、
つ
ま
り
、
従
属
的
か
つ
垂
直
的
な
分
業
体
制
に
な
っ
て
い
る

と
す
る
見
解
も
あ
り
ま
す
。

中
国
の
北
朝
鮮
へ
の
支
援
に
は
、
鉱
山
へ
の
投
資
が
あ
り
ま

す
。
現
在
、
北
朝
鮮
に
は
い
く
つ
か
の
鉄
鋼
所
が
あ
り
ま
す
。
金

策
（
キ
ム
チ
ェ
ク
）
製
鉄
所
、
黄
海
（
フ
ァ
ン
ヘ
）
製
鉄
所
、
千

里
馬
（
チ
ョ
ン
リ
マ
）
製
鋼
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
鉄
鋼
所
が
あ
り
ま
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す
が
、
こ
れ
ら
は
老
朽
化
し
て
い
る
た
め
稼
動
し
て
い
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
中
国
は
こ
れ
ら
に
投
資
す
る
の
で
は
な
く
、
鉱
山
に

投
資
し
て
鉱
物
を
持
っ
て
い
き
ま
す
。
北
朝
鮮
が
鉱
山
を
閉
鎖
し

て
し
ま
う
と
鉄
鉱
の
供
給
を
受
け
ら
れ
な
い
可
能
性
が
あ
り
、
そ

う
な
る
と
、
東
北
三
省
に
必
要
な
鉄
鋼
が
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま

う
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
鉄
鋼
所
に
は
投
資
し
な
い
の
で
す
。
造

船
所
を
支
援
す
る
の
で
は
な
く
、
操
業
権
そ
の
も
の
を
獲
得
し
、

直
接
魚
を
獲
っ
て
持
ち
帰
り
ま
す
。
こ
れ
が
中
・
朝
の
経
済
関

係
、
つ
ま
り
中
国
の
北
朝
鮮
へ
の
投
資
で
す
。

し
か
し
、
問
題
は
北
朝
鮮
が
中
国
に
提
供
し
た
戦
略
的
資
源
、

つ
ま
り
天
然
資
源
、
海
洋
資
源
、
そ
し
て
イ
ン
フ
ラ
資
源
な
ど
は

中
国
が
先
に
要
請
し
た
も
の
は
全
く
な
い
と
い
う
点
で
す
。
こ
れ

は
深
刻
な
問
題
で
す
。
北
朝
鮮
が
み
ず
か
ら
中
国
に
与
え
て
い
ま

す
。
北
朝
鮮
で
確
保
し
た
海
洋
資
源
の
場
合
、
半
分
は
韓
国
等
へ

売
り
、
残
り
の
半
分
は
中
国
へ
持
っ
て
い
き
ま
す
。
鉱
物
資
源
も

同
じ
で
す
。
北
朝
鮮
が
先
に
交
渉
を
提
案
し
て
き
ま
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
、
南
北
関
係
が
対
立
し
て
い
る
中
で
、
韓
国

が
い
つ
ま
で
放
置
し
て
お
く
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
韓
国
は
韓
半
島
に
お
け
る
唯
一
合
法
的
な
政
府
で
あ
る
と

自
任
し
な
が
ら
、
一
つ
の
側
面
だ
け
を
見
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
言
い
た
い
の
で
す
。

今
や
韓
国
は
北
朝
鮮
経
済
を
管
理
で
き
る
も
の
す
ご
い
経
済
力

を
既
に
有
し
て
い
ま
す
。
経
済
規
模
が
三
七
倍
ほ
ど
に
も
な
り
ま

す
。
所
得
水
準
も
一
七
〜
一
八
倍
に
も
及
び
ま
す
。
ま
た
、
対
外

外
交
の
力
量
と
か
、
韓
米
同
盟
と
い
う
安
保
的
な
背
景
な
ど
を
加

え
れ
ば
、
韓
国
が
行
動
さ
え
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
経
済
の
中
国
へ
の

隷
属
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
時
間
的
に
も
遅
ら
せ

る
こ
と
も
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
韓
国
政
府
が
幾

つ
か
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
、
対
北
朝
鮮
政
策
に
お
い
て
、
中
国
と
い
う
パ
ラ
メ
ー

タ
ー
（
変
数
）
を
大
き
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
環
境
を
つ
く

る
べ
き
で
す
。
良
し
悪
し
を
考
え
て
選
択
す
る
問
題
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
我
々
は
運
命
的
に
中
国
を
大
き
く
捉
え
、
北
朝
鮮
を
管
理

す
る
意
味
で
、
中
国
と
い
う
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
重
視
す
べ
き
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
考
え
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

次
に
、
よ
り
一
層
重
要
な
こ
と
は
、
北
朝
鮮
に
と
っ
て
中
国
だ

け
で
な
く
多
様
な
選
択
肢
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
べ
き
で
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す
。
大
韓
民
国
も
日
本
も
米
国
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
道
が
あ
り

ま
す
。
中
国
と
い
う
選
択
肢
を
取
る
こ
と
で
短
期
的
に
は
体
制
を

延
命
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
長
期
的
に
は
北
朝
鮮
と
い
う

民
族
の
理
念
と
い
う
側
面
で
は
決
し
て
一
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
の

み
こ
だ
わ
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
実
質
的
に
も

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

第
三
に
、
中
朝
関
係
、
南
北
関
係
を
相
互
補
完
的
で
あ
り
な
が

ら
も
競
争
関
係
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
競
争
関
係

で
あ
れ
ば
私
た
ち
は
自
信
が
あ
り
ま
す
。
自
信
が
あ
る
と
い
う
の

は
、
北
朝
鮮
の
経
済
は
中
国
経
済
の
中
に
入
っ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
中
国
の
「
東
北
経
済
」
の
中
に
入
っ
て
い
る
た
め
で
す
。
今

の
東
北
経
済
は
新
生
の
発
展
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
り

ま
す
。
今
の
と
こ
ろ
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
、
韓
国
に
は
太
刀
打

ち
で
き
な
い
レ
ベ
ル
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
そ
の
た
め
我
々
は
相

互
競
争
関
係
を
形
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。そ

し
て
最
後
に
、
中
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
、
東
北
地
域
開
発
計

画
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
適
切
に
活
用
し
て
い
く
知
恵
が
必
要

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
学
者
た
ち
が
中
国
の
東
北
開

発
と
北
朝
鮮
開
発
と
を
連
動
さ
せ
て
行
う
三
カ
国
開
発
、
四
カ
国

開
発
、
六
カ
国
開
発
な
ど
、
多
様
な
形
の
構
想
を
提
示
し
ま
し

た
。
こ
れ
を
た
だ
ち
に
実
行
に
移
す
も
の
、
長
期
的
に
実
行
す
る

も
の
、
短
期
的
に
実
行
す
る
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
整
理
し
、
韓
国
が

行
動
に
移
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
行
動
の
な
い
ま
ま
批
判
や
結

果
を
待
つ
こ
と
は
本
当
に
ば
か
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
行

動
な
く
し
て
批
判
し
、
行
動
な
く
し
て
結
果
を
待
つ
の
は
愚
か
な

こ
と
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
北
朝
鮮
に
対
し
て
何

ら
か
の
行
動
を
す
べ
き
で
す
。
行
動
を
し
て
こ
そ
結
果
が
出
る
と

思
い
ま
す
。
現
時
点
で
こ
れ
ら
の
こ
と
を
指
摘
さ
せ
て
い
た
だ

き
、
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

康　

趙
博
士
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
続
き
ま
し
て
、
日
本

と
北
朝
鮮
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
進
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
現
状

と
展
望
に
つ
き
ま
し
て
、
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
日
本
政
府
代

表
を
務
め
ら
れ
た
遠
藤
哲
也
大
使
か
ら
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

「
日
朝
関
係
と
国
交
正
常
化
問
題
の
現
状
と
展
望
」
に
つ
い
て
で
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す
。
大
使
は
K
E
D
O
（
朝
鮮
半
島
エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
機
構
）

担
当
大
使
や
国
際
原
子
力
機
関
（
I
A
E
A
）
理
事
会
議
長
、
ま

た
日
本
の
原
子
力
委
員
会
委
員
長
代
理
な
ど
も
さ
れ
ま
し
た
。

日
朝
関
係
と

　

国
交
正
常
化
問
題
の
現
状
と
展
望

遠　

藤　

哲　

也

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
遠
藤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
今
、
東

京
の
韓
国
大
使
館
で
一
週
間
に
一
回
、
韓
国
語
を
勉
強
し
て
い
る

の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
も
う
年
齢
が
か
な
り
上
な
の
で
、
ど
う

も
年
寄
り
の
冷
や
水
と
い
い
ま
す
か
、
あ
ま
り
う
ま
く
な
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
今
日
は
日
本
語
で
話
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
が
、
こ
の
次
こ
う
い
う
機
会
が
あ
る
と
き
に
は
少
し
ぐ
ら

い
は
韓
国
語
で
し
ゃ
べ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。

日
本
と
北
朝
鮮
、
日
朝
関
係
、
そ
れ
が
象
徴
的
に
あ
ら
わ
れ
ま

す
の
は
日
朝
国
交
正
常
化
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
そ

の
問
題
に
つ
き
ま
し
て
簡
単
に
ご
報
告
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
三
つ
に
分
け
て
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
な

ぜ
日
本
と
北
朝
鮮
は
国
交
を
回
復
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
と

い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
い
ま
日
朝
関
係
は
完
全
に
ス
ト
ッ
プ

し
て
い
ま
す
が
、
何
が
問
題
な
の
か
と
い
う
点
。
三
番
目
に
将
来

の
展
望
と
い
う
か
、
何
か
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
を
最
後
に
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
日
朝
関
係
は
な
ぜ
正
常
化
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
が
戦
争
に
負
け
て
ち
ょ
う
ど
今
年
で

六
五
年
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
間
、
現
在
の
時
点
に
お
い
て
終
戦

処
理
と
い
う
か
、
敗
戦
処
理
の
外
交
案
件
と
し
ま
し
て
は
、
細
か

い
こ
と
は
別
と
し
て
大
き
な
も
の
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
旧

ソ
連
、
現
在
の
ロ
シ
ア
と
は
国
交
は
あ
り
ま
す
が
、
領
土
問
題
が

引
っ
か
か
っ
て
平
和
条
約
は
結
ば
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ

て
、
ロ
シ
ア
と
領
土
問
題
を
解
決
し
て
平
和
条
約
を
結
ぶ
と
い
う

の
が
一
つ
で
す
。
も
う
一
つ
が
今
の
議
題
の
北
朝
鮮
と
の
間
の
国

交
正
常
化
交
渉
で
あ
る
わ
け
で
す
。
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で
は
、
な
ぜ
国
交
正
常
化
交
渉
が
要
る
の
か
と
い
う
と
、
や
は

り
何
と
言
い
ま
し
て
も
、
朝
鮮
半
島
の
北
の
部
分
で
あ
る
北
朝
鮮

と
日
本
は
長
い
歴
史
の
関
係
が
あ
り
、
あ
る
い
は
近
年
に
お
い
て

は
非
常
に
不
幸
な
関
係
も
あ
り
、
こ
う
い
っ
た
過
去
の
清
算
を
し

な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
つ
。
そ
れ
か
ら
隣
の
国
で

あ
り
な
が
ら
、
つ
ま
り
一
衣
帯
水
の
関
係
に
あ
り
な
が
ら
、
こ
の

国
と
国
交
が
全
く
な
い
と
い
う
の
は
極
め
て
不
便
な
こ
と
で
あ
る

わ
け
で
す
。
三
番
目
に
安
全
保
障
上
、
つ
ま
り
正
式
に
物
も
言
え

な
い
よ
う
な
状
況
は
早
く
解
決
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と

で
、
な
る
べ
く
早
い
時
期
に
国
交
を
正
常
化
し
た
い
と
思
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
何
で
も
か
ん
で
も
早
く
と
い
う
わ
け
で
は
決

し
て
な
く
て
、
や
は
り
北
朝
鮮
と
の
国
交
正
常
化
交
渉
と
い
う
の

は
、
東
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定
に
役
立
つ

よ
う
な
も
の
で
な
く
て
は
い
け
な
い
と
。
特
に
、
韓
国
あ
る
い
は

日
本
の
い
ま
一
つ
の
同
盟
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
、
そ
う

い
っ
た
中
で
の
ブ
レ
ッ
シ
ン
グ
（b

le
ssin

g

）
を
与
え
ら
れ
る
よ

う
な
国
交
正
常
化
で
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。

そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
国
交
正
常
化
交
渉
を
開
始
し
た
の

は
東
西
冷
戦
が
終
わ
っ
た
一
九
九
一
年
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
今

は
二
〇
一
〇
年
で
す
か
ら
二
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
ち
な
み
に
、
韓
国
と
の
間
の
国
交
正
常
化
交
渉
は
一
四
年
ぐ

ら
い
か
か
っ
て
い
ま
し
て
、
一
九
六
五
年
に
妥
結
し
た
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
で
さ
え
一
四
年
は
長
い
と
言
わ
れ
ま
し

た
。
北
朝
鮮
と
の
場
合
は
既
に
二
〇
年
ぐ
ら
い
時
間
が
た
っ
て
い

ま
し
て
、
全
く
い
ま
国
交
正
常
化
交
渉
の
め
ど
は
立
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
超
マ
ラ
ソ
ン
交
渉
み
た
い
な
こ
と

に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
二
番
目
の
問
題
と
し
て
、
ど
う
い
う
問
題
が
国
交
正
常

化
交
渉
で
引
っ
か
か
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
三
つ
あ
る
わ
け
で

す
。
順
序
不
同
で
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
拉
致
問
題
。
二
番
目
は

核
の
問
題
。
私
は
核
と
言
う
よ
り
も
、
核
・
ミ
サ
イ
ル
と
言
っ
た

ほ
う
が
よ
り
正
確
だ
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
核
・
ミ
サ
イ
ル

問
題
。
三
番
目
に
経
済
協
力
問
題
。
つ
ま
り
国
交
正
常
化
の
と
き

に
、
幾
ら
北
朝
鮮
に
対
し
て
資
金
を
供
与
す
る
か
と
い
う
経
済
協

力
の
問
題
。
大
き
く
分
け
ま
す
と
こ
の
三
つ
で
す
。

最
初
に
、
拉
致
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
日
本
人
の
拉
致
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事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
り
、
正
確
に

言
い
ま
す
と
一
九
七
七
年
ぐ
ら
い
か
ら
一
九
七
八
年
に
か
け
て
拉

致
が
集
中
的
に
発
生
し
た
わ
け
で
す
。
私
は
当
時
、
朝
鮮
半
島
を

担
当
し
ま
す
北
東
ア
ジ
ア
課
長
と
い
う
職
に
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

と
き
は
、
拉
致
と
い
う
の
は
私
ど
も
が
想
像
し
た
だ
け
で
あ
っ

て
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
事
実
と
い
う
の
は
鹿
児
島
と
か
、
日
本

海
側
の
鳥
取
、
島
根
等
々
で
日
本
人
が
消
え
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
拉
致
問
題
が
起
こ

り
始
め
た
わ
け
で
す
。

そ
の
う
ち
、
一
九
八
七
年
に
大
韓
航
空
機
爆
破
事
件
が
ソ
ウ
ル

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
前
年
に
起
こ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
と
き
の

爆
破
犯
人
の
自
白
か
ら
、
そ
の
爆
破
犯
人
に
日
本
語
を
教
え
た
人

間
が
日
本
か
ら
拉
致
さ
れ
た
某
人
間
で
あ
る
と
、
警
察
的
に
言
い

ま
す
と
人
定
事
項
か
ら
九
九
％
以
上
で
同
一
人
物
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
も
う

一
人
、
横
田
め
ぐ
み
と
い
う
当
時
中
学
校
二
年
ぐ
ら
い
の
一
三
〜

一
四
歳
の
女
性
も
拉
致
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
別
の
確
度
の
高
い

情
報
か
ら
は
っ
き
り
し
ま
し
て
、
拉
致
問
題
が
日
本
で
非
常
に
大

き
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
殊
に
一
三
〜
一
四
歳
の
女
の
子
の
拉

致
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
は
ひ
ど
い
と
い
う
こ
と
で
、
拉
致
が

国
民
感
情
的
な
問
題
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
前
に
返
り
ま
す
と
、
爆
破
犯
人
の
金
賢
姫
（
キ
ム
・

ヒ
ョ
ン
ヒ
、
別
名
蜂
谷
真
由
美
）
に
日
本
語
を
教
え
た
女
性
の
問

題
を
、
実
は
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
の
段
階
で
我
々
は
北
朝
鮮
に

向
か
っ
て
取
り
上
げ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
ら
北
朝
鮮
の
代
表

団
は
烈
火
の
ご
と
く
怒
っ
て
、
神
聖
な
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
の

席
に
お
い
て
、
あ
り
も
し
な
い
女
の
問
題
を
取
り
出
し
て
会
談
を

ブ
レ
ー
ク
ダ
ウ
ン
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
激
怒
し
て
退
席
し
て
、

会
談
中
断
と
な
り
ま
し
た
。
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
は
一
生
懸
命

や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
九
二
年
の
秋
に
会
談
中
断
と
い
う
状

況
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
後
ず
っ
と
会
談
は
中
断
し
て
い
ま
し
て
、
少
し
開
い
た
こ

と
も
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
少
な
く
と
も
口
実
的
に
は
拉
致
問
題
を

中
心
に
し
て
日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
は
中
断
と
い
う
状
況
が
続
い

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
二
〇
〇
二
年
に
当
時
の
小
泉
総
理
大
臣

が
訪
朝
の
と
き
に
、
北
朝
鮮
側
の
金
正
日
国
防
委
員
長
が
、
実
は

拉
致
は
北
朝
鮮
の
特
殊
機
関
が
や
っ
た
こ
と
で
あ
る
と
白
状
し
、

こ
れ
に
対
し
て
謝
罪
を
し
た
わ
け
で
す
。
謝
罪
を
し
、
そ
し
て
結
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果
と
し
て
、
確
か
一
三
人
を
拉
致
し
た
と
。
そ
の
う
ち
八
人
は
死

亡
し
、
五
人
は
生
き
て
い
る
と
、
そ
の
五
人
プ
ラ
ス
家
族
を
帰
し

て
く
れ
た
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
北
朝
鮮
と
し
て
は
、
拉
致
問
題
は
悪
か
っ
た
、
も
う
二

度
と
や
ら
な
い
と
言
っ
て
謝
罪
し
た
わ
け
で
す
が
、
も
っ
と
も
こ

の
謝
罪
は
口
頭
謝
罪
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
日
朝
の
間
で
交
換
さ

れ
た
共
同
声
明
に
は
「
拉
致
」
と
い
う
言
葉
は
入
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
も
う
ち
ょ
っ
と
外
交
的
な
言
葉
で
、「
日
本
国
民
の

生
命
と
安
全
に
か
か
わ
る
懸
案
問
題
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
民
主
主

義
人
民
共
和
国
側
は
、
日
朝
が
不
正
常
な
関
係
の
中
に
あ
る
中
で

生
じ
た
こ
の
よ
う
な
遺
憾
な
問
題
が
今
後
再
び
生
じ
る
こ
と
が
な

い
よ
う
適
切
な
措
置
を
と
る
」
と
。
そ
れ
で
北
朝
鮮
と
し
て
は
生

き
て
い
る
人
間
を
帰
し
た
し
、
最
高
首
脳
が
謝
っ
た
の
だ
か
ら
、

こ
れ
で
お
し
ま
い
だ
と
。
や
る
こ
と
は
も
う
や
っ
た
と
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
逆
に
な
り
ま
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
に

よ
っ
て
、
こ
れ
は
何
だ
と
。
あ
と
の
八
人
は
死
ん
だ
と
い
う
け
れ

ど
も
、
死
ん
だ
と
い
う
証
拠
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
と
い
う
の
で
大

問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
こ
の
問
題
は
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
し
た
の
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
北
朝
鮮
の
説
明
は
説
明
に

な
っ
て
い
な
い
、
説
明
が
た
え
ず
変
わ
る
等
々
で
も
っ
て
、
完
全

に
行
き
違
い
の
ま
ま
に
な
っ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
日
本
と
し
て
は
拉
致
問
題
の
真
相
が
は
っ
き
り

し
な
い
以
上
、
正
常
化
は
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
今
で
も
続
い

て
い
る
わ
け
で
す
。
現
在
の
時
点
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い

う
と
、
再
調
査
は
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
を
一
回
、
数
年
前
で

す
が
北
朝
鮮
は
言
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
再
調

査
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
で
、
ハ
ー
ド
ル
の
一
つ

で
あ
る
拉
致
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
状
況
が
今
で
も
続
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
番
目
の
核
の
問
題
は
、
日
本
が
こ
の
核
の
問
題
を
持
ち
出
す

た
び
に
、
北
朝
鮮
い
わ
く
「
こ
の
核
の
問
題
は
日
本
と
議
論
す
べ

き
問
題
で
は
な
い
。
核
の
問
題
を
議
論
す
る
相
手
は
ア
メ
リ
カ
だ

け
で
あ
る
」
と
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
問
題
は
日
本
と
議
論
す
る

つ
も
り
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
全
く
門
前
払
い
の
状
況
で
す
け
れ

ど
も
、
日
本
は
そ
う
は
い
か
な
い
わ
け
で
相
変
わ
ら
ず
言
う
わ
け

で
す
が
、
答
え
は
同
じ
。
他
方
、
六
者
協
議
が
始
ま
り
ま
し
て
、

六
者
協
議
の
中
に
は
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
韓
国
、
ロ
シ
ア
が
入
っ

て
お
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
六
者
協
議
の
場
で
も
っ
て
核
の
問
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題
を
追
い
か
け
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
的
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
こ
の
六
者
協
議
自
身
、
今
ま
で
の
議
論
に
あ
り
ま
し

た
よ
う
に
今
の
と
こ
ろ
全
く
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
あ
っ
て
、
核

の
問
題
も
ま
た
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
あ
る
わ
け
で
す
。

ミ
サ
イ
ル
の
問
題
と
言
っ
た
の
は
、
核
と
ミ
サ
イ
ル
と
は
全
く

不
可
分
で
あ
っ
て
、
ミ
サ
イ
ル
の
な
い
核
と
い
う
の
は
運
搬
手
段

が
な
い
で
す
か
ら
使
い
よ
う
が
な
い
わ
け
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、

ミ
サ
イ
ル
の
ほ
う
は
ご
承
知
の
と
お
り
、
北
朝
鮮
が
開
発
し
て
か

な
り
精
度
も
よ
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
少
な
く
と
も
ノ
ド
ン
の
精

度
は
非
常
に
よ
く
な
っ
て
き
て
、
韓
国
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
日
本

全
域
が
ノ
ド
ン
ミ
サ
イ
ル
の
射
程
距
離
に
入
っ
て
い
る
状
況
で
、

こ
の
ミ
サ
イ
ル
問
題
は
非
常
に
深
刻
で
す
が
、
残
念
な
が
ら
ミ
サ

イ
ル
を
規
制
す
る
国
際
法
規
範
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ミ
サ
イ
ル
技
術
管
理
レ
ジ
ー
ム
（
M
T
C
R
）、あ
る
い
は
ハ
ー

グ
行
動
規
範
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
紳
士
協

定
で
あ
っ
て
法
的
拘
束
力
の
あ
る
国
際
規
範
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
私
は
個
人
的
に
ミ
サ
イ
ル
の
国
際
法
規
範
を
や
が
て
つ

く
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
わ
け
で
す
。
あ
る
の
は
国
連
の

安
保
理
決
議
で
、
そ
れ
で
も
っ
て
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
を
制
限
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
北
朝
鮮
は
強
制
力
の
あ
る

安
保
理
決
議
を
全
く
聞
か
な
い
と
い
う
状
況
が
続
い
て
い
る
わ
け

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
核
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
核
・
ミ
サ
イ
ル

と
い
う
二
つ
の
続
け
た
言
葉
で
理
解
を
す
べ
き
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
が
、
こ
の
問
題
も
解
決
が
進
ん
で
い
な
い
。

最
後
に
三
番
目
の
経
済
協
力
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
韓
国
と
の

間
で
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
っ
た
の
は
承
知
し
て
お
り
ま
す

け
ど
も
、
一
九
六
五
年
の
日
韓
国
交
正
常
化
の
交
渉
の
と
き
に
、

一
〇
年
間
に
わ
た
っ
て
無
償
資
金
三
億
ド
ル
、
有
償
資
金
二
億
ド

ル
と
い
う
こ
と
で
、
両
政
府
間
で
合
意
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
合
計

五
億
ド
ル
で
す
。
こ
れ
は
額
が
少
な
い
と
今
の
感
覚
で
は
思
わ

れ
る
か
も
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
当
時
の
日
本
の
外
貨
保
有
高
は

一
八
億
ド
ル
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
大

変
な
金
額
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
こ
で
北
朝
鮮
に
対
し

て
も
同
じ
よ
う
な
日
韓
方
式
で
こ
れ
を
や
る
と
、
小
泉
・
金
正
日

会
談
で
合
意
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
現
実
に
こ
の
問
題
は
全
然
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い

で
す
が
、
や
が
て
交
渉
が
軌
道
に
乗
れ
ば
、
北
朝
鮮
の
ね
ら
い
の

一
つ
は
お
金
を
取
る
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
で
は
幾
ら
に
す
る
と
い
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う
め
ど
は
全
く
な
い
わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
お
金
と
い
う
の

は
、
日
韓
間
で
合
意
さ
れ
た
よ
う
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
出
る
わ
け
で

は
な
い
の
で
す
。
資
機
材
な
り
、
役
務
の
供
与
で
あ
っ
て
、
北
朝

鮮
に
も
同
じ
こ
と
を
や
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
ど
う
も
北
朝
鮮
の

一
部
に
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
が
入
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
る
向
き
が
あ
る
よ
う
な
気
も
す
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
は
想
像
以
上
に
聞
こ
え
て
く
る
話
で
す
け
れ
ど

も
、
ど
う
も
個
人
に
対
す
る
損
害
賠
償
、
つ
ま
り
従
軍
慰
安
婦
あ

る
い
は
強
制
労
働
等
に
対
す
る
個
人
的
な
被
害
は
今
の
話
と
は
別

だ
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
ち
ら
ち
ら
聞
こ
え
て
く
る
わ
け
で
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
も
し
核
・
ミ
サ
イ
ル
と
拉
致
の
問
題
が
何
と

か
片
付
い
た
後
は
、
こ
の
こ
と
は
非
常
に
大
き
な
問
題
に
な
っ
て

く
る
と
思
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
三
つ
の
問
題
が
片
付
か
な
い
限
り
、
日
朝

国
交
正
常
化
は
成
り
立
た
な
い
わ
け
で
、
今
の
と
こ
ろ
全
く
め
ど

が
つ
い
て
お
り
ま
せ
ん
。
拉
致
に
つ
い
て
も
同
じ
だ
し
、
核
に
つ

い
て
も
同
じ
。
核
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
六
者
協
議
に
か
か
っ
て

い
る
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
と
い

う
予
想
を
最
後
に
一
言
、
二
言
申
し
上
げ
ま
す
と
、
私
は
や
は
り

短
期
的
に
は
政
権
交
代
と
い
う
か
、
今
の
後
継
者
問
題
が
北
朝
鮮

で
落
ち
着
か
な
い
限
り
、
こ
の
問
題
は
し
ば
ら
く
の
間
、
今
の
よ

う
な
状
況
が
続
く
の
で
は
な
い
か
な
と
言
い
聞
か
せ
て
い
る
わ
け

で
す
。

で
は
、
後
継
者
問
題
が
向
こ
う
で
落
ち
着
い
た
と
き
に
何
か
発

展
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
は
こ
こ
で
何
か
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
を
と
る
と
す
れ
ば
、
極
め
て
人
道
的
な
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

を
と
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
な
と
個
人
的
に
は
思
う
わ
け
で

す
。つ

ま
り
被
爆
者
問
題
。
長
崎
、
広
島
で
被
爆
し
た
人
は
北
朝
鮮

に
も
い
る
わ
け
で
す
。
今
、
生
存
者
が
三
〇
〇
人
ぐ
ら
い
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
八
〇
歳
、
九
〇
歳
に
な
っ
て
い
る
そ
の
人

た
ち
の
問
題
。
そ
れ
か
ら
同
じ
く
高
齢
化
し
て
い
る
従
軍
慰
安
婦

の
問
題
。
あ
る
い
は
強
制
労
働
の
対
象
の
人
た
ち
の
問
題
。
あ
る

い
は
遺
骨
の
返
還
と
い
う
の
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た

極
め
て
人
道
的
な
問
題
だ
け
を
何
と
か
対
応
し
て
、
北
朝
鮮
に
対

し
て
日
本
は
ま
じ
め
な
ん
だ
と
い
う
姿
勢
、
そ
れ
で
北
の
態
度
の

変
化
と
ま
で
は
言
わ
な
い
ま
で
も
少
し
の
柔
軟
化
で
も
い
い
、
北

の
状
況
を
見
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
日
本
の
と
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り
得
る
状
況
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
て
い

る
わ
け
で
す
。

と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
私
は
韓
国
と
ぜ
ひ
一
緒
に
や
り
た
い

と
思
う
の
は
、
殊
に
核
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
核
の
問
題
だ
け

は
北
朝
鮮
は
相
手
は
ア
メ
リ
カ
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど

も
、
ア
メ
リ
カ
と
日
韓
の
北
朝
鮮
の
核
に
対
す
る
脅
威
認
識
は
か

な
り
違
う
わ
け
で
す
。
ア
メ
リ
カ
に
北
朝
鮮
の
核
が
届
く
の
は
ま

だ
ま
だ
将
来
の
話
で
あ
り
ま
す
が
、
日
本
と
韓
国
は
既
に
北
朝
鮮

の
核
の
射
程
距
離
に
入
っ
て
い
て
、
脅
威
認
識
が
違
う
わ
け
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
脅
威
認
識
を
同
じ
く
す
る
日
韓
が
ア
メ
リ
カ

に
対
し
て
し
っ
か
り
頑
張
れ
と
。
北
朝
鮮
の
核
を
取
り
除
く
と
い

う
こ
と
。
北
朝
鮮
の
核
が
あ
る
か
な
い
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状

況
で
は
、
日
本
が
国
交
正
常
化
し
て
莫
大
な
金
を
北
に
出
す
こ
と

は
、
到
底
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。

日
朝
国
交
正
常
化
交
渉
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
あ
る
い
は
よ
り

根
源
的
に
は
日
韓
の
安
全
保
障
の
観
点
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
こ
は

一
緒
に
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
と
話
を
し
、
も
ち
ろ
ん
我
々
は
北
朝
鮮

に
言
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
向
こ
う
が
相
手
に
し
な

い
も
の
だ
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
が
日
韓
の
利
益
を
代
表
し
て
、
頭
に

入
れ
て
北
と
交
渉
を
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
こ
の
辺
で
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
清
聴

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

康　

遠
藤
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
変
難
し
い
問
題

で
は
あ
り
ま
す
。
一
つ
ず
つ
聞
い
て
み
る
と
一
歩
進
む
の
も
難
し

い
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
で
報
告
は
終
わ
っ
た
よ
う
で
す
。
当
面
し
て
い
る
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
に
つ
い
て
討
論
を
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
北
朝
鮮

に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
問
題
で
す
。
本
日
も
人
道
的
な
支
援
を

す
る
と
い
う
こ
と
を
長
官
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
日
本
の
対
北
支
援
の
問
題
と
韓
国

の
対
北
支
援
問
題
に
つ
い
て
、
現
在
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
る
人
道

的
な
支
援
問
題
を
討
論
の
テ
ー
マ
と
し
て
お
話
し
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

お
話
し
し
て
く
だ
さ
る
の
は
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
神
学
博

士
号
を
お
取
り
に
な
り
、
幅
広
く
社
会
活
動
と
研
究
活
動
に
参
加
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さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
任
成
彬
長
老
会
神
学
大
学
校
教
授
で
す
。

民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
の
現
況
と
分
析
を
お
話
し
し

て
く
だ
さ
い
ま
す
が
、
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
ど
れ
ほ
ど
支
援

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。

民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
朝
鮮

　

人
道
支
援
に
つ
い
て
の
現
況
と
分
析

任　
　

成　

彬

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
短
い
時
間
の
中
で
報
告
書
を
中

心
に
で
き
る
だ
け
早
く
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
集

七
五
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
緊
張
が
い

つ
よ
り
も
高
ま
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
、
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
に

つ
い
て
も
新
し
い
課
題
が
浮
上
し
て
い
ま
す
。
現
実
的
に
大
韓
民

国
で
は
、
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
に
関
し
て
は
相
反
す
る
評
価
が
存

在
し
ま
す
。
人
道
的
支
援
と
い
う
言
葉
を
無
意
味
に
す
る
ほ
ど
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
党
派
を
再
生
産
し
て
国
内
の
葛
藤
の
原
因
と
な

る
と
い
う
、
大
変
望
ま
し
く
な
い
現
実
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
転
換
期
的
な
状
況
で
の
対
北
朝
鮮
人

道
支
援
、
特
に
民
間
レ
ベ
ル
で
の
人
道
支
援
を
論
じ
る
際
に
、
私

た
ち
は
民
間
の
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
に
つ
い
て
の
客
観
的
評
価
と

必
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
今
行
っ
て

い
る
支
援
の
現
況
を
分
析
し
て
、
ほ
か
の
支
援
、
す
な
わ
ち
政
治

的
レ
ベ
ル
と
経
済
的
レ
ベ
ル
の
支
援
及
び
機
関
レ
ベ
ル
の
支
援
と

は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
朝
鮮
支
援
で
で
き
る
こ
と
は
何
か
と
い

う
点
を
も
う
少
し
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

特
に
、
支
援
の
動
機
、
持
続
性
、
動
員
の
能
力
を
考
え
み
ま
す

と
、
韓
国
内
で
宗
教
が
持
っ
て
い
る
力
は
大
変
大
き
い
と
思
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
宗
教
的
な
レ
ベ
ル
の
対
北
朝
鮮
人
道
支
援

に
特
に
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ

で
、
こ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
レ
ベ
ル
の
支
援
全
体
に
つ
い
て
は

お
話
し
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
限
っ
て
申
し
上

げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
対
北
朝
鮮
支
援
に
関
す
る
評
価
と
基
準
は
ご
存
知
の
よ
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う
に
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
一
つ
は
、
我
々
が
対
北
朝

鮮
人
道
支
援
を
し
た
た
め
、
北
朝
鮮
の
対
韓
国
依
存
度
が
深
ま

り
、
市
場
化
が
加
速
さ
れ
て
、
結
局
、
南
（
韓
国
）
側
が
望
む
方

向
で
統
合
的
な
統
一
に
進
ん
で
い
く
近
道
に
な
る
と
い
う
主
張
が

あ
り
ま
す
。
他
方
、
人
道
支
援
を
際
限
な
く
行
っ
た
た
め
に
北
朝

鮮
の
崩
壊
が
遅
く
な
っ
て
改
革
・
開
放
に
誘
導
す
る
こ
と
に
失
敗

し
、
結
局
は
北
朝
鮮
の
挑
発
の
力
量
を
大
き
く
す
る
結
果
を
も
た

ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
主
張
で
す
。
こ
の
よ
う
な
相
反
す

る
評
価
が
共
存
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
面
で
韓
国
政
府
は
二
つ

の
批
判
、
相
反
す
る
見
解
を
調
和
さ
せ
る
べ
き
立
場
に
あ
り
、
ま

た
企
業
で
は
経
済
的
な
次
元
を
念
頭
に
置
い
て
対
北
朝
鮮
人
道
支

援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
は
政
治
的
レ
ベ

ル
、
経
済
的
レ
ベ
ル
と
は
違
う
差
別
性
を
持
つ
必
要
性
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
の

基
準
と
目
標
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

暫
定
的
に
、
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
の
基
準
と
目
標
は
、
何
よ
り
も

「
北
朝
鮮
の
為
政
者
で
は
な
く
北
朝
鮮
住
民
の
生
活
の
質（q

u
ality

 

o
f life

）
の
改
善
」
に
焦
点
を
当
て
て
、
人
間
と
し
て
基
本
的
な

暮
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
を
我
々
も
共
有
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
一
方
的
に
北

朝
鮮
に
だ
け
限
る
も
の
で
は
な
く
、
韓
国
に
も
課
題
が
あ
り
ま

す
。
離
散
家
族
の
再
会
、
北
朝
鮮
へ
の
拉
致
被
害
者
問
題
、（
北

朝
鮮
の
）
韓
国
軍
捕
虜
の
釈
放
問
題
な
ど
も
一
緒
に
議
論
す
べ
き

課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
、
現
在
の
韓
国
の
対
北
朝
鮮
人
道
支
援

の
現
況
を
分
析
し
て
み
ま
す
と
、
特
に
民
間
レ
ベ
ル
で
の
対
北
人

道
的
支
援
が
占
め
る
比
率
が
大
変
高
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
二
〇
〇
四
年
の
対
北
人
道
的
支
援
の
場
合
は
北
朝
鮮
予
算
の

五
・
三
％
を
占
め
て
い
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
、
龍
川
（
ヨ
ン
チ
ョ
ン
）
災
害
〔
列
車
爆
発
事
故
〕
が
起
こ
っ

た
た
め
で
す
が
、
こ
れ
を
見
れ
ば
、
対
北
人
道
支
援
が
北
朝
鮮
に

対
し
て
か
な
り
の
影
響
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
韓
国
で
は
、
個
別
事
業
、〔
複
数
の
団
体
な
ど
が
合

同
で
行
う
〕
合
同
事
業
、
政
策
事
業
、
北
朝
鮮
の
乳
幼
児
支
援
事

業
な
ど
、
四
つ
の
対
北
朝
鮮
人
道
支
援
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
差
異
は
、
過
去
に
は
一
過
性
で
緊
急
救
護
の
次
元
で
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
今
は
戦
略
的
か
つ
長
期
的
な
次
元
で
取
り
組
む
た
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め
の
努
力
が
目
立
つ
と
言
え
ま
す
。

最
後
に
八
二
ペ
ー
ジ
で
す
。
民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
朝
鮮
人
道
支

援
の
特
徴
を
見
ま
す
と
、
や
は
り
対
北
支
援
は
政
治
的
な
状
況
と

有
機
的
な
関
係
が
あ
る
た
め
、
政
治
的
な
状
況
が
悪
化
す
る
と
、

対
北
人
道
支
援
は
当
然
減
る
し
か
な
い
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

政
治
的
、
経
済
的
、
戦
略
的
レ
ベ
ル
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
少

な
く
と
も
民
間
レ
ベ
ル
で
の
対
北
人
道
支
援
が
二
〇
〇
八
年
以
後

に
も
た
ゆ
ま
ず
、
ほ
か
の
支
援
に
比
べ
て
継
続
的
に
行
わ
れ
て
き

た
こ
と
は
励
み
に
な
り
ま
す
。

我
々
が
あ
る
程
度
合
意
で
き
る
こ
と
は
、
第
一
に
、
北
朝
鮮
の

社
会
的
弱
者
の
生
活
に
焦
点
を
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
人
道
支
援
の
方
法
や
手
続
き
も
住
民
の

生
活
の
質
の
向
上
に
焦
点
を
合
わ
せ
、
支
え
る
こ
と
が
で
き
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
が
必
要
で
す
。
第
二
に
、
南
北
間
の

人
道
協
力
の
互
恵
性
を
高
め
る
次
元
で
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
第
三
に
、
韓
国
だ
け
で
な
く
、
国
際
社

会
と
の
協
力
を
図
り
な
が
ら
、
と
も
に
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
方
向
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遠
藤
大
使
の
ほ
う
か
ら
も
お
話
が
あ

り
ま
し
た
が
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
や
天
安
艦
爆
沈
事
件
な
ど
に

よ
っ
て
、
対
北
人
道
支
援
を
続
け
る
こ
と
は
大
変
難
し
い
状
況
で

す
。
政
治
的
、
戦
略
的
な
レ
ベ
ル
で
も
こ
う
い
っ
た
こ
と
を
着
実

に
行
っ
て
い
く
こ
と
は
大
変
難
し
い
点
が
あ
り
ま
す
。
民
間
レ
ベ

ル
の
対
北
支
援
、
特
に
北
朝
鮮
住
民
に
対
す
る
、
基
本
的
な
人
間

と
し
て
の
生
活
の
質
を
支
え
、
同
時
に
韓
国
の
目
標
（
目
的
）
を

一
緒
に
達
成
し
て
行
く
た
め
に
は
、
何
か
政
治
的
、
経
済
的
、
戦

略
的
レ
ベ
ル
と
は
完
全
に
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、

何
か
異
な
る
差
別
性
を
担
保
で
き
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
差
別
性
を
引
き
続
き
維
持
で
き
る
の
が
宗
教
界
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
宗
教
界
が
ナ
イ
ー
ブ
で
特
定
の
政
治

的
な
目
的
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
う
し
た
事
例
を
目
撃

し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
原
則
的
な
意
味
で
の
宗
教
界

が
行
う
こ
と
が
で
き
る
差
別
的
な
支
援
に
つ
い
て
は
、
我
々
が
引

き
続
き
模
索
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
宗
教
的
な
レ
ベ
ル
で

の
対
北
人
道
支
援
を
見
ま
す
と
、
こ
れ
ま
で
民
間
団
体
の
対
北
支

援
に
お
い
て
、
四
〇
・
二
九
％
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
が
担
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
（
資
料
集
、
八
四
頁
）。
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で
す
か
ら
、
李
明
博
政
権
に
な
っ
て
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況

の
中
で
政
治
的
、
戦
略
的
な
レ
ベ
ル
で
の
困
難
は
依
然
と
し
て
あ

り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
支
援
は
政
治
的
な

レ
ベ
ル
の
従
属
変
数
に
止
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
韓

民
族
の
利
益
と
北
東
ア
ジ
ア
を
超
え
る
世
界
平
和
に
貢
献
で
き

る
、
平
和
な
統
一
、
我
々
が
望
む
建
設
的
な
（
南
北
）
統
一
の
た

め
に
、
民
間
レ
ベ
ル
の
対
北
支
援
は
政
治
・
経
済
的
な
レ
ベ
ル
を

超
え
る
価
値
と
理
想
、
そ
れ
に
よ
る
原
則
を
維
持
す
る
よ
う
に
努

力
す
べ
き
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
大
変
ナ
イ
ー
ブ
に
、
一
方
に

利
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
聖
書
的
に
申
し

上
げ
ま
す
と
、
ハ
ト
の
よ
う
に
素
直
で
あ
り
な
が
ら
ヘ
ビ
の
よ
う

に
賢
い
と
い
う
知
恵
も
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
宗
教
界
も
専

門
家
た
ち
と
の
対
談
を
通
じ
て
挑
戦
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。

結
論
的
に
、
人
間
の
生
活
の
質
に
対
す
る
超
越
的
な
価
値
を
保

障
す
る
と
い
う
意
味
で
、
ま
た
は
韓
国
社
会
に
お
い
て
現
実
的
に

重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
宗
教
の
役
割
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で

切
実
に
要
求
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。（
拍
手
）

康　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
最
後
に
な
り
ま
し

た
が
、
宮
本
悟
先
生
に
お
話
し
い
た
だ
き
ま
す
。
宮
本
先
生
は
現

在
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
准
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

韓
半
島
問
題
、
軍
事
問
題
に
関
し
て
専
門
家
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
ソ
ウ
ル
大
学
政
治
学
科
で
修
士
号
を
お
取
り
に
な
り
ま
し

た
。

日
本
の
対
北
朝
鮮
支
援
の
現
状
と
課
題

宮　

本　
　

悟

早
速
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
今
日
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
は
、「
日
本
の
対
北
朝
鮮
支
援
の
現
状
と
課
題
」
で
す
。

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
が
、
実
は
日
本
は
北
朝
鮮
に
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対
し
て
莫
大
な
支
援
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
世
界
の
統
計
で
見

る
と
、
ア
メ
リ
カ
、
韓
国
に
次
い
で
三
番
目
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

は
中
国
や
ロ
シ
ア
よ
り
も
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
こ

れ
は
人
道
支
援
の
数
字
で
あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
日
本
の
企
業
や

韓
国
の
企
業
が
、
中
国
の
企
業
に
比
べ
て
数
多
く
の
投
資
を
平
壌

に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
企
業
な
ど
民
間
団

体
、
政
府
の
開
発
援
助
、
人
道
支
援
、
全
部
合
わ
せ
た
ら
確
か
に

中
国
の
ほ
う
が
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
こ
こ
で
は
人
道
支

援
に
限
っ
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
人
道
支
援
に
限
る

と
、
日
本
の
対
朝
支
援
は
世
界
で
三
番
目
に
大
き
い
と
い
う
こ
と

を
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
が
今
、
な
ぜ
と
ま
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
う

い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
さ
ら
に
人
道
支
援
を
説
明
す
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
経
済

支
援
を
説
明
す
る
場
合
、
必
ず
経
済
制
裁
と
一
緒
に
説
明
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ

は
政
治
学
上
の
問
題
で
す
が
、
政
治
学
上
で
は
経
済
支
援
と
経
済

制
裁
は
、
同
じ
くE

co
n

o
m

ic S
an

ctio
n

に
な
る
と
い
う
説
が
あ

り
ま
す
。N

e
g

ative
 S

an
ctio

n

とP
o

sitive
 S

an
ctio

n

の
違
い
は

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
両
方
と
も
経
済
を
て
こ
に
し
て
政
治
目
的

を
達
成
す
る
と
い
うE

co
n

o
m

ic S
tate

craft

（
経
済
国
策
）
で
あ

る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
ら
に
、
日
本
の
経
済
支
援
だ
け
見
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
の

で
、
ほ
か
の
国
々
、
特
に
六
者
協
議
に
参
加
し
て
き
た
北
朝
鮮
以

外
の
五
つ
の
政
府
の
対
朝
支
援
の
状
況
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
日

本
の
対
朝
支
援
と
い
う
の
が
さ
ら
に
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。

問
題
点
も
そ
こ
で
わ
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
使
う
デ
ー
タ
で
す
が
、
国
際
連
合
人
道
問
題
調

整
事
務
所
（
O
C
H
A
）
の
デ
ー
タ
で
す
。
国
際
機
関
か
ら
出
て

い
る
の
は
こ
れ
し
か
な
い
の
で
す
が
、
実
は
デ
ー
タ
に
か
な
り
問

題
が
あ
る
に
は
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
も
中
国
も
額
を
間
違
っ
て

申
請
し
た
り
し
て
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
実
態
を
全
部
反
映
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
平
均
す
れ
ば
大
体
の
傾
向

は
わ
か
る
は
ず
で
す
か
ら
、
こ
の
デ
ー
タ
を
使
っ
て
説
明
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
こ
の
傾
向
が
わ
か
り
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
、
韓
国
、
日
本
は
人
道
支
援
に
積
極
的
で
す
。
中
国
と
ロ
シ
ア

は
消
極
的
で
す
。
こ
れ
は
は
っ
き
り
と
分
か
れ
ま
す
。
こ
れ
は
お
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配
り
し
て
い
る
資
料
集
の
表
1
（
八
七
頁
）
を
見
て
い
た
だ
け
れ

ば
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
原
因
の
一
つ
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
韓

国
、
日
本
は
北
朝
鮮
と
正
式
な
国
交
が
あ
り
ま
せ
ん
。
貿
易
も
制

限
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
比
べ
て
中
国
と
ロ
シ
ア
は
、
貿
易

は
普
通
に
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
国
交
も
あ
り
ま
す
。
と
い
う

こ
と
は
、
中
国
と
ロ
シ
ア
は
ア
メ
リ
カ
や
韓
国
、
日
本
の
よ
う
に

無
理
な
支
援
を
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

人
道
支
援
と
な
る
と
当
然
無
償
の
援
助
と
な
り
ま
す
。
中
国
は

そ
ん
な
こ
と
を
し
な
く
て
も
関
係
を
維
持
で
き
ま
す
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
と
韓
国
、
日
本
は
国
交
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
経
済
支

援
を
し
な
け
れ
ば
関
係
が
切
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
た
は
交
渉
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
事
情
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の

た
め
に
ア
メ
リ
カ
、
韓
国
、
日
本
の
経
済
支
援
の
額
は
ど
ん
ど
ん

上
が
っ
て
い
く
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
、
二
〇
〇
五
年
以
降
に
各
国
の
経
済
支
援
の
金
額
は
急

に
少
な
く
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
側
か
ら
国
連
に
支

援
を
断
っ
た
結
果
で
す
。
た
だ
し
翌
年
に
は
、
開
発
援
助
は
受
け

入
れ
る
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
経
済
支
援

を
二
〇
〇
五
年
か
ら
ほ
と
ん
ど
し
な
く
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の

理
由
は
北
朝
鮮
が
断
っ
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
は

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
八
日
に
北
朝
鮮
人
権
法
が
成
立
し
て
、
人

道
支
援
に
制
限
を
加
え
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
が

で
き
な
い
よ
う
な
支
援
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
決
め

て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
急
激
に
経
済
支
援
が
少
な
く
な
っ
て

お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
も
は
っ
き
り
し
て
お
り
ま
し
て
、
拉
致
被
害
者

で
あ
る
横
田
め
ぐ
み
さ
ん
の
遺
骨
が
別
人
の
も
の
と
い
う
鑑
定
結

果
が
出
た
た
め
に
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
八
日
、
日
本
政
府
は
支

援
を
凍
結
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
経

済
支
援
を
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
理
由
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
日

本
の
経
済
支
援
は
核
問
題
や
ミ
サ
イ
ル
問
題
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
拉
致
問
題
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
い
る

面
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
は
支
援
だ
け
で
な
く
、
経
済
制
裁
に
も
あ
ら
わ
れ
て
き

て
お
り
ま
す
。
日
本
が
北
朝
鮮
に
経
済
制
裁
を
発
動
し
た
の
は

二
〇
〇
六
年
七
月
五
日
で
す
。
こ
の
と
き
最
初
は
拉
致
問
題
が
発

動
要
件
で
あ
る
と
は
言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
五
日
後
に

国
会
で
、
拉
致
問
題
も
発
動
要
件
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
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言
及
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
核
実
験
の
後
の
大
規
模
な
経
済
制

裁
で
は
、
最
初
か
ら
拉
致
問
題
の
た
め
に
経
済
制
裁
を
発
動
し
た

と
い
う
こ
と
を
言
明
し
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
核
問
題
も
ミ
サ

イ
ル
問
題
も
発
動
要
件
に
入
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
本
が
北
朝
鮮
に
対
し
て
経
済
支
援
と
経
済
制
裁
を

し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
す
な
わ
ち
拉
致
問
題
を
進
展
さ
せ
る
た

め
、
と
い
う
目
的
が
一
番
重
要
で
あ
っ
た
と
こ
こ
で
は
考
え
ら
れ

る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
変
な
話
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、

ア
メ
リ
カ
は
北
朝
鮮
人
権
法
、
日
本
は
拉
致
問
題
と
い
う
人
道
問

題
に
よ
っ
て
人
道
支
援
に
制
限
を
か
け
る
と
い
う
矛
盾
を
は
ら
む

こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
は
国
際
法
上
で
は
問
題
に
は

な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
一
般
的
に
は
論
理
矛
盾
的
な
印
象

を
与
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
の
経
済
制
裁
で
問
題
が
あ
る
点
は
、
実
は
現
在

す
べ
て
の
輸
出
入
を
禁
じ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
国
連
は
今
ま

で
そ
う
い
う
経
済
制
裁
を
し
た
こ
と
が
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
と

い
う
の
は
、
食
糧
輸
出
と
医
療
品
輸
出
を
禁
止
す
る
こ
と
は
人
道

問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
日
本
が
今
す
べ
て
の
輸
出

を
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
人
道
問
題
に
抵
触
す
る
可
能
性

が
十
分
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
も
と
も
と
食
糧
は
ほ
と
ん
ど
輸
出
し

て
い
ま
せ
ん
し
、
医
療
品
も
輸
出
し
て
い
た
量
が
少
な
い
の
で
、

ど
こ
ま
で
問
題
に
な
る
か
は
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
日
本
の
経
済
制
裁
は
拉
致
問
題
の
進
展
と
い

う
目
的
を
達
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
に
お
い
て
失
敗
し
て

い
る
と
結
論
づ
け
る
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に

発
展
さ
せ
る
の
か
。
実
は
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
経
済
制

裁
と
支
援
と
い
う
の
は
表
裏
一
体
で
あ
っ
て
、
同
じE

co
n

o
m

ic 

S
tate

craft

で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
経
済
制
裁
は
解
除
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
効
果
を
持
つ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
経
済
制
裁
を
解
除

す
る
と
い
う
カ
ー
ド
で
も
っ
て
北
朝
鮮
に
拉
致
問
題
の
進
展
を
求

め
る
。
そ
う
い
う
外
交
が
こ
れ
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と

思
い
ま
す
。

拉
致
問
題
の
評
価
と
い
う
の
は
韓
国
で
も
日
本
で
も
い
ろ
い
ろ

と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
拉
致
問
題
が
進
展
し
な
い

限
り
、
日
朝
関
係
は
全
然
進
む
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
現
実
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

拉
致
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
人
で
あ
っ
て
も
、
拉

致
問
題
を
進
展
さ
せ
な
け
れ
ば
日
朝
関
係
を
動
か
せ
な
い
こ
と
を
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認
識
す
べ
き
で
す
。
日
朝
関
係
を
進
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
拉
致
被
害
者
の
再
調
査

か
ら
始
め
る
こ
と
で
す
。
ま
ず
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
ど
う
に
も

な
ら
な
い
の
で
す
。
少
な
く
と
も
日
本
は
経
済
制
裁
の
解
除
を

も
っ
て
拉
致
被
害
者
の
再
調
査
を
求
め
る
。
こ
う
い
う
外
交
を
進

め
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
国
交
正
常
化
を
す
れ
ば
日
本
は
経
済
協
力
を
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
金
額
に
つ
い
て
は
ま
だ
決

ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
な
う
わ
さ
が
流
れ
て
お
り
ま

す
。
一
〇
〇
億
ド
ル
と
か
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
少
な
く

と
も
日
本
の
外
務
省
は
こ
れ
を
肯
定
し
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま

せ
ん
の
で
白
紙
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
、
経
済
協
力
を
す

る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
実
は

決
ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
日
本
側
で
は
こ
の
経
済
協
力

は
人
道
支
援
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
節
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
米
、

食
糧
を
送
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
で
す
。
こ
れ
は
開
発
援
助

に
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

と
い
う
の
は
、
北
朝
鮮
自
身
は
い
ま
基
本
的
に
は
人
道
支
援
を

断
っ
て
お
り
ま
し
て
、
開
発
支
援
の
受
け
入
れ
を
求
め
て
い
る
わ

け
で
す
。
確
か
に
時
々
、
水
害
と
か
で
米
や
水
を
頼
ん
で
く
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
一
時
的
な
も
の

で
す
。
日
本
と
の
関
係
で
は
そ
れ
は
な
い
で
し
ょ
う
。
開
発
援
助

で
、
ど
う
い
う
協
力
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
は
今

か
ら
で
も
研
究
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
お
か
し
な
こ
と
に
な
る
と

い
う
こ
と
を
こ
こ
で
改
め
て
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。し

か
も
、
こ
れ
は
韓
国
も
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
北

朝
鮮
の
経
済
情
勢
を
正
確
に
把
握
し
て
、
ま
た
産
業
構
造
が
ど
う

い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
、
と

ん
ち
ん
か
ん
な
援
助
を
し
た
り
、
ま
た
自
分
た
ち
に
害
を
与
え
る

援
助
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し

上
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。（
拍
手
）

康　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
予
定
の
時
間
よ
り
二
〇
分
ほ

ど
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
こ
で
一
度
、
報
告
と
討
論
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を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
あ
と
で
参
加
者
全
員
で
互
い
に

疑
問
点
を
問
い
た
だ
し
て
、
問
題
点
を
解
い
て
み
よ
う
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
か
ら
は
、
尹
永
寛
教
授
が
司
会
を
し
て
く
だ
さ
い
ま

す
。
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第
三
部　

討
論

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
、
第
三
部
の
討
論
の
司
会

進
行
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
尹
永
寛
と
申
し
ま
す
。
多
く

の
方
々
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
で
討
論
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
私
ど
も
が
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど

も
、
発
表
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
々
が
何
人
も
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
の
で
、
支
障
が
な
い
よ
う
、
進
行
で
き
る
よ
う
に
が
ん
ば
り

ま
す
。

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
一
部
と
二
部
で
発
表
が
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
私
の
ほ
う
か
ら
発
表
者
の
方
々
の
発
表
内
容
に
つ
い
て
一

言
ず
つ
ご
く
簡
単
に
要
約
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
そ
の
後
、

発
表
者
の
方
々
に
二
分
乃
至
三
分
ぐ
ら
い
発
言
し
て
い
た
だ
き
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
時
間
の
制

限
が
あ
り
ま
す
の
で
、
少
々
発
表
の
時
間
に
気
を
つ
け
て
い
た
だ

き
ま
し
て
、
短
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
ご
参
席
く
だ

さ
い
ま
し
た
フ
ロ
ア
の
皆
様
に
も
質
問
で
き
る
機
会
を
何
分
間
か

設
け
た
い
と
思
い
ま
す
。

第
一
部
で
は
、
四
名
の
先
生
方
に
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
主
に
安
保
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
ま
し
て
議
論
し
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
私
が
発
表
し
た
論
文
で
は
、
国
際
情
勢
の
変
化
の
面

で
、
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
多
国
間
協
議
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
強
化
す

る
よ
う
に
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
、
韓
国
、
日
本
が
協
力
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
点
を
お
話
し
申
し
上
げ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
の
ヤ
ン
・
C
・
キ
ム

教
授
は
、
六
者
協
議
や
天
安
艦
問
題
、
核
問
題
な
ど
を
中
心
に
、

米
国
の
対
北
政
策
の
レ
ビ
ュ
ー
を
復
習
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

六
者
協
議
を
核
問
題
だ
け
に
限
ら
ず
、
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安

保
、
そ
し
て
経
済
、
す
べ
て
の
問
題
を
議
論
で
き
る
場
と
し
て
活

用
す
る
の
は
ど
う
か
と
い
う
、
大
変
よ
い
提
案
を
し
て
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
小
此
木
政
夫
教
授
は
、
天
安
艦
の
問
題
を
中
心
に
三
つ

の
点
に
分
け
ま
し
て
、
北
朝
鮮
の
問
題
を
分
断
体
制
と
関
連
し
て

議
論
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
金
千
植
統
一
省
（
統
一
政
策
）

室
長
は
、
現
政
権
の
対
北
政
策
に
関
し
て
集
中
的
に
お
話
し
く
だ
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さ
い
ま
し
た
。

第
二
部
で
は
、
経
済
問
題
に
つ
い
て
お
二
人
の
先
生
に
ご
報
告

い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
日
朝
関
係
、
国
交
正
常
化
問
題
に

つ
い
て
も
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
民
間
レ
ベ
ル
の

対
北
支
援
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
洪
性
国
極
東
問

題
研
究
所
北
韓
研
究
室
長
は
、
貨
幣
改
革
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ

さ
い
ま
し
た
が
、
経
済
的
な
措
置
と
い
う
よ
り
は
、
政
治
的
な
措

置
で
あ
り
、
社
会
主
義
体
制
を
復
元
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で

あ
り
、
財
政
難
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
進
め
ら
れ
た
措
置
で
あ
っ

た
と
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
対
外
経
済
政
策
研
究
院
の
趙
明
哲
博
士
は
、
中
朝
関

係
の
深
化
を
憂
慮
す
る
と
い
う
観
点
で
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
特
に
、
中
朝
の
経
済
関
係
の
深
化
が
、
北
朝
鮮
経
済
の
中
国

へ
の
隷
属
を
促
進
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
対
し
て
も
韓
国
政
府
が

気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
中
国
と
い
う
パ
ラ

メ
ー
タ
ー
を
重
視
す
べ
き
で
あ
る
と
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
。

遠
藤
哲
也
大
使
は
日
朝
国
交
正
常
化
が
必
要
だ
と
い
う
点
を
強

調
さ
れ
ま
し
て
、
こ
れ
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い
る
三
つ
の
要
因
、

拉
致
問
題
、
核
ミ
サ
イ
ル
問
題
、
経
済
協
力
問
題
な
ど
に
つ
い
て

取
り
上
げ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
し
て
任
成
彬
教
授
、
宮
本
悟
先
生
は
、
対
北
支
援
に
関
し
ま

し
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
任
成
彬
教
授
は
民
間
レ
ベ
ル
の

対
北
支
援
に
関
す
る
性
格
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
け

れ
ど
、
結
論
的
に
は
北
朝
鮮
に
対
す
る
民
間
支
援
が
政
治
の
変
数

に
従
属
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
ま
し
た
。
宮
本
先
生
は
日

本
の
対
北
支
援
に
つ
い
て
説
明
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
国
際

的
に
比
較
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
拉
致
被
害
者
の
問
題
の

再
調
査
の
必
要
性
な
ど
も
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

第
一
部
で
は
政
治
的
な
問
題
、
話
題
が
あ
り
ま
し
た
し
、
第
二

部
で
は
経
済
問
題
と
人
道
支
援
問
題
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
私
の
ほ
う
か
ら
発
表
者
の
皆
様
に
お
願
い
し
た
い
こ
と

は
、
こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
現
状
の

中
で
、
北
朝
鮮
問
題
を
解
決
し
、
そ
し
て
朝
鮮
半
島
の
安
定
を
維

持
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
と
い
う
、
未
来
志
向
的
な

観
点
で
お
話
し
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
ほ
ど
発
表

さ
れ
た
内
容
や
、
ほ
か
の
方
の
発
表
内
容
を
お
聞
き
に
な
り
な
が

ら
何
か
思
い
つ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
二
分
か
ら
三
分
ぐ

ら
い
で
簡
単
に
要
点
を
中
心
に
お
話
し
し
て
く
だ
さ
れ
ば
と
思
い
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ま
す
。

そ
れ
で
は
康
仁
徳
長
官
か
ら
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

康　

私
は
一
つ
だ
け
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
最
近

の
中
国
の
態
度
で
す
。
中
国
の
態
度
が
大
変
覇
権
的
な
姿
を
見
せ

て
い
ま
す
。
あ
た
か
も
一
八
九
〇
代
の
日
清
戦
争
の
前
に
あ
ら
わ

れ
た
そ
う
い
う
過
激
な
発
言
が
出
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
我
々

の
軍
事
演
習
に
対
す
る
反
応
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
正
直
、
中
国

は
韓
半
島
に
お
い
て
自
国
の
利
益
を
守
る
た
め
に
徹
底
的
な
態
度

を
と
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
従
い
ま
し

て
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
影
響
力
も
強
ま
っ
て
い
く
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
を
利
用
し
て
ど
う
す
れ
ば
北
朝
鮮
を
変
化
さ
せ
て
い
く
た
め

に
中
国
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
こ
う
い
っ
た
問
題

が
韓
国
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
い
う
意
味
で
は
、
私
は
最
近
黄
海
で
行
わ
れ
た
米
韓
軍
事

演
習
は
、
中
国
に
か
な
り
の
圧
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
引
き
続
き
起
き
れ
ば
、
中
国
と
し
て

は
到
底
我
慢
で
き
な
い
た
め
、
韓
国
に
も
強
い
拒
否
反
応
を
見
せ

る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
中
国
は
北
朝
鮮
に
対
し

て
、
今
や
何
が
あ
っ
て
も
落
ち
着
く
べ
き
で
あ
る
と
す
る
、
圧
力

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
名
分
を
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
韓
国
は
中
国
と
戦
い
た
い
と
か
、
戦
争
を
し
た
い
と
い
う
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
に
よ
る
天
安
艦
事
件
の
よ
う
な
蛮

行
を
防
ぐ
た
め
に
行
う
軍
事
演
習
で
あ
る
と
大
義
名
分
を
掲
げ
る

一
方
で
、
中
国
が
北
朝
鮮
に
対
し
、
新
し
い
角
度
で
そ
の
好
戦
性

を
抑
制
す
る
た
め
の
努
力
を
す
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

尹　

中
国
の
覇
権
的
な
態
度
に
対
す
る
懸
念
に
つ
い
て
お
話
し
い

た
だ
き
ま
し
た
。
趙
明
哲
博
士
、
お
願
い
し
ま
す
。

趙　

現
在
は
韓
国
の
国
内
で
南
北
の
統
一
、
統
合
に
対
す
る
国
民

的
な
支
持
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
あ
る
い
は
統
一
は
当
然
だ
と
す

る
傾
向
が
継
続
的
に
減
少
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
理
由
は
大
き
く
二

つ
あ
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
、
か
つ
て
の
統
一
国
家
の
事
例
を
見
な

が
ら
統
一
に
恐
怖
を
抱
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
も

う
一
つ
は
、
ド
イ
ツ
の
統
一
の
過
程
で
展
開
さ
れ
た
西
独
の
莫
大

な
経
済
的
な
負
担
に
よ
る
経
済
成
長
の
抑
制
と
い
う
も
の
が
、
ほ

と
ん
ど
恐
怖
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
よ
う
な
面
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
ま
た
イ
エ
メ
ン
の
統
一
の
よ
う
に
、
統
一
後
、
特
に
理

念
が
定
ま
ら
ず
に
内
戦
な
ど
が
起
き
て
数
万
人
が
死
ぬ
と
い
う
よ
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う
な
こ
と
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
当
然
性
に
対
し
て
も
う
一
度
振

り
返
っ
て
み
さ
せ
る
影
響
が
あ
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

そ
し
て
二
つ
目
は
、
現
在
の
南
北
の
経
済
力
の
大
き
な
格
差
、

ギ
ャ
ッ
プ
で
す
。
イ
エ
メ
ン
の
統
一
の
場
合
は
、
一
つ
は
暴
力
的

な
恐
怖
、
も
う
一
つ
は
経
済
的
な
負
担
の
恐
怖
が
あ
り
ま
し
た

が
、
こ
う
し
た
も
の
が
北
朝
鮮
と
の
統
一
で
は
同
時
に
あ
ら
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
南
北
の
経
済
力
の

格
差
は
東
西
ド
イ
ツ
の
水
準
を
は
る
か
に
超
え
て
お
り
、
ま
た
北

朝
鮮
内
部
の
紛
争
の
可
能
性
と
い
う
も
の
は
イ
エ
メ
ン
よ
り
も
は

る
か
に
高
く
な
っ
て
お
り
、
南
北
の
住
民
の
間
で
の
理
念
的
な
違

い
、
文
化
的
な
葛
藤
は
は
る
か
に
深
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
結
果
、
恐
怖
を
超
え
て
災
い
に
な
っ
て

し
ま
う
と
考
え
る
人
々
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま

す
。
こ
の
時
点
で
こ
う
し
た
も
の
を
鎮
静
化
さ
せ
、
そ
う
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
み
ず
か
ら
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
韓
国

社
会
の
課
題
で
あ
り
、
韓
国
政
権
の
課
題
で
あ
り
、
学
者
と
し
て

の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
こ
う
し
た
ブ
ラ
ン
ク
の
期
間
に
、
北
朝
鮮

が
経
済
的
に
衰
退
し
、
政
治
的
に
衰
退
し
て
い
る
こ
の
過
程
の
中

で
、
我
々
で
は
な
い
第
三
者
が
そ
こ
に
介
入
し
て
、（
我
々
の
統

一
、
統
合
に
代
わ
っ
て
）
ほ
か
の
社
会
に
つ
く
り
上
げ
て
い
く
、

東
北
四
省
と
い
う
表
現
も
登
場
し
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
の
よ

う
な
結
果
に
な
る
よ
う
に
放
置
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
の
よ
う
に
し
な
い
た
め
に
は
、
統
一
、
統
合
に
対
す
る
将

来
、
そ
し
て
北
朝
鮮
に
対
す
る
メ
リ
ッ
ト
の
維
持
と
い
っ
た
も
の

を
我
々
み
ず
か
ら
が
つ
く
り
出
し
て
い
っ
て
こ
そ
、
統
合
と
統
一

に
対
す
る
国
民
的
な
熱
意
、
当
然
性
、
そ
し
て
熱
望
と
い
っ
た
も

の
が
持
続
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
申
し
上
げ
た
い
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
中
国
の
行
為
よ
り
も
は
る
か
に
積
極
的
に
、
支
援

で
は
な
い
開
発
、
支
援
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
取
引
の
レ
ベ
ル
と
い

う
よ
う
な
も
の
へ
と
、
よ
り
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
と
い
う

よ
う
な
政
策
の
転
換
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
以
上
で
す
。

尹　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
中
国
よ
り
も
我
々
が

よ
り
積
極
的
に
、
ま
た
支
援
で
は
な
く
開
発
レ
ベ
ル
の
積
極
的
な

対
北
朝
鮮
政
策
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
ま

し
た
。
任
成
彬
先
生
、
お
願
い
し
ま
す
。

任　

今
年
、
二
〇
一
〇
年
は
大
韓
民
国
に
暮
ら
し
て
い
る
人
に

と
っ
て
は
大
変
意
義
深
い
年
だ
と
思
い
ま
す
。
南
北
が
互
い
に
殺
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し
あ
う
戦
争
〔
朝
鮮
戦
争
開
戦
〕
か
ら
六
〇
周
年
で
す
し
、
日
韓

強
制
併
合
か
ら
一
〇
〇
年
で
す
。
そ
の
意
味
で
去
る
八
月
に
大
雨

が
降
っ
た
の
は
、
大
変
に
意
味
が
あ
る
出
来
事
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
韓
民
族
の
涙
が
雨
と
し
て
降
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
個
人
的

に
考
え
て
い
る
ほ
ど
、
大
変
重
要
な
時
期
だ
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。し

か
し
、
一
〇
〇
年
前
も
六
〇
年
前
も
、
ま
た
今
も
あ
る
意
味

で
は
、
一
〇
〇
年
前
は
一
九
世
紀
型
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
行
わ

れ
、
今
は
二
一
世
紀
型
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
お

り
ま
す
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
め
の
朝
鮮
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
に
適
応
で
き
ず
、
国
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

後
、
四
〇
年
後
に
は
同
族
が
殺
し
あ
う
悲
劇
、
分
断
が
続
き
ま
し

た
。
二
一
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
、
そ
の
前
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化

よ
り
さ
ら
に
ほ
か
の
形
で
加
速
化
さ
れ
た
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
へ
と
進
展
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
政
学
的
に
は
四
大
強
国

に
朝
鮮
半
島
が
囲
ま
れ
て
い
る
状
況
、
そ
し
て
分
断
さ
れ
て
い
る

状
況
が
続
い
て
い
る
の
は
同
様
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
し
て
、
さ
っ

き
小
此
木
先
生
も
分
断
状
態
と
分
断
体
制
は
異
な
る
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
事
実
、
そ
う
し
た
も
の
が
よ
り
体
制
化
・

加
速
化
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
点
で
二
一
世
紀
の
初
め
を
生
き
て
い
る
大
韓
民
国

の
国
民
と
し
て
の
課
題
は
統
一
で
あ
り
ま
す
が
、
統
一
は
至
上
の

課
題
で
は
な
く
、
真
の
意
味
で
の
至
上
の
課
題
は
韓
半
島
の
平
和

な
統
一
で
あ
り
、
そ
れ
が
東
ア
ジ
ア
の
平
和
、
世
界
平
和
に
も
、

寄
与
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
二
〇
世
紀
初
め
と
二
〇
世
紀
半
ば

の
悲
劇
を
繰
り
返
さ
な
い
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
基
本
的
に
平
和

に
対
す
る
概
念
を
明
ら
か
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
平
和

を
守
る
た
め
に
は
、
民
族
主
義
も
う
ま
く
調
節
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
し
、
覇
権
主
義
も
う
ま
く
牽
制
す
べ
き
で
す
。
何
よ
り
も

基
本
的
に
人
間
を
愛
し
、
共
同
体
が
息
づ
い
て
い
る
、
こ
う
い
っ

た
統
一
の
た
め
に
我
々
が
努
力
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
私
は
大
韓
民
国
の
課
題
は
社
会
統
合
で

あ
り
、
国
内
葛
藤
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
る
の
か
、
そ
し
て
加
速

化
さ
れ
る
世
界
化
の
中
で
、
特
に
韓
半
島
の
地
政
学
的
な
状
況
を

よ
く
判
断
し
、
そ
れ
を
人
々
に
よ
く
説
明
し
て
、
我
々
の
社
会
を

う
ま
く
統
合
で
き
る
政
治
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
必
要
な
時
だ

と
思
い
ま
す
。
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尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
人
間
、
そ
し
て
共
同
体
に
焦

点
を
合
わ
せ
た
平
和
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
べ
き
で
、
そ
う
い
っ

た
面
で
社
会
統
合
と
国
内
葛
藤
を
解
決
す
る
政
治
的
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
必
要
性
で
あ
る
と
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
遠
藤
大

使
、
お
願
い
し
ま
す
。

遠
藤　

二
点
、
申
し
上
げ
ま
す
。
一
点
は
、
北
朝
鮮
に
対
す
る

我
々
の
政
策
態
度
に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
と
韓
国
と
ア
メ
リ
カ

の
協
力
、
意
見
の
調
整
と
い
う
の
は
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
と
申
し
ま
す
の
は
、
過
去
に
必
ず
し
も
協
調
が
と
れ

て
い
な
く
て
、
ど
う
も
日
韓
米
の
そ
れ
ぞ
れ
の
態
度
が
ば
ら
ば
ら

な
と
き
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
に
つ
け
込
ま
れ
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
何
ら
我
々
の
目
的
を
達
す
る
と
こ
ろ
は
な
い
の

で
、
三
カ
国
の
協
力
と
い
う
こ
と
を
ぜ
ひ
と
も
や
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
第
一
点
で
す
。

第
二
点
は
、
冒
頭
に
康
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
中
国
な
の
で
す

け
れ
ど
も
、
確
か
に
中
国
の
最
近
の
態
度
と
い
う
の
は
異
様
と
も

思
わ
れ
る
ほ
ど
で
か
い
と
い
う
か
傲
慢
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
態

度
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
日
本
は
現
在
、
中
国
と
の
間
で
尖
閣

列
島
を
め
ぐ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
の
処
理
に
中
国
が
最
近
と
っ
た
態
度
と
い

う
の
は
常
識
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
態
度
、
つ
ま
り
も
う

少
し
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
中
国
の
前
外
務
大
臣
、
現
在
は
外

務
大
臣
の
一
つ
上
の
外
交
担
当
国
務
委
員
が
、
日
本
大
使
を
休

み
の
日
の
夜
中
の
一
時
に
呼
び
出
し
て
抗
議
す
る
な
ん
て
い
う
、

ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
行
動
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

二
番
目
は
、
中
国
の
東
北
地
方
開
発
と
い
う
の
は
、
そ
の
一
つ

の
目
的
と
し
て
豆
満
江
開
発
。
そ
れ
で
豆
満
江
を
通
じ
て
の
、
日

本
名
で
言
え
ば
日
本
海
、
韓
国
語
で
言
え
ば
東
海
（
ト
ン
ヘ
）
へ

中
国
が
進
出
す
る
と
い
う
の
が
念
頭
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
わ
け
で
、
こ
れ
は
や
は
り
三
カ
国
に
な
る
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
、
韓
国
も
日
本
も
ア
メ
リ
カ
も
こ
れ
に
対
し
て
非
常
に
注
意
を

持
っ
て
対
処
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
以
上
で
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
韓
米
日
の
協
力
の
必
要
性
に

つ
い
て
、
そ
し
て
最
近
の
中
国
の
態
度
の
問
題
点
に
つ
い
て
お
話

し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
次
は
ヤ
ン
・
C
・
キ
ム
教
授
、
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

キ
ム　

先
ほ
ど
ア
メ
リ
カ
の
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
お
話
し
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し
た
際
に
、
そ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
1
、
北
朝
鮮
の
核
保
有
を
実
質
的

に
黙
認
す
る
と
い
う
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
が
果
た
し
て
ア
メ
リ
カ
に

あ
る
の
か
と
。
米
国
政
府
の
立
場
で
は
、
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
万
一
、
米
国
が
そ
の
よ
う
な
政
策
を
採
用

す
れ
ば
、
韓
米
同
盟
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
、
日
米
同
盟

は
ど
う
な
の
か
、
二
つ
と
も
破
棄
さ
れ
る
状
況
に
ま
で
至
る
可
能

性
が
あ
り
、
N
P
T
体
制
は
完
全
に
崩
壊
す
る
な
ど
、
核
拡
散

状
況
に
至
り
ま
す
。
実
質
的
に
こ
の
よ
う
な
状
況
が
続
く
と
い
う

問
題
は
別
と
し
て
、
米
国
政
府
が
北
朝
鮮
の
核
を
容
認
す
る
と
い

う
状
況
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

こ
れ
と
関
連
し
ま
し
て
、
北
朝
鮮
の
友
人
た
ち
か
ら
も
た
ま
に

こ
の
よ
う
な
話
を
聞
き
ま
す
。
核
を
保
有
す
る
北
朝
鮮
が
米
国
と

国
交
正
常
化
す
る
と
い
っ
た
意
図
を
表
明
す
る
人
が
い
る
の
で

す
。
し
か
し
、
米
国
の
立
場
は
大
変
明
ら
か
で
す
。
オ
バ
マ
政
権

が
ス
タ
ー
ト
し
た
昨
年
二
月
以
降
、
例
え
ば
二
月
一
三
日
、
外
交

問
題
評
議
会
で
の
ク
リ
ン
ト
ン
国
務
長
官
の
演
説
、
そ
の
後
も
米

国
政
府
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
は
、
核
を
保
有
す
る
北
朝
鮮
と

国
交
正
常
化
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
の
が
、
米
国
政
府

の
確
固
た
る
立
場
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
北
朝
鮮
側
に
聞
い
て
み
ま
す
と
、
こ
の
よ
う
な
話
を
し

ま
す
。
自
分
た
ち
が
核
を
放
棄
す
る
た
め
に
は
、
米
国
は
ま
ず
わ

が
国
に
対
す
る
敵
視
政
策
を
す
べ
て
撤
回
す
べ
き
で
あ
る
、
つ
ま

り
、
敵
視
政
策
の
転
換
が
自
分
た
ち
に
と
っ
て
は
前
提
条
件
だ
と

答
え
ま
す
。
そ
れ
な
ら
、
あ
な
た
方
が
主
張
す
る
敵
視
政
策
の
転

換
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
し
て
ほ
し
い
と
、
私
は
多
く
の
時
間

を
か
け
て
北
朝
鮮
の
専
門
家
と
意
見
を
交
換
し
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
結
論
は
、
一
言
で
言
い
ま
す
と
、
韓
米
同
盟
関
係
を
破

棄
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
北
朝
鮮
の
主
張
を
簡
単
に
申
し
上
げ

ま
す
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
現
存
す
る
日
本
と
の

「
日
米
軍
事
同
盟
」
の
著
し
い
弱
化
を
前
提
と
す
る
も
の
で
す
。

米
国
政
府
と
し
て
韓
米
同
盟
、
日
米
同
盟
の
破
棄
な
ど
を
前
提
に

す
る
そ
の
よ
う
な
条
件
を
、
ど
の
よ
う
に
米
国
政
府
が
承
諾
す
る

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
米
国
政
府
は
そ
の
よ
う
に
判
断
し

て
い
る
と
い
う
点
を
、
私
の
ほ
う
か
ら
つ
け
加
え
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

ま
た
現
在
、
北
朝
鮮
側
か
ら
も
中
国
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
話
を

聞
い
て
い
ま
す
。
六
者
協
議
復
帰
問
題
に
つ
い
て
で
す
が
、
第
一
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に
お
話
し
し
た
い
こ
と
は
、 

金
正
日
総
書
記
が
五
月
に
中
国
を
訪

問
し
た
際
、
ま
た
八
月
に
訪
中
し
た
際
も
、
六
者
協
議
に
復
帰
す

る
と
い
う
意
思
を
北
朝
鮮
が
表
明
し
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
後
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
側
の
文
献
を
読
ん
で
見

て
も
出
て
い
ま
せ
ん
。
六
者
協
議
に
復
帰
す
る
と
い
う
意
思
表
示

は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

最
近
、
金
総
書
記
が
八
月
に
中
国
を
訪
問
し
た
際
に
六
者
協
議

と
関
連
し
て
韓
国
の
マ
ス
コ
ミ
に
紹
介
さ
れ
た
内
容
を
見
ま
す

と
、
北
朝
鮮
が
六
者
協
議
に
参
加
す
る
意
思
を
表
明
し
た
と
い
う

よ
う
な
報
道
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
し
た
。

し
か
し
北
朝
鮮
の
公
式
的
な
発
言
、
非
公
式
的
な
発
言
を
総
合
し

て
み
ま
す
と
、
北
朝
鮮
が
六
者
協
議
に
復
帰
す
る
と
い
う
意
見
は

一
度
も
表
明
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
を
訪
問
し
た
後
の

北
朝
鮮
側
の
表
現
は
、
我
々
も
六
者
協
議
が
早
期
に
開
催
さ
れ
、

東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
の
安
定
に
寄
与
す
る
状
況
に
な
る
こ
と
を
望

ん
で
い
る
と
述
べ
た
だ
け
で
あ
り
、
北
朝
鮮
が
復
帰
す
る
と
い
う

文
言
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
私
の
認
識
で
は
――
米
国
の
専
門
家
の
方
々
が
同

調
し
共
有
し
て
い
る
考
え
で
す
け
れ
ど
も
――
例
え
ば
、
中
国
が

ア
メ
リ
カ
に
、
第
一
段
階
的
に
一
〜
二
回
ほ
ど
北
朝
鮮
と
二
国
間

協
議
を
し
な
さ
い
、
そ
う
す
る
と
予
備
協
議
を
し
、
本
会
談
も
で

き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
米
朝
会
談
を
再
開
し
な

さ
い
と
い
う
の
で
す
。
し
か
し
米
国
側
（
が
苦
慮
す
る
の
）
は
、

米
朝
会
談
、
つ
ま
り
二
国
間
協
議
を
行
う
と
い
う
際
に
北
朝
鮮
が

何
を
望
む
か
と
い
う
判
断
と
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
期
待
の
差
が
大

変
大
き
い
と
い
う
点
で
す
。
具
体
的
に
お
話
し
し
ま
す
と
、
北
朝

鮮
は
制
裁
を
解
消
す
る
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
も
教
え
て
ほ
し

い
と
主
張
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う

な
状
況
で
制
裁
が
完
全
に
解
消
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
説
明
し
て

ほ
し
い
と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
を
米
国
側
に
直
接
聞
き
た
い
と
い

う
わ
け
で
す
。
そ
し
て
第
二
に
、
平
和
協
定
の
問
題
を
議
論
す
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
平
和
協
定
を
締
結
す

る
と
い
う
が
、
米
国
の
考
え
る
平
和
協
定
の
内
容
は
何
か
と
言
っ

て
い
る
の
で
す
。
ど
の
よ
う
な
時
点
で
、
ど
の
よ
う
な
条
件
で
、

ど
の
よ
う
な
順
序
で
平
和
協
定
を
締
結
す
る
の
か
、
そ
の
具
体
案

を
我
々
に
話
し
て
ほ
し
い
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
十
分
な

合
意
が
あ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
自
分
た
ち
は
六
者
協
議
に
復
帰
す

る
問
題
を
考
え
る
、
そ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
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で
北
朝
鮮
は
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
何
度
も
、
な
ぜ
二
国
間
協
議
を

し
な
い
の
か
と
主
張
し
ま
す
。
こ
れ
は
北
朝
鮮
の
望
む
と
こ
ろ
に

対
す
る
米
国
の
認
識
の
違
い
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
だ
と
申
し

上
げ
た
い
の
で
す
。

そ
し
て
最
後
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
が
本
日
お
話
し
し

な
が
ら
感
じ
た
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
我
々
が
理
解
し
よ
う
と
す

る
北
朝
鮮
の
さ
ま
ざ
ま
な
外
交
安
保
の
面
で
の
行
動
が
な
ぜ
起
き

て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
最
近
、
米
国
政
府
が
確
信
し
て

い
る
点
は
、
実
質
的
な
北
朝
鮮
の
内
部
事
情
、
つ
ま
り
金
正
日
総

書
記
の
健
康
問
題
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
後
継
問
題
な
ど
、
国
内

問
題
に
起
因
す
る
側
面
が
大
変
大
き
い
と
い
う
の
が
米
国
政
府
の

公
式
的
な
立
場
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
最
近
の
米
国
議
会

で
証
言
す
る
米
政
府
高
官
の
発
言
内
容
を
見
れ
ば
――
公
開
さ
れ

る
発
言
で
す
――
米
国
が
言
う
北
朝
鮮
の
さ
ま
ざ
ま
な
挑
発
的
な

行
為
と
い
う
の
は
、
北
朝
鮮
の
国
内
事
情
、
つ
ま
り
後
継
問
題
と

関
連
が
あ
る
と
い
う
の
が
米
国
政
府
の
判
断
で
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
米
国
と
北
朝
鮮
の
立
場
を
鮮

明
に
対
照
さ
せ
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
小
此
木
政
夫
先

生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

小
此
木　

冷
戦
が
終
結
し
て
か
ら
の
約
二
〇
年
間
、
北
朝
鮮
は
非

常
に
難
し
い
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、「
生
き
残
り
」
の
た
め
の
試

行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
、
新
し
い
「
生
き
残

り
」
戦
略
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
近
、
明
白
な
形
を

と
っ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
独
自
の
核
開
発
の
継
続
に
加
え

て
、
中
国
へ
の
政
治
経
済
的
な
依
存
と
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

の
形
成
で
す
。
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
形
成
は
、
も
ち
ろ
ん

金
正
日
総
書
記
の
健
康
問
題
と
関
係
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
条
件
が
整
わ
な
け
れ
ば
北
朝
鮮
は

生
き
残
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
し
、
ど
ん
な
手
段
を
使
っ

て
で
も
北
朝
鮮
を
早
く
崩
壊
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

核
開
発
を
阻
止
し
、
中
朝
関
係
を
分
断
し
て
、
そ
し
て
後
継
作
業

を
妨
害
す
る
こ
と
に
全
力
を
尽
く
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
暴
力
的
な
事
態
を
招
か
な
い
こ
と
を
優
先
す

る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
条
件
を
ど
の
よ
う
に
料
理
し
て

い
く
か
が
重
要
に
な
り
ま
す
。
非
核
化
問
題
は
ど
う
で
し
ょ
う

か
。
先
ほ
ど
、
北
朝
鮮
が
北
朝
鮮
で
あ
る
限
り
核
開
発
が
放
棄
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
核
開
発
の
放
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棄
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
北
朝
鮮
は
過
去
二
〇
年
間
の
う
ち
の
半
分

ぐ
ら
い
の
間
、
こ
れ
を
凍
結
し
た
り
、
無
能
力
化
し
た
り
し
て
い

ま
し
た
。
核
放
棄
に
は
応
じ
な
い
が
、
条
件
次
第
で
は
凍
結
や
無

能
力
化
に
は
応
じ
る
で
し
ょ
う
。
核
開
発
を
再
び
I
A
E
A
の

監
視
下
に
置
い
た
う
え
で
、
そ
の
他
の
問
題
を
交
渉
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
中
国
と
の
関
係
に
関
し
て
、
い
ま
北
朝
鮮
は
中
国
と

ア
メ
リ
カ
の
関
係
が
悪
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
い
い
と
思
っ
て
い
る

で
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
伝
統
的
な
中
朝
友
好
関
係
が
復
活

し
、
生
き
残
り
の
条
件
が
整
う
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
今
後
の
米
中
関
係
が
ど
の
よ
う
に
進
展
す
る
か
が
重
要
だ
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
北
朝
鮮
に
と
っ
て
は
、
米
中
が
協
議
し

て
、
朝
鮮
情
勢
を
共
同
で
管
理
す
る
こ
と
が
最
も
望
ま
し
く
な
い

状
態
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
簡
単
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

最
後
の
問
題
は
金
正
日
総
書
記
の
健
康
と
関
係
し
ま
す
。
こ
れ

は
外
部
か
ら
は
何
と
も
し
よ
う
の
な
い
問
題
で
す
。
現
在
、
労
働

党
代
表
者
会
の
開
催
が
延
期
さ
れ
て
い
る
の
は
重
大
な
事
態
で
す

か
ら
、
こ
れ
が
何
に
起
因
す
る
か
を
注
目
す
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
単
純
に
水
害
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
も
し
そ
れ
が
金
正
日
総
書
記
の
健
康
問
題
と
関
係
す
る
よ
う

な
こ
と
で
あ
れ
ば
、
事
態
は
相
当
切
迫
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

私
は
も
ち
ろ
ん
破
局
的
な
事
態
を
望
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
く

て
、
南
北
が
平
和
的
に
共
存
し
な
が
ら
、
三
つ
の
条
件
が
ク
リ
ア

さ
れ
る
よ
う
な
方
法
を
探
し
出
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り

ま
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
北
朝
鮮
の
核
開
発
、
中
国
依

存
、
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
問
題
を
中
心
に
、
北
朝
鮮
の
生

存
戦
略
に
関
し
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
洪
性
国
教

授
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

洪　

先
ほ
ど
発
表
し
た
際
に
も
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
よ
く
注
目
せ
ず
見
逃
し
て
し
ま
う
点
が
北
朝
鮮
の
経
済
に
関

す
る
話
で
す
。
一
般
的
に
資
本
主
義
の
韓
国
人
は
見
逃
し
て
し
ま

う
部
分
が
経
済
部
門
で
す
。
韓
国
で
暮
ら
し
な
が
ら
体
験
し
て
い

る
経
済
と
北
朝
鮮
の
経
済
を
混
同
し
て
考
え
て
し
ま
う
、
ま
る
で

北
朝
鮮
経
済
も
韓
国
経
済
と
同
じ
よ
う
に
同
一
視
し
て
し
ま
う
傾

向
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
は
違
い
ま
す
。

北
朝
鮮
は
韓
国
経
済
と
は
異
な
り
、
政
治
経
済
で
あ
る
と
い
う



93 シンポジウム　東アジアの平和と民主主義

点
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
は
政
治
経
済
と
い
う
側
面

で
大
変
規
範
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
思
考
体
系
に
大
変
慣
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
対
北
支
援
を
は
じ
め
、
対
北
経
済
支
援
や
貿

易
・
経
済
協
力
な
ど
に
お
い
て
も
政
治
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
ま

す
。
こ
れ
を
韓
国
は
常
に
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な

点
か
ら
開
放
・
改
革
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
か
え
っ
て
常
に
足
か

せ
と
な
っ
て
い
る
点
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
瞬
間
に
も

金
正
日
総
書
記
や
、
あ
る
い
は
北
朝
鮮
の
住
民
も
、
今
現
在
、
政

治
的
な
思
考
体
系
の
中
で
す
べ
て
の
経
済
を
考
え
て
お
り
、
そ
し

て
観
念
化
し
て
い
る
と
い
う
点
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。本

日
は
人
道
的
な
問
題
を
テ
ー
マ
に
発
表
し
ま
し
た
が
、
我
々

は
人
道
的
な
レ
ベ
ル
で
か
な
り
の
対
北
支
援
を
行
い
、
そ
の
支
援

を
純
粋
に
考
え
て
い
ま
す
が
、
北
朝
鮮
の
住
民
は
こ
れ
を
政
治
的

に
計
算
し
て
認
識
し
て
い
る
点
を
、
我
々
は
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
。間

も
な
く
党
代
表
者
会
議
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。
現
在
、

こ
の
会
議
の
開
催
準
備
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
果
た
し

て
何
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
か
と
い
う
点
を
考
え
る
べ
き
で
す
。

一
説
に
は
経
済
の
安
定
策
を
考
慮
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
後
継
者

の
問
題
を
扱
う
だ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
お
い

て
も
我
々
が
考
え
る
べ
き
問
題
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
政

治
問
題
か
ら
開
催
す
る
の
で
あ
り
、
単
純
に
経
済
安
定
化
の
問
題

を
扱
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
既
に
最
高
人
民
会

議
で
内
閣
人
事
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
今
回
の
党
代
表
者

会
議
で
は
党
の
人
事
問
題
を
取
り
上
げ
る
で
し
ょ
う
。

内
閣
と
党
の
人
事
問
題
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
と

い
い
ま
す
と
、
既
に
年
明
け
か
ら
緩
ん
で
い
る
社
会
主
義
の
計
画

体
制
を
現
在
整
備
し
て
い
る
過
程
に
あ
り
、
今
回
人
事
問
題
を
取

り
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
二
〇
一
一
年
ま
で
に
後
継
者
問
題
に
関

し
て
後
継
体
制
を
完
璧
に
完
成
さ
せ
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
ま
せ

ん
。
こ
の
話
は
体
制
を
統
治
的
に
完
全
に
確
固
た
る
も
の
に
し
、

次
の
後
継
者
体
制
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
と
解
釈
で
き
ま
す
。

だ
と
す
れ
ば
、
我
々
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
問
題
が
、

い
ま
残
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。

私
の
考
え
で
は
、
我
々
が
こ
れ
か
ら
北
朝
鮮
を
変
化
さ
せ
る
問

題
、
改
革
・
開
放
さ
せ
る
問
題
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き

か
、
こ
れ
が
韓
国
の
宿
題
だ
と
す
れ
ば
、
今
後
、
次
期
政
権
は
、
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い
ま
観
念
化
さ
れ
て
お
り
、
ド
グ
マ
に
基
づ
い
て
い
る
北
朝
鮮
の

政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
を
分
権
化
さ
れ
た
社
会
に
変
化
さ
せ

る
べ
き
で
す
。
首
領
独
裁
社
会
を
分
権
化
さ
れ
た
社
会
に
変
化
さ

せ
て
こ
そ
、
民
主
化
さ
れ
た
社
会
で
な
く
て
も
、
政
治
と
経
済
の

分
離
、
あ
る
い
は
分
権
化
さ
れ
た
社
会
に
変
化
さ
せ
て
こ
そ
、
開

放
・
改
革
が
可
能
で
す
。
そ
う
し
て
こ
そ
人
道
的
な
支
援
の
効
果

も
高
く
な
り
、
そ
う
し
て
こ
そ
対
北
経
済
協
力
も
可
能
で
あ
り
、

民
族
共
同
体
の
構
築
も
可
能
で
す
。
今
の
状
況
で
南
北
の
交
流
・

協
力
、
人
道
的
な
対
北
支
援
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う

の
が
私
の
疑
問
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
は
北
朝
鮮
の
後
継
者
問
題
で
あ
れ
、
次
期
政
権
問
題

で
あ
れ
、
韓
国
が
誘
導
し
た
り
、
あ
る
い
は
中
国
を
活
用
し
て
で

も
、
我
々
が
関
与
で
き
る
よ
う
に
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
課
題
だ

と
思
い
ま
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
経
済
問
題
に
政
治
的
に
ア
プ

ロ
ー
チ
す
る
北
朝
鮮
シ
ス
テ
ム
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
次
は
宮
本
先

生
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

宮
本　

日
本
語
で
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
先
ほ
ど
康
仁
徳
先

生
が
言
わ
れ
た
中
国
と
の
関
係
で
す
け
れ
ど
も
、
特
に
支
援
の
問

題
で
重
要
に
な
る
の
は
、
中
国
が
莫
大
な
開
発
援
助
を
北
朝
鮮
に

行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
開
発
援
助
が
な
ぜ
問
題
に

な
る
の
か
と
い
う
と
、
実
は
開
発
援
助
と
い
う
の
は
非
常
に
微
妙

な
部
分
を
含
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
軍
需
産
業
へ
の
投
資
が
含

ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

実
は
軍
需
産
業
と
民
間
産
業
と
の
区
別
と
い
う
の
は
非
常
に
難

し
く
て
、
我
々
が
普
通
に
使
っ
て
い
る
よ
う
な
ボ
ー
ル
ペ
ン
と

か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
も
軍
需
技
術
に
は
な
り
得
ま
す
。
そ
う

い
っ
た
も
の
に
中
国
が
技
術
提
携
、
ま
た
は
工
場
を
建
て
る
と
い

う
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
、
北
朝
鮮
の
軍
需
産
業
を
育
成
す
る
結
果

に
な
り
、
そ
れ
は
ま
た
武
器
輸
出
と
な
っ
て
ほ
か
の
国
々
に
迷
惑

を
か
け
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
は
国
連
の
経
済
制
裁
に
も
違
反
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

ら
は
中
国
政
府
自
身
も
き
ち
ん
と
管
理
で
き
て
い
る
の
か
わ
か
ら

な
い
状
態
で
あ
り
ま
す
。
や
は
り
こ
れ
ら
を
国
際
機
関
が
き
ち
ん

と
モ
ニ
タ
ー
し
て
い
く
必
要
も
あ
る
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
お
り

ま
す
。
ア
メ
リ
カ
、
日
本
、
韓
国
は
、
そ
う
い
う
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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さ
ら
に
経
済
に
関
し
て
つ
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
後
継
者
の

問
題
で
す
が
、
後
継
者
、
金
正
恩
と
い
う
人
物
に
関
し
て
は
、
今

年
七
月
に
は
既
に
平
壌
市
民
に
も
情
報
が
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
、
今
で
は
平
壌
市
民
で
金
正
恩
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
は
い
な

い
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
も
う
彼
の
身
長
か
ら
顔
と
か
趣

味
と
か
経
歴
と
か
、
普
通
に
平
壌
で
歩
い
て
い
る
人
が
し
ゃ
べ
る

と
い
う
状
態
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
今
さ
ら
後
継
者
が
だ
れ
か
別

の
者
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
が
い
つ
き
ち
ん
と
発
表
さ
れ
る
の
か
と
い
う
の
は
党
代
表
者
会

に
よ
っ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
ま
だ
不
透
明
で
す
。

た
だ
小
此
木
先
生
が
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
後
継
者
は
だ
れ
が
な

る
か
と
い
う
よ
り
も
、
ど
う
い
う
経
済
体
制
を
つ
く
る
の
か
と
い

う
こ
と
が
重
要
で
す
。
経
済
体
制
で
重
要
な
の
は
二
〇
一
二
年
に

達
成
す
る
と
言
わ
れ
る
「
強
盛
大
国
の
大
門
を
開
く
」
と
言
わ
れ

る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
よ
く
一
般
の
人
に
誤
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
計
画
経
済
で
す
。
二
〇
〇
八
年
頃
か
ら

始
ま
っ
た
計
画
経
済
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
二
〇
一
二
年
に
完
了

す
る
予
定
で
す
。
目
標
値
は
発
表
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

が
存
在
す
る
こ
と
は
去
年
の
最
高
人
民
会
議
で
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
こ
こ
で
ど
れ
に
重
点
を
置
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
今

ま
で
の
重
工
業
を
少
し
重
点
を
下
げ
ま
し
て
人
民
生
活
に
力
を
入

れ
る
、
そ
し
て
貿
易
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

こ
の
貿
易
を
発
展
を
さ
せ
る
と
い
う
部
分
が
中
国
に
絡
ん
で
き

ま
す
。
現
在
、
北
朝
鮮
と
し
て
ま
と
も
に
貿
易
を
で
き
る
の
は
中

国
ぐ
ら
い
し
か
な
く
、
そ
れ
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状

態
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
、
北
朝
鮮
も
そ
の
ま
ま
で
は

い
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
ら
し
く
、
い
ま
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も

宣
伝
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
と
か
フ
ラ
ン
ス
、
ド

イ
ツ
の
企
業
は
投
資
を
し
始
め
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
効
果
が

ち
ょ
っ
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
気
は
い
た
し
ま
す
。

北
朝
鮮
は
経
済
体
制
で
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
あ
れ
、
社
会
主

義
体
制
を
多
分
維
持
し
て
い
き
ま
す
。
計
画
経
済
と
い
う
の
も
破

棄
し
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
昔
の
よ
う
な
重
工
業
に
九
〇
％
ぐ

ら
い
の
資
金
を
投
入
す
る
よ
う
な
計
画
経
済
で
は
な
く
、
も
う
少

し
重
工
業
と
軽
工
業
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
た
経
済
体
制
を
つ
く
っ

て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
国
内
の
市
場
を
認
め
た
が
ら
な
い
傾
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向
、
そ
し
て
さ
ら
に
計
画
経
済
を
捨
て
な
い
経
済
体
制
が
あ
る
限

り
は
、
や
は
り
日
本
や
韓
国
の
よ
う
な
経
済
発
展
に
は
ま
ず
な
り

に
く
い
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
北
朝
鮮
を
開
放
さ

せ
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
開
放
さ
せ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
う
と
、
要
は
市
場
を
開
放
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で

す
。
そ
れ
は
商
品
市
場
で
は
な
く
て
金
融
市
場
が
一
番
重
要
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
北
朝
鮮
の
金
融
を
開
か
せ
る
。
そ
う
い
う
こ
と

が
で
き
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
一
応
目
標
に
置
い
て
お

く
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
皆
さ
ん
も
一

緒
に
考
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
中
国
の
対
北
開
発
援
助
を
は

じ
め
、
こ
れ
か
ら
進
む
べ
き
方
向
、
金
融
開
放
問
題
に
つ
い
て
お

話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
小
田

川
教
授
、
簡
単
に
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

小
田
川　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
日
本
語
で
や
り
ま
す
。
私

は
日
本
側
司
会
者
と
し
て
一
つ
だ
け
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
せ
っ
か
く
で
す
か
ら
総
括
的
な
所
感
と
い
う
こ
と

で
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
一
九
六
八
年
に
朝
日
新
聞
の
記
者
と
し
て
韓
国
の
原
爆
被

爆
者
を
取
材
し
て
以
来
、
も
う
四
二
年
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

韓
半
島
（
朝
鮮
半
島
）
問
題
を
カ
バ
ー
し
て
き
ま
し
た
。
今
も
私

は
日
本
記
者
ク
ラ
ブ
の
会
員
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
立
場
か
ら
考
え

る
こ
と
が
少
な
く
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
こ
の
国
際
学
術
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
の
学
術
的
な
研
究
と
は
ち
ょ
っ
と
異
な
る
次
元
で
す
が
、

か
え
っ
て
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
見
方
を
提
供
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
し
て
、
申
し
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
は
日
本
で
は
い
わ
ゆ
る
韓
国
併
合
、
韓
国
で
は
強
制
併
合

一
〇
〇
年
と
い
う
節
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
が
考
え
る
の

は
二
〇
世
紀
に
日
本
の
侵
略
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
韓
半
島
を
植
民

地
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
万
人
も
の
韓
国
人
が
広

島
・
長
崎
で
被
爆
し
て
い
る
と
、
そ
う
い
う
被
爆
者
を
生
ん
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
、
今
二
一
世
紀
に
入
っ
て
日
本
と
韓
半

島
、
あ
る
い
は
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
新
し
い
被
爆
者
を
生
む
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
絶
対
に
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
基
本
的
に
し
っ
か
り
と
踏
ま
え
て
お
き
た
い
な
と
思
い
ま

す
。こ

れ
に
関
連
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
は
そ
う
い
う
意
味
で
今
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年
は
原
爆
被
爆
六
五
周
年
を
迎
え
た
わ
け
で
す
。
今
年
、
広
島
・

長
崎
の
二
つ
の
被
爆
地
に
は
潘
基
文
（
パ
ン
・
ギ
ム
ン
）
国
連
事

務
総
長
が
初
め
て
訪
問
さ
れ
ま
し
て
、
特
に
広
島
の
韓
国
人
原
爆

犠
牲
者
の
慰
霊
碑
に
花
を
さ
さ
げ
、
ま
た
事
務
総
長
は
そ
こ
で
民

族
と
し
て
の
痛
切
な
祈
り
と
と
も
に
、「
核
な
き
世
界
」
実
現
に

対
す
る
決
意
を
さ
さ
げ
た
わ
け
で
す
。

そ
う
い
う
二
つ
の
節
目
の
年
に
開
か
れ
た
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
、
北
朝
鮮
の
核
放
棄
を
促
す
梃
子
に
な
る
よ
う
に
、
と
り
わ

け
日
韓
が
連
携
を
強
め
て
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
共
同
体
の
構
築
に

確
か
な
一
歩
を
記
す
た
め
の
貴
重
な
会
合
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

を
、
ぜ
ひ
確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
カ
ム
サ
ハ
ム
ニ
ダ
。（
拍
手
）

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
時
間
が
一
〇
分
ほ
ど
し
か

残
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
討
論
の
熱
意
を
反
映
す
る
よ
う
に
質
問
が

た
く
さ
ん
来
て
い
ま
す
。
質
問
に
答
え
て
く
だ
さ
る
方
、
一
つ
お

願
い
し
た
い
の
は
、
答
え
が
長
引
か
な
い
よ
う
に
簡
単
に
お
答
え

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
趙
明
哲
博
士
に
お
答
え
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
質
問
が

あ
り
ま
す
。
韓
米
F
T
A
推
進
は
、
米
国
に
対
す
る
韓
国
の
従

属
関
係
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
対
北
制
裁
に
お
い
て
悪
材
料
と
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う

点
で
あ
り
ま
す
。
長
期
的
な
観
点
か
ら
見
ま
す
と
、
南
北
間
経
済

統
合
に
マ
イ
ナ
ス
に
作
用
す
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、
こ
れ
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
を
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

趙　

自
由
貿
易
は
世
界
的
な
趨
勢
で
す
。
世
界
経
済
は
グ
ロ
ー
バ

ル
化
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
化
が
同
時
に
進
ん
で
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

経
済
の
F
T
A
を
推
進
し
な
け
れ
ば
、
韓
国
の
経
済
が
こ
れ
か

ら
生
き
残
れ
な
い
状
況
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
韓
国
は
競
争
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
進
出
先
の
関
税
の
せ
い
で
価
格

競
争
力
が
低
下
す
れ
ば
、
韓
国
企
業
が
被
害
を
被
る
よ
う
に
な

り
、
結
局
、
国
の
成
長
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。
そ
の
よ

う
な
側
面
か
ら
当
然
F
T
A
を
締
結
す
る
の
で
す
。

韓
米
F
T
A
が
、
他
の
国
と
の
協
定
を
規
制
す
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
米
国
側
も
心
配
す
る
点
が
大
変
多
い
と
思

い
ま
す
。
例
え
ば
自
動
車
、
船
舶
、
サ
ー
ビ
ス
分
野
な
ど
に
対

し
て
は
心
配
し
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
、
F
T
A
は
韓
米
相
互

の
利
益
を
図
る
た
め
の
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
韓
米
F
T
A
は
、
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決
し
て
北
朝
鮮
に
対
す
る
経
済
政
策
を
規
制
す
る
も
の
で
な
く
、

韓
国
経
済
の
持
続
的
な
発
展
は
対
外
経
済
の
拡
大
に
よ
り
行
わ
れ

る
側
面
が
一
番
大
き
い
で
し
ょ
う
。
こ
う
い
っ
た
点
は
北
朝
鮮
の

経
済
を
再
建
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
韓
国
の
役
割
を
さ
ら
に
大

き
く
す
る
と
思
い
ま
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
遠
藤
大
使
に
質
問
が
一
つ
あ

り
ま
す
。
日
本
の
民
主
党
が
政
権
を
と
り
ま
し
て
、
日
朝
国
交
正

常
化
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
す
る
人
が
多
か
っ
た
の
で

す
け
れ
ど
も
、
現
在
、
民
主
党
政
権
は
日
朝
関
係
に
つ
い
て
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
質
問
で
す
。

遠
藤　

お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。
民
主
党
政
権
が
国
交
正
常
化
に

つ
い
て
何
を
考
え
て
い
る
の
か
は
私
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど

も
、
し
か
し
何
を
考
え
て
い
て
も
、
さ
っ
き
私
が
申
し
上
げ
た
三

つ
の
ハ
ー
ド
ル
と
い
う
も
の
を
越
え
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
こ

の
ハ
ー
ド
ル
を
越
え
る
の
は
、
そ
う
簡
単
で
は
な
い
と
思
い
ま

す
。
以
上
で
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
地
球
村
教
会
の
チ
ョ
・
ヒ
ョ

ン
シ
様
よ
り
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
小
此
木
先
生
に
お
答
え

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
冷
戦
秩
序
の
変
化
と
北
東
ア
ジ

ア
の
平
和
と
繁
栄
の
た
め
に
、
六
者
協
議
の
当
事
国
が
と
も
に
北

朝
鮮
の
非
核
化
、
改
革
・
開
放
を
望
ん
で
い
ま
す
。
危
機
に
立
た

さ
れ
た
金
正
日
総
書
記
が
最
も
重
視
す
る
後
継
問
題
と
体
制
保
証

を
条
件
に
し
ま
し
て
、
六
者
協
議
の
当
事
国
た
ち
が
北
朝
鮮
に
対

し
て
ビ
ッ
グ
・
デ
ィ
ー
ル
を
示
す
よ
う
な
余
地
は
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
そ
う
し
た
趣
旨
の
質
問
で
す
。

金
正
日
総
書
記
に
体
制
保
障
を
す
る
、
後
継
問
題
も
保
証
す

る
、
そ
の
か
わ
り
非
核
化
を
実
現
さ
せ
、
改
革
・
開
放
を
せ
よ
と

い
う
ふ
う
に
デ
ィ
ー
ル
（
取
引
）
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

し
ょ
う
か
。

小
此
木　

そ
う
い
う
デ
ィ
ー
ル
が
で
き
れ
ば
簡
単
で
す
が
、
そ
れ

が
成
立
す
る
だ
け
の
信
頼
関
係
が
あ
り
ま
せ
ん
。
言
葉
で
は
信
用

で
き
な
い
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
核
開
発
を
放
棄

す
れ
ば
生
存
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
主
導
者

も
韓
国
の
大
統
領
も
何
回
と
な
く
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
ブ
ッ

シ
ュ
政
権
は
リ
ビ
ア
の
ケ
ー
ス
を
例
に
あ
げ
て
説
得
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。
リ
ビ
ア
は
核
開
発
を
放
棄
し
た
か
ら
経
済
的
に
繁
栄
し

て
い
る
と
説
明
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
の
指
導
者
た

ち
は
そ
の
よ
う
に
は
考
え
ま
せ
ん
。
核
兵
器
を
放
棄
し
た
ら
自
分
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た
ち
の
体
制
が
抹
殺
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
自
分
た
ち
だ
け
が

武
装
解
除
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

尹　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

小
此
木　

六
者
協
議
に
つ
い
て
、
北
朝
鮮
は
表
面
的
に
は
中
朝
同

盟
が
緊
密
で
あ
れ
ば
六
者
協
議
は
な
く
て
も
い
い
と
言
う
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
は
米
朝
交
渉
や
米
朝
関
係
正
常
化
を
熱

望
し
て
い
ま
す
。
中
国
に
だ
け
依
存
す
る
の
も
危
険
で
す
。
両
者

の
間
で
二
股
外
交
を
展
開
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
他
方
、
中
国

は
北
朝
鮮
を
中
国
側
に
留
め
て
お
き
た
い
で
し
ょ
う
が
、
六
者
協

議
の
議
長
国
で
す
。
そ
の
あ
た
り
に
米
中
調
整
の
余
地
が
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
言
い
忘
れ
ま
し
た
の
で
一
言
つ
け
加
え

て
お
き
ま
す
。

尹　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
質
問
は
康
仁
徳

長
官
に
お
答
え
い
た
だ
き
ま
す
。
北
朝
鮮
傀
儡
政
権
は
正
常
な

政
権
で
も
な
く
、
人
類
史
上
、
最
悪
の
政
権
集
団
で
あ
る
た
め

に
、
対
話
や
六
者
協
議
な
ど
の
そ
う
し
た
会
談
は
時
間
の
無
駄
遣

い
だ
と
考
え
て
い
る
。
現
在
、
ア
メ
リ
カ
中
心
の
経
済
だ
け
で
は

な
く
、
政
治
的
に
圧
力
を
加
え
れ
ば
時
間
の
問
題
だ
と
考
え
て
お

り
ま
す
け
れ
ど
も
、
討
論
者
の
方
々
は
い
か
が
お
考
え
で
し
ょ
う

か
。
康
長
官
に
お
答
え
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

康　

私
は
、
明
ら
か
に
金
正
日
政
権
は
世
界
で
例
の
な
い
最
も
悪

い
政
権
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
一
つ
だ
け
お
話
し
い
た
し

ま
す
。
何
百
万
人
が
飢
え
死
に
し
、
栄
養
失
調
で
苦
し
ん
で
い
ま

す
。
一
九
九
六
〜
九
七
年
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
一
ト
ン
当
た
り

一
〇
〇
ド
ル
で
し
た
。
掛
け
る
一
〇
〇
万
ト
ン
で
一
億
ド
ル
で

す
。
二
〇
〇
万
ト
ン
を
買
う
と
す
れ
ば
、
二
億
ド
ル
で
す
。
二
億

ド
ル
さ
え
あ
れ
ば
、
二
〇
〇
万
ト
ン
買
う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
を
買
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
だ
れ
も
飢
え
死
に
し
な
く
て
済

ん
だ
は
ず
で
す
。
し
か
し
核
開
発
の
た
め
に
す
べ
て
の
お
金
を
使

い
果
た
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
買
う
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
民
は
飢
え
死
に
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
指
導
者
が
本
当
に
人
民
の
た
め
の
指
導
者
で
あ
る

か
。
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
金
正
日
政

権
は
崩
壊
す
べ
き
政
権
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
ま
ま
崩
壊
す
る
の

か
と
い
う
点
が
心
配
で
す
。
た
だ
崩
壊
す
る
の
で
は
終
わ
ら
な
い

と
思
い
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
管
理
す
べ
き
か
、
北
朝
鮮
に
関
し
て

は
「
管
理
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
ど
の
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よ
う
に
我
々
が
管
理
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
こ

の
管
理
は
、
や
は
り
国
際
社
会
で
風
呂
敷
に
包
む
〔
枠
組
み
に
入

れ
て
管
理
す
る
〕
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
風
呂
敷
は
六
者

協
議
の
よ
う
な
枠
組
み
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
も
話

が
出
ま
し
た
よ
う
に
、（
北
朝
鮮
が
）
会
談
の
場
に
出
て
い
る
限

り
、
こ
の
よ
う
な
挑
発
的
な
行
動
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
対
話
も
し
つ
つ
圧
力
も
加
え
、
一
方
で
は

北
側
の
緊
急
事
態
に
対
す
る
戦
略
も
立
て
る
な
ど
、
同
時
多
角
的

な
準
備
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

後
で
お
話
し
し
よ
う
と
思
い
ま
し
た
け
ど
も
、
北
朝
鮮
の
経
済

が
悪
化
し
て
い
る
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
。
統
一
税
が
必
要
だ
と

い
う
話
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
長
い
間
、
北
朝
鮮
の
土
地
を
見
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
も
航
空
写
真
、
人
工
衛
星
写
真
な
ど
を
通
し
て

お
よ
そ
二
〇
年
間
観
察
を
し
て
き
ま
し
た
。
一
週
間
前
に
水
が
流

れ
て
い
た
と
こ
ろ
に
今
日
は
牛
車
が
通
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
大

体
七
〇
年
前
か
ら
あ
っ
た
話
で
す
。
北
朝
鮮
の
土
地
が
完
全
に
破

壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
山
に
は
木
が

な
い
。
私
は
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
乗
っ
て
見
た
こ
と
も
あ
り
ま
す

し
、
地
上
で
も
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
北
朝
鮮
の
山
は
真
っ

赤
で
す
。
全
く
栄
養
の
な
い
土
地
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い

わ
ゆ
る
主
体
（
チ
ュ
チ
ェ
）
農
法
に
し
た
が
っ
て
、
段
々
畑
を
作

り
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
育
て
ま
し
た
。
秋
に
雨
が
降
り
、
冬
に
雪

が
降
っ
て
、
春
に
な
っ
て
氷
が
解
け
れ
ば
土
が
崩
れ
落
ち
ま
す
。

そ
し
て
土
は
川
な
ど
に
流
れ
て
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
れ
が

三
〇
年
間
続
い
て
い
ま
す
。
北
朝
鮮
の
農
民
や
脱
北
者
に
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
し
て
み
ま
す
と
わ
か
り
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
わ
か
っ
て

い
な
が
ら
、
再
び
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
植
え
る
の
で
す
。
植
え
る
よ

う
に
指
示
さ
れ
る
か
ら
仕
方
が
な
い
わ
け
で
す
。

統
一
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
の
経
済
を
す
べ
て
改
善
す
べ
き
で
す

が
、
今
の
四
大
河
川
開
発
に
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
、
国
土
再
開

発
の
よ
う
な
大
規
模
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
な
け
れ
ば
、
北
朝
鮮
の
経

済
は
立
て
直
し
で
き
ま
せ
ん
。
我
々
が
統
一
さ
れ
る
ま
で
、
コ
メ

は
持
続
的
に
支
援
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮
に
コ
メ
を

持
続
自
給
す
る
力
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
事
実
を
考

え
ま
す
と
、
北
朝
鮮
の
政
権
は
崩
壊
す
べ
き
で
す
け
れ
ど
も
、
た

だ
崩
壊
す
る
だ
け
で
し
ょ
う
か
。
私
は
崩
壊
す
る
過
程
で
国
家
間

の
利
益
が
衝
突
す
る
の
で
は
な
い
か
憂
慮
し
て
い
ま
す
。
中
国
が

介
入
す
る
の
で
は
な
い
か
、
統
一
に
支
障
を
来
す
の
で
は
な
い
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か
、
等
々
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
す
。
で
す
か
ら
韓
国
に
必
要
な
の
は

戦
略
的
な
考
え
方
で
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
今
こ
そ
組
織
化
さ
れ
た
戦

略
的
思
考
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
人
材
を
た
く
さ
ん
輩
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
研
究
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
れ

も
答
え
は
出
せ
ま
せ
ん
。
政
府
も
そ
う
で
す
し
、
我
々
も
そ
う
で

す
。
崩
壊
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
崩
壊
さ
せ
る
と
い
う
の
は
大

変
単
純
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
戦
略
は
言
葉
だ
け
で

で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
動
と
プ
ロ
セ
ス
が
必
要
で

す
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
研
究
が
必
要
で
す
。
性
急
に
北
朝
鮮
を

展
望
し
て
は
な
ら
な
い
で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
ゆ
っ
く
り
と
考
え

る
の
も
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
。

尹　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
洪

性
国
教
授
に
質
問
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
は
北
朝
鮮
の
貨

幣
改
革
の
目
的
が
体
制
復
元
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
成
功
し
た
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
貨
幣
改
革
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す

べ
き
か
、
と
い
う
点
で
す
。
次
に
東
京
大
学
の
李
愛
俐
娥
（
イ
・

エ
リ
ア
）
先
生
に
質
問
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
北
朝
鮮
問
題
の
重

要
な
核
心
は
物
資
供
給
が
で
き
な
い
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
北
朝

鮮
の
足
り
な
い
物
資
供
給
を
ど
の
よ
う
に
解
決
す
れ
ば
い
い
の

か
。
こ
の
二
つ
で
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
一
分
三
〇
秒

ほ
ど
で
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

洪　

北
朝
鮮
の
ね
ら
い
は
体
制
復
元
で
す
。
体
制
復
元
は
現
時
点

で
成
功
し
て
は
お
り
ま
せ
ん
。
今
も
引
き
続
き
体
制
復
元
に
向
け

て
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
が
、
な
ぜ
体
制
は
復
元
さ
れ
て
い
な
い

の
か
。
チ
ャ
ン
マ
ダ
ン
（
伝
統
的
な
民
間
市
場
）
を
閉
鎖
し
、
職

場
に
復
帰
さ
せ
た
も
の
の
、
闇
市
は
再
び
復
活
し
ま
し
た
。
職
場

に
復
帰
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
、
復
活
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
は
配
給
制
で
あ
り
ま
す
。
配
給
制
が
復
活
さ
れ
る
た
め
に

は
、
供
給
量
を
政
府
当
局
に
よ
っ
て
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
財
政
確
保
が
必
要
で
す
。
し
か
し
、
北
朝

鮮
当
局
の
財
政
は
枯
渇
し
て
い
る
状
況
で
す
。
財
政
が
枯
渇
し
て

い
る
た
め
に
、
現
在
、
体
制
復
元
と
い
う
も
の
が
経
済
的
に
限
界

に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
北
朝
鮮
み
ず
か
ら
が
そ
の
よ

う
な
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
い
ま
す
の
で
、
口
先
だ
け
で
、
あ
る
い

は
計
画
だ
け
で
の
体
制
復
元
と
い
う
の
は
現
実
的
に
難
し
い
。
で

す
の
で
、
体
制
復
元
と
い
う
も
の
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
申
し
上

げ
ら
れ
ま
す
。
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そ
れ
で
は
物
資
の
供
給
は
ど
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
な
の
か
に

つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
今
、
北
朝
鮮
で
や
っ
て
い
る
の
は
、
デ

ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
以
降
、
コ
メ
不
足
に
な
っ
て
、
現
在
持
っ
て
い

る
す
べ
て
の
外
貨
の
か
な
り
の
部
分
を
、
彼
ら
の
言
う
と
こ
ろ
に

よ
り
ま
す
と
、
党
か
ら
二
〇
〜
三
〇
％
を
中
国
か
ら
の
食
糧
輸
入

に
使
え
と
い
う
指
針
が
下
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
配
給
制
に
必
要
な
供
給
量
に
充
当
す
る
の
に
失
敗
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
今
は
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
九
月
現
在
、
伝
え

ら
れ
て
い
る
チ
ャ
ン
マ
ダ
ン
の
コ
メ
の
価
格
は
一
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン

台
に
上
が
っ
て
い
ま
す
。
当
初
、
一
五
〇
ウ
ォ
ン
、
二
〇
〇
ウ
ォ

ン
、
三
〇
〇
ウ
ォ
ン
だ
っ
た
価
格
で
す
が
、
今
は
再
び
一
〇
〇
〇

ウ
ォ
ン
台
に
上
昇
し
た
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
前
に
一
キ
ロ
当
た

り
二
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
だ
っ
た
の
が
、
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
後
に

一
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
台
に
上
が
っ
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
を
見
ま
す

と
、
コ
メ
の
価
格
が
あ
ま
り
に
も
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
交
換
レ
ー
ト
が
一
〇
〇
対
一
に

な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
か
つ
て
一
〇
〇
ウ
ォ
ン
だ
っ
た
も

の
が
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
後
に
一
ウ
ォ
ン
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

旧
通
貨
で
一
キ
ロ
当
た
り
二
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
だ
っ
た
も
の
が
、
今

の
新
し
い
通
貨
で
一
〇
〇
〇
ウ
ォ
ン
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

ど
れ
ほ
ど
コ
メ
の
価
格
が
上
が
っ
た
か
を
示
す
も
の
で
す
。
こ
の

程
度
ま
で
に
コ
メ
の
価
格
が
上
昇
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
れ
ほ

ど
コ
メ
の
供
給
量
が
減
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

北
朝
鮮
に
お
け
る
物
資
の
供
給
を
増
や
す
た
め
に
は
、
改
革
・

開
放
を
す
る
か
、
あ
る
い
は
韓
国
と
の
率
直
な
対
話
を
通
じ
て
人

道
的
な
支
援
を
受
け
る
か
、
あ
る
い
は
韓
国
と
の
率
直
な
交
流
・

協
力
を
通
じ
て
正
常
な
南
北
間
の
取
引
が
実
現
し
て
こ
そ
、
そ
の

と
き
に
な
っ
て
や
っ
と
物
資
供
給
が
増
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
と

も
に
問
題
が
解
決
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

尹　

は
い
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
長
時
間
に
わ
た
り
ま

し
て
非
常
に
豊
か
な
討
論
、
そ
し
て
発
表
、
論
議
を
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
議
論
の
結
果
を
康
仁
徳
長
官
に
ま
と

め
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
複
雑
か
つ
難
し
い
性
格
の

問
題
に
つ
き
ま
し
て
議
論
し
ま
し
た
し
、
考
察
し
て
み
ま
し
た
。

重
要
な
の
は
、
先
ほ
ど
康
長
官
か
ら
お
話
が
あ
り
ま
し
た
よ
う

に
、
こ
う
し
た
問
題
を
何
ら
か
の
戦
略
的
な
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
て

解
決
に
当
た
る
た
め
の
意
思
を
持
つ
こ
と
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。
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本
日
の
会
議
が
特
に
意
義
深
い
と
感
じ
た
の
は
、
非
常
に
難
し
い

問
題
で
は
あ
り
ま
す
が
、
韓
日
両
国
が
こ
の
よ
う
に
協
力
し
て
、

額
を
突
き
合
わ
せ
て
解
決
策
を
考
え
た
と
い
う
こ
と
に
重
要
な
意

味
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
皆
様
方
に
お
礼
を
申
し
上
げ
、

康
仁
徳
長
官
よ
り
ま
と
め
の
お
言
葉
を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

康　

も
う
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
間
と
な
り
ま
し
た
の
で
、

一
分
以
内
に
ま
と
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
私
は
本
日
、
こ
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
ず
っ
と
伺
っ
て
感
じ
た
こ
と
は
、「
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
平
和
と
民
主
主
義
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
九
回
目
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ

ま
し
た
が
、
今
後
五
〜
六
年
間
は
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
テ
ー
マ
は
、
ま
さ
に
こ
の

北
朝
鮮
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

北
朝
鮮
の
核
問
題
と
い
う
の
は
、
そ
う
簡
単
に
解
決
す
る
可
能

性
は
な
い
。
北
朝
鮮
の
経
済
、
改
革
・
開
放
へ
の
移
行
と
い
う
も

の
も
あ
ま
り
可
能
性
が
な
い
。
だ
か
ら
、
中
国
と
ア
メ
リ
カ
が
協

力
し
て
北
朝
鮮
に
圧
力
を
加
え
て
く
れ
れ
ば
い
い
で
す
が
、
そ
れ

も
そ
う
う
ま
く
は
い
っ
て
い
な
い
。
か
え
っ
て
G
2
と
言
わ
れ

る
ほ
ど
、
米
中
関
係
と
い
う
の
が
新
し
い
様
相
を
帯
び
る
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
我
々
は
や
は
り
安
全
保
障
の
面

で
は
ア
メ
リ
カ
と
の
同
盟
関
係
を
基
軸
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
や
は
り
中
国
と
の
経
済
協
力
の
問
題
も
あ
わ
せ
て

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま

し
た
よ
う
に
、
戦
略
的
思
考
が
な
く
て
は
、
こ
の
問
題
は
乗
り
越

え
る
の
が
非
常
に
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

北
朝
鮮
の
経
済
的
な
状
況
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
論
議
が
行
わ
れ

て
お
り
ま
す
が
、
人
道
的
な
支
援
の
問
題
、
こ
れ
は
や
ら
ざ
る
を

得
な
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
永
楽
教
会
に
通
っ
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
永
楽
教
会
は
中
国
・
丹
東
を
通
じ
ま
し
て
北
朝
鮮

の
ほ
う
に
パ
ン
を
送
っ
て
い
ま
す
。
最
近
、
北
朝
鮮
に
入
っ
た
教

会
関
係
者
の
話
を
聞
き
ま
す
と
、
新
義
州
が
三
回
も
水
に
浸
か
っ

た
そ
う
で
す
。
皆
様
よ
く
ご
存
じ
の
〔
高
麗
王
朝
の
指
揮
官
〕
李

成
桂
が
〔
明
軍
攻
撃
の
途
次
に
李
朝
創
建
に
首
都
へ
引
き
返
し
〕

回
軍
し
た
〔
揚
子
江
の
中
州
〕
威
化
島
（
ウ
ィ
フ
ァ
ド
）
と
い
う

と
こ
ろ
で
す
が
、
木
が
水
に
浸
か
っ
て
先
端
部
し
か
見
え
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
も
写
真
を
通
じ
て
そ
の
水
害
の
現
場
を

確
認
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
な
の
で
、
人
道
支
援
を
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や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

経
済
的
な
支
援
と
い
う
も
の
は
政
府
が
判
断
し
て
決
め
る
問
題

だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
人
道
支
援
の
問
題
は
、
先
ほ
ど
任
成

彬
先
生
の
お
話
の
と
お
り
、
我
々
の
人
道
的
な
支
援
の
特
性
も
あ

り
ま
す
の
で
、
続
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
量
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
透
明
性
を
確
保
で
き
る
道
を
開
き
な
が
ら
取
り
組
ん

で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。

六
者
協
議
の
問
題
は
、
開
催
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の

態
度
か
ら
い
た
し
ま
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
期
待
は
で
き
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
冒
頭
で
尹
永
寛
院
長
か
ら

も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
六
者
協
議
開
催
当
時
か
ら
、
こ
れ
が

う
ま
く
い
け
ば
、
東
北
ア
ジ
ア
の
安
全
を
保
障
で
き
る
平
和
協
力

体
制
を
構
築
す
る
、
一
つ
の
体
制
転
換
的
な
き
っ
か
け
づ
く
り
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
六
者

協
議
は
、
今
や
単
に
北
朝
鮮
の
核
問
題
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
の

地
域
の
平
和
と
安
定
の
た
め
の
多
角
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
同

時
に
論
議
す
る
、
先
ほ
ど
ヤ
ン
・
C
・
キ
ム
先
生
か
ら
お
話
の
よ

う
な
道
に
進
む
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。

わ
が
極
東
問
題
研
究
所
は
、
韓
中
日
三
カ
国
の
知
識
人
の
安
全

保
障
に
対
す
る
認
識
の
変
化
に
つ
い
て
、
三
年
間
、
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
進
め
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
北
京
、
ソ
ウ
ル
、
東

京
を
行
き
来
し
な
が
ら
、
知
識
人
の
認
識
の
変
化
を
実
感
い
た
し

ま
し
た
け
れ
ど
も
、
や
は
り
こ
の
よ
う
な
多
角
的
な
協
力
体
制
、

安
全
保
障
的
な
協
力
体
制
に
向
か
う
た
め
に
は
、
ま
ず
は
経
済
的

な
協
力
体
制
を
維
持
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
が
多
数
の

意
見
で
し
た
。

そ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時

に
、
も
う
少
し
時
間
を
か
け
て
深
く
考
え
な
が
ら
、
近
い
隣
国
日

本
と
我
々
と
の
関
係
を
ま
ず
緊
密
に
し
、
ア
メ
リ
カ
を
バ
ッ
ク
に

し
て
中
国
と
交
渉
を
し
、
そ
う
し
て
中
国
を
引
き
入
れ
、
ロ
シ
ア

も
引
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
安
全
を
保

障
で
き
る
よ
う
な
新
し
い
機
構
を
構
想
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
巨
大
な
中
長
期
的
な
課

題
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。い

ま
一
度
ま
と
め
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
現
在
、
我
々
が
進
め

て
お
り
ま
す
「
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
民
主
主
義
」
と
い
う
テ
ー
マ
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の
も
と
で
、
北
朝
鮮
と
い
う
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
（
変
数
）
と
い
う

も
の
が
依
然
と
し
て
大
き
な
位
置
を
占
め
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
が
、
最
後
の
私
の
実
感
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）

尹　

以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
日
の
討
論
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
ご
清
聴
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最

後
ま
で
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）
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共催：極東問題研究所，韓半島平和研究院，助成：東京倶楽部

23．2011年2月26日（土）
学術セミナー「北朝鮮問題と日韓米の対応」（女子聖学院クローソンホー
ル）【参加者193名】
講演：
「オバマ政権の東アジア政策と米朝関係」
　　　　　　　　　李　　鍾元（立教大学副総長）
「北朝鮮の三代世襲が南北関係に及ぼす影響」
　　　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所理事長・所長，聖学院
　　　　　　　　　　　　　　　大学総合研究所客員教授）
司会：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
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◇挨拶　　　洪　　良浩（韓国統一省次官）
◇第1部（講演）
コーディネーター：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
▽講演

尹　　永寛（韓半島平和研究院院長，韓国・元外交通商省長官）
　　　　　　　「東アジアと朝鮮半島平和のための日韓協力」
ヤン・C・キム（米ジョージワシントン大学名誉教授）
　　　　　　　「米国の対北朝鮮政策と国連の対応」
小此木政夫（慶應義塾大学教授）
　　　　　　　「北朝鮮問題と日本の役割」
金　　千植（韓国統一省政策室長）
　　　　　　　「北朝鮮問題と東アジアの地域安定：韓国の立場」

◇第2部（報告とコメント）
コーディネーター：康　　仁徳（極東問題研究所理事長・所長，聖学
　　　　　　　　　　　　　　　院大学総合研究所客員教授）
▽報告

洪　　性国（韓国・極東問題研究所北韓研究室長）
　　　　　　　「北朝鮮経済の最近の動向と展望」
超　　明哲（韓国・対外経済政策研究院統一国際協力チーム長）
　　　　　　　「中国の対北支援が北朝鮮に及ぼす影響」
遠藤　哲也（元日朝国交正常化交渉担当大使，元原子力安全委員
　　　　　　会委員長代理
　　　　　　　「日朝関係と国交正常化問題の現状と展望」

▽コメント
任　　成彬（韓国・長老会神学大学校教授）
　　　　　　　「韓国の民間団体の対北援助に関する現状と類型
　　　　　　　分析」
宮本　　悟（聖学院大学総合研究所准教授）
　　　　　　　「日本の対北朝鮮支援の現状と課題」

◇第3部（ディスカッション）参加者全員
コーディネーター：尹　　永寛
◇総括　　　康　　仁徳
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「朝鮮半島統一と日本の役割」
　　　　　　　　　小此木政夫（慶應義塾大学法学部教授）
「米国の対北朝鮮核政策とアジアの安全保障」
　　　　　　　　　ヤン・C・キム（ジョージ・ワシントン大学名誉教授）
基調報告：
「南北関係と北朝鮮の政治・経済の現状」
　　　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所理事長・所長，聖学院
　　　　　　　　　　　　　　　大学総合研究所客員教授）
「中国の21世紀【大外交】と北朝鮮問題への対応」
　　　　　　　　　朱　　建栄（東洋学園大学人文学部教授）
「ロシアの対北朝鮮政策の要点」
　　　　　　　　　コンスタンチン・サルキソフ（山梨学院大学教授）
「日朝関係と国交正常化問題の現状と展望」
　　　　　　　　　遠藤　哲也（元日朝国交正常化交渉日本政府代表）
報告：
「民間レベルにおける北朝鮮との交流」
　　　　　　　　　任　　成彬（長老会神学大学校教授）
「北朝鮮核問題の課題̶̶ 米朝関係を中心に」
　　　　　　　　　水野　孝昭（朝日新聞社論説委員）
コメント：
「2010年の北朝鮮の新年共同社説と北朝鮮問題の行方」
　　　　　　　　　尹　　洪錫（極東問題研究所責任研究員）
「北朝鮮の軍事力」
　　　　　　　　　宮本　　悟（聖学院大学総合研究所准教授）
パネル・ディスカッション
コーディネータ：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
後援：朝日新聞社，助成：国際交流基金　　　　

22．2010年9月17日（金）
国際学術シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題と日韓
の役割」（会場：韓国ソウル・韓国プレスセンター）共催：韓国・極東問
題研究所，韓半島平和研究院【参加者：200名】



102

水野　孝昭（朝日新聞社論説委員）
　　　　　　　「北朝鮮核問題解決への課題と国際関係」
今村　弘子（富山大学極東地域研究センター教授）
　　　　　　　「北朝鮮の経済改革の現状と展望」
徐　　　薫（元国家情報院北朝鮮担当次長，韓国・梨花大学教授）
　　　　　　　「北朝鮮の政治・軍事・外交体制」
任　　成彬（長老会神学大学校教授）
　　　　　　　「韓国における北朝鮮問題への認識」
コメンテータ：
尹　　洪錫（極東問題研究所責任研究員）
　　　　　　　「北朝鮮の対日政策」
宮本　　悟（日本国際問題研究所研究員）
　　　　　　　「北朝鮮の軍事力」
コーディネータ：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
　　　　　　　「朝鮮半島事情，東アジア平和論」
後援：朝日新聞社，助成：東京倶楽部

20．2009年10月17日（土）
学術セミナー「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題の展望」（聖学
院本部2階集会室）【参加者57名】
講演：「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題の展望」
康　　仁徳（極東問題研究所理事長・所長，聖学院大学総合研究所客
　　　　　　員教授）
討論：小此木政夫（慶應義塾大学法学部教授）
　　　遠藤　哲也（元日朝国交正常化交渉日本政府代表）
　　　宮本　　悟（聖学院大学総合研究所准教授）
司会：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）

21．2010年2月6日（土）
国際学術シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題と地域
安定基盤の構築」（メトロポリタンプラザ会議室）【参加者167名】
講演：
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柳　吉在，李　鋼哲，ヤン・C・キム，鈴木典幸，洪　性国，
康　仁徳，遠藤哲也

コメント：
「北朝鮮の対日政策̶̶ 国交正常化に向けた政策展開とその特徴」
　　　　　　　　　尹　　洪錫（極東問題研究所研究員）
司会：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
後援：朝日新聞社，助成：国際交流基金

18．2008年5月24日
講演会「戦後日本の歴史認識を問う̶̶ 日本人は大きな忘れ物をしていな
いか」（東京・女子聖学院クローソン・ホール）
講師：　　　中塚　　明（奈良女子大学名誉教授）
コメント：　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合研究所
　　　　　　　　　　　　客員教授）
司会：　　　小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）

19．2009年2月7日
シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題への対応策」
（メトロポリタンプラザ会議室）【参加者158名】
基調講演：
「米国の北朝鮮政策と東アジア安全保障」
　　　　　　　　　ヤン・C・キム（ジョージ・ワシントン大学名誉教授）
「中国の東アジア外交と北朝鮮政策」
　　　　　　　　　朱　　建栄（東洋学園大学教授・在日華人教授会議
　　　　　　　　　　　　　　　会長）
パネル・ディスカッション：
ヤン・C・キム
朱　　建栄
康　　仁徳（極東問題研究所理事長・所長，聖学院大学総合研究所客
　　　　　　員教授）
遠藤　哲也（元日朝国交正常化交渉日本政府代表，元原子力委員会委
　　　　　　員長代理）
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　　　　　　　　　遠藤　哲也（元日朝国交正常化交渉日本政府代表）
「北朝鮮の核，6カ国協議とアメリカの対応」
　　　　　　　　　ヤン・C・キム（ジョージ・ワシントン大学名誉教授）
パネル・ディスカッション
南　成旭，李　鋼哲，ヤン・C・キム，鈴木典幸，洪　性国，
康　仁徳，遠藤哲也，尹　洪錫（極東問題研究所研究員）
司会：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
共催：極東問題研究所，助成：国際交流基金

17．2008年2月16日
国際学術シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮の改革可能
性：核実験後の政策展開を中心に」（メトロポリタンプラザ会議室）
講演：
「中国の東北アジア外交への展望̶̶ 六者協議と北朝鮮改革への関与
を中心に」
　　　　　　　　　朱　　建栄（東洋学園大学教授）
「朝鮮半島における平和体制形成の可能性」
　　　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合
　　　　　　　　　　　　　　　研究所客員教授）
「北朝鮮の核とブッシュ政権の対応」
　　　　　　　　　ヤン・C・キム（ジョージ・ワシントン大学名誉教授）
「核実験後の北朝鮮の政治・経済情勢」
　　　　　　　　　鈴木　典幸（ラヂオ・プレス理事）
「韓国の『北朝鮮の変化』についての論争と北朝鮮の改革の可能性」
　　　　　　　　　洪　性国（極東問題研究所・北韓研究室長）
「六者協議の進展と中朝間の政治・経済関係」
　　　　　　　　　李　　鋼哲（北陸大学教授）
「日朝国交正常化交渉のゆくえ」
　　　　　　　　　遠藤　哲也（元日朝国交正常化交渉日本政府代表）
「北朝鮮の政治構造と改革可能性の関係性」
　　　　　　　　　柳　　吉在（北韓大学院大学教授）
パネル・ディスカッション
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15．2007年2月17日
日韓シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題と日韓中の
役割」（メトロポリタンプラザ会議室）
基調講演：伊豆見　元（静岡県立大学教授）
　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合研究所客
　　　　　　　　　　　員教授）
報告：　　金　　熙徳（中国社会科学院日本研究所副室長）
　　　　　渡辺　　勉（朝日新聞政治部次長・前ワシントン／ソウル特
　　　　　　　　　　　派員）
パネル・ディスカッション：
伊豆見 元，康　仁徳，金　熙徳，渡辺　勉
モデレーター：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
後援：朝日新聞社

16．2007年9月21日
第四回日韓中学術セミナー「北朝鮮の改革可能性̶̶ 核実験後の政策展開
を中心に」（ソウル・北韓大学院大学国際セミナー室）
講演：
「北朝鮮の核問題の解決なしに北東アジアの平和はない」
　　　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合
　　　　　　　　　　　　　　　研究所客員教授）
「核実験後の北朝鮮の政治情勢」
　　　　　　　　　鈴木　典幸（ラヂオ・プレス理事）
「北朝鮮の改革・開放の可能性̶̶ 第2次南北首脳会談後の北朝鮮の
「6カ国協議戦略と経済改革を中心に」
　　　　　　　　　南　　成旭（高麗大学教授）
「北朝鮮核問題が北朝鮮の体制耐久力に及ぼす影響」
　　　　　　　　　洪　　性国（極東問題研究所・北韓研究室長）
「核実験後の中朝間の政治・経済関係の変化と展望」
　　　　　　　　　李　　鋼哲（北陸大学教授）
「日朝交渉の経過と展望̶̶ 日朝国交正常化に向けて」
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　　　　　　　　　　　　　　　研究所客員教授）
パネル・ディスカッション
南　成旭，李　鋼哲，今村弘子，鈴木典幸，徐　載鎮，康　仁徳
尹　洪錫（極東問題研究所研究員）
司会：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
共催：極東問題研究所，助成：国際交流基金

14．2006年11月17日
第三回日韓中学術セミナー「北朝鮮の改革可能性̶̶ 中国の改革との比較
を中心に」（東京・聖学院本部新館集会室）
講演：
「核実験以降，国際社会の対北朝鮮制裁と北朝鮮経済の評価及び見通し」
　　　　　　　　　南　　成旭（高麗大学教授）
「北朝鮮経済は持ちこたえることができるのか」
　　　　　　　　　鈴木　典幸（ラヂオ・プレス理事）
「中朝の経済関係̶̶ 中国の視点から」
　　　　　　　　　今村　弘子（富山大学教授）
「経済難以降の北朝鮮の社会変化」
　　　　　　　　　徐　　載鎮（統一研究院専任研究員）
「北朝鮮の現状と改革政策」
　　　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合
　　　　　　　　　　　　　　　研究所客員教授）
「中国の北朝鮮政策の大転換̶̶ 北朝鮮のミサイル発射・核実験後の
変化をめぐる検証」
　　　　　　　　　朱　　建栄（東洋学園大学教授）
パネル・ディスカッション
南　成旭，「『放任主義』経済か『改革・開放』経済か」李　鋼哲（総
合研究開発機構主任研究員），今村弘子，鈴木典幸，徐　載鎮，康　
仁徳，朱　建栄
司会：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
共催：極東問題研究所，助成：国際交流基金
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　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合研
　　　　　　　　　　　　　究所客員教授）
司会：　　　　小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）

12．2006年2月18日
国際シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題の解決の道
を探る」（池袋・メトロポリタンプラザ12階会議室）【参加者143名】
基調講演：　ヤン・C・キム（ジョージ・ワシントン大学名誉教授）
パネル・ディスカッション：
ヤン・C・キム（前掲）
金　　慶敏（漢陽大学政治外交学科教授）
中村　史郎（朝日新聞外報部次長）
李　　虎男（亜細亜大学アジア研究所研究員）
モデレーター：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
後援：朝日新聞社

13．2006年7月28日
日韓中学術セミナー「北朝鮮の改革可能性̶̶ 中国の改革との比較を中心
に」（ソウル・北韓大学院大学国際会議室）
講演：
「北朝鮮の2002年経済管理改善措置4年の評価と課題」
　　　　　　　　　南　　成旭（高麗大学教授）
「移行経済における初期条件の比較と政治状況」
　　　　　　　　　李　　鋼哲（総合研究開発機構主任研究員）
 「中朝の経済関係̶̶ 中国の視点から」
　　　　　　　　　今村　弘子（富山大学教授）
 「北朝鮮経済は回復しているのか」
　　　　　　　　　鈴木　典幸（ラヂオ・プレス理事）
「経済難以降，北朝鮮の社会変化」
　　　　　　　　　徐　　載鎮（統一研究院専任研究員）
「北朝鮮の変化を促進させる韓・中・日3カ国の共助強化」
　　　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合
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　　　　　　　　　南　　成旭（高麗大学教授）
「中朝貿易から見る北朝鮮経済の現状」
　　　　　　　　　鈴木　典幸（ラヂオ・プレス理事）
「中国の改革開放政策は北朝鮮にとって参考になるか」
　　　　　　　　　朱　　建栄（東洋学園大学教授）
「北朝鮮における市場の形成と発展̶̶実態と含意」
　　　　　　　　　梁　　文秀（北韓大学院大学助教授）
パネル・ディスカッション：
南　成旭，鈴木典幸，朱　建栄，梁　文秀
コメンテータ：李　　日栄（韓神大学教授）
　　　　　　　尹　　洪錫（極東問題研究所研究員）
　　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合研
　　　　　　　　　　　　　究所客員教授）
司会：　　　　小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
共催：極東問題研究所，助成：国際交流基金

11．2005年11月18日
第二回日韓中学術セミナー「北朝鮮の改革可能性̶̶ 中国の改革との比較
を中心に」（東京・聖学院本部新館集会室）
講演：
「北朝鮮の最近の食糧事情と配給制復活の意味」
　　　　　　　　　南　　成旭（高麗大学教授）
「中朝貿易から見る北朝鮮経済の現状」
　　　　　　　　　鈴木　典幸（ラヂオ・プレス理事）
「中国の改革開放政策は北朝鮮にとって参考になるか」
　　　　　　　　　朱　　建栄（東洋学園大学教授）
「北朝鮮における市場の形成と発展̶̶ 実態と含意」
　　　　　　　　　梁　　文秀（北韓大学院大学助教授）
パネル・ディスカッション
南　成旭，鈴木典幸，朱　建栄，梁　文秀
コメンテータ：李　　虎男（中央大学研究員）
　　　　　　　朴　　尚絃（極東問題研究所研究員）
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司会：　　　小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）

 8． 2004年6月19日
聖学院大学講演会「アメリカの対北朝鮮政策」（池袋・メトロポリタンプ
ラザ12階会議室）【参加者107名】
講演：「アメリカの対北朝鮮政策」
講師：　　ヤン・C・キム（ジョージ・ワシントン大学名誉教授）
コメンテータ：康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合研
　　　　　　　　　　　　　究所客員教授）
コーディネータ：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
後援：朝日新聞社

 9． 2005年2月19日
聖学院大学国際学術シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 日韓国
交40年と日本の針路̶̶ 」（都市センターホール会館6階606会議室）【参
加者107名】
記念講演：　孔　　魯明（元韓国外相，翰林大学日本学研究所所長）
基調講演：　木宮　正史（東京大学助教授）
パネリスト：孔　　魯明（元韓国外相，翰林大学日本学研究所所長）
　　　　　　木宮　正史（東京大学助教授）
　　　　　　水野　孝昭（朝日新聞政治部次長，元ワシントン特派員）
　　　　　　李　　元徳（韓国国民大学教授，東京大学客員教授）
　　　　　　康　　仁徳（極東問題研究所所長，聖学院大学総合研究
　　　　　　　　　　　　所客員教授）
モデレーター：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）
後援：朝日新聞社，助成：日韓文化交流基金

10．2005年7月28日
第一回日韓中学術セミナー「北朝鮮の改革可能性̶̶ 中国の改革との比較
を中心に」（ソウル・北韓大学院大学校国際会議室）
講演：
「北朝鮮の農業生産の実情と農業改革の見通し」
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パネリスト：康　　仁徳（元大韓民国統一部長官，聖学院大学総合研究
　　　　　　　　　　　　所客員教授）
　　　　　　小田川　興（朝日新聞社編集委員）
司会：　　　鐸木　昌之（聖学院大学政治経済学部助教授）

 4． 2002年11月8日
講演会「日本の朝鮮支配の本質̶̶ 『内鮮一体』を中心に」（聖学院本部
新館集会室）
講師：　　　宮田　節子（早稲田大学講師）
司会：　　　小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）

 5． 2003年2月15日
国際シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 日韓関係を軸に̶̶ 」
（池袋・メトロポリタンプラザ会議室）
基調講演　：池　　明観（翰林大学校日本学研究所長）
パネリスト：康　　仁徳（聖学院大学総合研究所客員教授）
　　　　　　清田　治史（朝日新聞社総合研究本部本部長）
司会：　　　小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）

 6． 2003年11月1日
聖学院大学講演会「盧武鉉政権の対北政策展望̶̶ 6カ国会談のゆくえと
朝鮮半島情勢̶̶ 」（池袋サンシャインシティ文化会館701室）【参加者70

名】
講演者：　　康　　仁徳（聖学院大学総合研究所客員教授）
司会・コメンテータ：小田川　興（聖学院大学総合研究所客員教授）

 7． 2004年2月14日
国際シンポジウム「東アジアの平和と民主主義̶̶ 北朝鮮問題と日中韓の
役割̶̶ 」（都市センターホテル6階601会議室）【参加者95名】
基調講演：　朱　　建栄（東洋学園大学教授）
パネリスト：康　　仁徳（聖学院大学総合研究所客員教授）
　　　　　　加藤　洋一（朝日新聞社外報部次長）
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聖学院大学総合研究所
日韓現代史研究センター

シンポジウム・セミナー・講演会の記録
1997-2010

聖学院大学総合研究所では，1999年7月，元統一部長官，康仁徳先生を客員
教授に迎え，2002年10月に「日韓現代史研究センター」を設立して，日韓関
係の歴史と現在の課題を研究してきた。しかしそれ以前から，池明観客員教授
を中心として，朝鮮半島の政治状況を研究するシンポジウムを開催していた。
日韓現代史研究センター設立以前から，いわば十年に及ぶ研究活動が続いてい
るのである。なお，所属，肩書は当時のものである。

 1． 1997年10月28日
国際シンポジウム「南北朝鮮の現状を語る」（東京芸術劇場大会議室）
パネリスト：池　　明観（翰林大学校日本学研究所長）
　　　　　　河上　民雄（聖学院大学大学院客員教授）
　　　　　　秋元　千明（NHK国際部記者）
司会：　　　鐸木　昌之（聖学院大学政治経済学部助教授）

 2． 1998年7月22日
講演会「朝鮮半島の現状と日本の役割」（聖学院大学4号館4401教室）
講演者：　　岸　　俊郎（NHKソウル支局長）
司会：　　　鐸木　昌之（聖学院大学政治経済学部助教授）

 3． 2000年2月12日
国際シンポジウム「南北朝鮮の現状を語る̶̶ 統一に向かう朝鮮半島」
（東京芸術劇場中会議室）



Ⅲ

シンポジウム・セミナー・講演会の記録



89

現在，日本は，経済制裁として全ての対朝輸出入を禁止している。これも食
料輸出と医療品輸出の禁止を含んでいるので，人道問題に抵触する危険はある
（ただし，元々多くない）。その他にも様々な制限が加えられているが，いずれ
にせよ拉致問題の進展という目的はいまだに果たせていない。これは現在の段
階では，経済制裁は失敗したと結論づけるしかない。
ただし，経済制裁と支援凍結は，解除によっても効果を持つことができる。

日朝交渉によって，経済制裁や支援凍結の一部解除をすることと引き替えに，
拉致問題が進展する可能性は十分にある。そのために，対朝交渉の開始がこれ
からの課題となる。さらに，国交が正常化すれば経済協力をすることになって
いるが，北朝鮮が人道支援の受け入れに消極的になっている現在，中国やロシ
アが進めているように大規模な開発支援を日本に求めてくる可能性がある。そ
れを国際社会との関係で，どのように進めていけるのかが日本の対朝支援の課
題となろう。

　　　注

（1） David A. Baldwin, Economic Statecraft, （New Jersey; Prinston University Press, 

1985）pp. 40-42.

（2） “Financial Tracking Archive （FTA）,” http://www.reliefweb.int/arfts/, “Financial 

Tracking Service （FTS）,” http://fts.unocha.org/pageloader.aspx（2010年 8月 5日
アクセス）．

（3） 『朝日新聞』2005年9月23日。
（4） 『連合ニュース』2007年11月16日。
（5） 『朝日新聞』2004年12月9日。
（6） 「産経新聞」2007年9月9日。
（7） 「官房長官記者発表」2006年7月5日。
（8） 「第164回衆議院北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会議録第9号」（2006

年7月10日）2頁。
（9） 「官房長官記者発表」2006年10月11日。1998年と1999年，2003年にも日本政府

は朝鮮への援助を行っていない。2005年以降も含めて，日本政府が対朝援助を
実施していなかった期間は，いわゆる「テポドン」発射や拉致問題で日本社会
における対朝感情が悪化した時期と重なっており，日本の対朝援助が世論の対
朝感情にも大きく左右されていることが伺える。
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年別に見れば，2005年以降に各国の援助金額は急減していることが分かる。
これは2004年度をもって国連の共同アピールが終了し，2005年9月21日に崔
守憲・北朝鮮外務省次官が，食料事情が改善したという理由で国連や関係機関
による人道支援を2005年末で打ち切るようアナン国連事務総長に求めたこと
が要因と考えられる（3）。すなわち，これは北朝鮮側から国連による支援を断っ
た結果である。
ただし，日米が2005年から人道支援をしなくなった理由はそれだけではな
い。米国では，2004年11月20日にいわゆる北朝鮮人権法が成立し，北朝鮮へ
の人道援助の配給モニタリングの透明性を高めるなど制限が加えられた。米国
は2007 年に人道援助を再開することになったが，これは北朝鮮側と配給モニ
タリングについて協議した上で，実施されることになった（4）。現在の米国の対
朝援助に大きな制限を加えているものの一つとして，北朝鮮人権法があげられ
よう。
日本が2005年以降に支援をしなくなったのも，別の要因がある。拉致被害

者である横田めぐみの遺骨が別人のものとの鑑定結果を受けて，2004年12月
8日に支援を凍結することを日本政府が決定したことも大きな要因の一つであ
る（5）。2007年2月13日に六者会合で決定した重油支援や2007年の北朝鮮の水
害に対する人道援助にも日本政府は参加していない。その理由は拉致問題で進
展が見られないからである（6）。日本では，支援凍結の最も大きな要因として，
拉致問題が作用しているといえよう。
拉致問題は，支援凍結だけではなく，経済制裁にも作用した。2006年7月

5日には北朝鮮のミサイル発射を受けて日本政府は独自の経済制裁を発動し
た（7）。当初，発動要因に拉致問題は含まれていなかったが，7月10日に開催さ
れた国会衆議院「北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会」で判断材料
に拉致問題が含まれたことが言明された（8）。また，核実験の直後である10月
11日に発動された独自の経済制裁には最初から拉致問題を発動要因としてい
る（9）。
以上の議論から，日本は，北朝鮮に対する経済国策として，支援の凍結と経

済制裁を併用しているといえる。そして，その主たる政治目的は，拉致問題の
進展といえよう。ただし，米国は北朝鮮人権法，日本は拉致問題という人道問
題によって，人道支援に制限をかける形になっており，一見，論理的な矛盾を
孕む印象を与えていることも指摘しておきたい。
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は消極的であることが理解できる。もちろん，この数字は全てを網羅していな
い。日韓が行った借款によるコメ支援は含まれていないし，中国やロシアのみ
ならず，米国や韓国にも申告漏れが目立つ。しかし，日米韓の支援額は中ロを
圧倒しているため，日米韓が中ロより積極的に人道支援したことは間違いない
であろう。

年度 米国 韓国 日本 中国 ロシア 全国際社会

1995.9
-1996.6

2,225,000 339,152 500,000 3,623,188 136,278 31,518,011

1996.7
-1997.3

7,170,815 3,400,000 6,000,000 6,266,000 0 50,347,287

1997.4
-1997.12

57,447,825 25,327,097 27,000,000 37,675,230 0 292,462,440

1998 173,131,723 27,768,913 0 28,000,000 0 335,093,109

1999 160,700,008 38,547,760 0 0 0 235,854,388

2000 29,238,497 53,809,287 95,657,289 0 21,000 224,248,293

2001 102,719,520 68,523,994 104,890,028 0 0  377,599,330

2002 63,490,490 82,009,523 2,159 0 345,070 360,835,240

2003 31,518,253 16,832,152 0 0 10,000,000 182,885,605

2004 19,308,086 117,741,047 46,698,015 1,205,000 573,000 301,775,497

2005 0 33,381 0 13,415 0 46,167,839

2006 0 11,979,190 0 0 0 40,043,289

2007 4,100,006 23,382,696 0 0 514,250 103,064,921

2008 0 15,320,867 0 0 0 48,218,456

2009 0 14,212,764 0 0 0 45,629,919

総計 651,050,223 499,227,823 280,747,491 76,782,833 11,453,320 2,675,743,624

表1　北朝鮮に対する各国の人道支援状況 （単位：米ドル）（2）
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〈討論2〉

日本の対北朝鮮支援の現状と課題

宮　 本　　 悟

日本の対朝支援は，経済制裁と表裏一体に議論されることが多い。これは
無理もないことである。David A. Baldwinによると，経済制裁（Economic 

Sanction）には，Negative Economic SanctionとPositive Economic Sanction

がある（1）。一般的に我々がイメージする経済制裁とはNegativeのことである。
Positiveとは，我々がイメージする支援のことである。いずれにせよ，経済の
力によって政治的な目的を達成するために使われている。Baldwinによると，
経済制裁も経済支援も，経済の力によって政治的な目的を達成するための経済
国策（Economic Statecraft）なのである。そのため日本の対朝支援を論じるに
あたって，経済支援のみならず，経済制裁も論じる必要があると考えられる。
また，日本の対朝支援を理解するためには，他の国々との違いを明らかにす

ることも重要であろう。そこで，ここでは韓国も含めた六者会合に参加してい
る北朝鮮以外の5政府による対朝支援の状況を比較することで，日本の対朝支
援を明らかにしたい。
ただし，民間企業の投資や貿易は考察の対象としない。経済支援も経済制裁

も経済国策であることを念頭に置いた場合，政治的な目的を伴わない経済支援
は考察の対象にならない。そこで，ここでは政府による支援に絞って議論した
い。
政府による支援として考えられるのは，人道支援と開発支援である。ただ

し，日本は北朝鮮に対して開発支援をしていない。そこで人道支援を中心に論
じてみたい。国際社会が北朝鮮に多くの支援を始めたのは1995年9月からであ
るので，1995年9月から2009年末までの人道支援状況を国際連合人道問題調
整事務所（OCHA）のデータから調査してみた。
これを見れば，米国や韓国，日本が人道支援に積極的であり，中国やロシア
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一政策研究』，第19巻1号 （ソウル：統一研究院，2010），p. 209.

 （5） Ibid., p. 223.

 （6） Ibid., p. 224.

 （7） 統一部，『2009 統一白書』（ソウル：統一部，2009），pp. 135～141.

 （8） 統一部，『月刊南北交流動向』（ソウル：統一部，2010），pp. 4～5.

 （9） 呉一煥，“民間レベルの対北朝鮮支援事業について評価と課題”，（国家安保戦
略研究所主催の学術セミナーの資料集，2009），p. 35.

（10） 金ジョンス，“人道的対北朝鮮支援と北朝鮮体制の存続力に及ぼす影響”，『統
一政策研究』，第19巻1号 （ソウル：統一研究院，2010），p. 233.

（11） 呉一煥，“民間レベルの対北朝鮮支援事業についての評価と課題”，（国家安保
戦略研究所主催の学術セミナーの資料集，2009），p. 46.

（12） 韓半島平和研究院提供，「改新教の対北朝鮮支援機関」は，①名称と社名にキ
リスト教であることを明らかに示し表している組織 ②最高経営者を含む主要従
事者がキリスト教徒である組織 ③ほとんどの後援者が教会（キリスト教徒）で
形成された組織 ④創設した母組織が教会，或いはキリスト教系機関である組織
などの基準で調査し，分類。
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できる平和な建設的統一を志向するために，民間レベルの対北朝鮮支援は政治
/経済的次元を超える価値と理想とそれに従った原則を維持するよう努力すべ
きだろう。このような観点から，人間の「生活の質」に対する超越的価値を保
障するという意味で，また韓国社会で現実的に主要な役割を担当している宗教
の役割が切実に求められると判断することができる。

　　　注

 （1） 金ジョンス，“韓国・北朝鮮の人道協力の互恵性を高める方案”，『統一政策研
究』，第18巻1号 （ソウル：統一研究院，2009），p. 152.

 （2） 柳浩烈，“政府の対北朝鮮支援政策と北朝鮮の改革・開放の相関性”，『NK 

VISION』，第2号，6/7月 （ソウル：民主化ネットワーク，2007），pp. 16～18.

 （3） 金ジョンス，“韓国・北朝鮮の人道協力の互恵性を高める方案”，『統一政策研
究』，第18巻1号 （ソウル：統一研究院，2009），p. 152.

 （4） 金ジョンス，“人道的対北朝鮮支援と北朝鮮体制の存続力に及ぼす影響”，『統

民間団体の対北朝鮮支援の実績及び改新教団体の支援実績
（単位：1,000$）

＊参考: 統一部，「民間団体別の支援実績」，2009年10月
＊民間団体に対する政府の基金支援額を含む，韓国赤十字社の窓口は除外。

112,735

総支援実績 改新教団体の支援実績

2007 2008 2009.9 現在 3年総計

40,195
（35.65％）

88,352

39,885
（45.15％）

25,538 11,231
（43.97％）

226,625

91.311
（40.29％）
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ん，民間団体の対北朝鮮支援は基本的に自律的な判断によって進められること
で，政府レベルの支援よりは持続的な安定性をもって進められているというメ
リットがある。けれども，北朝鮮の核実験，ミサイル発射などのような政治
的・軍事的逸脱行為がある度毎に，対北朝鮮民間支援が南南葛藤の原因となっ
ているという点も注目しなければならないはずだ（11）。そのため，我々は対北
朝鮮人道支援がより確固たる土台を求めているという点に注目しなければなら
ない。そのような意味から，我々は宗教的次元の対北朝鮮人道支援の区別性及
び貢献の可能性に関心を傾けなければならないだろう。

Ⅳ．宗教的次元の人道支援の特性及び貢献：キリスト教会
　　を中心に

統一部が把握している北朝鮮へ支援を行う民間団体は，2009年9月30日の
時点で79団体で，このうち22団体が改新教系列の団体であるという調査結果
が出た（12）。

2007年から2009年までの3年間の民間団体の対北朝鮮支援の現況と，この
うちの改新教団体の対北朝鮮支援の現況を詳しく見ると次のようである（2009

年9月時点）。

支援実績を土台に比重を算出すると，改新教は3年間の民間団体の対北朝鮮
支援のうち40.29％（の支援）をやり遂げたことがわかる（各年度別の比重は
グラフを参照）。

我々は対北朝鮮支援の現況を通じて，6.15宣言で象徴される21世紀的状況
の下で，南北交流はたゆみなく増加する傾向であることを確認することができ
る。しかし，これと同時に，民間レベルでの対北朝鮮支援もまた，南と北の政
治的状況と密接した相関関係にあることを確認することができる。MB政権の
登場以降，新しく作り出された政治的緊張状況が2009年以降の対北朝鮮支援
において相当な影響を及ぼしていることは周知の事実である。
けれども，民間レベルでの対北朝鮮支援は政治的次元の従属要因に留まって

はいけないはずである。韓民族の有益と北東アジアを越えた世界の平和に貢献
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Ⅲ．民間レベルの人道支援の特性及び課題

人道的対北朝鮮支援は，北朝鮮住民の生存権的人権と密接した関係である経
済的，社会的人権を保護してやる重要な役割をする。また，民間の対北朝鮮支
援は韓国・北朝鮮の間の民族の同質性を悟らせる契機になりうる。このような
民族の統一性の強化は，南北間の相互の敵対感を解消するのに寄与すること
で，韓国・北朝鮮の軍事的対峙状況による朝鮮半島と北東アジアの緊張度を緩
和させる役割を期待することができる（9）。
民間レベルでの人道的対北朝鮮支援が，2008年度に入って南北関係が調停

局面を迎えることで対北朝鮮支援状況が悪化したにもかかわらず，根気強く続
けられてきたことは認めるべき事実である。近年になってからは，対北朝鮮支
援の初期の緊急救護や一回性の支援，単純物品の支援を主とすることから，技
術伝授や自立，自活能力を向上させることのできる開発支援の形の事業に転換
されている。また，支援分野も農業開発，保健医療，乳幼児など脆弱階層の支
援事業などに多様化，専門化されつつある。
現況分析を通じて，我々は民間レベルの対北朝鮮人道支援について，次のよ

うな基本方向に合意できるはずである。

1. 北朝鮮の脆弱階層の「生活の質」の向上に尽力することで，実質的に役に
立たなければならない。このためには，短期的には「人道主義」の原則に
従った支援に尽力しなければならず，中長期的には2005年3月にパリで合
意した「パリ宣言」を北朝鮮に応用し適用することで，北朝鮮の力量を強
化していくよう尽力しなければならないはずだ（10）。

2. 韓国・北朝鮮の人道協力の互恵性を高める次元で接近しなければならな
い。

3. 国際社会との協力を図っていかなければならない。

しかし，現実的には民間レベルの対北朝鮮支援において，類似事業に対する
重複支援問題や，一部の団体の南北協力基金の不適切な使用問題などが指摘さ
れているという点に依然として留意しなければならないはずである。もちろ
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（3）政策事業
2007年から政府は民間団体が提出する事業計画を審査し，支援する受動的

事業から，政府が政策的な判断をし，中長期的な事業計画を提示する政策事業
を主導した。例えば，北朝鮮の山林復旧の必要性と保健医療のインフラ構築，
農資材の支援事業などに総計33億6,000万ウォンの基金を支援した。2008年度
にもこのような事業と共に新規事業として結核予防院の施設の改・補修，診断
装備の支援，技術教育のための結核管理事業の支援など，43億3,500万ウォン
を支援した。

事業名 推進団体 事業内容 支援額

結核管理事業 韓国国際保健
医療団体

結核予防院の施設の改・補修（1カ所）
結核の診断装備及び消耗品の支援　技
術教育

1,000

医療人材教育事業 韓国国際保健
医療財団

医療人の国外及び平壌での現地教育
医療機器修理人材の教育 1,085

製薬工場の医薬品
の生産協力事業

韓国国際保健
医療財団

原料医薬品の支援
技術（GMP）教育 1,000

山林緑化の示範
事業 民族の森

養苗場の建設（3カ所），種子保管管理
施設（1カ所）
山林病害虫の防除
示範造林

1,250

合　　　計 4,335

2008年の民間団体の政策事業に対する基金支援の現況
（単位：百万ウォン）

（4） 北朝鮮の乳幼児への支援
北朝鮮の乳幼児の成長が統一後の未来のために非常に重要だという認識の

下，乳幼児のための病院の現代化事業と栄養食の支援事業などに多くの民間団
体が独自に，あるいは韓国政府の協力の下で参加した。
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（2）合同事業
2004年の龍川災害克服のための支援とそれまでに蓄積された対北朝鮮支援

の経験を通じて，民間レベルの対北朝鮮支援が一回性でなく北朝鮮の自立，自
活能力を高めるための中長期的事業開発に発展していかなければならないとい
う見解が浮上した。このような見解に応じて，政府は3つ以上の民間団体がコ
ンソーシアムを構成し，中長期的な開発支援の形の事業を進める合同事業を
2005年から支援した。黄海北道鳳山郡天徳里の農村示範村造成事業と平壌に
位置した総合検診，検査センターの開発事業が代表的な例である。

分　野 内　　　　　　　　容 支援額

農業現況 食糧増産 農業開発事業（ワールドビジョン）など 15の事業 3,096

保健医療 子供の保健医療事業（南北子供オッケトンム）など 12の事業 3,034

社会福祉 脆弱階層の総合支援事業（灯台福祉会）など 13の事業 3,934

合　　計 37の団体 40の事業 10,064

2008年の民間団体の個別事業に対する基金支援の現況
（単位：百万ウォン）

事業名 主管団体 事業内容 自主財源 基金支援 総事業費

農村示範村
造成事業

南北ナヌゥ
ム

農民住宅の新築，幼
稚園，託児所，保健
所の物品支援

1,413 1,413 2,826

総合検診，
検査センター
の開設

ナヌゥム
インター
ナショナル

センターの工事資材
及び医療
装備の支援
医療技術の伝授

395 395 790

合　　計 1,808 1,808 3,616

2008年の民間団体の合同事業に対する基金支援の現況
（単位：百万ウォン）
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期間 経路及び内訳 支援規模

2000

- 韓赤（韓国赤十字）窓口：113億ウォン
- 独自窓口：12の団体 274億ウォン 3,238万ドル（287億ウォン）

＊1$当り1,200ウォンの為替レート
を適用- トウモロコシ，みかん，衣類，砂糖，粉ミルクなど 

2001

- 韓赤窓口 : 286億ウォン
- 独自窓口 : 19の団体 496億ウォン

6,017万ドル（782億ウォン）
＊1$当り1,300ウォンの為替レート
を適用

 - トウモロコシ，みかん，衣類，砂糖，粉ミルクなど

2002

- 韓赤窓口 : 90億ウォン
- 独自窓口 : 25の団体 486億ウォン

4,577万ドル（576億ウォン）
＊1$当り 1,300ウォンの為替レート
を適用

＊6, 7, 9, 10, 11月（1,250ウォン）
/8, 12（1,200ウォン）月平均の為
替レートを適用- 農業機械，衣類，医療装備，種ジャガイモなど

2003

- 韓赤窓口 : 13次 70億ウォン
- 独自窓口 : 29の団体，253回，696億ウォン

6,386万ドル（766億ウォン）
＊1$当り 1,200ウォンの為替レート
を適用

＊3月：1,230ウォン，7月：1,180ウォ
ン

- 冬の肌着，子供服，小麦粉，抗生剤など

2004

- 韓赤窓口 : 35次，441億ウォン
- 独自窓口 : 33の団体，426回，1,117億ウォン

13,250万ドル（1,558億ウォン）
＊1$当り1,200ウォンの為替レート
を適用

＊11月，12月：1,100ウォン- 農資材，被服，みかん，医療設備など

2005

- 韓赤窓口 : 18次， 46億ウォン
- 独自窓口 : 44の団体，509回，733億ウォン

7,666万ドル（779億ウォン）
＊1$当り1,000ウォンの為替レート
を適用

＊1月，2月：1,100ウォン- 小麦粉，医療施設，農業用ビニールなど

2006

- 韓赤窓口 : 8次，44億ウォン
- 独自窓口 : 58の団体，958回，665億ウォン 7,088万ドル（709億ウォン）

＊1$当り1,000ウォンの為替レート
を適用- 小麦粉，衣類，医療設備，水害復旧など

2007

- 韓赤窓口 : 5次，40億ウォン
- 独自窓口 : 66の団体， 1,074回，869億ウォン 9,568万ドル（909億ウォン）

＊1$当り950ウォンの為替レート
を適用- 衣類，医療設備，練炭，農資材，水害復旧など

2008

- 韓赤窓口 : 2次，4億ウォン
- 独自窓口 : 64の団体，776回，721億ウォン

6,460万ドル（725億ウォン）
＊1月～4月 : 1$当り950ウォン
＊5月～10月：1$当り1,000ウォン
＊11月～12月：1$当り1,400ウォ
ン- 衣類，小麦粉，医薬品，練炭，農資材など

2009
- 独自窓口 : 59の団体，378回，376億ウォン
- 食糧，医薬品，練炭など

2,858万ドル（376億ウォン）
＊1月～5月：1$当り1,350ウォン
＊6月～12月：1$当り1,300ウォン

計 67,108万ドル（7,597億ウォン）

民間団体レベルの対北朝鮮支援の現況（8）
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（1）個別事業
1つの民間団体が推進する単年度の事業で，2000年から2008年まで669億

6,000万ウォン相当の南北協力基金を支援した。対北朝鮮支援分野は食糧，衣
類，生活必需品など一回性の緊急救護の次元から，次第に医療施設の改・補
修，住宅改良，農村地域の開発など多様な領域に拡大されていった。例えば，
農業分野では，飼料工場の原料支援，野菜農場，農業技術の支援，焚き口の改
良，造林作業などに支援をした。保健医療分野では，病院の現代化，医薬品の
支援，医療装備の支援，結核退治事業などに基金が支援された。社会福祉分野
では，脆弱階層である子供，乳児などの栄養改善のために子供の給食事業（小
麦粉，パン，麺，豆乳など）と，子供の教育増進のために教育機資材事業など
を支援した（7）。
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均で約1.3％の比重を占める次第である。全体的に，対北朝鮮人道支援は北朝
鮮の財政に大きく寄与し，北朝鮮の食糧不足を助け，北朝鮮の食糧生産性に寄
与し，また北朝鮮の家族解体を緩和するのを手伝ったと評価することができ
る（4）。
民間レベルの人道的対北朝鮮支援は，2000年以降急速に増加する傾向を見

せた。金額面で増加しただけでなく，北朝鮮の予算対比の比重も徐々に増加し
てきたとみられる。特に，2004年の場合は北朝鮮の予算の約5.3％を占めもし
た。北朝鮮の「龍川災害」を契機に，韓国の積極的な支援が可能であったため
だった。しかし，過去10年間の平均は約1.3％であることを鑑みると，民間レ
ベルの対北朝鮮人道支援の潜在力と共に，より体系的で戦略的な方向設定の必
要性を痛感するようになる（5）。

年　度 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 総　計

北朝鮮の
予算規模 9,300 9,800 10,000 2,300 2,500 2,800 3,000 3,200 3,470 3,420 49,790.0

主

題

別

政　府 169.7 75.2 215.6 220.6 238.9 308.4 227.4 367.3 40.0 37.0 1,900

地　方
自治体 0.9 1.2 2.1 2.0 3.1 9.5 7.5 13.6 7.1 5.1 52.1

民　間 32.4 60.2 45.8 63.9 132.5 76.7 70.9 95.7 64.6 28.6 671.3

総　　計 203.0 136.6 263.5 286.5 374.5 394.6 305.8 476.6 111.7 70.7 2,623.4

総　　計／
北朝鮮予算 2.2 1.4 2.6 12.5 15.0 14.1 10.2 14.9 3.2 2.1 5.3

2000年以降の人道的対北朝鮮支援と北朝鮮の予算対比の現況（6）

（単位：100万ドル）

民間レベルの対北朝鮮支援事業は次のように分類され，進められる。
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うな否定的な事件にもかかわらず，ある者達はそれでも対北朝鮮支援が全体的
に肯定的な役割をしたと主張する。「北朝鮮の韓国に対する依存度と市場化の
程度が深まり，南（韓国）側が望む方向に変化する結果をもたらした」（1）。し
かし，他のある者達は結局北朝鮮に対する支援は「北朝鮮の改革開放を誘導す
ることに失敗」し（2），最終的には北朝鮮の挑発力量を育てる結果をもたらした
という否定的な判断を下している。
このような相反する評価は，思い思いの状況判断及び状況を分析する観点が

違うためである。だが，これと共に注目しなければならないのは，対北朝鮮人
道支援の評価基準が互いに異なるためだという事実である。それゆえに，対北
朝鮮人道支援のための動機と目的と方法に決定的な影響を及ぼす（対北朝鮮人
道支援の）評価基準を明らかにする必要性が提起される。特に，民間レベルで
の対北朝鮮人道支援は政府や企業の観点とは区別される観点を維持できなけれ
ばならないためだ。政府は政治的次元で，対北朝鮮人道支援の戦略的接近を模
索すべきだろう。また，企業もやはり，企業経営の次元で対北朝鮮人道支援の
方法をに追及しなければならないだろう。しかし，民間レベルでの対北朝鮮人
道支援は政治的，経営的次元と窮極的に分離することはできないといえども，
区別性は維持しようとする努力を傾けるべきだろう。そのような意味で，民
間レベルでの対北朝鮮人道支援の1次的評価基準である目標は，何よりも「北
朝鮮住民らの生活の質（quality of life）の改善」だと言えるだろう。また同時
に，韓国国民らの課題も忘れてはならないはずである。「離散家族再会，拉北
者（北朝鮮に拉致された被害者）と国軍捕虜の釈放問題」なども見過ごすこと
のできない課題であるだろう（3）。

Ⅱ．北朝鮮に対する人道支援の現況

一般的に，対北朝鮮人道支援は3種類の窓口を通じて進められている。先
ず，政府レベルの人道的対北朝鮮支援をあげることができる。政府は2000年
以降の10年間で19億ドルを支援し，北朝鮮の予算規模である497億7,000万ド
ルの約3.8％を支援している。次に，地方自治体の人道的対北朝鮮支援で，約
5,200万ドルを支援したが，北朝鮮の予算対比0.1％にすぎなかった。我々が注
目する民間レベルの人道的対北朝鮮支援は約6億7,000万ドルを支援し，年平
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〈討論1〉

民間レベルの対北朝鮮人道支援についての
現況と分析

任　　 成　 彬

朝鮮半島を巡る緊張がどの時よりも高まっている状況は，対北朝鮮人道支援
についても新しい挑戦要素を提供する。現実的に，大韓民国では対北朝鮮人道
支援についての相反する評価が存在している。このような相反する評価は「人
道的」支援という言葉を無意味にするほどのイデオロギー的党派を再生産する
ことで「南南葛藤」の原因となっている。
そのような意味から転換期的状況での対北朝鮮人道支援，特に民間レベルで

の人道支援を論じる時，我々は対北朝鮮人道支援についての客観的な評価とそ
の必要性について明らかにする必要がある。これと共に，対北朝鮮人道支援の
現況の分析を通じて，民間レベルの人道支援の特性及び貢献点を確認すること
で，支援力量を強化する努力が必要であるはずだ。民間レベルにおける対北朝
鮮人道支援の力量強化のための我々の努力は，支援の動機と持続性と動員力に
おいて，卓越性を持った宗教的次元の人道支援力量を啓発し動員することに
よって更なる効果を期待できるという意味で，筆者は小考を通じて宗教的次元
の対北朝鮮人道支援に特別な関心を傾けた。しかし，本小考に与えられた研究
範囲の限界を考慮すると，宗教的次元の対北朝鮮人道支援はキリスト教系に制
限した。

Ⅰ．対北朝鮮人道支援についての評価と基準

北朝鮮の核実験とミサイル発射，最近になって発生した天安艦爆沈事件など
は，対北朝鮮支援について非常に敏感な反応を促進する契機となった。このよ
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三．双方は，国際法を遵守し，互いの安全を脅かす行動をとらないことを確
認した。また，日本国民の生命と安全にかかわる懸案問題については，
朝鮮民主主義人民共和国側は，日朝が不正常な関係にある中で生じたこ
のような遺憾な問題が今後再び生じることがないよう適切な措置をとる
ことを確認した。

四．双方は，北東アジア地域の平和と安定を維持，強化するため，互いに協
力していくことを確認した。

双方は，この地域の関係各国の間に，相互の信頼に基づく協力関係が構築さ
れることの重要性を確認するとともに，この地域の関係国間の関係が正常化さ
れるにつれ，地域の信頼醸成を図るための枠組みを整備していくことが重要で
あるとの認識を一にした。
双方は，朝鮮半島の核問題の包括的な解決のため，関連するすべての国際的

合意を遵守することを確認した。また双方は，核問題及びミサイル問題を含む
安全保障上の諸問題に関し，関係諸国間の対話を促進し，問題解決を図ること
の必要性を確認した。朝鮮民主主義人民共和国は，この宣言の精神に従い，ミ
サイル発射のモラトリアムを二〇〇三年以降も更に延長していく意向を表明し
た。
双方は，安全保障にかかわる問題について協議を行っていくこととした。

日本国　　　　　　　　　総理大臣　　　　　小泉純一郎
朝鮮民主主義人民共和国　国防委員会委員長　金正日

二〇〇二年九月十七日　平壌
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資料

日朝平壌宣言

小泉純一郎日本国総理大臣と金正日朝鮮民主主義人民共和国国防委員長は，
二〇〇二年九月十七日，平壌で出会い，会談を行った。
両首脳は，日朝間の不幸な過去を清算し，懸案事項を解決し，実りある政

治，経済，文化的関係を樹立することが，双方の基本利益に合致するととも
に，地域の平和と安定に大きく寄与するものとなるとの共通の認識を確認し
た。
一．双方は，この宣言に示された精神及び基本原則に従い，国交正常化を

早期に実現させるため，あらゆる努力を傾注することとし，そのために
二〇〇二年一〇月中に日朝国交正常化交渉を再開することとした。双方
は，相互の信頼関係に基づき，国交正常化の実現に至る過程において
も，日朝間に存在する諸問題に誠意をもって取り組む強い決意を表明し
た。

二．日本側は，過去の植民地支配によって，朝鮮の人々に多大の損害と苦痛
を与えたという歴史の事実を謙虚に受け止め，適切な反省と心からのお
詫びの気持ちを表明した。双方は，日本側が朝鮮民主主義人民共和国側
に対して，国交正常化の後，双方が適切と考える期間にわたり，無償資
金協力，低金利の長期借款供与及び国際機関を通じた人道主義的支援等
の経済協力を実施し，また，民間経済活動を支援する見地から国際協力
銀行等による融資，信用供与等が実施されることが，この宣言の精神に
合致するとの基本認識の下，国交正常化交渉において，経済協力の具体
的な規模と内容を誠実に協議することとした。双方は，国交正常化を実
現するにあたっては，一九四五年八月十五日以前に生じた事由に基づく
両国及びその国民のすべての財産及び請求権を相互に放棄するとの基本
原則に従い，国交正常化交渉においてこれを具体的に協議することとし
た。双方は，在日朝鮮人の地位に関する問題及び文化財の問題について
は，国交正常化交渉において誠実に協議することとした。
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㋺ 日朝交渉においては，拉致問題はもちろんだが，核・ミサイル問題，経済
協力問題，その他日朝間のすべての懸案について話し合う。

㋩ 拉致問題については，第一に再調査の実施を求める。このステップなくし
ては次の段階へと進めない。

㋥ しかし，受動的に北朝鮮の出方を待っているのではおそらく事態は進まな
いだろう。むしろ日本がイニシアティブをとって，例えば人道援助を再開
し，対話の糸口を作ることで，北朝鮮に拉致再調査を進めさせ，その進捗
具合で日本の単独制裁の一部を緩和するといった前向きの能動的な動きが
考えられよう。人道援助については，現在北朝鮮に三百人位いるといわれ
る原爆被爆者支援，従軍慰安婦問題については関係者の高齢化が進んでい
ることもあり，特に考慮が払われるべきである。この問題は請求権の相互
放棄，日韓間での問題処理の先例などとの整合性もあり，法的にも難しい
点があろうが，これは日朝間の雰囲気を和らげるのに役立つので何らかの
特例措置が考えられないだろうか。北朝鮮出身の軍人，軍属，民間人の遺
骨返還の問題も人道的配慮の対象として考えられないだろうか。
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一種の政治的な妥協の結果であって，あまり参考になるとは思えない。しかも
拉致問題，ミサイル発射，核実験などわき起こった日本国民の北朝鮮に対する
不信感を考えると，金額決定は決して容易なことではないだろう。次に経済協
力の方法だが，ピョンヤン宣言で日韓方式が合意されているが，これには相当
に複雑な手続きが必要となる。北朝鮮（特に最高首脳部）はこのことを認識し
ているのだろうか。もし北朝鮮側が，自由に使える現金が入って来るようなこ
とを期待しているとしたら大変な誤解である。
日朝間のお金の問題は，ピョンヤン宣言で財産請求権の相互放棄，経済協力

方式で処理されることになっているが，北朝鮮側で新たな動きが出ているので
はないかと懸念される。すなわち，経済協力は補償ではないので，従軍慰安
婦，強制連行，在朝被爆者など個人的な人的被害はこれとは別に取り扱われる
べきだとの議論である。これはピョンヤン宣言及び下敷きとなっている日韓方
式の土台を覆すことになりかねない。

4．今後の展望
　　　　̶̶ 日朝関係をどう開くか̶̶

日朝交渉は始まってから20年近くも経っているのに，交渉の見通しは立っ
ていない。拉致問題，核・ミサイル問題などで対立したまま解決の目途はつい
ていない。また，北朝鮮には後継者問題があり，米朝関係の従属変数であるよ
うな日朝関係，日朝国交正常化は北朝鮮にとって当分外交の最優先事項になら
ないかもしれない。
日朝関係はこのように現在もまた今後もきわめて難しい状況にあり，確たる

見通しが立たない。しかし日本としては，この状況を仕方がないとして受動的
に受け止めるべきでなく，難しいにせよ主体的に，プロアクティブに打開の道
を模索すべきであり更にそのいくつかの私案を例示してみたい。

㋑ まずは日朝交渉を再開させなければならない。話合いを始めなければ物事
は進まない。対話が必要である。ただ，日朝正常化交渉は六者協議の分科
会の一つとしてその傘の下にあるので，北朝鮮の六者協議へ前提条件なし
の復帰を求め，あわせて，日朝交渉の再開を求める。
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本の安全保障に直接かかわる問題である。この問題は拉致問題と同様に優劣の
差なく重要であり，この二つの問題の解決なくして日朝国交正常化なしという
のが，日本政府の一貫した方針である。
㋑ 日朝交渉において，日本側は当初から核問題を主要議題の一つとしてとり
あげようとしたが，北朝鮮側はこれは米国との問題であって日本とは関係
がないとの立場を終始一貫とりつづけた。結局，核問題は六者協議に委ね
られ，六者協議は中断したままである。いずれにせよ，日朝交渉は今や六
者協議の中の分科会と位置づけられているので，核問題は六者協議，実質
的には米朝協議の結果を受けることになり，日朝が核問題について実質的
に協議するのは難しいのではないかと思われる。
問題はその中身であり，その中身には日本の主張が十分に反映されなけ
ればならない。そのためには，米国に対し，日本の立場をしっかりと説明
しておかなければならない。
北朝鮮にとって「虎の子」であり，この大切なカードをそう易々と放棄
するとは思えない。但し核を持った北朝鮮，核を完全に放棄したとの確証
を持てない北朝鮮と日本は国交正常化ができるか，そのような北朝鮮に莫
大な資金を提供できるか，答えはノーであろう。

㋺ 日朝交渉でも六者協議でも核に比べてミサイルはあまり大きな関心を引か
ないが，ミサイルは深刻な問題である。ところが，ミサイルには，これ
を規制する国際法規範が非常に不十分である。ミサイル技術管理レジーム
（MTCR）やハーグ行動規範（HCOC）は一応あるが，加盟国も普遍的で
なくかつ紳士協定である。北朝鮮については，国連安保理での相次ぐミサ
イル関連決議があるが，北朝鮮はこれに従わない。

いずれにせよ，ミサイル問題については，日朝交渉，米朝交渉，六者協議等
でもとりあげてゆかねばならない。

（3）経済協力問題
以上述べたような問題がクリアされ，今後日朝交渉が軌道に乗った場合，最

大の問題は，｢過去（植民地支配）の清算｣であり，清算の証としての経済協
力であって，問題はその金額と協力の方法である。
まず金額だが，参考になるものがない。日韓国交正常化の際の10年間にわ
たっての無償協力3億ドル，有償協力2億ドルは，半世紀も前の話であるし，
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協議の枠内に日朝国交正常化作業部会が設けられた。作業部会は二回開催され
たが，拉致問題で対立したまま，特に進展はみられずそれ以降大使級の会議は
行われていない。

3．交渉上の難問題（三つの高いハードル）

（1） 拉致問題
拉致事件は国際法上明白な国家の違法行為（国際違法行為）であり，加害者

である北朝鮮は，その国際責任を解除すべき義務を負っている。従って，日本
政府の要求である ㋑ 被害者の全員救出  ㋺ 拉致実行犯の引渡し  ㋩ 拉致全容の
解明は国際法上の観点からみても至極当然である。日本側は拉致問題の解決
（進展）なくして国交正常化なしとしている。だが，日本政府はこの解決とは
具体的に何かについて，国内世論をおもんばかってか中身をはっきりさせてい
ないし，国際社会からも同様の質問が提起されている。
ところが，北朝鮮は最高首脳が謝ったのだから，本件は一件落着，生存者5

名およびその家族は日本に帰したのだからこれ以上することがない，再発防止
も約束しているではないかとし，日本側の質問，調査要求に対しては木で鼻を
くくったような態度をとっている。
このように拉致問題を巡る日朝双方の立場は大きく喰い違っているが，それ

ではどのような解決方法があるのだろうか。制裁を一層強化するのも一つの方
法かもしれないが，少なくともこれまでのところこの方法は効果をあげている
とはいい難い。他方，アメを与える方法も理論的にはありえようが，その効果
について相当の確証がない限り，世論の支持を得ることは難しいであろう。そ
うなると，結局硬軟とりまぜてということになろうが，北朝鮮が国際法上の違
法行為者であるとの認識の下にもう少し前向きの姿勢をとることである。今ま
でのところ，日本側では北朝鮮側のそのような姿勢が感じられていない。北朝
鮮は一旦は権限ある委員会による再調査を約束したのだから（2008年8月藩陽
での日朝実務者会議），まずこの約束を守ってもらうことである。

（2） 核・ミサイル問題
北朝鮮の核・ミサイル開発（核開発とミサイル開発は不可分である）は，日
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なかろうか。

（2） 1992年11月～2002年9月（長い冬眠期）
第8回会議での交渉中断以降交渉は長い冬眠期に入った。後述するように

2000年に入って3回（第9～11回）の交渉が行われたが，日朝双方の立場は基
本的に変わらず，特に進展もなかった。
北朝鮮の外交はそもそも対米関係が最優先だが，アジアの最貧国の一つに過

ぎない北朝鮮が超大国米国を交渉のテーブルに引っ張り出すのは容易なことで
なく，その為に北朝鮮が利用したのが核とミサイルであり，それをカードとし
て巧みに使った瀬戸際外交であった。この冬眠期間中に筆者は第二代の正常化
交渉日本政府代表に任命され，中断していた交渉を何とか再開したいと考え，
いろいろと案を講じたが北朝鮮は全く乗ってこなかった。当時，北朝鮮外交の
方向は日本ではなく，米国に向かっていたのである。
さらに1997年には，その20年前から行方不明になっていた横田めぐみさん

が北朝鮮に拉致されていたとの確度の高い情報が浮上し，拉致問題が国民の同
情と大きな関心を呼び起こし，日朝交渉再開に大きな影を落とした。
この冬眠期間中にも少しずつではあるが事態が動いていた。日朝間の非公式

接触が折にふれて行われるようになりそれが先に述べた2000年の大使級の正
常化交渉となったが，進展もなく第11 回目の交渉を終えるにあたって，次の
会議の日取りを決めることもなく交渉は再び中断してしまった。

（3） 2002年9月～現在 （日朝首脳会談とその後）
2002年9月の日朝首脳会談とピョンヤン宣言は日朝関係で画期的なもので

あった。日朝正常化交渉との直接の関係では，一つは北朝鮮が日本の主張に
沿って，財産請求権を日朝が相互に放棄し，経済協力方式すなわち日朝方式で
処理することに合意したことである。今一つは，北朝鮮が拉致の事実を認め謝
罪したことである（ピョンヤン宣言には間接的な表現でしか言及されていな
い）。
ところが，この拉致問題への北朝鮮の対応は，北朝鮮の意に反して日本国内

で深刻かつ大きな国民的非難を引き起こし，かえって正常化交渉を難しくして
しまった。
その後，日朝国交正常化交渉は六者協議と関係づけられるようになり，六者
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きく影響する。特に米国と韓国であり，これらの国からの祝福とまでゆか
ずとも，強い反対があっては物事はうまく進まない。
韓国側は，長きにわたり日本の北朝鮮接近に反対して来たし，米国も南

北関係のバランスを崩すような日朝関係の進展には反対であった。
（4） だが，今や状況は大きく変わって来ている。なるべく早く日朝国交正常化

が望ましいと思う。日本外交にとって，戦後処理として残された二大案件
の一つである（今一つは，ロシアとの平和条約の締結である）。しかし日
朝国交化正常化は，日朝関係の過去の清算ばかりでなく，それが朝鮮半
島，東アジアの安定に寄与するものでなければならない。そのためにはど
うしても解決しなければいけない問題がある。

2．日朝国交正常化交渉をふりかえって

日朝交渉が始まったのが，1991年の年明けであるから，すでに20年になろ
うとしている。1965年に妥結した日韓交渉は14年かかり，当時マラソン交渉
といわれたが，日朝交渉はそれどころでなく，現在も中断されたままで，交渉
再開の目途も立っていない。これまで20年間の日朝国交正常化交渉史をふり
かえると，次のような区分ができるのではないかと思われる。

（1） 1991年1月～1992年11月
東西冷戦の終結，韓国とソ連（1990年），韓国と中国（1992年）の国交樹立

によって，両国の後盾を失い，経済的にも苦境に陥り，国際的に孤立した北朝
鮮は，孤立を脱却するためにも，日本から資金を引き出すためにも日朝国交正
常化を求めるようになった。
交渉は1991年の年明けから北京を舞台にして始まり，精力的に行われたが，

1992年11月の第8回交渉で交渉が中断された。会議決裂の表向きの理由は「李
恩恵」問題（日本名 田口八重子）であったが，本当の理由は日朝間の主張が，
ほとんどすべての問題について対立し，このままでは北朝鮮の求める補償（資
金）が早急に得られそうもないと北朝鮮が判断したからではないかと思われ
る。従って，日本を相手にするより米国を相手にするほうがよい，「急がば廻
れ」と思うようになったからで，「李恩恵」問題を格好の口実に使ったのでは
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〈報告3〉

日朝関係と国交正常化問題の現状と展望

遠　藤　哲　也

（講演のアウトライン）
1．日本にとって北朝鮮との国交正常化は何故必要か。
2．日朝国交正常化交渉の開始，中断及び現在の状況をふりかえって
3．正常化交渉に横たわる問題点（順不同）と見とおし
4．日朝関係をどう開くか̶̶ 今後の展望̶̶
　＊  参考資料：日朝平壌宣言（2002年9月17日）

1．日本にとって北朝鮮との国交正常化は何故必要か

（1） 日本にとって北朝鮮は一衣帯水の隣国である。歴史的にも極めて深い関係
にある。両国の関係は人の往来も頻繁，経済関係も深い。（現在は，制裁
によってその関係は限定されているが）両国の関係は，それぞれの安全保
障にとっても，また東アジアの平和と安定にとっても重要である。
現在の両国の関係は極めて「不正常な」状態にあり，このような状態は
なるべく早く正常化することが望ましい。

（2） 国際法の｢国家承認｣の観点からすれば北朝鮮は十分に要件を具備してお
り，世界中で北朝鮮を国家承認している国は多く，むしろそうでない国
（日，米，韓など）は極めて少ない。北朝鮮は国連にも加盟している。ち
なみに，日本は1965年の日韓基本関係条約でも朝鮮半島の北半分は白紙
との法的立場をとっていて，北朝鮮と国交正常化の余地を残していた。

（3） それでは，何故日朝国交正常化は遅れているのか。正常化の当事者はもち
ろん日朝両国だが，あわせて日朝をとりまく国際情勢（geo-politics）も大
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 （6） 貿易特化指数は商品の比較優位を表す指標で，北朝鮮の中国に対する貿易競争
力の指数として使えるが，0以上，1以下ならば，その製品や産業が貿易黒字を
記録し競争力があると評価することができ，-1に近いほど貿易競争力は弱い
か，輸出をすることができないと判断することができる。
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て，アメリカと韓国の北上を防いでくれた労苦に対する支払い

7.  我々は何をしなければならないのか

□ 中国の変化要因を大きく取り扱う政策環境作りが最優先課題である。
̶ これまで，我々の北朝鮮に対する政策で，中国の変化要因は大きく取
り扱われなかった。

̶ 誰もが中国の北朝鮮に対する経済制裁が最も大きな刺激になると述べ
ながらも，中国がそのような行動をとるように政策を講じていない。

̶ 特に，最近の外交政策はむしろ反対方向に疾走
□ 北朝鮮に中国以外に他の道があることをわからせる知恵が必要
□ 所詮，中国と競争しなければならないなら，競争力の確保が鍵

̶ 競争力のある制度の構築と実質的な適用
̶ 物理的な連携分野での競争力の確保
̶ 新しい物流，通行，通信，通関体系の確立
̶ 韓国・北朝鮮の自由交易の推進
̶ 韓国・北朝鮮の産業依存性の拡大

□ 中国の北朝鮮に対する経済政策と衝突過程を最大限避けなければならない
̶ 中国の経済政策と経済開発戦略の活用
̶ 中・朝・韓の3角協力の推進などが対応課題として提示されている。

　　　注

 （1） 推定値である。
 （2） UNCTAD（2010）, World Trade Investment.  推定値である。
 （3） 金ソクジン（2009），『開発援助の国際規範と北朝鮮への政策に与える示唆点』，

産業研究院。
 （4） 趙明哲，“北朝鮮経済の中国に対する依存度の深まりと韓国の対応方案，”（対外

経済政策研究院，2005.12）。
 （5） 次は脱北者調査資料，2009.5基準。
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任を取らない。
○ すべての情報価格，行動様式などは政府が指令，取引者は指令を
命とみなす̶̶ 収益の有無は政府の責任

○ 中国の企業と個人は取引自体が命であり，収益自体が命
○ 責任性と機動性において勝つことができない環境

6.  北朝鮮の改革と開放は中国に実際に有益なのか

□ 中国の北朝鮮への政策は北東アジアの安定が最優先視される条件で，経済
的関係が拡大されることである。
̶ この2つの条件の中で，最優先は絶対的に安定である。
̶ 北朝鮮が改革と開放をするということは，体制崩壊にもつながる可能
性がある賭博のような行為であり，中国の立場から見ると，北東アジ
アの安定を害する可能性もあるという意味である。

̶ 現実的に，北朝鮮の現存する政治体制を保ちながら，積極的な改革，
開放のできる代案は存在しない。

̶ だとすると，中国の立場では，経済難に喘いでいても北朝鮮の政治体
制を存続させることが国益に符合

□ 北朝鮮体制が改革・開放されない過去30年の間，中国は高度成長を遂げ，
世界2位の経済大国を成し遂げた。
̶ これは中国の周辺国での安定があったために可能，北朝鮮の安定も同
じ

̶ 中国は “改革・開放への誘導は北朝鮮の安定を害して体制転換をしよ
うとするアメリカとヨーロッパ及び韓国の意図” だと解釈する北朝鮮
の主張に積極的に同調

̶ 内面的には中国の東北地域の安定に有利だと判断。
□ けれども，北朝鮮経済のひどい混乱はむしろ安定にも役立たないという判
断の下に，毎年適正な水準（安定を維持する水準）で支援を活用
̶ 北朝鮮に対する中国の支援は，北朝鮮経済ではなく中国の東北地域の
安定に対する代価を支払うもの

̶ それは違う方法で表現すると，改革と開放をせず，政治体制を維持し
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な環境を生み出し，アメリカ，韓国をはじめとした国際社会が北朝鮮を中
国へ追い立てて，今もこの環境は変わらない。
̶ 従って，北朝鮮の選択の余地がない状況下で，北朝鮮経済の中国に対
する依存度が持続的に深まるのは避けられない。

5.  北朝鮮は中国との取引で利益を出すことはできないのか

□ 中-朝貿易の品目構造を見ると，北朝鮮は競争相手ではない。
̶ 北朝鮮の中国に対する貿易競争力を把握するためには，中国に対する
貿易特化指数を分析してみなければならない（6）。
○ 北朝鮮の中国に対する輸出特化品目は12種類ほどで，中国に対
する輸入特化品目は84種類ほどである。

○ 北朝鮮の中国に対する輸出特化品目はHS96種類中，魚貝類0.89，
鉄鋼0.02，金属鉱物0.57，亜鉛0.30，木材0.85など12品目に過ぎ
ず，特にこれらの中で貿易特化指数が，0.5以上である品目は魚
貝類，金属鉱物，木材，絹，骨董品など5つの品目に過ぎない。

○ その反面，中国に対する輸入特化品目は84種類で，輸出特化品
目12種類の7倍に達し，これらのうち，貿易特化指数が－0.9以
下である品目が50種類で，全体の品目の半分以上を占めるほど
輸入依存度が非常に高い。

○ これは北朝鮮の中国に対する貿易競争力が絶対的に脆弱だという
ことを証明

□ 取引体制と慣行においても，損害を被らざるをえない環境と構造
̶ 取引制度の非効率，政策の非機動性，担当者の無知など数多くの障害
要素が存在

̶ 取引の収益が販売者に回っていかない構造̶̶ 特定機関が独占
̶ 非競争力部分の競争力の引き上げに輸出収益が投資されない構造
̶ 取引の多変化のための資本蓄積がされておらず，投資者もいない。

□ 2つの体制の異質性は，北朝鮮が貿易競争で負けざるをえない環境
̶ 中国は市場経済であり，競争を命としてみなし，取引に臨む。
̶ 北朝鮮は計画経済であり，指令による行動が即ち命であり，結果に責
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4.  北朝鮮は中国一辺倒の経済関係を多変化させることが
　 できるか

□ 北朝鮮の対外経済の多変化は，北朝鮮の対外政策の合理化に寄与
̶ しかし，このためには北朝鮮が平和的かつ開放的でなければならない。
̶ 不幸にも，北朝鮮はそうする意志がない。

□ 国際社会が北朝鮮に加える経済制裁
̶ 一般的な規制を通じた制裁̶̶ バセナル協約による輸出統制国家

○ 北朝鮮経済が質的に，高度技術へと成長するための可能性を制約
̶ 多国間の規制を通じた制裁

○ UN，国際金融機構，地域安保機構などを通じた経済制裁
̶ 二国間の経済制裁を通じた抑制

○ アメリカ，日本，ヨーロッパなど先進国のほとんどが参加。
̶ 核心は2種類：核と体制の性格
̶ しかし，北朝鮮はこの2種類を解決する気がない。

□ 北朝鮮は体制維持が最も重要な国益で，このために核放棄と改革，開放が
できないなら，今の制裁は続かざるをえない。
̶ 国際社会と先進国は北朝鮮の要求について，北朝鮮を取引するに値す
る影響力のある強国として認識していない。

̶ むしろ，北朝鮮よりは中国に対する刺激を通じて，北朝鮮問題を解決
しようとする。

□ 世界に出ていく道がない北朝鮮としては，中国が唯一の代案で命綱
̶ 中国との取引は取引費用が相対的に最も少なくて済む取引
̶ 中国との経済取引は政治的条件がない取引
̶ 中国との経済取引は国家管理（統制）が可能な取引
̶ 所詮，世界に出てみても相手をしてくれる国家はあまりなく，取引費
用も増加

̶ 結論的に，現状況で北朝鮮の対外経済は中国一辺倒から脱皮すること
もできず，脱皮しても危険である。

□ 原因と過程がどうであれ，北朝鮮体制の硬直性と唯一支配体制がこのよう
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ると見られる。
□ 国民生活に及ぼす影響

̶ 配給体系が破壊された今，北朝鮮住民のほとんどは市場で生活物資を
調達している。

̶ 現在，北朝鮮住民が絶対的に依存している市場で，消費財の最も大き
な供給者は中国人であり，中国商品が絶対的な比重を占める（5）。
○ 個人の中国産の原資材の輸入増加率は2009年基準で46％
○ 市場販売の工産品のうち，中国からの密輸入規模は20％程度
○ 市場で流通される商品のうち，中国産の比重は83％程度，その
中で食糧の比重は67％程度

○ 収買再生商店で中国産が占める比重は75％程度，華僑が掌握す
る収買商店の比重は30％程度

○ 貸金業者の40％以上が中国の華僑
̶ 結論的に，北朝鮮経済と産業生産及び国民生活に及ぼす中国の影響は
絶対的である。

□ しかし，過去20年の間，北朝鮮経済の年平均成長率はマイナス
̶ 年平均の成長率：－1.4％程度（1991年̶2009年の間）
̶ 国民所得 : 1024ドル：世界で最貧国の隊列の国家
̶ 北朝鮮経済で中国の占める相対的比重だけが大きくなって，実質的な
成長をもたらすことはできなかった。
○ 1991年の北朝鮮の対外経済において，中国が占める比重が24％
程度だったならば，現在は80％程度

○ だが，北朝鮮経済は経済難と食糧難から抜け出せずにいる。
○ 原因は他国との取引は減り，中国の取引は増えて，相対的比重増
加だけをもたらしたため

□ 北朝鮮に対する中国の経済的地位は交易1位，投資1位，支援1位だが，
その結果は北朝鮮のマイナス成長と食糧難に代表される。
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□ 投資規模
̶ 2009年度の北朝鮮に対する国際社会の対北朝鮮投資額は，2007年以降
最低値である200万ドル（1）を記録する。
○ 2007年の国際社会の対北朝鮮投資額の推定値は6700万ドルであ
る反面，2008年には4400万ドルに減少し，これは2009年に200

万ドルに急減する（2）。
□ 中国の北朝鮮への支援規模

̶ 中国の北朝鮮に対する無償支援の規模は多少増減を見せるが，全般的
に増加傾向を見せている。
○ 2006年の北朝鮮に対する中国の無償援助額は3,700万ドルと推定
される。

̶ 中国の対北朝鮮支援は食糧と原油などの現物支援も並行して実施され
るが，2008年の食糧支援額は13万トンだと推定され，原油は65万ト
ンが支援されたと知られている（3）。

3.  中国の対北朝鮮支援が北朝鮮経済の成長をもたらした
　 のか

̶ 過去の研究によれば，2004年基準で見ると，中-朝交易が1％増加
すると，北朝鮮の経済成長率は約0.112％増加し，北朝鮮の所得は約
0.198％増加すると推定することができる（4）。

̶ しかし，このような推定値は2004年を基準に評価したもので，中国
の高い経済成長率と北朝鮮の中国に対する依存度がより深まったこと
を鑑みると，成長と所得は現在これよりももっと高い数値で表れるも
のとみられる。
○ 2004年に北朝鮮の対外経済において，中-朝交易が占める比重
が48％程度だったが，現在は79％以上に急増し，交易成長率も
18％以上になるため，北朝鮮の成長率と所得成長に及ぼす影響が
遥かに大きくなったはずである。

○ これを鑑みると，2009年の時点で，中-朝交易が1％増加すると
北朝鮮の経済成長率は0.152％増加し，所得は0.26％程度増加す
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区分

年度

無　償
援助額
（万ドル）

食糧供給量（万トン） 原油供給量（万トン）

穀物
（HS10）

小麦粉
（HS11） 小計

WFPに
報告した
援助物量

原油
（HS2709）

石油製品
（HS2710） 小計

1995 609 15 7 22 n. a. 102 n. a. n. a.

1996 4,014 55 33 88 10 94 n. a. n. a.

1997 3.441 87 27 114 15 51 n. a. n. a.

1998 3,205 29 12 41 15 50 15 65

1999 4,836 24 5 29 20 32 12 44

2000 2,756 28 4 32 28 39 11 50

2001 6,913 44 6 50 42 58 11 69

2002 1,597 22 6 28 33 47 8 55

2003 1,089 35 5 40 21 57 12 70

2004 1,456 9 7 16 12 53 13 66

2005 3,812 33 11 44 n. a. 52 14 67

2006 3,736 8 13 21 13 52 12 65

2007 n. a. 14 14 28 29 52 15 67

2008 n. a. 12 1 13 n. a. 53 12 65

総計 n. a. 415 151 566 n. a. 793 n. a. n. a.

表1　中国の北朝鮮に対する無償援助額と食糧及び石油供給量

＊資料：金ソクジン。（2009），p.152。
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○ 北朝鮮が2009年に中国に輸出した総額は7億9千万ドル，輸入は
18億9千万ドルである。

□ 北朝鮮の主要輸出，輸入品目
̶ 北朝鮮の2009年度の主要輸出品は鉱物性生産品，非金属類，繊維製
品などである。
○ 2009年度の北朝鮮の全体の輸出で鉱物性生産品が占めた比重は

41.9％（4億5千万ドル）であり，その後に続いて非金属類15.3％
（1億6千万ドル），繊維製品14.1％（1億5千万ドル）が占める。

̶ 北朝鮮の2009年度の主要輸入品は繊維製品，鉱物性生産品，機械・
電気電子などである。
○ 2009年度の北朝鮮の全体の輸入で繊維製品が占めた比重は15.4％
（3億6千万ドル）であり，その後に続いて鉱物性生産品15％（3億
5千万ドル），機械・電気電子14.7％（3億4千万ドル）が占める。

図1　北朝鮮の貿易総額対比，中-朝貿易額
（単位：米ドル，％）
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북중 의존도

＊最上の線から「北朝鮮の対外貿易総額」「中朝貿易額」「中朝依存度」
＊資料: KOTRA（2010）．『2009 北朝鮮の対外貿易動向』。
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̶ 建国以来最大の経済難の中でも北朝鮮体制は健在
̶ 理由は閉鎖的な内部生産循環体系の作動と中国からの最小限の資源供
給
○ しかし，このようなものがどのように供給され，どのように分配
されて生産循環体系を成すのか明確なものがない。

□ 従って，中国の対北朝鮮支援が北朝鮮経済と体制維持にどのように寄与す
るのかを明らかにすることが非常に重要。

□ 韓国の北朝鮮に対する政策は，中国へと傾きつつある北朝鮮を管理するこ
とまでを含めた包括的で，多方面的で，実効的な政策へと転換されなけれ
ばならない。
̶ 理由はどうであれ，結果的に北朝鮮経済が中国に隷属するのには韓国
の責任も明らかにある。

̶ 韓国は朝鮮半島の唯一の合法的政府として自負しており，北朝鮮に比
べて全ての面で可能性を持っていて，特に統一を志向しているため，
現存する状況を防ぐ責任がある。

2.  中-朝の経済関係の現住所

□ 中-朝の交易規模（図1参照）
□ 2009年の両国間の全体貿易額は26億8千万ドルで，2008年対比3.8％減少
した（2000年以降初めて減少）
̶ 北朝鮮の中国に対する貿易依存度は03年の42.8％から06年の56.7％，

08年の73％に上昇していき，09年に78.5％を記録して歴史上最大値
を記録した。
○ 北朝鮮の中国に対する貿易依存度が深まった原因は，最大の友邦
国である中国との地理的隣接性と原油，原資材などの主要輸入品
を中国に依存しているためであり，特に南北関係が塞がっている
ことによる南北交易の萎縮，アメリカ，日本，国際社会の経済制
裁に影響を受けた結果だと解釈される。

̶ 2009年の北朝鮮の5大貿易対象国は中国，ドイツ，ロシア，インド，
シンガポールである。



54

けようと，政治・外交的に中国に益々依存する結果を生むはずだ
という問題提起である。

○ これは北朝鮮が朝鮮半島の利益を中心に独立的で独自的な行動を
とらなければならない時期が到来した時でさえも，中国の顔色を
伺い，中国の干渉から逃れられなくなるということ意味する。

̶ 第2に，現在の中-朝関係が将来の韓国・北朝鮮の統合と統一に否定
的な影響を与えるだろうという問題提起である。
○ 韓国・北朝鮮は長期的に経済統合と政治統一を成し遂げなければ
ならない宿命的課題を抱えている。

○ 北朝鮮が鉱物，エネルギー，インフラなどの戦略的資源の部分ま
で中国に売買する状況で，南北経済統合の利点が消滅する可能性
もあるという問題提起

○ 即ち，北朝鮮の豊富な資源及び地理的利点と韓国の資本及び技術
を結合させて，強力な統一経済をつくり上げることができるとい
う既存のロマンチックな期待が消滅する可能性もあるということ

̶ 中-朝の経済取引の構造が，果たして北朝鮮が利益を得られる構造で
あるかについての問題提起である。
○ 中-朝の経済関係は取引で損害を被り，支援で恩恵を受ける慢性
的構造

○ 取引は利益を前提に追求，取引にはWIN-WINもあるが，相手側
の損害を前提にした取引もある。

○ 取引が損害を被る時は，多様な原因が存在（制度，政策，慣行，
不正腐敗など）

○ しかし，損害を生む構造を解消しようとする当局の努力がないな
ら，それに値する理由が存在（政治体制の安定，南北対決状況，
米-朝対決状況など）

○ 政治的原因によって損害を被る構造が変わらなければ，北朝鮮経
済の中国に対する依存構造は持続的な深刻化が避けられない

□ 北朝鮮が国際経済制裁の下で，それに建国以来最悪の経済難の中でも体制
を維持しているのは，非効率的ではあるが内部循環生産消費体系が作動し
ており，最小限の外部支援が中国を通じて持続的に供給されているためで
あると評価
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〈報告2〉

中国の対北朝鮮支援が北朝鮮に及ぼす影響

趙　　 明　 哲

1.  問題の提起

□ 体制転換国や市場経済導入国家の経済動向に表れる一般的な特徴は，経済
の対外依存度が急激に高まるということである。
̶ このような現象の原因は，改革政策の主要目標が社会主義時代の閉鎖
的経済運営から脱皮し，海外市場との積極的な連携を通じて経済問題
を解決していこうとするためである。

̶ 最近の北朝鮮の対外経済推移において特記すべき事実は，中国に対す
る貿易依存度が増加するのに比べ，全般的な対外貿易の依存度は大き
く増加していないという点である。

̶ 原因は中国との対外経済的連携が深まる反面，他の国家との経済的連
携は増加しないか，むしろ減少しているためである。

□ 韓国と国際社会では，最近展開されている中・朝の経済関係について様々
な問題提起をしている。
̶ 第1に，中-朝経済関係が正常な経済取引関係であるかについての問
題提起である。
○ 中-朝の経済関係が北朝鮮経済の中国への依存度を急激に高める
方向へと展開されているという問題提起

○ 中国が自ら必要だと認める時期に北朝鮮に対する経済的影響力を
行使するなら，北朝鮮が受けることになる経済的波及効果は非常
に大きいはずだというものである。

○ 経済的依存性の増大が，結局政治的依存性の増大という結果に繋
がるという普遍的論理を基準に見ると，北朝鮮が経済的波及を避
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 （3） （財）極東問題研究所，『脱北者を通じた最近の北朝鮮の実態に関する調査』
（2009.3），pp.44～48。

 （4） 『開かれた通信』第75号（2010.4.10）。
 （5） 交換比率＝旧券（札）100ウォン：新券（札）1ウォン
 （6） 中国貨幣1ウォン当りの北朝鮮ウォン貨の為替レートは，2.25（月 .日）には80

ウォン，2.28には150ウォン，3.1には270ウォンに急騰したという。『開かれた
通信』第85号（2010.6.7）参照。

 （7） FAO/WFP, ibid.

 （8） （財）極東問題研究所 , 前掲書 , pp. 44～48。
 （9） 『開かれた通信』第75号（2010.4.10）。
（10） 『開かれた通信』第85号（2010.6.18）。
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しかし，このような一連の措置が成功するためには，食糧問題の解決をはじ
めとして，円滑な物資供給が前提でなくてはならない。直面した北朝鮮の経済
難がまず先に解決されなければだめである。1990年代中半から北朝鮮体制が
弱まり揺らぎ始めたのは，深刻な経済難のためであった。そのため，経済難を
治癒しなければ後継体制も順調に進められないだけでなく，社会主義への復帰
もまた，事実上難しいといえる。それにもかかわらず，北朝鮮は経済難が未解
決な状態で後継問題と体制復元を急いでいるのである。けれども，現在の状況
は北朝鮮当局が体制復元の過程で厳しい経済的条件と環境に直面しているとい
うところに問題がある。
現在の北朝鮮経済は最低生計費と実質賃金の間のギャップがあまりに大き

い。従って，北朝鮮は両者のギャップを縮小させる政策を推進しなければなら
ない。仮に，北朝鮮が弛緩した社会主義体制を一定水準に整備するとしても，
北朝鮮当局が望む通りに過去のような配給システムを復元するのは容易ではな
い。今日は不正・腐敗があまりに深刻化していて，正常な配給システムの作動
が難しいためである。
従って，北朝鮮が社会主義体制を維持・強化すればするほど，自主的な物資

供給能力の拡大は逆説的な結果を招く。硬直した計画体制が持つそれ自らの矛
盾と衝突現象のためである。また，北朝鮮の自主供給能力の弱化は体制の弱化
を自ら招くだろう。これが北朝鮮が直面している政治経済的ジレンマである。
それゆえに，北朝鮮が昨年から社会主義秩序の整備及び強化に力を注いでいる
が，遠くない将来に今までの社会主義的強硬措置に急制動がかかる可能性が高
いと見通される。

　　　注

 （1） Central Bureau of Statistics, D P R Korea 2008 Population Census National Report 
（Pyongyang; 2009），Table 38 p. 202. 同資料から2008年の時点で，高い賃金を
受取る人口数は全体の労働人口12,185千名のうち，全体の24.2％である1,201千
名であることが明らかになった。

 （2） 連合ニュース，『北朝鮮用語400選集』（1999），p. 208。
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これは次のような理由のためである。何よりも貨幣改革以降，物価の高騰
による購買力の低下で，最低生計費が以前より大幅に上昇したところにある。
貨幣改革以降，1世帯当りの最低生計費が2009年に比べて12～40倍増加した。
そして，ジャンマダンの統制と職場への強制復帰によって実質所得が下がるこ
とで，私的経済活動が大幅に萎縮した。これにより，貨幣改革以降の1世帯当
りの名目的な所得は約7～9倍程度増加したが，食糧価格の上昇で北朝鮮住民
の最低生計費と家計所得間の格差が貨幣改革以前よりさらに広がった。
北朝鮮住民が北朝鮮当局が支給する低水準の生活費に依存して生計を維持し

ていくというのは，極めて難しいことである。特に，工場企業所から与えられ
る生活費では，必要な食糧を手に入れるのに途方も無く不足する。北朝鮮が社
会主義に復帰し，経済強国を実現しようとするなら，何よりも充分な食糧を確
保して最低生計費の水準を大幅に下げるか，でなければ賃金水準を住民の生計
費を凌駕することができる以上に引き上げる措置をとるべきだろう。それほ
ど，北朝鮮の自国の食糧や物資供給能力は脆弱な実状にある。

年度 月平均の家計所得（A） 1世帯当りの最低生計費（B）（B）／（A） 備考

2009 最大 9,000ウォン 83,400～139,000ウォン 9～15倍 旧券

2010 600ウォン～800ウォン 16.680～22,240ウォン 21～37倍 新券

表3　北朝鮮住民の1世帯当りの月平均所得と最低生計費

＊資料: 2009年度はFAO/WFP及び（財）極東問題研究所の資料を基に算出

III．結論と展望

昨年から北朝鮮は本格的に弛緩した体制の整備及び復帰を試みている。過去
の伝統的な社会主義の労力競争運動である150日戦闘に続いて，100日戦闘を
大々的に展開するかと思えば，個人保有の貨幣資金の没収（？）のために，貨
幣改革まで断行した。また，住民個人の外貨使用も厳格に禁止している。これ
らはすべて，ジャンマダンを統制し，散らばった勤労者らを職場に引き戻すた
めであった。
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低生計費を算出すると，米だけを消費する場合には月34,750ウォン，トウモロ
コシだけ消費する場合には月20,850ウォンに及ぶと推定される。また，1世帯
当りの最低生計費は4人家族を基準にする場合，83,400ウォン～139,000ウォ
ンに及ぶと言える。
同じ方法でもって，2009年11月の貨幣改革以降の1人当り及び1世帯当りの
最低生計費を算出してみよう。貨幣改革以来，北朝鮮の食糧価格は極めて不安
定な状態で，価格の上げ下げを繰り返す中，全般的には上昇する傾向を見せ
ている。2010年3月の時点で，北朝鮮の米の価格は500～600ウォン台/Kgで，
トウモロコシの価格は300～400ウォン台で取引されたと把握されている（9）。 

また，最近では北朝鮮当局の積極的な配給制の復活措置によって，ジャンマダ
ンでも300ウォン台/Kgで比較的安定した価格動向を見せていると伝えられて
いる（10）。
このような貨幣改革以降の食料価格情報を基にして，2010年度の1人当りの

最低生計費を算出すると，4,170～5,560ウォンになる。これにより，1世帯当
りの最低生計費は4人家族を基準にする場合，16,680～22,240ウォンに及んで
いる。以上のような内容を整理すると表2のようである。

年度 1人当りの最低生計費 1世帯当りの最低生計費 前年比増加率 備考

2009 20,850～34,750ウォン 83,400～139,000ウォン ̶ 旧券

2010 4,170～5,560ウォン 16,680～22,240ウォン 12～27倍 新券

表2　北朝鮮住民の月平均の最低生計費

＊資料: 2009年度はFAO/WFP及び（財）極東問題研究所の資料を基に算出

3．北朝鮮住民の賃金と最低生計費の変化

表3に整理したように，貨幣改革以前である2009年の時点で，北朝鮮の1世
帯当りの月平均最低生計費は北朝鮮住民1世帯当りの家計所得の9～15倍に達
している。しかし，貨幣改革以降である2010年6月の時点では，北朝鮮の1世
帯当りの最低生計費は家計所得の21～37倍で，貨幣改革以前よりずっと増加
したと推定されている。
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2．貨幣改革を前後した北朝鮮住民の最低生計費

それなら，北朝鮮住民の最低生計費はいくらになるか。しかし，残念なが
ら，北朝鮮の一般住民が基本的に支出しなければならない最低生計費につい
て，現在まで把握されたところがない。これは何よりも北朝鮮の統計資料の未
公開により，最低生計費を算出することのできる具体的なデータが欠如するこ
とに原因がある。
ここでは一般住民に満たしてやらねばならない最小限の食糧需要を北朝鮮の

最低生計費とみなすことにする。即ち，北朝鮮において最低生計は米，トウモ
ロコシなど主食の充足有無によって決定されるとみるものである。これは深刻
な食糧難に喘いでいる北朝鮮経済の状況を推し量ると，決して無理なことでは
ないはずだ。従って，ここでは一般住民が生計維持に絶対的に必要な最小限の
食糧，特に主食である米やトウモロコシの需要を最低生計費としてみなし，算
出することにする。

FAO/WFPは北朝鮮が極めて深刻な食糧難に直面していることを鑑みて，北
朝鮮住民の栄養摂取量は一般人の約75％水準だとみており，これを通じて年
間の食糧必要量を推定している。即ち，北朝鮮住民の栄養摂取量を1日平均で
基本栄養摂取量（2,130Kcal）の約75％水準である1,600Kcalとみて，年間食糧
必要量を167Kgと推定している（7）。これによる場合，北朝鮮住民の1人当りの
食糧必要量は月平均では13.9Kgに及び，1日平均では458gに及ぶことになる。
北朝鮮でジャンマダンを通じて取引される食糧価格は地域と時期によって差

があるが，2009年の時点で，大体米は2,500ウォン/Kg，そしてトウモロコシ
は1,500ウォン/Kg程度で取引された（8）。このような価格を基に1人当りの最

年度 1人当りの平均賃金 月平均の家計所得 前年比増加率 備考

2009 最大 4,500ウォン 最大 9,000ウォン ̶ 旧券（札）

2010 300～400ウォン 600～800ウォン 7～9倍 新券（札）

表1　貨幣改革前後の北朝鮮住民の月平均の賃金水準
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製錬所，化学工場などの特級企業所の重労働者と有害労働者が20,000～30,000

ウォン以上（135～210ドル以上）の高い労力報酬を受取ってきたと把握され
ている（3）。
北朝鮮は貨幣改革に加えて，賃金引き上げ措置を施行したと知られている。

この措置もやはり，ジャンマダンに出歩く労働者らを職場に復帰させるための
ものと見られ，北朝鮮の計画体制の復元及び強化という目標と密接に繋がって
いると分析される。実際に北朝鮮内閣の財政省では賃金を300～400ウォン程
度を基準に策定しているという未確認情報が伝えられている（4）。これは新旧貨
幣交換比率（5）をそのまま適用した時，以前よりずっと高い賃金水準である。し
かし，外国通貨との為替レートは物価上昇に加えて上昇したはずであり，これ
に従って，ドル表示の賃金は以前より下がったのは間違いない。
以上を通じて，我々は次のような2つの事実を垣間見ることができる。1つ
目は，貨幣改革が物価の急騰をもたらし，北朝鮮住民の実質賃金を下落させた
点である。現在のところ，北朝鮮がドル貨の流通を禁止しており，ドル貨との
交換レートを直接的に把握することはできない。しかし，中国のウォン貨との
為替レートが急騰する傾向を見せていることからみて，闇市場での米ドルに対
する為替レートもやはり大きく値上がったはずである（6）。従って，ドル貨表示
の北朝鮮の賃金は貨幣改革以前より大きく減ったものとみられる。2つ目は，
貨幣改革以降，北朝鮮住民の所得の収入源が以前より縮小されたという点であ
る。これは北朝鮮当局が金持ちの商人らの商業資金を大量吸収した上に，ジャ
ンマダンが統制強化によって萎縮することで，北朝鮮住民の私的所得源が減
り，主に職場から与えられた所得源に依存するようになったためである。
北朝鮮住民の月平均の賃金水準を敢えて数値で表すと，貨幣改革以前は最大

4,500ウォンで，家計所得は共働きだと仮定とすると9,000ウォン水準だと判断
される。また，貨幣改革以降は，北朝鮮当局が体制強化のために賃金引き上げ
措置を施行したとすると，月平均の賃金水準は300～400ウォン水準で，従っ
て共働き家庭の家計所得は600～800ウォンになる。これは新旧貨幣交換比率
を鑑みると，貨幣改革以前の60,000～80,000ウォンに該当するため，結果的に
貨幣改革以前より名目賃金が7～9倍程度増加したことになる。
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なる空念仏に過ぎない。
いまや北朝鮮当局は，財政の枯渇から抜け出すためにはある種の特段の措置

を講じなければだめだと認識したようだ。その特段の措置が貨幣改革として具
体化されたのである。即ち，北朝鮮は住民を対象に一種の経済的破産を宣言し
たとも見ることができる。当然現代社会での貨幣とは，政府保証の下に国民ら
に与えられる政府負債だといえる。北朝鮮当局は北朝鮮住民に負った負債（貨
幣）を貨幣改革という名の下に，強制的に紙切れ化したのである。従って，北
朝鮮の貨幣改革について北朝鮮がインフレーションの抑制を目的に施行した経
済措置だと分析するのはあまりに軽い分析だといえる。

II．北朝鮮住民の月平均の賃金と生活水準の変化

1．北朝鮮住民の月平均の賃金水準

北朝鮮の賃金は計画当局によって職責または業種毎に異なって策定される。
北朝鮮住民の賃金分布を見ると，低所得階層である一般勤労者及び協同農場員
と商業流通の従事者，教育・保健従事者などの非生産職が，絶対多数である全
体の労働人口の75.8％を占めている。これに比べ，賃金水準が高い党・政の高
級官僚，機能職種，重労働者などは24.2％に過ぎないのが実状である（1）。これ
は北朝鮮の勤労者の賃金が低賃金の水準で偏重分布しているという事実を代弁
してくれることになる。それだけでなく，身分上でみると，北朝鮮の核心階層
の数は全体の人口のうち28％で，一般階層は72％に及ぶと把握されている（2）。
ここで核心階層とは北朝鮮体制を実質的に引っ張っていく支配階級を述べるも
ので，中央党・軍及び内閣の高位幹部など各種の特恵を受ける階層を言う。ま
た，北朝鮮にも身分上では中間階層が存在する。しかし，今日の深刻な経済難
によって，これら中間階層の生活は一般住民と同じで厳しい生活が長く続いて
おり，一般住民と大した差がない。従って，所得分布面からみると，高い賃金
を受取る少数の核心階級と低い賃金を受取る絶対多数の一般階層に極端化して
いるといえる。

2008年の時点で，一般勤労者や事務職の場合，月2,800ウォン～3,000ウォ
ン（19～20ドル）の賃金を受取り，ごく一部ではあるが，炭鉱，製鉄所及び
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は思ったほど萎縮しなかった。しかし，貨幣改革以後はその（萎縮の）程度が
ずっと強まった。北朝鮮当局は貨幣交換の時に一定限度額だけを交換するよう
にするやり方で「商売人」らが苦労して稼いだお金をほぼ紙きれにしてしまっ
た。
金正日登場以来，北朝鮮当局は先軍政治を通じて政治強国，軍事強国，経済

強国を目標とみなしてきた。そして2012年までにこれらすべてを完成し，強
盛大国の新しい扉を開くと大言壮語している。これは北朝鮮当局が核開発に
よって政治強国と軍事強国は建設されたと認識しているためであるようだ。政
治強国は後継者問題だけ解決すればよい。現在残っているのは経済強国であ
る。また，経済強国は後継者問題とつながっている。
ところで，ここで北朝鮮当局が言う経済強国の本当の意味が何かに注目する

必要がある。北朝鮮が言う経済強国とは「ウリ式社会主義」言い換えれば，強
力な計画体制によって作動する経済を指して称するものである。北朝鮮当局だ
からといって住民の経済難からの脱皮に無関心だと断言する必要はないが，少
なくとも北朝鮮でこの問題は強力な計画体制の強化の次の問題である。このよ
うな脈略から，北朝鮮が言う経済強国の建設問題もやはり体制的要求であり，
政治的要求だといえる。
しかし，北朝鮮経済は中央当局の政治的要求通りに動くことができずにい

る。北朝鮮が強盛大国の建設を完成するまで，即ち後継構図によって「ウリ式
社会主義」の基盤を確立するまで，残り時間は今後2年も残っていない。非常
に切羽詰まった状況である。現在北朝鮮は計画機能が著しく弱まることで，事
実上，社会主義計画体制を放棄しなければならない危機的状況に直面している
といえる。体制維持のため，金正日は権力を息子に譲り渡す前にどうにかして
計画機能を原状回復させておかないとだめである。
計画機能の原状回復のためには計画の統制機能を強化しなければならない。

計画当局の強力な統制はしっかりとした財政から生まれる。北朝鮮のような高
度の中央集権的経済において，財政が枯渇すれば統制力は著しく弱まる。現在
北朝鮮の計画当局の財政は枯渇状態にある。核開発による無理な財政支出，非
効率的経済事情の推進による深刻な漏水現象，経済循環構造の歪曲などは北朝
鮮の財政赤字の累積を深刻化させた。特に，2008年の韓国政府の北朝鮮に対
する支援が中断されてから，北朝鮮の財政事情は速い速度でさらに悪化して
いった。このような財政枯渇状態において，北朝鮮が望む経済強国の建設は単
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後継者に残してやりたいというのが金正日の切迫した心情であるはずだ。しか
し，ジャンマダンが活性化されている「弛緩した」現状況は，後継体制に脅威
要因となる可能性がある。それで，計画体制の強化のために貨幣改革を断行し
たのである。これもまた政治的問題に属する。

2．貨幣改革は強力な体制の復元が目的

北朝鮮は2004年度から「ウリ式社会主義」への復帰に本格的に拍車をかけ
はじめた。毎年「集団主義」，「自力更生」などを強調し，計画と統制の重要性
を強調した。これは2009年になって極みに達した。年初の新年共同社説を通
じて，社会主義体制を強固なものにしなければならないと述べながら，体制結
束を煽動し，乗り出した。2009年5月から始められた「150日戦闘」とその後
に続いた「100日戦闘」などは，過去の金日成時代に活用されていた社会主義
の労力競争運動の典型である。これらの労力競争運動は，金正日政権の発足以
降の厳しい経済事情によってその間強く推進してこれなかった具体的な労力動
員運動だった。

2009年度に北朝鮮当局が行った経済措置のうち，最も注目されるのは5月か
ら始まった「150日戦闘」と11月に断行された「貨幣改革」である。この2つ
の措置は傍から見ると，1つは住民を対象にした労力動員措置であり，もう1

つは金融措置であるため違うもののように見えるが，実際には同じ目的で断行
されたものである。
最近北朝鮮から韓国に越えてきた脱北者の証言を総合してみると，これら2

つの措置の間に共通する特徴がある。それはジャンマダンを統制し，北朝鮮
住民らを職場に復帰させるというものである。北朝鮮は，「150日戦闘」の場
合，戦闘期間中に労働現場から抜け出してジャンマダンに出て商行為を行えな
いように徹底して統制し，これを守らない場合には相応する刑罰や不利益を科
した。ジャンマダンに出歩く住民らすべてを，工場・企業所，協同農場など北
朝鮮体制下の職場に復帰させるためである。貨幣改革の場合も方法は異なる
が，ジャンマダンを統制するのは同じである。むしろ強度面からみると，「150

日戦闘」や「100日戦闘」よりももっと強力な商取引遮断措置だったといえる。
これらの「戦闘」期間中には，北朝鮮住民らが個人的に幹部に渡した「賄賂」
等によってジャンマダンで商売することができたので，それでもジャンマダン
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〈報告1〉

北朝鮮の貨幣改革と住民の生活水準の変化

洪　　 性　 国

I．北朝鮮の貨幣改革の含意

1．貨幣改革は経済手段を借りた政治的処方

北朝鮮経済とは，資本主義経済とは異なり，政治が支配する経済である。端
的に言えば，北朝鮮当局は経済的必要だけのために経済政策や措置を行うこと
は稀である。今日まで北朝鮮当局は機会さえあれば「北朝鮮経済は政治と経済
が一体化した経済」だと強調してきたが，それは正にこれを指す言葉である。
北朝鮮は強力な中央集権体制の強化のために，ほとんどの経済措置を推進し

てきたといえる。多くの専門家らはインフレーションの鎮静が貨幣改革の目的
だと語るが，これは貨幣改革以降，一時的な「経済現状」として現れる可能性
はあるけれども，北朝鮮当局の意図する根本的な目的ではない。北朝鮮のイン
フレーションは供給不足のインフレーションであるため，経済的に見ても貨幣
改革という処方は適切な解決方法にはならず，北朝鮮当局もまたこれを知らな
いわけがない。
一部で主張する遊休通貨の吸収もやはり同じである。今日の北朝鮮の商品流

通方法は，過去の金日成時代とは異なり，ほとんどが「取引形態」に変わっ
た。中央供給形態は無現金で決済される計画部門にだけ残っている。従って，
北朝鮮国内には事実上遊休貨幣（退蔵通貨）がほぼ無くなったといえる。住民
ら同士の貨幣流通速度もまた，過去よりずっと活発になった。そのため，北朝
鮮が主張する通り，貨幣流通速度を強固化するためのものだとは言い難い。
北朝鮮の貨幣改革は，最近の金正日の健康異常を契機にして広く知れ渡って

いる北朝鮮の後継者問題とも無関係ではない。しっかりとした計画経済体制を
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が意図的に情勢を戦争接境へと追い立てていることに対応して，必要な任意
の時期に核抑止力に基づく我々式の報復聖戦を開始することになるはずだ。”
（2010.7.24）

（30） 北朝鮮の祖平統スポークスマンの談話，“これから北南関係の全面閉鎖，北南
不可侵合意の全面破棄，北南協力事業の全面撤廃の断固たる行動措置に入るこ
とを正式に宣布する。”（2010.5.25），北朝鮮の総参謀部の重大通告文，“我々革
命武力の実際の重大措置が施行されることを厳粛に通告する。 北南協力交流に
関連して，我が軍隊が履行することになっているすべての保障措置を全面撤回
するつもりだ。”（2010.5.27）

（31） 申善虎北朝鮮国連大使，“我々は平等な6カ国協議を通じて，平和協定の締結と
非核化を実現するための努力を一貫して傾けていくつもりだ。”（2010.7.9，記
者会見）

（32） 北朝鮮外務省の声明，“6カ国協議に二度と参加しないつもりで，どんな合意に
もこれ以上拘束されない。”（2009.4.14）

（33） 金正日国防委員長，“中国との緊密な対話と協力を通じて，速やかに6カ国協議
を再開することを希望する。”（2010.8.30，新華社通信）

（34） 北朝鮮の朝鮮中央通信，“朝鮮労働党代表者会を招集するにあたって，朝鮮労
働党中央委員会の政治局決定書が23日に発表”，“我が党と革命発展の新しい要
求を反映し，朝鮮労働党の最高指導機関の選挙のための朝鮮労働党代表者会を
主体99（2010）年9月上旬に召集することを決定”（2010.6.26）

（35） 5.24措置以降，6.8～9.13まで脆弱階層を対象にした純粋な人道支援物資39件
32.3億相当の（北朝鮮への）搬出を承認

（36） 大韓赤十字社総裁，記者会見（2010.9.13）
（37） 京郷新聞，‘離散（家族）再会，南北対話・6カ国協議を機会ととらえなければ’

という題の社説（2010.9.13）ハンギョレ新聞，‘相当な規模，適期の米支援で南
北関係を解かなければ’ という題の社説（2010.9.8），朴智元民主党非常対策委
員会代表，“今中国やアメリカは出口戦略を使っているではないか，我が政府
もその方向に向かうとすれば，天安艦問題と対北支援問題はツートラック（Two 

Track）に分離して対応しなければならない。”（2010.9.10，MBCの視線集中の
インタビュー）

（38） ボズワーズ米対北政策特別代表，“アメリカは北朝鮮との対話のための対話に
は興味がないということを強調し，我々は意味のある結果を導き出すことの
できる協商を望む。”（2010.9.13，インタビュー） クローリー米国務部次官補，
“我々は北朝鮮の根本的な変化，地域内の緊張緩和，韓国を含めた周辺国家と
の建設的な関係の形成，国際義務の遵守及び9.19共同声明に符合する肯定的な
措置の履行を望む。 このような措置は北朝鮮が行うべきもので，北朝鮮が我々
が建設的な方向だと考える方へ動くなら，我々は呼応するだろう。”（2010.9.10，
ブリーフィング）
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つもりはありません。 第3に，南北間の和解と協力が可能な分野から積極的に
推進していくつもりです。”（1998.2.25，大統領就任演説）

（11） 李明博大統領，“非核・開放・3000構想で明らかにしたように，北朝鮮が核を
放棄し，開放の道を選択するなら，南北協力に新しい地平が開かれるはずで
す。”（2008.2.25，大統領就任演説）

（12） 民主平統諮問会議 事務局の国民世論調査（2008.3.19～3.21），“過去10年間の
対北包容政策の基調をどうするべきだとお考えですか？” という質問に回答者
の80％が完全廃棄（6.7％）または修正・補完（73.4％）に回答，全面的継承は
16.7％

（13） ｢李明博政府の対北政策はこのようです｣（2008.8月，統一研究院）
（14） 北朝鮮に対してトウモロコシ5万トンの支援を提案（2008.5.12，6.30）
（15） 李明博大統領，国民向け談話文（2010.5.24）
（16） 李明博大統領，国会開院演説（2008.7.11）及び民主平統諮問会議の国内地域会

議の開会の辞（2008.9.22）
（17） ｢李明博政府の対北政策はこのようです｣（2008.8月，統一研究院）
（18） 北朝鮮の労働新聞（2008.4.14），“非核・開放・3000は明らかに北南対決と北侵

戦争の論理で，許すことは決してできない。”
（19） 北朝鮮の赤十字スポークスマンの談話（2008.8.29），“反民族的な対決政策を捨

て，6.15共同宣言と10.4宣言を履行する場に出てくるべきである。”
（20） 北朝鮮の将軍級軍事会談の団長名義の電通文（2008.3.29），“我が軍隊はそれを

すべての北南対話と接触を中断しようとするそちら側の当局の立場として受け
入れるつもりです… そちら側の当局者らの軍事分界線の通過を全面的に遮断す
る断固たる措置をとることになるはずです。”

（21） 北朝鮮の労働新聞（2008.4.1），大統領を実名でとりあげて，初めて非難
（22） 北朝鮮の国防委政策室長である金英徹など軍部調査団による開城工団の実態調

査（2008.11.6）
（23） 開城工団の金剛山観光地区の滞在人員の制限及び通行時間の縮小，開城観光及

び南北間の貨物列車の運行中断など，陸路通行の制限措置を実施（2008.12.1）
（24） 北朝鮮の総参謀部スポークスマンの声明，“外国の勢力を後ろ盾にし，民族の

和解と協力を否定し，対決の道を選択した以上，やむを得ず全面対決の態勢に
突入するのである。”（2009.1.17）

（25） 北朝鮮の祖平統スポークスマンの声明，“政治・軍事的対決状態の解消と関連
したすべての合意事項の無効化”（2009.1.30）

（26） 北朝鮮の国防委スポークスマンの声明，“南朝鮮当局者らの本拠地を根こそぎ
吹き飛ばすための長足の報復聖戦を開始する。”（2010.1.15）

（27） 李明博大統領，国民向け談話文（2010.5.24）／統一副長官，第3部長官共同記
者会見（2010.5.24）

（28） 李明博大統領，国民向け談話文（2010.5.24）
（29） 北朝鮮の国防委スポークスマンの声明，“アメリカ帝国主義と南朝鮮の傀儡ら
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北朝鮮が非核化の決断を下せば，我々は北朝鮮の経済発展のために全幅的な
支援を行うつもりである。
｢非核・開放・3000｣はこのような構想である。北朝鮮に大きな利益となり，
南北間で ‘相生・共栄’ しようという政策である。今回の金正日委員長の訪中
時に，胡錦濤中国主席も北朝鮮に非核化と改革・開放を強調した。
したがって，北朝鮮自身のためにも，北朝鮮は核を放棄する決断を下し，実

践に入っていかなければならないだろう。そのような決断がなければ，6カ国
協議は協議のための協議に留まらざるをえず，そのような協議には反対だとい
うのが，6カ国協議の参加国の共通した意見である（38）。

　　　注

 （1） 統一部長官，｢現代北韓研究会の創立10周年記念の学術会議｣ 祝辞（2010.8.24）
 （2） 李明博大統領，“統一に関連して心の準備をしようというもので，今すぐ国民

に課税するものではない。”（2010.8.17，青瓦台広報首席室 ブリーフィング）
 （3） 北朝鮮の祖平統スポークスマンである中央通信記者の返答，“統一税とは，愚か

な妄想である北朝鮮の急変事態を念頭に置いた極めて不純なもの”（2010.8.17），
朴智元民主党非常対策委員会代表，“統一税を新設するというのは，北朝鮮を
刺激するものだ。 まるで吸収統一を意味するものと解釈される性質が強い。”
（2010.8.16，民主党非対委の全体会議）

 （4） 統一部長官，｢現代北韓研究会の創立10周年記念の学術会議｣ 祝辞（2010.8.24）
 （5） 1992 統一白書（統一部）
 （6） 2009 北韓概要（統一研究院）
 （7） 南北交易額の増加の推移を見ると ’90年の南北交流協力法，南北協力基金法制

定以降 ’91年から飛躍的に増加：’89年 19百万ドル → ’90年 14百万ドル → ’91年 

112百万ドル（1億ドル突破）→ ’95年 287百万ドル（2億ドル突破） → 2005年 

10億5千万ドル → 2008年 18億2千万ドル →2009年 16億8千万ドル
 （8） 金泳三大統領，“どの同盟国も民族より優ることはなく，どんな理念や思想も

民族よりも大きな幸せをもたらしてはくれません。”（1993.2.25，大統領就任演
説）

 （9） 1997 統一白書（統一部）
（10） 金大中大統領，“北朝鮮について当面の3原則を明らかにします。 第1に，どん

な武力挑発も決して許しません。 第2に，我々は北朝鮮を害したり，吸収する
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ずである。
南北が互いに尊重し，互恵的な協力をしなければならない。
南北関係が一方的に進められるのは望ましくない。
南北対話は真の対話にならなくてはならない。
南北関係では経済問題だけを扱い，政治・軍事及び戦略的問題はアメリカと

取扱うという北朝鮮の姿勢は改められなければならない。現在，朝鮮半島の核
心事案である核問題を我が国と取扱うことはできないという態度も止めるべき
である。
政府は政治的状況とは関係なく，純粋な人道的問題は人道的次元で優先的に

続けていくはずである。
天安艦以降も純粋な人道支援は続けられてきた（35）。
このような次元で，離散家族再会や国軍捕虜・拉北者問題を解決する努力も

政治的状況とは関係なく続けていくはずである。
北朝鮮もこのような人道的な問題は無条件で解決する方向に出なければなら

ない。今日（9.17）開城で開かれる赤十字実務接触でこの問題を提起するはず
である。
我々は人道的次元で新義州の水害被災民らに100億ウォン相当の物資である

米5kg100万袋（5千トン）とセメント40kg 25万袋（1万トン），カップラーメ
ン300万個を速やかに送る予定である（36）。
我が国の内部で議論されている大規模な食糧支援問題は純粋に人道的次元を

超える問題として，人道支援とは別途の基準と検討が必要である。
天安艦被撃事件は北朝鮮が責任を持って解決しなければならない。韓国社会

の一部で，天安艦事件に関連して，韓国政府が出口を模索しなければならない
という主張（37）があるが，政府はこれを検討せずにいる。

46名の犠牲者がいて，国民が受けた傷がそのまま残っているのに，政府が
何もなかったかのようにそのままやり過ごすわけにはいかない。北朝鮮は天安
艦について，我が国民が納得できるような措置をとらなければならない。
核問題解決のための6カ国協議は，北朝鮮の非核化を実質的に進展させる協

議にならなければならない。
このためには北朝鮮の本気の意志が重要である。北朝鮮が核問題を解決しな

い限り，国際社会は北朝鮮を助けることはできない。我々もまた，本格的な協
力を行うには限界がある。
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中国が北朝鮮を支援するというが，それもUN安保理決議1874号を違反しな
い範囲で行われている。

2009年末に行われた貨幣改革措置の失敗によって，物資不足がさらに悪化
し，社会統制と計画経済の復元のために，閉鎖しようとしていた市場は再び開
かれている。慢性的な食糧不足は相変わらずで，水害まで重なって，北朝鮮内
部の状況はより厳しくなっていると推定される。
このような状況で，北朝鮮の金正日委員長は健康悪化により ‘3代世襲’ を

急いでいる。44年振りに行われる党代表者会（34）はこのような3代世襲とも関
連があるはずだ。
即ち，北朝鮮としては大変重要な政治過程が進行しているが，経済事情と外

部環境は劣悪なものとみられる。
金正日委員長の異例的な訪中とカーター米前大統領の招請，6カ国協議の意
思表明及び対南措置など，最近講じられた北朝鮮の対外措置は内部状況との関
連性を持っている可能性がある。
しかし，北朝鮮はそのような一連の措置をとりながらも，限界を見せている。
先ず，6カ国協議再開の意志を表明しているが，北朝鮮の非核化が進展する

可能性があるという確信を与えられずにいる。
本協議に到達するまでに，様々な段階を設定したり，制裁解除を条件に掲げ

たり，平和体制が非核化より優先して樹立されなければならないと主張してい
る。そして，非核化を決心したという何の証拠もない。
離散家族再会行事も，以前と同じように一回性で提議した。1年中離散家族

らの要求から目をそらしていたが，1回に何百人が再会し，また再会の道が約
束されることなく閉ざされるなら，それは人道的だとは言えない。
また，天安艦については，責任ある措置を一切行っていない。
それで，北朝鮮の最近の変化が根本的な変化であるかについては，もう少し

見守る必要がある。2009年にも一時柔和な態度を見せたが，それが根本的変
化ではない戦術的な変化だと判明し，その結果南北関係は更に悪化した。

4.  政策方向

政府は今後も原則に基づいた健康で正常な南北関係の発展を追及していくは
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しかし，北朝鮮は天安艦被撃事件に対する客観的で科学的な調査結果を否認
し，我々の正当な要求に対して何の措置もとらずにいる。むしろ “任意の時期
に核抑制力に基づいた「ウリ（北朝鮮）式」の報復聖戦” を開始する（29）と述
べるなど，脅威的言動を続けている。
天安艦事件の調査結果の発表直後，祖平統（祖国平和統一委員会）スポーク

スマンの談話と総参謀部の重大通告文など通じて ‘南北関係の全面閉鎖’，‘南
北協力事業の全面撤廃’，‘軍事保障合意の全面撤回’ を主張し（30），西海の韓米
連合訓練に対応し，もう1度西海で海岸砲射撃を強行したりもした。
但し，安保理の議長声明の採択以降からは，6カ国協議の再開を主張すると

ころが著しく異なる（31）。北朝鮮は6カ国協議については昨年4月の長距離ロ
ケット発射に対して安保理の議長声明が採択されたのを契機に，6カ国協議に
絶対出席しないと述べていた（32）。
ところが，天安艦事件による制裁が強化される時点で6カ国協議の再開を持
ち出したのである。
とりわけ，北朝鮮の金正日委員長は，去る8月の訪中，首脳会談を通じて6

カ国協議の速やかな再開を希望する立場を表明したと報道されている（33）。
最近，北朝鮮は外見上柔和な態度を示すことのできるいくつかの対南措置を

発表した。
即ち，9月4日に北朝鮮は大韓赤十字の緊急水害物資提供の提議に対し，米

とセメント及び水害復旧装備を送ってほしいと要請した。9月7日には北朝鮮
側の経済水域を侵したとして抑留していたデスン号とその船員7名を送還した。
9月10日には今年の秋夕（旧盆）に合わせて離散家族再会行事を金剛山で行う
ことを提議し，今回の再会を契機に人道的協力が活性化することを期待すると
いう立場を明らかにした。
政府は発足以降，過去2年半の間，政策基調を一貫して維持してきた。
北朝鮮の脅威と挑発に揺らぐことなく，原則に基づいた健康な南北関係の発

展を追及してきた。政府は北朝鮮に対してこのような立場を明らかに伝えたと
みている。
現在，南北関係は天安艦被撃事件によって開城工団と人道支援以外はすべて

閉鎖されている。北朝鮮は相当な経済的損失を被るものと見られる。それだけ
でなく，アメリカをはじめとした国際社会の北朝鮮に対する制裁も更に強化さ
れている。
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南北関係が一時和解局面へと調整されるかに見えたが，11月に北朝鮮は西海
NLL上で大青海戦をひき起こすことで雰囲気を反転させ，2010年初めから北
朝鮮は報復聖戦を開始するという宣伝煽動を公開的に行った（26）。このような
対南強硬政策の延長線上で，西海での天安艦被撃事件が起こったと考える。

3.  最近の現況

北朝鮮は2010年3月26日に我が国の領海に密かに侵入してきて，我が国の
海軍哨戒艦である天安艦を魚雷で攻撃し，沈没させた。46名の我が海軍の将
兵らが犠牲になった。
天安艦被撃事件は大韓民国を攻撃した北朝鮮の軍事挑発であり，南北基本合

意書と停戦協定，UN憲章を正面から違反したものである。これは今まで北朝
鮮に対して耐えてきた我が国としても，到底黙って見過ごすわけにはいかない
挑発であった。
このような北朝鮮の挑発が続くのなら，南北関係の発展を期待することはで

きない。北朝鮮が挑発をしても，何の制裁もなく黙認すれば，そのような挑発
を再び考えさせることになるはずだ。そのような関係は正常なものではない。
したがって，政府は正常な南北関係を築くために，断固たる措置をとった。
政府は2010年5月24日に国民向け談話を通じて，北朝鮮について天安艦被

撃事件に対する謝罪と関連者の処罰など，責任ある措置をとることを要求し，
南北交流協力の中断措置を発表した（27）。
これに従って，北朝鮮船舶の韓国海域での運航を全面禁止，南北交易の中

断，韓国国民の北朝鮮訪問の禁止，北朝鮮に対する新規投資の禁止，対北支援
事業の原則的保留などを推進している。
ただ，開城工団事業はその特殊性を考慮して維持し，北朝鮮の脆弱階層を対

象にした純粋な人道支援は続けていくことにした。これと共に，UN安保理の
議長声明の採択と韓・米連合訓練の実施など，北朝鮮の挑発に対して外交・軍
事的措置も並行して行った。
我々のこのような措置は誤ったものを正すことで，朝鮮半島の安定と平和，

韓民族の共同繁栄，ひいては平和統一のためのものであり，我々は南北間の軍
事的対決を追及しないという点を明確にしている（28）。
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北朝鮮は李明博政府を信じず，李明博政府の対北政策を拒否しながら，韓国
に対して敵対的な行動をとりはじめた。
北朝鮮は先ず南北対話を中断した。李明博政府が発足して1ヶ月で北朝鮮は

すべての南北対話と当局間の接触を中断した（20）。李明博政府がまだ対北政策
の方向を具体的に提示していない状態で，その内容を全く調べもせずに対話を
断絶したのである。南北関係が悪化し，不信が高まったのには，対話の断絶が
最も重要な要因である。
李明博政府発足以降の南北関係の状況を説明する時，この点は必ず指摘すべ

き問題である。
そして，北朝鮮はまもなく李明博大統領を指名して誹謗中傷し（21），閣僚を含

めて無差別的な対南批判と煽動攻勢をかけはじめた。国内政治についても，事
ある毎に是非を論じ，関与しようとした。このようなことは南北関係において
守るべき道理を乱し，常識と原則からも外れたものである。

2008年7月11日に韓国政府が南北関係を発展させていくために新しい提案
をしていた正にその日に，金剛山観光客が北朝鮮の軍人の銃撃によって殺され
る事件が発生した。これにより金剛山観光が中断され，南北関係は更に悪化し
た。

2008年下半期以降，北朝鮮の態度はより強硬になった。軍部が開城工団を
訪問，点検して閉鎖を脅かしたりもし（22），12月1日からは南北間の陸路通行
と開城工団の滞在人員を制限した（23）。
北朝鮮は2009年1月に国防委員会が ‘南北間全面対決態勢に入る’ と宣言

し（24），これまで南北間で結ばれた政治軍事的合意をすべて破棄すると公表し
た（25）。それ以降，非常に強硬な措置を続けていった。3月には開城工団の出入
りを遮断し，我々側（韓国側）の労働者を抑留する出来事が起きた。

4月に入ってからは，長距離ロケット発射，5月には第2次核実験を行うこと
で，北朝鮮はUN安保理の制裁を受けることになり，南北関係は更に悪化した。
アメリカのオバマ政権は発足当時から北朝鮮に対話を提議したが，北朝鮮は

反応を見せず，むしろロケット発射と核実験という挑発を行うことで，アメリ
カの北朝鮮に対する不信を強めさせた。

8月に北朝鮮はクリントン米前大統領の北朝鮮訪問を契機に，142日間抑留
していた女性記者2名を釈放し，137日間抑留中だった開城工団の労働者を送
還した。また，故金大中前大統領の国葬に北朝鮮が特使弔問団を送ることで，
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間の懸案問題を協議するために南北対話を行うことを何度も提議した。李明博
政府はこのような政策方向を相生と共鳴の対北政策と表明した（17）。
しかし，北朝鮮は李明博政府の対北政策を拒否した。北朝鮮は李明博政府の

初期に，大きく見て2つのことを明らかに要求した。
第1に，非核・開放・3000の撤回を要求した（18）。
北朝鮮は非核・開放・3000をひとまず先に核廃棄論，即ち核問題が解決さ

れなければ何もしないというものとして歪曲して宣伝した。
また，李明博政府の核問題重視政策に対して，核問題はアメリカの敵対視政

策によって生まれた問題であるため，アメリカとの対話を通じて解決するつも
りで，韓国はこの問題を北朝鮮と議論する必要がないという北朝鮮の既存の主
張をこのように表現したのである。
このような北朝鮮の主張を李明博政府は納得することができなかった。北朝

鮮が核実験までして，核保有を公言している状況で，我が国はこれを無視して
いくわけにはいかない。また，我が国は北朝鮮核問題において最も重要な当事
者であり，それが南北韓の問題でもあるため，韓国政府が当然北朝鮮の非核化
を要求し，その解決過程を議論するのに主の当事者として参加しなければなら
ないという立場をとっている。
第2に，6.15共同宣言と10.4宣言をそのまま履行するよう要求した（19）。
北朝鮮は李明博政府が6.15共同宣言と10.4宣言を無視し，破棄しようとする

ものと考えたようだ。
李明博政府は6.15共同宣言と10.4宣言を尊重し，その履行問題を南北対話を

通じて協議していくという立場を明らかにしている。
それにもかかわらず，北朝鮮は対話を拒否し，6.15共同宣言と10.4宣言を尊
重し，無条件で履行するよう要求しているのである。6.15共同宣言と10.4宣言
の構造をみると，履行のために対話を行うようになっている。また，履行問題
はその当時の状況と国民の支持度を鑑みなければならない。
それで，検討が必要なのである。民主政治のメリットはすべての問題を教条

的にとらえず，柔軟性と現実を鑑みて接近する点である。
このような次元で，民主国家において政策の継承と変化，発展は体制の基本

要素なのである。北朝鮮はこの点を見過ごし，過去の合意を無条件でそのまま
認め，履行するよう要求した。即ち，政権の交替についての認識が不足してい
たのである。
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迎えることになった。

2.  李明博政府の対北政策の特徴と北朝鮮の反応

このような新しい情勢において李明博政府が発足した。李明博政府は北朝鮮
核問題が悪化した情勢条件と国民らの既存の政策推進に対する批判を考慮し
て，対北政策において2つの基本原則を提示した。
第1に，北朝鮮の非核化を優先的な課題として提示した。
政府は北朝鮮核問題が存在する限り，朝鮮半島の真の平和も，真の南北間の

協力も難しいと考えたのである。非核・開放・3000は北朝鮮核問題の解決が
非常に重要な課題であるという認識の下に，北朝鮮の核問題の解決を誘導・促
進するための提案として提示された（11）。
第2に，南北が互いに尊重する中で，互恵的な協力を行っていこうという立
場を掲げた。
それまで南北関係が進展する中でも，国民らの批判が非常に高まっていっ

た（12）。代表的な批判としては，南北関係が一方的で，常識から外れて進めら
れているというものであった。したがって，李明博政府は国民らの批判を受け
入れ，南北関係を正常な方向に発展させようと努力している。即ち，南北関係
も今や常識と原則にのっとって進められなければならないというものだった。
李明博政府はこのような原則を強調しながらも，柔軟に南北関係を導こうと

した。政策基調の面で，1980年代末から持続されてきた対北包容政策の基本
立場を維持した（13）。即ち，北朝鮮に対して非核化と態度変化を強く要求しな
がらも，過去に推進されてきた南北間の経験と交流協力が続けられるようにし
た。
北朝鮮に対する人道支援は継続して推進していくという立場は，南北関係の

状況が非常に厳しい中でも維持した。2008年に国家元首に対する非難が続け
られたが，2度にわたって食糧支援の提議（14）をし，天安艦被撃事件のような厳
重な状況でも純粋な人道支援は続けられるようにするという立場を堅持してい
る（15）。

6.15共同宣言と10.4宣言についてもこれを尊重し，その履行問題は南北対話
を通じて協議していくという立場をずっと明らかにしてきた（16）。また，南北
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成という中長期的で漸進的な平和統一を前提としている（4）。
大韓民国は平和統一を志向し，1989年に既に民族共同体の統一方案を公式
的に採択した。当時，各界各層の多様な統一議論と超党派的な意見集約を経
て，統一方案を作った（5）。
その基本哲学は，南北の間には2つの体制が存立していて，異質性が高い状
況で急激な国家制度の統一は難しいと見ており，先ず民族共同体の形成を通じ
た統一，即ち民族社会の統合を通じた国家制度の統一を追及した。それで，こ
れは段階的かつ漸進的であり，時間のかかる問題だとみていたのである。南北
間の共同体を構築する方法は相互の開放の拡大，接触と交流協力を増大させる
ことである。
このような統一方案は当時，国際冷戦体制の崩壊と開放化と情報化という新

しい国際潮流の中で，朝鮮半島においても冷戦的対決を解消し，和解と協力を
し，統一の基盤を磨こうとしていた能動的で積極的な時代精神から出発した。
民族共同体の統一哲学は，北朝鮮が以前から主張していた2つの体制をその
ままにして，軍事権と外交権を持つ国家を直ちに作ろうという北朝鮮の連邦制
統一方案（6）とは明らかに異なり，これと代替可能なものだったと考える。民族
共同体の統一方案に基づき，1990年代から南北間の交流協力が法的な枠内で
推進され，交流協力は漸進的に増加した（7）。
基本的に大韓民国の統一政策と対北政策は歴代の政府を経てきながらも，こ

のような方向で維持されている。
南北が戦争を経験し，非常に先鋭な対決関係の中で南北関係が進められたと

いう側面からみると，南北間の共同体の形成過程が順調に行かないことは当然
のことで，紆余曲折を経て進展してきた。
その過程で最も大きな障害要因は，北朝鮮の核問題であった。
1993年に金泳三政府は非常に転向的な構想を持って発足（8）したが，北朝鮮
のNPT脱退で序盤から挫折を味わった。第1次北朝鮮核危機が1994年にジュ
ネーブ合意で解消される局面に入り，我々は北朝鮮に軽水炉発電所を建設して
やる合意をすることになった（9）。
このような合意が履行されはじめた時に金大中政府が発足し，金大中政府は

太陽政策と呼ばれる対北和解協力を積極的に推進した（10）。しかし，2002年に
北朝鮮の核ウラニウム濃縮疑惑が提起されてから対北和解協力政策は紆余曲折
を経ることになり，2006年に北朝鮮の核実験によって根本的な検討の契機を
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に，最も現実的で皮膚に直接感じる統一税の問題を掲げることで，統一を非常
に現実的かつ具体的に考えさせ，議論を現実的な土台の上で進め，このように
することで統一を現実的に準備していこうという趣旨で公論化を提示したので
ある。
今，我々が統一議論を展開するにおいて，我々に近づいてくる統一はどのよ

うな姿で，このような統一を成し遂げていくにあたって，今から統一前までに
すべき課題は何で，統一される時期にすべき課題は何で，制度統一が達成され
た後に国民形成と国民統合のためにすべき課題は何であるかを実質的に議論し
ていくのが必要である。
このような課題を推進するために，財源はいくら必要で，その財源はどのよ

うに調達し，どういった優先順位で投入するかを検討することも，統一準備の
議論の核心である。
ひいては，統一がもたらす価値と便益までも，充分に把握してみるべきだろ

う。
統一は費用がかかり負担になるだろうが，それに劣らない価値を創出し，便

益を生むようになる。分断国家から統一国家になった時，それによる政治的・
歴史的・象徴的価値と国家の地位の格上げは，経済的計算価値を飛び越えると
てつもないものである。
経済的に計算することのできる具体的な便益も非常に大きいはずである。即

ち，分断によって発生する諸般費用の節減だけでなく，経済的に新しい投資機
会と市場規模の拡大，海洋と大陸をつなぐことから創出される富の規模が非常
に大きいはずだ。このようなことをより具体的に議論してみようというもので
ある。
このように統一に関連する諸々の側面を総合的かつ現実的に議論してみて，

現実的な統一準備をしようというのが統一税の話題が持つ意味である。した
がって，これは単に税金を集めようという次元を超える問題である。また，直
ちに統一税を集めようというものでもない（2）。
統一提案はまた，北朝鮮の急変に備えるものとして一部誤解を受けている。

北朝鮮もそのように主張している（3）。しかし，我が政府は公式的に北朝鮮の急
変事態を想定した統一議論はしない。そして，北朝鮮の急変が簡単に起こるも
のだと仮定していない。

3段階共同体統一構想や民族共同体の統一方案自体が，南北間の共同体の形
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〈講演4〉

南北関係の現状及び対北政策の推進方向

金　　 千　 植

1.  3段階共同体統一構想と統一議論と公論化

第65周年の光復節の祝辞で李明博大統領は「3段階共同体統一構想」を提示
した。即ち，我々は与えられた分断状況の管理を越え，平和統一を目標とすべ
きだというものである。
このために朝鮮半島の非核化を達成し，朝鮮半島の安全と平和を保障する平

和共同体を構築しながら，南北間の包括的な交流・協力を通じて北朝鮮経済を
画期的に発展させ，南北朝鮮経済の統合を準備する ‘経済共同体’ を構築する
のである。
これを土台に，窮極的には制度の障壁を壊し，すべての韓民族の尊厳と自

由，生きる上での基本権を保障する ‘民族共同体’ を形成していく。
このような過程を通じて，韓民族の平和統一を成し遂げようというのが「3

段階共同体統一構想」である。
3つの共同体は機能的に相互に連係し，幾重にも重なっていて，分節的で

あったり断絶的ではない（1）。ただ，現実的に南北韓が共同体へと発展するため
には，北朝鮮の非核化の進展が優先的に実現される必要があるとみる。核問題
によって脅威におかれた状況では，法的にも政治的にも本格的な協力に限界が
あるためだ。
また，李明博大統領は統一に備えて，統一税など現実的な方案も準備する時

が来たと考えており，この問題についての我が社会各界での幅広い議論を提案
すると明らかにした。
統一税は今回の光復節の祝辞で最も注目される部分である。
これは統一準備の議論を導き出す1つの糸口である。統一問題を議論するの



28

の枠の中で2カ国，多国会談も可能である。現存する6カ国協議再開の障害物
である相互間の前提条件を相殺することで，中断された多国間協議を可能にす
る。長官級の高位級会談は協議過程に権威を与えて速やかな決定を可能にし，
会談場所の輪番制は適切で，必要な場合の開催国の首脳の関与を容易にする。
この新しい会談には北朝鮮の参加も期待することができる。
参加国毎に他の考慮事項があるだろうが，各国が現在のような不安定な状況

が続くより望ましく，各国の利益に符合すると判断することができるはずであ
る。
既に言及した通り，7月9日の安保理の議長声明に対して批判的な評価があ

る。しかし，合同調査団の結論に基づいて安保理全員が深い懸念を表明し，そ
の攻撃を糾弾するという声明を採択した。さらに，アメリカは一連の政府の公
式声明と行動で，アメリカ国家の名誉と威信をかけて北朝鮮に対する抑止力の
強化と韓国防衛の意志を世界に明らかにした。同盟国である韓国の安全保障義
務を履行するというアメリカの確固たる決意を国際社会に誓約・発信したので
ある。韓国の安保を担うべき韓国の国益に強力で有効な支援措置が作動してい
るのである。
このような安保状況で，今後韓国政府は今回の事態の初期対応で見られた深

刻な弱点を是正する作業はもちろんのこと，国民に約束した各種の対応措置を
一旦選別的に実践するだろうが，それと並行して天安艦事件を越えて，関係す
る国家と協力して上記した新しい対話の枠組みの構築と運営を通じた諸問題の
外交的解決のための努力を傾けることを期待する。（2010-08-07）
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裁の緩和を求めて，6カ国協議への参加に応じる可能性を完全に排除すること
はできないが，北朝鮮が韓米両国の要求に応じるとは想定しにくい。上記で指
摘したように，去る5月の訪中時に金正日委員長は6カ国協議への早期復帰の
確約を事実上拒否した。中国の胡錦濤主席に金委員長が6カ国協議の再開のた
めに関係のある国家と共に「有利な条件を準備」していく用意があるという立
場を表明したが，ここで有利な条件とは，北朝鮮への制裁解除と平和協定問題
に関する米朝間の協議での進展を意味するものである。このような北朝鮮の前
提条件はまだ有効であり，そのような前提条件にアメリカが応じるということ
も想定できないため，6カ国協議の再開は事実上期待できないのである。
またアメリカは，もし北朝鮮が6カ国協議に復帰したとしても，非核化問題
に意味のある進展があるとは考えていない。金委員長が核を放棄するという考
えはアメリカ政府もほぼ断念した状態である。従って，当分の間アメリカは
北朝鮮に対する国際的包囲網の構築強化，軍事的抑止措置と挑発対応措置の
強化，既存の制裁措置の厳格な履行，新しい追加的措置̶̶ 特に，金融制裁な
ど̶̶ を通じた圧迫を続け，並行して北朝鮮との対話を通じた非核化を促す政
策を追求すると思う。
北朝鮮も強硬措置で対応するという基本立場を堅持するはずであるため，韓

米との対決状態が続くであろう。アメリカ政府は北朝鮮の対外的行動形態が北
朝鮮の深刻な国内問題̶̶ 特に指導者交替，権力継承問題̶̶ と互いに密接に
関連しているため，韓国に対する直接攻撃の可能性を含めた様々な形態の朝鮮
半島緊急事態が起こりうる不安定な状況が相当な期間続くと予見している。
筆者は日米韓が今後様々な制裁措置の厳格な実践など，北朝鮮に対する強圧

政策を追及するはずだが，同時に対決状況を対話／交渉モードに転換させる水
面下での外交努力をしなければならないと考える。いわゆる，出口戦略を模索
しなければならないということである。

6カ国協議の早期再開がほぼ不可能な情況で，検討してみる価値のある代案
がある。現存する6カ国協議の機構は休業状態におき，北朝鮮核問題に限らず，
北東アジアの平和・安保・経済発展に関するすべての問題を協議する新しい機
構を構築する案である。北朝鮮核問題も核軍縮問題も議題の一部である。参加
国は既存の会談（協議）と同様に6カ国とし，会談場所は輪番制で各メンバー
国の首都とする。外務長官級の全体会議と次官級の実務会談を原則に運営し，
会員国家は何の前提条件もなく会談に参加することにする。新しい6カ国協議
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が6カ国協議への復帰意志の明示的な表明を拒否したということだ。
金委員長の訪中後，アメリカ政府は北朝鮮の6カ国協議復帰のための前提条
件は一切受け入れることはできないという立場を再確認した。即ち，6カ国協
議への参加のための代価̶̶ 制裁緩和，平和協定問題の協議を即刻開始するこ
となどに応じることはできないという立場を再確認した。アメリカ政府は天安
艦事件の解決を先に行うという立場も繰り返し明らかにし，北朝鮮に挑発行為
を中断し，非核化の意志を行動で見せるよう国務部の公式記者会見で促した。
専門家の間に金委員長の訪中の成果について相異なる評価がある。
胡錦濤主席が提議した5つの項目のうち，内政問題の疎通に関する項目や温
家宝総理の経済改革･開放についての「説教」，また中国の低い対北朝鮮支援の
水準に対する不満など，満足な旅行ではなかったという説が優勢だ。しかし，
天安艦事件で国際的非難に直面することになった北朝鮮としては，訪中を実現
させ，中朝の特別関係を誇示することができたという点と後継者問題について
事実上中国指導部のある一定の了解を得たと，自国の人民と国際社会に主張す
ることのできる中国指導部の人々の言及を確保したという点は成果としてみな
すことができるだろう。

天安艦を越える道

天安艦の沈没に対する安保理の議長声明が発表されてすぐ，中国は6カ国協
議の再開を提案したし，北朝鮮はこれに即刻呼応するように6カ国協議に復帰
する努力を約束した。

6カ国協議の開催に関して，韓国政府は北朝鮮が先に天安艦沈没の責任を認
め，謝罪し，再発防止を約束する事と北朝鮮の非核化の意志が確認されなけれ
ばならないとし，早期再開に否定的な立場をとっている。しかし，最近の韓国
政府の発言はこの立場から後退りする兆候を見せている。アメリカ政府も現時
点では否定的である。安保理の議長声明後の国務部の公式記者会見で，北朝鮮
が先にすべての挑発行為を中止し，2005年9月の6カ国協議の合意の実践など，
非核化の意思があるということを信頼できるよう行動で証明せよという前提条
件を提示している。
北朝鮮が今後中国に対する配慮からかアメリカの金融制裁など北朝鮮への制
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カ政府の大胆な基本的政策転換を含めた北朝鮮に対する政策の再検討過程にお
いて大きな影響を及ぼすだろう。
アメリカが行おうとしている対応措置の中で，最も北朝鮮に甚だしい打撃を

与えるとアメリカ政府が考えているのが，ソウル2＋2会談直後にクリントン
長官が発表した金融制裁である。今日現在（8／7／2010）公表された制裁内容
の性格，制裁対象だけを見ても，アメリカ側が北朝鮮経済，ひいては体制安定
に重大な打撃をもたらすことができる。今後の北朝鮮の対応によっては，アメ
リカの金融及びその他の制裁の水準と執行過程の厳格化に影響を与えるはず
で，それは北朝鮮政権／体制に致命的な衝撃を与えることができる。

金正日委員長の訪中

5月初旬の金正日委員長の訪中に関連して，多くの知識人らは中国が大規模
な経済支援と投資を提供し，北朝鮮から6カ国協議に復帰̶̶ 少なくとも予備
会談に復帰̶̶ するという回答を受け取ることを予測していた。しかし，中国
及び北朝鮮側の発表資料には北朝鮮が6カ国協議への復帰を約束したという言
及がない。発表文には「6カ国協議の推進のために関連国家が誠意を見せなけ
ればならず，肯定的な努力をしなければならないはずだと，中朝両国の指導者
が述べた」とされている。また「北朝鮮が6カ国協議の再開のための有利な条
件を準備するために中国と共に努力すると金委員長が述べた」と中国発表文に
記されている。北朝鮮の発表文には「（北）朝鮮側は各国と共に6カ国協議の
再開に有利な条件を準備する用意があることを表明した」とされている。条件
とは，制裁解除と米朝平和協定を述べるものである。そして，9/19共同声明
について2度言及している。1度は「共同声明の立場に従って」云々しており，
もう1度は「共同声明を履行し，対話を通じた平和的解決を追求する我々の立
場には変わりがなく」というフレーズがある。2006年9月19日の共同声明に
は，すべての核武器と現存する核プログラムを廃棄するとなっているが，その
部分は含まれないと北朝鮮は考えている。5月の訪中時に，9／19合意に従って
云々しているが，北朝鮮側は核実験で核保有国になった時点から，そのフレー
ズは効果を失い，北朝鮮を拘束しないという認識である。
明白なのは，中国の強力な要請にもかかわらず，5月の訪中時にも金委員長
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評価している。しかし，議長声明が発表されたのと同じ日である7月9日にア
メリカのホワイトハウスと国務省がそれぞれ公式声明で表明した内容に注目し
なければならない。
安保理が満場一致で̶̶ 中国，ロシアを含む̶̶ 天安艦が攻撃によって沈没

し，その責任が北朝鮮にあるという共同調査団の結論に基づいて，我々安保理
が深い懸念を表し，攻撃を糾弾するというメッセージを国際社会に発信し，指
摘している。曖昧模糊で全体の文脈からそういう解釈ができるというだけでな
く，北朝鮮の行為を糾弾していると主張することができる文章に中国も共に参
加したのである。
該当する部分を英語で読んでみれば，更に明白になる。主体の存在を前提と

する攻撃という単語，中国がそんなにも反対していた攻撃という認識が明記さ
れた。また，中国が反対していた糾弾という表現もある。議長声明を読むと，
攻撃の主体が北朝鮮だと安保理が判断しているということがわかる。北朝鮮の
自国とは無関係だという主張に留意するという文句が挿入されることで，攻撃
の主体に対する安保理の確信度が弱まったと言えるが 中国政府が北朝鮮の主
張に心から同意し，北朝鮮の仕業だと信じなかったなら，そのような内容の声
明に共に参加しなかったはずである。
安保理の対応が終わってからは，7月の下旬に東海/日本海において韓米の

間で̶̶ 日本自衛官の参観の下に̶̶ 大規模な軍事力のデモンストレーション
である軍事演習によって韓米同盟の健在と北朝鮮への抑止力を誇示し，今後黄
海で̶̶ 韓国単独で執行する対潜水艦訓練とは別に̶̶ 韓米両国の軍事訓練を
行うという意志を明白にした。
軍事政策面において，アメリカが再検討し韓国側と合意した内容にも天安艦

事件の衝撃をみることができる。戦時作戦権移譲の日程が3年延期された。天
安艦事件前から議論の対象だったが，その事件なくして，この時点での延期決
定は難しかったはずだ。
韓米連合司令部の解体も延期された。連合司令部解体後にできる2つの司令
部の下での戦争遂行は韓国の防衛上，重大な問題を惹き起こしたはずである。
アメリカの国家情報機関の長官が最近の議会での証言時に表明した北朝鮮の
意図と能力についての認識に注視しなければならない。「我々は現在北朝鮮が
韓国を直接的に攻撃することができる時期にさしかかっている可能性がある
……。」 今回の天安艦事件がアメリカの政策担当者らに与えた衝撃は，アメリ
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が必要で，そのためには軍部の要望を満たしてやらなければならず，外
部からの脅威，緊張状況が必要だったという解釈である。

3） 3番目に，2012年の強盛大国の扉を開く年に，金正日委員長の最大の業
績である核兵器開発と長距離ミサイル開発をしっかりと立証し，彼の統
治の正当性を高めようとする意図が作用したというものである。この2

つの課業は金日成主席が1960年代に下した秘密教示であり，父も成し
遂げられなかったことを息子が成し遂げた偉大な治績だというものだ。
金委員長にとって核兵器は先軍政治理念の究極的というか，最上の結晶
体なのである。

ここ 2年間の北朝鮮の行動形態を上記のように説明するのが妥当だとする
と，国際社会，特に日米韓3カ国の北朝鮮に対する対応策が適切で妥当で有効
で賢明なものであったかということを再評価してみる必要があるだろう。

天安艦事件に対するアメリカの対応

アメリカは天安艦撃沈事件を同盟国家に対する侵略行為だと規定した。
停戦協定，国際法，国連憲章に対する違反であり，然るべき代価を支払わ

せ，二度とそのような挑発行為をできないようにしなければならないとしなが
ら，韓国国民に対して韓米同盟の有効性，韓国防衛の義務を遵守するという確
固たる意志を強調した。
対応方案については韓国政府が主導権を握って決定し，それをアメリカが全

面的に支持支援するという立場をとった。行政機関だけでなく議会，マスコミ
など社会全般的な北朝鮮糾弾，韓国支援の雰囲気が広まって，アメリカ国内の
北朝鮮に対する否定的な認識，敵対的感情を更に拡大させ，深めさせた。
アメリカは米中戦略対話，ARF，シンガポール戦略対話，G-8，G-20，国連

安保理など各種の国際会議で，天安艦事件に関して北朝鮮を糾弾し，二度と挑
発行為をできないように国際社会が強力なメッセージを明確に発信しなければ
ならないとし，全力を尽くして外交努力を傾けた。
安保理の議長声明について，多くの知識人が攻撃の主体として北朝鮮が明示

されていないと指摘し，中国の頑強な反対によって日米韓が譲歩した結果だと
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置に対する国民の抵抗の兆しに表れた緩んだ国内統制力を強化する必要
性などを鑑みても，外的緊張状況が必要だったということ。ここには体
制維持，敬称作業の重要性は，他のどんな牽制要素をも圧倒するという
認識がしかれている。

アメリカ政府内の支配的な見解は，天安艦事件は金ジョンウンの継承作業と
関連があるというものである。多くの専門家も同じ判断をしている。
北朝鮮の形態をどのように説明するかというのは，非常に重要な問題であ

る。北朝鮮の行為に適切で効果的な対応策を決定する時に重要な要素となるた
めである。

ミサイル発射と核実験：北朝鮮の意図

天安艦事件に対するアメリカの対応に入る前に，2009年のミサイル発射と
核実験問題に関して簡単に言及したい。

2009年のミサイル発射と核実験を̶̶ 2006年の国連制裁を無視して，いわ
ゆる挑発的／挑戦的行動を̶̶ なぜ北朝鮮は敢行したのか。専門家らはどのよ
うに説明しているのか。
北朝鮮の国内外の様々な要因が複合的に作用したのだろうが，解説のうち，

ある程度妥当性があるようにみえるいくつかを紹介する。

1） 北朝鮮は重要な外交交渉を見越す際，交渉相手に最大限の圧迫を加え，
交渉で有利な譲歩を奪取するために崖っぷち行動をとる場合が多い。新
しく発足するオバマ政権との重大な交渉を前に，力と意志を誇示し圧迫
しようとする行動の形態だという解釈である。

2） 2番目に，国内政治的要因を動機としてみる解説である。2008年8月に
浮き彫りになった金正日委員長の健康問題とそれによる後継者問題の解
決の緊迫性が重要要因だというものである。体制維持を保証するために
指導者の健康悪化によって国内体制の正体性が弛緩するのを阻止するこ
との重要性，金ジョンウンへの権力基盤の強固化など，権力継承作業の
速やかな推進が最重要課題として浮上した。このために軍部の支持確保
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〈講演3〉

米朝関係：天安艦とアメリカの対応を中心に

Young C. Kim

天安艦爆沈：北朝鮮の意図

この論文では，今年2月の東京会議以後のアメリカの北朝鮮に対する政策，
特に天安艦沈没事態に対するアメリカの対応に焦点を置いて論評したい。
初めに，北朝鮮の天安艦攻撃をどのように説明するかの問題である。様々な

要因と動機が複合的に作用したものと推定することができる。先ず，専門家ら
が提議したいくつかの説を紹介する。

1. 昨年11月に北朝鮮が敗北した海戦に対する報復だという説。
2. NLL問題に焦点を合わせ，アメリカが速やかに米朝の両国会談に出席
し，新しい海上境界線の設定と平和協定の交渉をスタートさせることを
狙ったアメリカに対する圧迫行為だという説。

3. 李明博政権の北朝鮮への敵対視政策に対する報復，李明博政権に対する
対北朝鮮支援の強要，李政権が応じない場合には，李政権の本格的な打
倒を追及するという脅迫，国内の親北勢力に対するMB政権打倒路線の
促し／指令という説（最近の韓国メディアの報道によると，韓国と北朝
鮮間の秘密会談で首脳会談に関する交渉が昨年の秋から断続的に進めら
れてきており，今年2月頃まで韓国側の最終回答がなかったことが北朝
鮮側の3月下旬の天安艦事件につながったのではないかという解説記事
があった）。

4. 金ジョンウン氏への継承作業の一環，即ち金ジョンウンの業績を積み上
げ，2012年の強盛大国構築に寄与するという目標があったという説で
ある。継承作業の推進に必要な軍部の支持を得るためにも，貨幣改革措
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ば，我々にとって最も重要なのは，誰が北朝鮮の次の指導者に就任するかでは
なく，いかにして北朝鮮の経済体制を変革させるかであるからである。開発に
伴う経済の開放改革が進展することなしに，北朝鮮が政治体制の変革に向かう
ことはありえない。また，それなしに非核化や南北統一に実質的な進展がある
とも思えない。したがって，中国による北朝鮮の開発支援は，それらの問題を
解決するための「機会の窓」であるかもしれない。李明博大統領の最近の演説
にあるように，いずれにしろ段階的な南北統一が模索されるのであれば，そこ
に大国化する中国の戦略的な利益が反映されなければならないだろう。そのと
きに初めて，国家連合的な南北統一の可能性が見えてくるだろう。
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の伝統的関係を復活させるために「天安」を撃沈したのだろうか。事実，北朝
鮮指導部にとって，「天安」撃沈は水面下で継続していた南北接触を断絶する
以上のことを意味したはずである。日米韓が安保理事会で北朝鮮制裁を要求す
ることも，米韓が黄海で合同軍事演習を実施することも，さらに中国がそれに
反発することも予想できただろう。中国への依存を前提にすれば，それらはい
ずれも米中関係を悪化させる要素であり，北朝鮮にとって決して不都合ではな
かった。したがって，北朝鮮が自らの戦略環境を再編成するために「天安」を
撃沈したとの疑問を拭い去ることができないのである。
ただし，それにもかかわらず，少なくとも現在までのところ，そのような北

朝鮮の中国依存の拡大は冷戦時代の堅固な中朝相互援助体制の復活を意味しな
い。二度にわたる金正日の中国訪問の結果，もし中国から最新型戦闘機が供与
されたり，中国海軍艦艇が南浦港に頻繁に寄港したりするなど，中朝間に新た
な軍事提携が進展すれば，それは重大な意味を持つことだろう。しかし，例え
金正日がそれを要求しても，中国指導部がそれを無条件で承認するとは思えな
い。北朝鮮が安保理事会決議に示された条件を満たさない限り，中国がそれに
露骨に違反して，北朝鮮からの武器輸出や北朝鮮への武器輸出に関係すること
は不可能である。また，中国も国際的な責務を無視して，排他的に北朝鮮への
影響力を拡大しようとしているわけではない。
もちろん，「天安」事件以来，中国指導部は北朝鮮の冒険主義に対する不信
感を増大させ，その暴走や不安定化を警戒している。事実，中国にとって，そ
れは大きな政治，経済，そして安全保障リスクである。そのことは将来的にも
変わらないだろう。しかし，北朝鮮の中国依存の拡大にもかかわらず，中国の
北朝鮮政策が大きく変化するとは思えない。中国が北朝鮮に期待するのは，そ
の経済体制の変革，すなわち市場原理を導入した改革開放であり，それを土台
にする社会主義国家としての北朝鮮の存続である。少なくとも当分の間，それ
は決して南北間の体制統一ではない。例えば，昨年，中国政府は吉林省延辺朝
鮮族自治州，吉林市，長春市を含む図們江流域地域を「開発開放先導区」に指
定した。これは国境地帯では初めての国家級開発区であり，中国政府による北
朝鮮への経済支援が東北開発計画の一部として推進されることを示唆してい
る。
したがって，そのような中国の政策の本質を理解すれば，北朝鮮の中国への

依存拡大は韓国にとって不都合なことばかりでないことがわかる。なぜなら
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たかもしれない。事実，それは6月初めに韓国で実施される統一地方選挙と無
関係であったとは思えない。さらに，それはすでに指摘した「分断体制」の抑
止機能と関連していたかもしれない。なぜならば，冷戦終結後，20年を経た
軍事挑発行為であったにもかかわらず，中国が「平和と安定」を最優先したよ
うに，北朝鮮指導部は地域的な相互抑止が機能することを確認できたのであ
る。
第三は北朝鮮の国内政治的なレベルの分析である。北朝鮮の国内政治を分析

する専門家たちの多くは，「天安」撃沈事件後の対外的緊張が，単純に北朝鮮
軍内の士気昂揚や貨幣改革失敗の責任転嫁だけでなく，健康不安を克服できな
い金正日総書記の後継問題と関連しているのではないかと推測した。なぜなら
ば，本年初めから，三男キムジョンウンの後継者としての台頭を示唆する現象
がいくつも指摘されていたからである。また，そのような推測は6月の最高人
民会議での国防委員会人事によって裏付けられ，さらに労働党政治局による労
働党代表者会の招集によって決定的になった。9月上旬に開催される党代表者
会の主要な議題が「労働党最高指導機関選挙」なのだから，何らかの形でキム
ジョンウンが党指導者として公式に登場することになるだろう。

平和体制はいかに構築されるか

「天安」撃沈事件に関する三つのレベルの分析はいずれも説得力を持ってお
り，北朝鮮指導部にとって，それが国際政治，南北関係，そして国内政治レベ
ルにおいて，それぞれ重要な意味を持つ複合的な事件であったことを示してい
る。また，それぞれのレベルの分析は他のレベルの分析を排除しないだけでな
く，むしろ複合的な分析の必要性を示唆している。例えば，米朝交渉や南北首
脳会談が実現しなければ，北朝鮮は今後とも独自の抑止力構築と中国との関係
の緊密化のために努力するだろう。その結果，朝鮮半島には新しい「分断体
制」が成立するかもしれない。北朝鮮の政治体制の存続は，核兵器開発による
独自の抑止力，経済的な中国依存，そして新しいリーダーシップの三本柱に
よって支えられるのである。
しかし，そこから再び疑問が生じる。金正日総書記は「天安」撃沈を契機に

中国との伝統的関係を復活させようとしているのだろうか，それとも中国と
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である。
その第一は戦略的かつ国際的なレベルの分析である。昨年4月の長距離ミサ
イル試射や5月の2回目の核実験実施にもかかわらず，北朝鮮をめぐる戦略環
境は必ずしも改善されなかった。ブッシュ政権とは違って，オバマ政権は北朝
鮮との直接交渉を拒絶し続けたからである。安保理事会決議の採択のために努
力しただけでなく，制裁決議採択後は，北朝鮮貨物船を追跡したり，ゴールド
バーグ制裁担当調整官を任命したりするなど，それを厳格に履行する態度を明
確にした。要するに，オバマ政権は北朝鮮に「後戻りできない非核化措置」を
要求して，クリントン政権の「宥和」政策とも，ブッシュ政権の「恫喝」政策
とも異なる「戦略的な忍耐」を発揮したのである。
予想外の展開に苦慮した北朝鮮は，8月にクリントン元大統領を平壌に招待

して，抑留中の米国人女性記者2名を釈放する措置をとったり，金大中元大統
領の葬儀に高いレベルの弔問使節を派遣して韓国政府と接触したりするなど，
核実験以後の瀬戸際政策から撤退し始めた。それどころか，それは李明博大
統領の「グランド・バーゲン」演説（9.21）やシンガポールでの南北秘密会談
（10.17-18）に発展し，南北首脳会談をめぐる論議が活発化したのである。お
そらく，北朝鮮は南北首脳会談を実現し，それを高いレペルでの米朝対話に連
結しようとしたのだろう。しかし，米韓政府は北朝鮮に「後戻りできない非核
化措置」を要求し続けた。言い換えれば，米韓側は「条件付き」関与政策の条
件を緩和しなかったし，北朝鮮側はそれを履行しようとしなかったのである。
したがって，第一レベルでの分析によれば，3月26日の「天安」撃沈は，北

朝鮮が核実験以後の戦略的な行き詰まりを軍事的な挑発行為によって打開しよ
うとするものであった。それによって，オバマ政権や李明博政権の「非核化優
先」政策を明確に拒絶したのだから，それは本質的に「第三回核実験」の代替
物である。しかし，それと同時に，事件後の金正日総書記による二回の中国訪
問に示されるように，それは中国との伝統的な友好関係の復活を伴う戦略環境
そのものの再編成を意図するものであったかもしれない。
第二は戦術的かつ南北レベルの分析である。「天安」事件以後，韓国の専門

家たちの多くが指摘したのは，昨年秋の海軍艦艇の銃撃戦を含む，西海岸沖で
の一連の南北交戦との関連性であった。言い換えれば，「天安」撃沈を一連の
敗戦に対する「報復」とみなす解釈である。また，それは本年初めから公然と
議論された「北朝鮮急変事態」論や「核基地先制攻撃」論に対する反撃であっ
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事件分析の三つのレベル

最初に「天安」沈没のニュースに接したとき，北朝鮮犯行説が脳裏に浮かば
なかったわけではない。ラングーン爆弾テロ事件，大韓航空機爆破事件などを
連想したのである。しかし，それにしても，運航中の海軍艦艇を瞬時に破壊す
るような作戦を計画し，隠密裏に実行することが本当に可能だろうか。すぐに
否定的にならざるをえなかった。かりに北朝鮮の潜水艇が哨戒艦「天安」を待
ち伏せして，特殊魚雷を発射したとしても，それを一発で命中させて，その後
も探知されないまま逃亡に成功するなど，容易には信じられなかったのであ
る。
北朝鮮犯行説に否定的であったいま一つの理由は，青瓦台襲撃，プエブロ号

拿捕，ラングーン爆弾テロと続いた北朝鮮の軍事的な挑発行為が，大韓航空機
爆破事件以後，20年以上も途絶えていたからである。その間に，北朝鮮潜水
艇が東海岸で座礁したり，南北海軍艦艇が西海岸沖で交戦したりしたが，それ
らは軍事挑発でもテロ事件でもなかった。したがって，「天安」沈没が北朝鮮
の犯行によるものであれば，南北関係の歴史が20年以上も後戻りすると考え
ざるをえなかったのである。
しかし，軍民合同調査が進展し，「天安」の分断された船体や魚雷のスク
リュー部分が引き揚げられる過程で，艦内事故，座礁，機雷爆発などの可能性
が次々に否定された。周知のように，5月20日の最終調査報告は「天安」の沈
没原因を北朝鮮の小型潜水艇による魚雷攻撃であると断定した。また，5月24

日，李明博大統領は韓国海域での北朝鮮船舶による海上交通路の利用禁止，南
北間の交易と交流の中断（開城工業団地を除く），国連安保理事会への付託，
黄海での米韓海上軍事演習の実施などを含む北朝鮮制裁措置を発表した。こう
して，南北関係は最悪の状態に陥ったのである。
ただし，当然のことながら，軍民合同調査団の最終報告は，なぜ北朝鮮がそ

のような軍事的挑発を実行したのか，その意図や目標に関する説明を欠いてい
る。それらに関する分析は研究機関や研究者個人に委ねられたのである。それ
では，北朝鮮潜水艇による「天安」撃沈はどのように分析されるべきだろう
か。それが合理的な行為であるとの想定の下で，三つのレベルでの分析が可能
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そのような北朝鮮の挑発行為に対して，米韓側は必ずしも効果的に反撃でき
なかった。北朝鮮特殊部隊が青瓦台を襲撃しようとして失敗した後，朴正煕大
統領は同じような部隊を実尾島で訓練したが，それを北朝鮮に浸透させよう
としなかった。北朝鮮ミグ機によってEC-121型電子偵察機を撃墜されたとき，
ニクソン米大統領は核爆弾を搭載したF-4機を群山基地に待機させたが，つい
に敵空軍基地の攻撃を許可しなかった。ラングーン爆弾テロや大韓航空機爆破
事件に対しても，同じように韓国は反撃できなかった。
しかし，1980年代末に冷戦が終結し，ソ連も中国も韓国と外交関係を樹立
した。その後，社会主義体制を放棄したロシアは北朝鮮との条約を改定して，
相互援助条項を削除したし，中国も北朝鮮との条約の相互援助条項，すなわち
「締約国の一方がある一国または数カ国の連合から武力侵攻されることによっ
て，戦争状態に陥った場合」との規定を厳格に解釈するようになった。それが
同盟条約であることを否定する者さえいる。さらに，「9・11」テロ事件以後，
ブッシュ政権の一部では北朝鮮のレジーム・チェンジ（体制転覆）がささやか
れた。
そのような冷戦終結後の状態でも，分断体制の「逆説」は機能するのだろう

か。本年3月の韓国海軍哨戒艦「天安」の沈没事件をめぐる議論に欠落してい
るのは，大韓航空機爆破から20年以上にわたって抑制してきたにもかかわら
ず，なぜ北朝鮮指導部が再び大きな挑発行為を実行に移したのかとの問題提起
である。「天安」沈没の第一報に接して，北朝鮮による数多くのテロ事件を思
い浮かべながらも，その可能性が過小評価されたのは，北朝鮮指導部が長期に
わたって挑発行為を抑制してきたからである。
結論を先に言えば，冷戦終結後，分断体制の抑止機能の低下に怯えて，大規

模な挑発行為を実行できないまま，北朝鮮指導部はその努力を独自の抑止力開
発に集中したのである。挑発行為を実行しなかったのではなく，実行できな
かったのである。事実，1990年にソ連のシェワルナゼ外相が平壌を訪問して
韓国との国交樹立を通告したとき，北朝鮮の金永南外相は「自衛のために核兵
器を開発するだろう」と警告した。これは北朝鮮要人による核兵器開発につい
ての初めての発言であった。そうだとすれば，核兵器やミサイル開発の進展を
背景に，今回の天安艦沈没事件は北朝鮮が独自の抑止力にある程度の自信を持
ち始めたことを示しているのかもしれない。



14

〈講演2〉

分断体制と平和構築
̶̶ 韓国哨戒艦沈没事件を手掛かりに̶̶

小此木　政 夫

分断体制の抑止機能とは何か

最近の数年間，朝鮮半島の分断をめぐる国際政治史の研究に従事している。
「分断」とは何かを問われれば，米ソによる分割占領後，「独立を追求すれば統
一が不可能になり，統一を達成しようとすれば戦争が不可避になる状態」，す
なわち「独立と統一の相克」であると定義できるだろう。事実，そのような分
断状態が，朝鮮半島に二つの国家を成立させ，統一戦争を促したのである。
しかし，朝鮮戦争後に出現した「分断体制」は単純な分断「状態」と区別さ

れるべきだろう。朝鮮戦争後，分断「状態」が分断「体制」として制度化さ
れ，南北対立も世界的な冷戦体制の重要な一部になったのである。朝鮮戦争の
経験だけでなく，1954年に米韓相互防衛条約，1961年に北朝鮮とソ連および
中国との相互援助条約が締結され，国際政治学的には地域的な相互抑止体制が
成立したのである。米ソ中が政治経済的にだけでなく，軍事的にも分断に直接
関与したために，それ以後，朝鮮半島での戦争は不可能になった。事実，休戦
以来の56年の間，第二次朝鮮戦争は起きなかった。分断体制とは，「戦争が不
可能な体制」なのである。
しかし，戦争が不可能であることは，必ずしも平和であることを意味しな

い。分断体制の完成は，かえってそれ以外の暴力的手段による挑発や破壊，す
なわち「低強度紛争」を可能にしたのである。それが分断体制の「逆説」であ
る。1960年代以後，「南朝鮮革命」を標榜しながら，北朝鮮指導部は韓国内外
で軍事挑発，要人暗殺，武力浸透，爆弾テロなどを繰り返した。その最後のも
のが1987年の大韓航空機爆破であった。



13東アジアと朝鮮半島の平和のための日韓協力

日韓両国どちらも，ここ1～2年前から展開されている北朝鮮内部の不安定
な状況について共に懸念している。特に，金正日国防委員長の健康問題，金
ジョンウンへの承継問題を巡った不確実性，北朝鮮経済の破綻，天安艦攻撃と
核実験などについて，両国の政府は懸念している。UN制裁決議1874号の履行
においても，日韓両国は共同歩調をとってきた。
これからの日韓間の協力の課題は，北朝鮮問題についてどのように共同の歩

調をとるかという問題である。北朝鮮の状況の安定的な管理のためには，北朝
鮮に対する制裁だけでなく，北朝鮮に対する支援が必要な場合にも共同歩調を
とることが重要である。また，今後北朝鮮の漸進的な変化の過程においてだけ
でなく，更に一歩進んで，もしかしてあるかもしれない急進的な変化に対処し
管理することにおいても，緊密な協力が必要である。地政学的に隣接した日韓
両国において，北朝鮮問題の安定的な管理ほど重要な問題はないはずである。
北朝鮮問題の安定的な管理に対しての日本の立場は，朝鮮半島から遠く離れて
いるアメリカの立場とはまた違った急を要する側面がある。以上のように変化
する東アジアと朝鮮半島情勢の中で，日韓両国は東アジアと朝鮮半島の安定に
非常に重要な軸となるはずなので，このためにより緊密に議論し協力していか
なければならないだろう。

　　　注

（1） Niall Ferguson, Colossus: the Price of America’s Empire（New York: The Penguin 

Press, 2004）.
（2） “China diversifies foreign reserves basket,” The People’s Daily, August 19, 2010.
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いと主張したことがある。もちろん，このような提案は北朝鮮の非協力による
非核化の進展がないことで，未だに実現されずにいる。しかし，6カ国協議そ
れ自体が，その目標を達成するかどうかに関係なく，北東アジアでの多国間安
保協力のための1つの良いモデルを提供している。
このような多国間協力体制は，政治的にはアメリカとの同盟であるにもかか

わらず，経済的には中国への依存度が益々高まっている二重構造に陥った韓国
と日本にとっては，良い補完装置を提供するはずだ。すべての多国間協力体制
は，それなりに制度としての規範と規則をもっているものである。したがっ
て，このような多国間協力体にアメリカや中国などが韓国，日本とともに参加
するなら，共通の規範と規則を遵守する中で，各国間には行動の予測性と透明
性が高まり，国際関係はより安定化するはずである。
幸いにも，アメリカではオバマ政権の発足以降，多国間協力に対し積極的に

乗り出しており，中国政府も過去の1990年代初め以前とは違い，多国間協力
メカニズムの構築に肯定的に対応している。したがって，韓国と日本も共に協
力し，北東アジアの多国間協力メカニズムの構築に積極的に乗り出す必要があ
る。そうして，中国までを含めて，アメリカの同盟対象国の間でも，相互間の
様々な紛争懸案をこのような多国間チャンネルを通じて議論していくようにし
なければならないだろう。
日韓両国は朝鮮半島の安定と平和に関連して，理解が一致する。正にこのた

めに北朝鮮の非核化について両国はこれまで積極的に協力してきた。例えば，
2004年の初めまでは日韓は北朝鮮の非核化を成し遂げるための北朝鮮核外交
の過程で，いわゆるTCOG（Trilateral Coordination and Oversight Group）プ
ロセスを経て，協力してきた。時には，アメリカ政府の強硬な北朝鮮核外交政
策に影響を与え，柔軟性を強化するために，日韓の外交実務者間で事前に相互
協議もしていた。しかし，両国の間にも独島（竹島）問題，過去史問題が再び
登場して，日韓関係が悪化し，協力が難しくなった。2年余り前の李明博政府
の登場以来，日韓関係は回復し始め，2国間の協力も再び強化された。ここに
は，日本の自民党保守政権の後退と民主党政府の登場が両国の協力に肯定的な
モメンタムを提供したことも事実である。このような朝鮮半島の平和のための
2国間の協力は，天安艦事態以降，緊密な両国の共助課程でも現れた。日本政
府は事件初期から積極的に韓国政府の立場を支持してきた。UN安保理の外交
でも日本政府は韓国の立場を先頭に立って支持した。
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韓国と日本の両国にとって望ましくない。両国ともに，経済的には中国の絶大
な影響を受けていながらも，安保的にはアメリカと同盟を結んでいる。それゆ
え，アメリカと中国が互いに衝突し，その結果として2国のうち1国を選択し
なければならない状況に及ぶことは，韓国と日本の両国に困難をもたらすだろ
う。
このような困難を日韓両国はどのように克服するのだろうか。1つの方法は，

北東アジアに多国間安全保障協力体制を作ることである。ヨーロッパは第2次
世界大戦直後，ドイツとフランスの2国間の長く続いた敵対関係を解消し，戦
争を防止するために経済的統合の道へと乗り出し，当時作られたヨーロッパ石
炭鉄鋼共同体は今のヨーロッパ連合にまで発展した。また，ヨーロッパ国家間
の多国間的安保協力のために，ヨーロッパ安保協力機構（OSCE）が作られ，
作動中である。このようなヨーロッパ連合やヨーロッパ安保協力機構のような
多国間的な協力メカニズムが存在するために，ヨーロッパ国家の間の関係は東
アジア国家の間の関係に比べてずっと安定的である。互いに民族主義の感情を
働かせて競争したり，相互間の疑いや誤解が安保危機にまで発展することも
めったにない。誰もヨーロッパ国家間に戦争が勃発するはずだとは考えないの
が，今日の現実である。
ところが，東アジアの安保秩序はヨーロッパとは異なり，アメリカを中心と

する2国間同盟体制（hub-and-spoke model）で構成されている。韓米同盟，日
米同盟，米-豪同盟などに米中関係まで加えて，2国間の次元で安保協力を模
索しているが，韓国，日本，中国，オーストラリアなどアメリカと同盟を結ん
でいる国家の相互間には協力メカニズムが存在しない。したがって，歴史問題
や領土問題が2国間の次元で紛争に発展する場合が数多くある。このような2

国間同盟体制は第2次世界大戦以降に作られたもので，ソ連が崩壊し，多くの
変化がおこった今日の状況では補完が必要である。このような補完策の最も重
要な方法が，正に多国間安保協力のメカニズムをこの地域で強化していくこと
であるはずだ。
もちろん，東南アジアにASEAN地域安保フォーラム（ARF）のような安保

協力メカニズムが存在することは事実である。だが，北東アジアの特殊性を鑑
みると，ARFのような緩い協力メカニズムでは不足する。2003年に筆者本人
が政府で外交通商部の長官として働く時，6カ国協議が北朝鮮の非核化に成功
するなら，その後これを多国間協力メカニズムとして発展させなければならな
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いる（2）。世界政治はすでにアメリカ主導の単極ではなく多極体制に変化したと
いう主張もあるが，何よりも米中関係の動きが今後世界政治の流れに大きな影
響を及ぼすと予測される。
このようなアメリカの経済力の相対的な衰退にもかかわらず，アメリカは未

だに世界最強の軍事大国である。アメリカ政府が1年に使用する軍事部門の研
究開発費は，世界の他のすべての国家の軍事部門の研究開発費を合わせたもの
よりも大きい。たとえ経済力は弱まったと言えども，軍事力では世界で唯一の
超強大国であるアメリカは，これからも世界政治において主導的な役割を続け
ようと努力するはずである。そのような脈略から，アメリカの東アジアでの介
入政策も続けられるはずで，日米同盟と韓米同盟は引き続きアメリカの東アジ
ア戦略の重要な核心軸として残ることになるだろう。
しかし，上昇勢力である中国はグローバル次元ではないにしても，少なくと

も東アジア次元で，指導的位置を確保しようと努力するはずである。上昇した
国力に相応する新しい国際的位置を求めることは，世界の歴史上，すべての上
昇大国が示した繰り返されたパターンだった。問題はこのような上昇勢力の欲
求を既存の覇権国とその連合勢力がどのように管理するかである。アメリカは
既存の国際体制に中国が参加して，その国際規範と価値基準に従ってくれるこ
とを望む。2005年にロバート･ゼーリック（Robert Zoellick），当時の国務部の
副長官が中国を “責任ある当事国” と指して称しながら，中国の協調的な姿勢
を要求したのが代表的な事例である。
けれども，2008年に世界経済危機が始まってから，中国は攻勢的な態度に

転換し，台湾への武器販売，ダライラマとの面談，南中国海問題，そして朝鮮
半島での米韓軍事訓練問題などについて，アメリカに対し神経を集中させた。
結局，2010年の初めから，アメリカは以前の柔和な態度を改め，中国に対し
て積極的に強く対応する方向へ進んでいる。だが，このような葛藤は過去にも
そうであった様に，中国側が一歩引き下がり，アメリカが呼応することで，も
う1度米中関係の協力的な側面が浮上するはずである。
それにもかかわらず，中長期的に見ると，アメリカと中国の東アジアでの競

争は避けられないだろう。アメリカは韓米同盟，日米同盟を軸として維持しな
がら，東アジアで均衡者（バランサー）の役割を続けようとするはずだ。しか
し，中国，特に中国の軍部の人々はこのような同盟は冷戦が終わってからも続
いている「時代錯誤的遺産」だと批判を続けるだろう。このような米中葛藤は
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〈講演1〉

東アジアと朝鮮半島の平和のための日韓協力

尹　　 永　 寛

1991年のソ連崩壊とともに，2008年の世界金融危機の始まりは世界政治史
の区切りの事件として歴史に記録されるだろう。1991年は第2次世界大戦以降
続けられてきた冷戦構造を崩し，アメリカを世界の頂点の唯一超強大国の位
置へと押し上げた。冷戦のもう1つの軸を構成していたソ連が自ら崩壊してし
まったためであった。アメリカは単純な覇権を通り越して，ジョージ･W･ブッ
シュ政権になってからは「帝国（empire）」と呼ばれるほど，その相対的権力
が上昇した（1）。しかし，この時期に行われた2002年のアフガニスタン攻撃と
2003年のイラク攻撃はアメリカの権力の相対的衰退をせき立てる負担として
かかり始めた。

2008年の世界金融危機は，世界の頂点の位置を占有していた唯一の超強大
国であるアメリカの地位を深刻に揺るがした事件だった。この危機が他所では
なく，世界の権力の中心であるアメリカから始まり，ほぼ同時に全世界に広
まったという点は象徴的な意味が大きい。クリントン政権の時から始まった膨
張的な通貨政策は，民間部門の消費拡大とバブルの形成につながり，更に深
まったアメリカ経済の金融化とともに金融部門の道徳的弛緩が深刻になり，世
界金融危機を触発する直接的な原因を提供することになった。民間部門の行き
過ぎた消費，そして経済危機の克服過程を経ながら，更に累積されたとてつも
ない財政赤字は，世界政治においてアメリカが指導的力量を行使するのに非常
に大きな制約要因として作用するはずである。
このような危機の結果，世界の権力の中心が西欧から東アジアに移動してい

るという主張がでてきている。例えば，中国は世界最高の債権者として登場す
るようになった。中国は2010年6月の時点で，2兆4500億ドルに達する外貨を
保有しており，8,400億ドルに達するアメリカ政府が発行した債券を保有して
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任　 成　彬（Sung Bihn YIM）

長老会神学大学校教授（キリストと文化）。プリンストン（Princeton）神学大学院神学博士（キ
リスト教倫理学専門）。韓半島平和研究院運営委員，キリスト教倫理実践運動本部共同代表，
文化宣教研究院院長，キリスト経営研究院理事，主著に『公共神学とは何か』（共著），『キリ
スト教文化と韓国文化』，「デジタル・メディア時代の文化宣教」他。

宮 本　 悟（Satoru MIYAMOTO）

聖学院大学総合研究所准教授。ソウル大学政治学科修士号取得。神戸大学大学院法学研究科博
士号（政治学）取得。日本国際問題研究所研究員を経て，2009年4月から聖学院大学総合研究
所准教授。著書に「韓国のミサイル開発̶̶ 自主国防と韓米軍事同盟の摩擦」，「北朝鮮におけ
る政軍関係～なぜ北朝鮮の軍人はクーデターを起こさなかったのか？」，“Economic Sanctions 

by Japan against North Korea: Consideration of theLegislation Process for FEFTCL（Feb. 2004）
and LSMCIPES（Jun. 2004）” 他。

小田川　興（Ko ODAGAWA）

聖学院大学総合研究所客員教授。早稲田大学卒。朝日新聞社入社，ソウル支局長，外報部編
集委員などを経て，2002年退社。現在聖学院大学総合研究所客員教授。日本記者クラブ会員。
著書に『38度線・非武装地帯を歩く』，『被爆韓国人』（編訳），『朝鮮半島・平和の構図』，『北
朝鮮̶̶ その実像と軌跡』，『日本のジャーナリズムとは何か』（共著），『北朝鮮問題をどう解
くか̶̶ 東アジアの平和と民主主義のために』（編著）他。
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康　 仁　徳（In Duk KANG）

（財）極東問題研究所理事長・所長。韓国外国語大学大学院修了。慶熙大学政治学博士。中央
情報省北朝鮮局長などを歴任，統一省・国防省・文教省諮問委員。1998-1999年統一省長官。
現在北韓大学院大学招聘教授，聖学院大学総合研究所客員教授。著書に『南北会談：7.4から
6.15まで』，『原典共産主義大系』，『北朝鮮問題をどう解くか̶̶ 東アジアの平和と民主主義の
ために』（編著），「対北朝鮮交渉研究̶̶ 南北対話30年の教訓」，「北朝鮮の 7.1経済措置と最
近動向」他。

洪　 性　国（Song-Kuk HONG）

（財）極東問題研究所北韓研究室長。ロシア社会科学院経済学博士。統一省経済担当官・審議
官，統一教育院客員教授を経って現職。著書に『平和経済論』，『自力更正の岐路 : 北朝鮮経済
理論と実際』，「北朝鮮のGNI分配構造と住民の消費生活水準」，「南北経協10年，反省的評価
と課題」，「北朝鮮の先軍政治が北朝鮮経済に及ぼす影響」他。

趙　 明　哲（Myung Chul CHO）

対外経済政策研究院国際開発協力センター所長。金日成大学で博士院卒業。同大学経済学部教
授。現在統一省政策諮問委員，大統領所属社会統合委員会委員。主著に『中国の東北3省開発
が北中近隣地域の産業及び基盤施設開発に及ぼす影響分析』，『体制転換国の市場経済教育経験
が北朝鮮に与える時事点』，『北朝鮮の対外経済の制約要因分析』他。

遠藤　哲也（Tetsuya ENDO）

元日朝国交正常化交渉日本政府代表。1958年東京大学法学部卒業。外務省入省。58年より2年
間プリンストン大学等留学。国際原子力機関（IAEA）理事会議長，在ウィーン国際機関日本
政府代表部特命全権大使，日朝国交正常化交渉日本政府代表，ニュー・ジーランド日本国特命
全権大使，原子力委員会委員長代理を経て現在外務省参与（IAEA核不拡散問題諮問委員会委
員），財団法人日本国際問題研究所シニアフェロー。 東アジア国際関係分野で著書多数。
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〔著 訳 者 紹 介〕
（掲載順）

尹　 永　寛（Young-kwan YOON）

ソウル大学社会科学大学政治外交学部教授。韓半島平和研究院院長，国際問題研究所長。米
ジョンス・ホップキンス大学（SAIS）で国際政治学博士の学位取得。米カリフォルニア大学
（UC Davis）でティーチング。2003-04 年外交通商省長官。著書に『転換期国際政治経済と韓
国』，『21世紀韓国政治経済モデル』，論文は国際及び国内ジャーナルなどに50余便を出刊。

ヤン・C・キム（Young C. KIM）

米ジョージ・ワシントン大学政治学部名誉教授。米ペンシルベニア大学政治学博士。バンダビ
ルト大学，ボストン大学，ホバート・ウイリアム大学等で教鞭をとった後，米ジョージ・ワシ
ントン大学政治学部教授，シグール・アジア研究所顧問。現在慶応大学法学部政治学科招聘教
授として滞日中。東アジア国際関係分野で著書多数。

小此木 政夫（Masao OKONOGI）

慶応義塾大学法学部教授。1969年慶応義塾大学法学部政治学科卒業。1975年同大学大学院法
学研究科博士課程単位取得退学（1972年から1974年延世大学校に留学），1987年博士（法学）
学位取得。同大学法学部講師・助教授を経て，1985年から現職。『朝鮮戦争̶̶ 米国の介入過
程』，『日本と北朝鮮・これから5年̶̶ 南北統一への視点とシナリオ』他。

金　 千　植（Chun Sig KIM）

1956年生まれ。ソウル大学卒業。大統領外交安保首席室統一担当課長，統一省南北交流協力
局長を経て，現在，統一省統一政策室長。
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