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111 北東アジアの平和に対するキリスト教の役割

北
東
ア
ジ
ア
の
平
和
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割）

1
（

宮　

本　
　

悟

そ
れ
だ
か
ら
、
あ
な
た
が
た
に
言
う
が
、
神
の
国
は
あ
な
た
が
た
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
、

御
国
に
ふ
さ
わ
し
い
実
を
結
ぶ
よ
う
な
異
邦
人
に
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
二
一
章
・
四
三
節

は
じ
め
に

北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
平
和
に
対
す
る
最
も
大
き
な
不
安
定
要
因
の
一
つ
は
、
国
家
の
形
成
（N

ation B
uilding

）
が
終
わ
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
国
際
社
会
で
一
般
的
に
国
家
承
認
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
国

家
と
は
領
土
と
国
民
、
国
家
権
力
と
い
う
要
件
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
国
家
と
は
、
一
定
程
度
の
領
土
を
持
ち
、
そ
こ
に

所
属
す
る
人
々
の
集
団
で
あ
る
国
民
を
持
ち
、
領
土
と
国
民
を
実
効
支
配
で
き
る
国
家
権
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
成
立
要
件
で
あ
る
）
2
（

。
し

か
し
、
そ
の
国
家
権
力
た
る
政
府
が
主
張
す
る
領
土
や
国
民
と
、
実
際
に
政
府
が
実
効
支
配
し
て
い
る
領
域
や
国
民
が
異
な
る
こ
と
は
意
外

と
多
い
。
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現
在
で
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
そ
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
（
N
A
T
O
）
の
軍
隊
が
介
入

し
た
紛
争
で
知
ら
れ
る
コ
ソ
ボ
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
二
月
一
七
日
に
コ
ソ
ボ
自
治
州
議
会
は
セ
ル
ビ
ア
か
ら
の
独
立
宣
言
を
採
択
し
、
コ

ソ
ボ
共
和
国
の
成
立
を
宣
言
し
た
。
し
か
し
、
セ
ル
ビ
ア
政
府
は
そ
れ
を
認
め
て
お
ら
ず
、
い
ま
だ
に
コ
ソ
ボ
・
メ
ト
ヒ
ヤ
自
治
州
と
し
て

セ
ル
ビ
ア
国
家
の
一
部
と
し
て
い
る
。
実
際
に
は
一
九
九
九
年
の
N
A
T
O
軍
爆
撃
に
よ
る
セ
ル
ビ
ア
軍
の
コ
ソ
ボ
撤
退
以
来
、
セ
ル
ビ

ア
政
府
は
コ
ソ
ボ
・
メ
ト
ヒ
ヤ
自
治
州
を
実
効
支
配
し
て
い
な
い
。
約
九
〇
％
が
ア
ル
バ
ニ
ア
系
で
占
め
ら
れ
る
コ
ソ
ボ
で
は
、
住
民
の
大

部
分
が
独
立
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ル
ビ
ア
政
府
に
と
っ
て
は
、
コ
ソ
ボ
は
セ
ル
ビ
ア
の
領
土
で
あ
り
、
コ
ソ
ボ
の
ア
ル
バ
ニ
ア

系
住
民
に
と
っ
て
は
、
コ
ソ
ボ
は
コ
ソ
ボ
共
和
国
の
領
土
で
あ
る
。

セ
ル
ビ
ア
政
府
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
大
韓
民
国
政
府
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
セ
ル
ビ
ア
政
府
は
コ
ソ
ボ
・
メ
ト
ヒ
ヤ
自
治
州

を
実
効
支
配
し
て
い
な
い
が
、
そ
こ
が
セ
ル
ビ
ア
国
家
の
領
土
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
大
韓
民
国
政
府
は
軍
事
境
界
線
以
北
の
朝
鮮
半

島
を
実
効
支
配
し
て
い
な
い
が
、
現
行
憲
法
第
三
条
で
そ
こ
を
領
土
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
は
北
東
ア
ジ
ア
で
は
大
韓
民
国
政
府
だ
け
で
は
な
い
。
北
東
ア
ジ
ア
で
実
効
支
配
領
域
と
国
民
を
持
つ
政
府
は
、
日
本

国
政
府
、
大
韓
民
国
政
府
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
、
中
華
民
国
政
府
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
五
つ
が
あ
る
。
し
か
し
、
日

本
国
政
府
を
除
く
他
の
政
府
は
、
自
ら
が
実
効
支
配
す
る
領
域
と
、
自
ら
が
主
張
す
る
国
家
の
領
土
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
国
家
を
近

代
化
の
産
物
と
見
な
す
モ
ダ
ニ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
領
土
が
祖
国
と
さ
れ
る
の
は
、
常
に
自
身
の
見
直
し
を
続
け

る
国
家
の
行
動
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
行
動
に
は
国
勢
調
査
と
地
図
作
成
が
あ
る
）
3
（

。
従
っ
て
、
政
府
機
関
に
よ
る
公
刊
地
図
を
見
れ
ば
、
そ

の
政
府
に
よ
る
国
家
の
領
土
の
認
識
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
大
韓
民
国
政
府
公
刊
の
地
図
に
は
朝
鮮
半
島
全
土
が
領
土
と
さ
れ
て
お
り
、

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
公
刊
の
地
図
に
も
朝
鮮
半
島
全
土
が
領
土
と
さ
れ
て
い
る
。
中
華
民
国
政
府
や
中
華
人
民
共
和
国
政
府
で

も
同
様
に
、
双
方
の
公
刊
地
図
で
台
湾
と
大
陸
を
す
べ
て
領
土
と
し
て
い
る
）
4
（

。
そ
の
点
で
見
れ
ば
、
北
東
ア
ジ
ア
で
、
国
境
地
域
で
問
題
が

残
さ
れ
た
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
政
府
に
よ
る
実
効
支
配
領
域
と
国
家
の
領
土
、
国
民
に
よ
る
国
家
所
属
の
認
識
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
は
日
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113 北東アジアの平和に対するキリスト教の役割

本
国
政
府
し
か
な
い
。

政
府
に
よ
る
実
効
支
配
領
域
と
国
家
の
領
土
、
国
民
に
よ
る
国
家
所
属
の
認
識
が
一
致
し
て
い
な
い
場
合
、
コ
ソ
ボ
の
よ
う
な
紛
争
に
至

る
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。
コ
ソ
ボ
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
な
ど
、
国
家
形
成
の
未
完
成
に
よ

る
紛
争
は
世
界
の
多
く
の
地
域
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
北
東
ア
ジ
ア
に
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
形
成
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
せ
る
の

か
を
朝
鮮
半
島
問
題
を
中
心
に
論
じ
て
み
た
い
。
国
家
形
成
の
問
題
は
、
実
際
に
国
家
が
完
成
し
た
の
か
と
い
う
よ
り
も
、
実
際
に
ど
の
よ

う
に
国
家
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
国
際
社
会
や
国
内
社
会
に
お
い
て
北
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
国
家
形
成
が
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
を
説
明
し
た
上
で
、
朝
鮮
半
島
問
題
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割
に
つ
い
て
論

じ
て
み
た
い
。1

．
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
に
対
す
る
国
際
社
会
や
国
内
社
会
で
の
認
識

国
際
社
会
で
は
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
地
域
に
よ
っ
て
理
解
の
度

合
い
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
国
家
形
成
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
が
国
際
社
会
で
問
題
視
さ
れ
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
国
家
形
成
が
未
完
成
で
あ
る
の
は
北
東
ア
ジ
ア
だ
け
で
は
な
い
。
中
東
や
南
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
に
も
そ
う
い
う
所
が
あ
る
。
世
界

的
に
見
れ
ば
、
国
家
形
成
の
問
題
は
ま
だ
か
な
り
の
地
域
で
残
さ
れ
て
お
り
、
北
東
ア
ジ
ア
が
特
別
な
地
域
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
意
味
で

は
、
北
東
ア
ジ
ア
で
国
家
形
成
が
未
完
成
で
あ
る
の
は
自
然
で
も
あ
っ
て
、
国
際
社
会
か
ら
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
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国
際
社
会
に
お
け
る
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
を
理
解
す
る
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
北
東
ア
ジ
ア
の
各
政
府
の
国
連
へ
の
加
盟
状
況
を
見

て
み
た
い
。
北
東
ア
ジ
ア
の
政
府
で
国
連
に
加
盟
し
て
い
る
の
は
、
四
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
国
政
府
と
大
韓
民
国
政
府
、
朝
鮮
民
主

主
義
人
民
共
和
国
政
府
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
で
あ
る
。

中
国
で
は
、
二
つ
の
政
府
の
う
ち
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
し
か
加
盟
し
て
い
な
い
。
原
加
盟
国
と
し
て
国
連
に
加
盟
し
た
中
華
民
国
政

府
は
一
九
七
一
年
に
国
連
か
ら
追
放
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
中
華
人
民
共
和
国
政
府
が
中
国
の
代
表
権
を
持
つ
と
国
連
総
会
で
議
決
さ
れ
た
た

め
で
あ
る
。
国
連
安
全
保
障
理
事
会
常
任
理
事
国
で
あ
っ
た
中
華
民
国
政
府
に
は
、
一
般
加
盟
国
と
し
て
国
連
に
留
ま
る
選
択
肢
も
あ
っ
た

が
、
当
時
の
蒋
介
石
政
権
は
拒
否
し
た
。
中
国
の
二
つ
の
政
府
は
、
一
つ
の
国
家
で
代
表
権
を
争
う
形
で
国
連
へ
の
加
盟
を
決
め
て
い
た
の

で
あ
る
。
第
三
国
が
、
中
国
の
二
つ
の
政
府
と
同
時
に
国
交
正
常
化
す
る
こ
と
も
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
認
め
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、

国
際
社
会
で
は
、
中
国
の
国
家
形
成
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
は
比
較
的
認
識
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
朝
鮮
半
島
は
情
勢
が
異
な
る
。
一
九
七
三
年
五
月
二
三
日
に
大
韓
民
国
大
統
領
で
あ
っ
た
朴
正
熙
が
南
北
朝
鮮
の
国
連

同
時
加
盟
を
主
張
す
る
と
）
5
（

、
同
日
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
主
席
で
あ
っ
た
金
日
成
は
統
一
後
に
お
け
る
一
国
加
盟
を
主
張
し
た

こ
と
が
あ
っ
た
）
6
（

。
し
か
し
、
そ
の
南
北
朝
鮮
の
両
政
府
に
よ
る
論
争
の
結
末
は
、
一
九
九
一
年
九
月
一
七
日
の
南
北
朝
鮮
の
国
連
同
時
加
盟

に
よ
っ
て
終
了
し
た
。
前
年
に
大
韓
民
国
と
国
交
正
常
化
を
果
た
し
た
ソ
連
が
、
大
韓
民
国
の
国
連
加
盟
に
反
対
し
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ

た
の
で
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
は
自
ら
の
主
張
を
曲
げ
て
、
国
連
に
加
盟
申
請
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
南
北
朝
鮮
政
府
は
、

一
九
六
〇
年
代
末
か
ら
第
三
国
に
よ
る
南
北
朝
鮮
と
の
同
時
国
交
を
容
認
し
て
き
た
。
南
北
朝
鮮
の
関
係
は
一
九
九
一
年
一
二
月
一
三
日
に

締
結
さ
れ
た
「
南
北
基
本
合
意
書
」
で
国
家
と
国
家
の
関
係
で
は
な
い
と
明
記
さ
れ
た
が
、
以
前
か
ら
南
北
朝
鮮
政
府
は
国
際
社
会
が
二
つ

の
政
府
に
よ
る
二
つ
の
国
家
を
承
認
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
国
際
社
会
か
ら
は
、
朝
鮮
半
島
の
国
家
形
成

が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
中
国
と
朝
鮮
半
島
の
国
家
形
成
が
未
完
で
あ
る
こ
と
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ス
ラ
エ
ル
な
ど
の
恒
常
的
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115 北東アジアの平和に対するキリスト教の役割

に
武
力
衝
突
が
発
生
す
る
地
域
に
比
べ
れ
ば
認
知
度
は
低
い
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
形
成
が
未
完
と
は
い
え
、
実
際
に
相
手

側
の
政
府
を
武
力
で
壊
滅
さ
せ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
全
面
的
な
戦
闘
は
、
一
九
五
三
年
の
朝
鮮
戦
争
の
停
戦
以
来
、
北
東
ア
ジ
ア
で
は
発
生

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
南
北
朝
鮮
で
散
発
的
に
テ
ロ
行
為
や
局
地
的
な
戦
闘
が
あ
っ
た
が
、
長
期
に
わ
た
っ
て
継
続
し
て
発
生

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
め
に
、
域
外
国
に
お
い
て
は
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
が
未
完
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
に
く
い
状
態
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
戦
闘
や
テ
ロ
行
為
が
続
い
て
い
る
な
ら
国
際
的
に
も
国
家
形
成
が
未
完
で
あ
る
と
認
知
し
や
す
い
が
、
北
東
ア
ジ

ア
は
そ
う
で
は
な
い
。

ま
た
、
北
東
ア
ジ
ア
の
域
内
国
で
あ
っ
て
も
、
政
府
の
実
効
支
配
領
域
と
国
家
の
領
土
、
国
民
の
国
家
へ
の
所
属
認
識
が
ほ
ぼ
一
致
す
る

日
本
国
で
は
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
が
未
完
で
あ
る
と
の
意
識
は
比
較
的
、
希
薄
で
あ
る
）
7
（

。
し
か
し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
現
実
が
あ
ま

り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
む
し
ろ
北
東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
に
は
プ
ラ
ス
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
に
内
戦
状
態
の

地
域
に
投
資
す
る
の
は
高
い
リ
ス
ク
が
伴
う
た
め
、
域
外
の
企
業
は
投
資
し
よ
う
と
し
な
い
。
し
か
し
、
北
東
ア
ジ
ア
に
は
、
一
部
を
除
い

て
、
世
界
各
国
の
企
業
か
ら
投
資
が
集
ま
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
日
本
や
域
外
国
で
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
が
未
完
で
あ
る
と
の
認
識

が
希
薄
で
あ
る
こ
と
も
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

一
九
六
四
年
に
は
経
済
協
力
開
発
機
構
（
O
E
C
D
）
に
加
盟
し
、
一
九
七
五
年
に
先
進
国
首
脳
会
議
（
G
6
―
現
G
8
）
の
メ
ン
バ
ー

に
な
っ
た
日
本
は
、
域
内
の
先
進
国
と
し
て
北
東
ア
ジ
ア
に
対
す
る
投
資
の
先
駆
者
で
も
あ
る
。
も
し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
が
未

完
で
あ
っ
て
、
投
資
が
危
険
で
あ
る
と
の
認
識
が
強
け
れ
ば
、
日
本
の
企
業
は
北
東
ア
ジ
ア
へ
の
投
資
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
近
隣
の
先
進
国
で
あ
る
日
本
の
企
業
が
投
資
で
き
な
い
の
に
、
遠
方
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な
ど
の
企
業
が
積
極
的
に
投
資
す
る
と
も
考
え
に

く
い
。
日
本
に
よ
る
北
東
ア
ジ
ア
へ
の
投
資
は
、
北
東
ア
ジ
ア
へ
の
投
資
が
安
全
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
域
外
国
の
企
業
に
広
め
る
こ
と
に

な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
東
ア
ジ
ア
で
実
際
に
大
規
模
な
戦
闘
や
継
続
し
た
テ
ロ
が
比
較
的
少
な
か
っ
た
こ
と
は
、
北
東
ア
ジ

ア
に
投
資
し
て
も
安
全
で
あ
る
と
の
認
識
を
さ
ら
に
国
際
社
会
に
広
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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こ
の
よ
う
に
、
実
際
の
国
家
形
成
で
は
、
国
内
で
は
未
完
と
認
識
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
国
際
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
経
済

発
展
を
も
た
ら
す
こ
と
は
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
発
展
に
よ
っ
て
社
会
変
動
が
生
ま
れ
、
国
内
で
新
た
な
国
家
認
識
を
構
築
す
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
最
近
の
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
国
民
間
で
は
、
国
家
認
識
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
差
が
見
ら
れ
る
。
経
済
発
展
を
遂
げ

て
き
た
中
華
民
国
政
府
の
統
治
領
域
（
台
湾
）
の
国
民
に
は
、
政
府
の
実
質
的
な
統
治
領
域
は
大
陸
と
は
別
の
国
家
の
領
土
で
あ
る
と
い
う

認
識
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
台
湾
は
中
国
（
中
華
民
国
を
含
む
）
と
は
異
な
り
、
自
ら
は
中
国
人
で
は
な
く
、
台
湾
人
で
あ
る

と
い
う
認
識
で
あ
る
。
約
二
〇
年
間
、
国
民
の
意
識
調
査
を
し
て
き
た
台
北
に
あ
る
政
治
大
学
選
挙
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
と
、
台
湾
人
で

あ
っ
て
、
中
国
人
で
は
な
い
と
答
え
る
人
は
、
一
九
九
二
年
に
は
一
七
・
六
％
で
あ
っ
た
の
が
、
二
〇
一
一
年
に
は
五
四
・
二
％
に
も
増
え

た
。
一
方
、
台
湾
人
で
は
な
く
、
中
国
人
で
あ
る
と
答
え
る
人
は
、
一
九
九
二
年
に
は
二
五
・
五
％
で
あ
っ
た
の
が
、
二
〇
一
一
年
に
は

四
・
一
％
に
ま
で
減
少
し
た
）
8
（

。
さ
ら
に
、
民
主
化
後
で
あ
る
一
九
九
三
年
か
ら
中
華
民
国
政
府
は
「
台
湾
」
名
義
で
国
連
に
対
す
る
加
盟
申

請
を
始
め
た
。
こ
の
申
請
は
国
連
で
却
下
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
中
国
で
あ
る
中
華
人
民
共
和
国
政
府
の
存
在
を
否
定
し
た
も
の
で

は
な
い
。
中
国
で
は
な
く
、
台
湾
と
し
て
国
連
に
加
盟
し
て
、
国
際
社
会
へ
の
参
加
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
華
民
国
政
府
の
実
効
支

配
領
域
で
あ
る
台
湾
で
は
、
明
ら
か
に
国
家
認
識
の
変
化
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
中
華
人
民
共
和
国
政
府
は
、
台
湾
が

中
国
で
な
い
と
い
う
主
張
を
認
め
た
こ
と
が
な
い
。
両
政
府
の
間
で
国
家
認
識
の
違
い
が
生
じ
始
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

大
韓
民
国
政
府
の
統
治
領
域
の
国
民
に
も
、
実
質
的
な
政
府
の
統
治
領
域
を
国
家
の
領
土
と
同
一
視
す
る
認
識
が
強
ま
っ
て
き
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
韓
民
国
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
と
異
な
る
統
治
領
域
を
持
っ
た
国
家
で
あ
る
と
の
認
識
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
大
韓
民
国
国
民
に
対
す
る
意
識
調
査
で
南
北
朝
鮮
の
統
一
を
望
ま
な
い
意
見
が
若
い
世
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
多
く
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
理
解
で
き
よ
う
）
9
（

。

一
方
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
の
統
治
領
域
の
国
民
で
は
南
北
朝
鮮
の
統
一
意
識
で
世
代
間
の
違
い
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い

と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
経
済
発
展
の
度
合
い
が
低
く
、
社
会
変
動
が
少
な
い
た
め
に
世
代
間
の
意
識
の
差
が
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
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れ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
北
朝
鮮
か
ら
の
亡
命
者
に
対
す
る
意
識
調
査
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
で
あ
ろ
う
と
二
〇
一
〇
年
で
あ
ろ
う
と
調

査
年
に
関
係
な
く
、
ま
た
調
査
団
体
に
か
か
わ
り
な
く
、
大
韓
民
国
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
々
よ
り
も
は
る
か
に
統
一
を
望
む
意
見
が
高
く
、

九
〇
％
を
超
え
て
い
る
）
10
（

。

た
だ
し
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
の
認
識
に
は
変
化
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
点
は
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
五
月
二
〇
日
に
南
側
か
ら

発
表
さ
れ
た
天
安
艦
事
件
の
報
告
書
を
め
ぐ
っ
て
、
同
日
に
発
表
さ
れ
た
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
国
防
委
員
会
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
の
声

明
に
「
我
が
主
権
が
行
使
さ
れ
る
領
海
、
領
空
、
領
土
」
と
い
う
文
章
が
含
ま
れ
て
い
た
）
11
（

。
こ
れ
は
本
来
で
あ
れ
ば
、
朝
鮮
半
島
全
体
を
示

す
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
声
明
で
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
の
統
治
領
域
を
意
味
し
て
い
る
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
も

国
家
に
対
す
る
認
識
に
変
化
が
現
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
）
12
（

。
し
か
し
、
現
在
の
所
、
上
記
の
よ
う
な
僅
か
な
変
化
し
か
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
国
際
社
会
で
は
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
北
東
ア
ジ
ア
の
国
家
形
成
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
済
発
展
が
可
能
に

な
り
、
そ
れ
に
伴
う
社
会
変
動
に
よ
っ
て
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
民
に
新
た
な
国
家
認
識
を
与
え
て
お
り
、
一
部
を
除
け
ば
、
今
な
お
そ
の
認

識
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
国
家
認
識
の
変
化
に
キ
リ
ス
ト
教
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
ら
れ
る

の
か
を
考
察
し
た
い
。

2
．
朝
鮮
半
島
問
題
と
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割

従
来
、
世
俗
化
や
政
教
分
離
を
前
提
と
す
る
近
代
的
な
国
家
で
は
宗
教
の
役
割
は
小
さ
い
と
さ
れ
て
き
た
）
13
（

。
し
か
し
、
一
九
七
九
年
の
イ

ラ
ン
革
命
以
降
、
国
家
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
に
つ
い
て
は
政
治
学
で
も
注
目
さ
れ
始
め
た
。
さ
ら
に
、
い
わ
ゆ
る
共
産
圏
に
お
け
る
政
権

が
崩
壊
し
た
一
九
九
〇
年
以
降
に
な
る
と
、
新
旧
の
諸
宗
教
が
復
活
・
展
開
し
、
宗
教
に
よ
る
対
立
が
表
面
化
す
る
こ
と
が
様
々
な
地
域
で
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頻
発
し
始
め
た
。
中
野
毅
は
こ
れ
を
「
宗
教
復
権
」
と
呼
び
、
そ
の
特
徴
を
①
原
理
主
義
（
聖
典
の
無
謬
性
と
社
会
に
対
す
る
宗
教
的
倫
理

の
支
配
）
②
神
秘
主
義
的
宗
教
運
動
（
神
秘
的
な
力
や
霊
性
を
強
調
す
る
）
③
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
結
合
と
整
理
し
て
い
る
）
14
（

。
こ
の
③
で

あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
の
結
合
は
、
国
家
形
成
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。

マ
ー
ク
・
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
が
結
合
す
る
要
因
を
従
来
の
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
失
望
に
あ

る
と
考
え
た
。
諸
帝
国
の
植
民
地
か
ら
生
ま
れ
た
新
興
諸
国
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
自
由
で
平
等
な
世
俗
的
な
国
家
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
よ
っ
て
近
代

国
家
を
形
成
し
て
い
き
、
人
々
も
そ
れ
に
期
待
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
後
に
そ
れ
は
世
俗
的
な
西
欧
に
よ
る
支
配
の
延
長
線
と
捉
え
ら

れ
、
人
々
は
世
俗
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
失
望
す
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
台
頭
し
て
き
た
の
が
宗
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
基
づ
く
宗

教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
る
）
15
（

。

も
と
も
と
他
の
思
想
や
哲
学
と
異
な
っ
て
、
偉
大
な
思
想
家
な
ど
が
存
在
し
な
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
哲
学
と
か
よ
り
も
、
宗
教
と
強

い
親
和
性
が
あ
る
こ
と
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
も
論
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
16
（

。
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ス
ミ
ス
は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
議
論

か
ら
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
含
む
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
宗
教
の
中
核
に
あ
る
の
は
崇
拝
と
信
仰
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
違
は
二
次
的
な
も
の
に
す

ぎ
ず
、
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
論
じ
て
い
る
）
17
（

。

で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
り
得
る
の
か
。
ス
ミ
ス
は
、
エ
リ
・
ケ
ド
ゥ
ー
リ
ー
な
ど
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
が
近
代
の
産
物
で
あ
る
と
見
な
す
モ
ダ
ニ
ス
ト
が
考
え
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
三
つ
の
モ
デ
ル
が
あ
る
と
提
唱

し
て
い
る
。

一
、「
世
俗
的
入
れ
替
え
説
」
…
…
現
代
社
会
で
は
、
世
俗
的
で
革
命
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
次
々
と
宗
教
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
る
。

宗
教
は
伝
統
的
社
会
の
基
本
的
な
構
成
要
素
で
あ
り
、
伝
統
的
社
会
の
他
の
特
徴
と
共
に
消
え
つ
つ
あ
る
も
の
で
、
近
代
化
に
特
有

の
要
素
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
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二
、「
新
伝
統
主
義
」
…
…
た
と
え
変
形
し
、
過
激
化
し
た
形
で
あ
っ
て
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
「
宗
教
」
へ
回
帰
す
る
。
宗
教
は
、
古

い
時
代
か
ら
近
代
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
多
年
継
続
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
盟
友
と
な
っ
て
、
そ
れ
を
助
け
る

可
能
性
の
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

三
、「
千
年
王
国
主
義
的
な
政
治
的
宗
教
」
…
…
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
伝
統
的
な
宗
教
に
対
立
し
な
が
ら
、
従
来
の
宗
教
の
特
徴
の
多

く
を
受
け
継
い
で
、
そ
れ
ら
に
不
穏
な
政
治
的
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
新
し
い
意
味
を
付
与
し
て
使
っ
て
い
る
）
18
（

。

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
、「
世
俗
的
入
れ
替
え
説
」
の
概
念
の
下
で
宗
教
政
策
を
行
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
日
成
は
、

一
九
七
一
年
一
二
月
二
七
日
に
宗
教
に
つ
い
て
「
我
々
が
志
向
す
る
共
産
主
義
は
科
学
的
な
共
産
主
義
で
す
…
…
昔
の
人
々
は
、
こ
の
世
間

に
は
搾
取
と
圧
迫
、
妬
み
や
嫉
妬
、
貧
し
さ
と
悲
し
み
だ
け
あ
る
と
思
い
、
そ
の
よ
う
な
社
会
悪
を
な
く
し
、
こ
の
地
の
上
に
皆
が
幸
せ
に

暮
ら
せ
る
社
会
を
建
設
で
き
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら
は
死
ん
で
《
天
国
》
や
《
極
楽
世
界
》
に
行
け
ば
楽
に
な
れ

る
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
の
教
理
に
耳
を
傾
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
《
天
国
》
や
《
極
楽
世
界
》
は
ど
こ

に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
現
代
科
学
技
術
は
《
天
国
》
や
《
極
楽
世
界
》
が
な
い
こ
と
を
現
実
的
に
証
明
し
ま
し
た
」
と
宗
教
を
過
去
の
も
の
と

す
る
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
）
19
（

。
こ
れ
は
金
日
成
が
、
宗
教
を
伝
統
的
社
会
の
特
徴
で
あ
り
、
世
俗
的
で
革
命
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
場
合
に
お
け
る
世
俗
的
で
革
命
的

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
共
産
主
義
思
想
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
は
社
会
主
義
憲
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
主
体
思
想
が
そ
れ
に
該
当
す

る
。そ

の
た
め
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
が
国
家
形
成
で
推
進
し
て
き
た
世
俗
的
で
革
命
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
人
々
が

失
望
す
れ
ば
、
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
が
論
じ
る
よ
う
に
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
て
既
存
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
取
っ
て
代
わ

る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
、
共
産
主
義
思
想
に
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キ
リ
ス
ト
教
が
取
っ
て
代
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
金
日
成
は
共
産
主
義
思
想
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
認
識
が
端

的
に
現
れ
る
の
が
、
金
日
成
が
南
北
朝
鮮
の
関
係
を
「
キ
リ
ス
ト
教
対
共
産
主
義
思
想
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
南
側
で

は
、
南
北
朝
鮮
の
対
立
は
、「
資
本
主
義
対
社
会
主
義
」
や
「
民
主
主
義
対
全
体
主
義
」
の
構
図
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
南
側

と
北
側
の
認
識
の
違
い
が
現
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
北
側
の
文
献
に
残
さ
れ
て
い
る
。
北
側
の
文
献
に
よ
る
と
、
一
九
七
二
年
に
韓
国
中
央
情

報
部
部
長
で
あ
っ
た
李イ
・
フ
ラ
ク

厚
洛
を
代
表
と
す
る
南
側
代
表
団
が
平
壌
を
訪
問
し
た
時
、
北
側
は
社
会
主
義
で
あ
っ
て
南
側
は
資
本
主
義
で
あ
る

と
南
側
代
表
が
発
言
し
た
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
、
金
日
成
は
「
北
半
部
人
た
ち
が
共
産
主
義
思
想
を
信
奉
し
よ
う
が
、
マ
ル
ク
ス
・
レ
ー

ニ
ン
主
義
を
信
奉
し
よ
う
が
、
ま
た
南
朝
鮮
人
た
ち
が
〈
イ
エ
ス
〉
を
信
じ
よ
う
が
、〈
神
様
〉
を
信
じ
よ
う
が
」
統
一
を
実
現
し
よ
う
と

発
言
し
た
と
い
う
）
20
（

。
南
側
で
は
南
北
朝
鮮
の
対
立
を
「
資
本
主
義
対
社
会
主
義
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
、
金
日
成
は
「
資
本
主
義
対
社

会
主
義
」
だ
け
で
な
く
、「
キ
リ
ス
ト
教
対
共
産
主
義
思
想
」
の
構
図
で
も
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

加
え
て
、
金
日
成
は
、
思
想
と
宗
教
を
あ
ま
り
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
六
〇
年
八
月
一
四
日
に
金
日
成
は
「（
南
朝

鮮
で
は
）
特
に
共
産
主
義
思
想
は
ず
っ
と
苛
酷
な
弾
圧
を
受
け
て
い
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
の
が
自
由
な
ら
ど
う
し
て
共
産
主
義
思
想

を
選
択
す
る
こ
と
は
自
由
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
？　

共
産
主
義
思
想
は
最
も
科
学
的
な
思
想
で
、
最
も
進
歩
的
な
思
想
で
す
」
と
語
っ
て

い
る
）
21
（

。
金
日
成
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
宗
教
で
あ
っ
て
も
、
思
想
で
あ
る
共
産
主
義
思
想
に
対
抗
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
認
識

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
も
、「
キ
リ
ス
ト
教
対
共
産
主
義
思
想
」
の
構
図
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
の
国
家
形
成
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
重
要
な
問

題
で
も
あ
る
。
金
日
成
は
、
解
放
直
後
で
あ
る
一
九
四
七
年
一
月
一
一
日
に
は
「
我
ら
働
き
手
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
と
農
民
た
ち

に
、
誰
が
土
地
を
与
え
て
や
っ
た
の
か
を
は
っ
き
り
分
か
ら
せ
て
や
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
牧
師
た
ち
が
い
く
ら 《
神
様
》
を
求
め
て
も 

《
神
様
》
は
畑
の
一
畝
も
く
れ
た
こ
と
は
な
い
し
、
た
だ
人
民
政
権
だ
け
が
土
地
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、
現
実
的
な
幸
せ
は
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人
民
委
員
会
〔
訳
注
―
当
時
の
政
府
機
関
〕
を
信
じ
て
、
奉
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
実
際
的
な
事
実
を
も
っ
て
、
キ
リ
ス

ト
者
た
ち
と
農
民
た
ち
の
目
を
よ
く
覚
ま
し
て
や
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
語
っ
て
い
た
）
22
（

。
従
っ
て
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
、

共
産
主
義
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
く
こ
と
で
国
家
形
成
を
進
め
て
き
た
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
の
た
め
、
建
国
当
時
か
ら
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府
に
と
っ
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
減
っ
て
、
共
産
主
義
者
が
増
え
る
こ
と

が
望
ま
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
に
、
北
側
で
キ
リ
ス
ト
者
が
激
減
し
た
の
は
、
北
側
の
主
張
に
よ
る
と
朝
鮮
戦
争
の
時
期
で
あ
る
。

金
日
成
も
、
一
九
六
四
年
一
二
月
八
日
に
「
我
が
国
で
は
宗
教
人
達
も
全
て
改
造
さ
れ
ま
し
た
。
他
の
国
か
ら
指
導
者
達
が
我
々
に
朝
鮮
で

宗
教
問
題
を
ど
う
や
っ
て
解
決
し
た
の
か
聞
い
て
く
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
は
解
放
さ
れ
て
か
ら
我
が
国
で
も
宗
教
問
題
を
解
決
す
る
こ
と

大
変
困
難
な
問
題
の
一
つ
で
し
た
。
そ
の
時
、
宗
教
が
新
し
く
育
っ
て
く
る
世
代
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
た
が
、
か
と
い
っ
て
宗
教
を
強

圧
的
な
方
法
で
な
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
祖
国
解
放
戦
争
〔
訳
注
―
朝
鮮
戦
争
〕
過
程
で
我
が
国
で
は
宗
教
が
す
べ

て
な
く
な
り
ま
し
た
。
戦
争
時
期
に
米
帝
国
主
義
者
達
が
礼
拝
堂
な
ど
を
爆
撃
し
、
粉
々
に
し
て
し
ま
い
、
宗
教
人
達
は
米
帝
侵
略
軍
の
奴

ら
の
蛮
行
を
見
て
、
自
ら
改
造
さ
れ
ま
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
）
23
（

。
後
に
金
日
成
の
後
継
者
と
な
る
金
正
日
も
、
一
九
六
六
年
一
二
月
二
七
日

に
芸
術
映
画
で
あ
る
「
崔
鶴
新
一
家
」
の
作
成
に
際
し
て
、「
宗
教
問
題
は
祖
国
解
放
戦
争
期
に
解
決
さ
れ
ま
し
た
」
と
語
っ
た
こ
と
が
あ

る
）
24
（

。
少
な
く
と
も
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
、
朝
鮮
戦
争
が
終
わ
っ
た
頃
に
は
、
す
で
に
共
産
主
義
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
に
取
っ
て

代
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

従
っ
て
、
共
産
主
義
思
想
が
キ
リ
ス
ト
教
に
代
わ
っ
て
世
俗
的
で
革
命
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
国
家
形
成
を
推
進
し
て
き
た
朝

鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
、
共
産
主
義
思
想
に
対
す
る
失
望
が
広
ま
れ
ば
、
排
除
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
が
台
頭
し
て
宗
教
的
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
を
形
成
す
る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
そ
の
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
南
北
朝
鮮
の
国
民
の
間
で
共
通

の
国
家
認
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
統
一
の
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
徐
々
に
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
寛
容
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
も
と
も
と
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
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は
、
建
国
以
来
、
憲
法
で
信
仰
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
規
定
し
て
き
た
。
実
際
に
は
朝
鮮
戦
争
か
ら
長
い
間
、
教
会
は
建
て
ら
れ

な
か
っ
た
が
、
一
九
八
八
年
か
ら
再
建
さ
れ
始
め
、
現
在
で
は
二
つ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
、
一
つ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
一
つ
の
ロ
シ

ア
正
教
会
が
平
壌
に
建
設
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
政
府
や
指
導
層
を
支
持
す
る
こ
と
で
許
さ
れ
て
い
る
範
囲
で
し
か
な
い
キ
リ
ス
ト
教

で
あ
る
が
、
以
前
に
比
べ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
寛
容
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
宗
教
人
が
か
な
り
少
な
く
な
っ

た
た
め
問
題
に
な
ら
な
い
と
認
識
し
て
い
る
の
も
一
因
で
あ
ろ
う
。
金
正
日
は
、
先
述
の
「
崔
鶴
新
一
家
」
の
作
成
に
際
し
て
、「
キ
リ
ス

ト
教
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
れ
は
我
が
国
に
一
九
世
紀
後
半
期
に
米
国
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
急
速
に
広
が
り
ま
し
た
。
戦
争
前
に
そ
の
信

者
が
北
半
部
に
も
数
多
く
い
た
が
、
戦
争
時
期
に
米
帝
侵
略
者
た
ち
の
野
獣
的
爆
撃
で
礼
拝
堂
が
す
べ
て
破
壊
さ
れ
、
米
帝
の
殺
人
蛮
行
に

よ
っ
て
多
く
の
信
者
た
ち
が
犠
牲
に
な
り
、
生
き
残
っ
た
信
者
た
ち
も
大
同
郡
の
そ
の
牧
師
の
よ
う
に
目
を
覚
ま
し
、
イ
エ
ス
を
信
じ
な
く

な
り
ま
し
た
。
今
、
共
和
国
北
半
部
に
は
宗
教
を
信
じ
て
い
る
人
が
い
く
ら
に
も
な
ら
な
い
上
に
、
信
仰
の
自
由
が
法
的
に
完
全
に
保
障
さ

れ
て
い
る
た
め
宗
教
問
題
で
少
し
も
問
題
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
っ
た
）
25
（

。

た
だ
し
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
は
西
洋
（
米
国
）
の
宗
教
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
金
日

成
は
、
晩
年
で
あ
る
一
九
九
三
年
に
「
私
は
解
放
の
後
に
も
宗
教
人
た
ち
を
抱
き
こ
ん
で
彼
ら
が
新
し
い
祖
国
建
設
に
積
極
的
に
参
加
す

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
そ
の
時
宗
教
人
た
ち
と
の
事
業
で
重
要
な
問
題
は
、
彼
ら
の
頭
の
中
に
残
っ
て
い
る
米
国
崇
拝
と
事
大
主
義
を
根
絶

や
し
に
し
て
、
民
族
自
主
意
識
を
植
え
付
け
る
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
で
私
は
、
康カ
ン
・
リ
ャ
ン
ウ
ク

良
煜
牧
師
を
は
じ
め
と
す
る
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
に
会
っ

て
は 《
神
様
》
を
信
じ
て
も
西
洋
の
《
神
様
》
を
信
じ
ず
に
朝
鮮
の 《
神
様
》
を
信
じ
な
さ
い
と
語
り
、
仏
教
人
た
ち
に
会
っ
て
は
朝
鮮
の

《
釈
迦
》
を
信
じ
な
さ
い
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
今
も
宗
教
人
た
ち
に
会
え
ば
い
つ
も
そ
の
よ
う
に
言
っ
て
や
り
ま
す
」
と
語
っ
た
）
26
（

。
そ
の

た
め
、
現
在
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
は
反
民
族
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
キ
リ
ス
ト
教
を

基
盤
と
し
た
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
に
は
一
定
の
障
害
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
反
民
族
的
で
は
な
い
と
北
側
に
印
象
づ
け
る
た
め
に
南
北
交
流
で
南
側
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
活
躍
す
る
こ
と
が
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重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
南
北
交
流
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む
宗
教
人
の
訪
朝
は
す
で
に
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
一
九
八
九
年
六

月
か
ら
始
ま
っ
た
南
側
の
宗
教
人
の
訪
朝
は
二
〇
〇
二
年
一
二
月
ま
で
で
三
九
七
名
に
な
る
）
27
（

。
そ
れ
は
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
政
府

も
、
南
北
交
流
や
経
済
協
力
の
た
め
に
宗
教
も
活
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
に
一
因
が
あ
る
。
金
日
成
も
、
宗
教
に
関
心
が
な
く
て

も
、
南
北
交
流
の
た
め
に
宗
教
を
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
て
い
た
。
晩
年
で
あ
る
一
九
九
三
年
一
〇
月
二
〇
日
に
金
日
成
は
以
下
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

我
々
が
壇
君
（
朝
鮮
神
話
で
の
祖
神
）
の
陵
を
改
建
す
る
こ
と
は
祭
祀
を
執
り
行
な
う
た
め
で
は
な
く
、
我
が
人
民
達
に
平

壌
に
石
墓
形
式
に
な
っ
た
古
朝
鮮
建
国
始
祖
の
墓
が
あ
る
こ
と
を
見
せ
て
あ
げ
る
た
め
で
壇
君
陵
に
祭
壇
は
建
設
し
な
く
て
も

良
い
で
す
。
し
か
し
南
朝
鮮
人
達
や
海
外
同
胞
た
ち
が
壇
君
陵
を
見
に
来
て
祭
祀
を
執
り
行
な
う
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
の
で

祭
石
は
作
っ
て
お
い
た
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。
今
、
南
朝
鮮
に
檀
君
を
崇
拜
す
る
大
倧
教
人
（
檀
君
を
信
仰
す
る
教
団
）
が
何

十
万
人
も
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
彼
ら
が
壇
君
陵
を
見
に
来
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
南
北
往
来
が
実
現
す
れ
ば
、

大
倧
教
人
た
ち
が
中
東
の
国
々
で
キ
リ
ス
ト
者
達
と
ム
ス
リ
ム
達
が
エ
ル
サ
レ
ム
と
メ
ッ
カ
に
毎
年
巡
礼
す
る
よ
う
に
壇
君
陵

を
訪
ね
て
来
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今
、
エ
ル
サ
レ
ム
を
クマ

マ

ド
ゥ
ス
〔
訳
注
―
ア
ル
＝

ク
ド
ゥ
ス
（
ア
ラ
ビ
ア
語
）〕
と
も
呼

ぶ
が
、
キ
リ
ス
ト
者
た
ち
は
エ
ル
サ
レ
ム
を
イ
エ
ス
が
生
ま
れ
、
十
字
架
で
釘
を
打
た
れ
て
死
ん
だ
聖
地
と
し
て
お
り
、
イ
エ

ス
の
出
生
年
度
を
基
準
に
し
て
西
暦
を
使
っ
て
い
ま
す
。
南
朝
鮮
に
い
る
大
倧
教
人
達
は
檀
君
が
出
生
し
た
年
度
を
基
準
に
し

て
檀
紀
を
使
っ
て
い
ま
す
。
今
年
を
檀
紀
四
三
二
六
年
だ
と
言
う
が
、
こ
の
度
、
檀
君
の
遺
骨
を
掘
り
出
し
て
算
出
し
た
よ
り

も
年
代
が
短
い
で
す
。
今
年
を
檀
紀
四
三
二
六
年
と
い
う
が
、
確
か
な
証
拠
は
な
い
で
す
。
私
た
ち
が
壇
君
陵
を
し
っ
か
り
建

て
て
お
け
ば
大
倧
教
人
た
ち
が
平
壌
へ
来
て
壇
君
陵
を
見
て
喜
ぶ
で
し
ょ
う
）
28
（

。
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金
日
成
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
南
北
交
流
を
語
っ
た
の
で
は
な
い
が
、
晩
年
に
は
宗
教
に
関
す
る
南
北
交
流
に
つ
い
て
は
柔
軟
な
態
度

は
見
せ
始
め
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
も
、
こ
の
時
に
は
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
の
交
流
は
始
ま
っ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
南
北
交
流
を
通

じ
て
、
徐
々
に
北
側
へ
の
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
北
側
で
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
た

宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
可
能
性
を
模
索
し
な
が
ら
、
統
一
の
た
め
に
南
北
交
流
で
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
南
側
の
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

結
語

北
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
家
形
成
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
地
域
の
平
和
を
不
安
定
に
さ
せ
る
重
要
な
要
因
の
一
つ
で
あ
る
。
し

か
し
、
国
家
形
成
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
投
資
を
呼
び
込
み
、
北

東
ア
ジ
ア
の
経
済
発
展
を
も
た
ら
す
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
経
済
発
展
に
伴
う
社
会
変
動
は
、
人
々
の
国
家

に
対
す
る
認
識
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
今
で
も
大
韓
民
国
や
中
華
民
国
の
国
民
に
お
け
る
国
家
認
識
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
え
る
。
朝

鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
大
き
な
国
家
認
識
の
変
化
は
確
認
で
き
な
い
が
、
将
来
に
経
済
発
展
な
ど
に
よ
っ
て
大
き

な
社
会
変
動
を
経
験
す
れ
ば
、
国
家
認
識
も
変
化
し
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
。

現
在
、
国
際
社
会
で
は
、
世
俗
的
で
革
命
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
代
わ
っ
て
、
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
て
い
る
。
朝
鮮
民

主
主
義
人
民
共
和
国
で
も
、
も
し
既
存
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
し
て
国
家
を
形
成
し
て
き
た
共
産
主
義
思
想
に
対
す
る
失
望
が
広
が
れ
ば
、

排
除
さ
れ
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
南
北
朝
鮮
の
対
立
軸
の

一
つ
と
し
て
金
日
成
が
認
識
し
て
い
た
「
キ
リ
ス
ト
教
対
共
産
主
義
思
想
」
が
解
消
さ
れ
、
統
一
に
向
け
て
南
北
朝
鮮
の
国
民
の
意
識
が
近
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づ
き
、
統
一
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
は
キ
リ
ス
ト
教
は
反
民
族
的
と
理
解
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
基

盤
と
し
た
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
に
は
障
害
と
な
り
う
る
。
そ
の
た
め
、
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
含
む
宗

教
人
の
南
北
交
流
で
役
割
を
果
た
し
、
反
民
族
的
で
は
な
い
と
の
印
象
を
北
側
に
与
え
て
い
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
と
し
た
宗
教
的
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
す
る
可
能
性
を
模
索
す
る
こ
と
が
、
南
側
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
も
し
、
朝

鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
で
宗
教
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
台
頭
し
て
、
朝
鮮
半
島
が
統
一
さ
れ
て
国
家
形
成
が
完
成
す
れ
ば
、
そ
れ
は
北
東

ア
ジ
ア
の
平
和
に
も
寄
与
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
注

（
1
） 

本
稿
は
、
二
〇
一
〇
年
九
月
一
三
日
か
ら
一
四
日
に
か
け
て
韓
国
の
長
老
会
神
学
大
学
で
開
催
さ
れ
た
「
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
の
た
め
の
キ
リ

ス
ト
教
の
役
割
（T
he R

ole of C
hristianity for Peace of N

ortheast A
sia

）」
で
発
表
し
た
報
告
文
を
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
） 

G
・
イ
ェ
リ
ネ
ク
著
、
芦
辺
信
喜
、
小
林
孝
輔
、
和
田
英
夫
訳
者
代
表
『
イ
ェ
リ
ネ
ク
・
一
般
国
家
学
』
第
二
版
四
刷
（
学
陽
書
房
、
一
九
八
五

年
）
三
二
三
―
三
五
四
頁
。

（
3
） 

ア
ン
ト
ニ
ー
・
D
・
ス
ミ
ス
著
、
一
條
都
子
訳
『
選
ば
れ
た
民
――
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
宗
教
、
歴
史
』（
青
木
書
店
、

二
〇
〇
七
年
）
一
六
九
頁
。

（
4
） 

中
華
民
国
側
で
は
モ
ン
ゴ
ル
共
和
国
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
モ
ン
ゴ
ル
共
和
国
政
府
の
実
効
支
配
領
域
も
領
土
に
な
っ
て
い
る
。

（
5
） 『
東
亜
日
報
』
一
九
七
三
年
六
月
二
三
日
。
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（
6
） 

金
日
成
「
平
壌
市
群
衆
大
会
で
行
っ
た
金
日
成
同
志
の
演
説
」『
労
働
新
聞
』
一
九
七
三
年
六
月
二
四
日
。

（
7
） 
日
本
で
は
、
他
の
北
東
ア
ジ
ア
諸
国
で
国
家
形
成
が
未
完
成
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
機
会
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
れ
が
如
実
に
表
れ
る
の
が“Six 

Party Talks ” 

の
訳
語
で
あ
る
。
日
本
の
朝
鮮
半
島
研
究
者
で
す
ら
、“Six Party Talks ” 

の
訳
語
と
し
て
「
六
カ
国
協
議
（Six C

ountries 

Talks
）」
と
い
う
単
語
を
使
う
人
が
い
る
。
し
か
し
、“Six Party Talks ” 

は
六
つ
の
国
家
に
よ
る
協
議
で
は
な
く
、
六
つ
の
政
府
に
よ
る
会
談

で
あ
る
。
さ
す
が
に
、
日
本
外
務
省
で
は
、“Six Party Talks ” 

の
訳
語
は
「
六
者
会
合
」
で
あ
り
、
英
語
に
近
い
訳
と
な
っ
て
い
る
が
、
日
本

の
一
般
社
会
で
は
「
六
カ
国
協
議
」
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

（
8
） 「
台
湾
民
衆　

台
湾
人
／
中
国
人
認
同
趨
勢
分
布
（
一
九
九
二
〜
二
〇
一
一
・
〇
六
）」『
選
挙
研
究
中
心
重
要
政
治
態
度
分
布
趨
勢
図
』http:// 

esc.nccu.edu.tw
/m

odules/tinyd2/content/Taiw
anC

hineseID
.htm

（
二
〇
一
一
年
八
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
）

（
9
） 

金
哉
翰
「
世
代
間
政
治
的
葛
藤
の
理
解
（
세
대
간 

정
치
적 

갈
등
의 

이
해
）」『
韓
国
社
会
の
新
し
い
葛
藤
構
造
と
国
民
統
合
――
社
会
葛
藤
と

政
治
統
合
――
（
한
국
사
회
의 
새
로
운 

갈
등
구
조
와 

국
민
통
합
―
사
회
갈
등
과 

정
치
통
합
―
）』
一
〇
一
頁
（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
二
〇
日
）

http://kw
di.re.kr/data/w

osem
inar/%B

B
%E

7%C
8%B

8%B
0%A

5%B
5%E

E
%B

0%FA
_%C

1%A
4%C

4%A
1%C

5%E
B

%C
7%D

5.pdf

（
二
〇
一
一

年
七
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
）

（
10
） 

た
と
え
ば
、
二
〇
〇
〇
年
に
実
施
さ
れ
た
仏
教
系
の
社
団
法
人
で
あ
る
「
良
き
友
達
﹇
좋
은
벗
들
﹈」の
意
識
調
査
で
は
、
韓
国
人
の
八
三
・
四
％
、

北
朝
鮮
亡
命
者
の
九
八
・
九
％
が
統
一
を
望
ん
だ
（「
良
き
友
達
南
北
韓
住
民
統
一
意
識
設
問
調
査
結
果
﹇
좋
은
벗
들 

남
북
한
주
민 

통
일
의
식 

설
문
조
사 

결
과
﹈」『
仏
教
フ
ォ
ー
カ
ス
﹇
불
교
포
코
스
﹈』﹇
二
〇
〇
〇
年
五
月
三
一
日
﹈http://buddhapia.com

/m
em

/hyundae/auto/

new
spaper/273/n-14.htm

〔
二
〇
一
一
年
八
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
〕）。
二
〇
一
〇
年
に
行
わ
れ
た
国
会
外
交
通
商
統
一
委
員
会
の
キ
ム
・
ヨ

ン
ウ
議
員
に
よ
る
調
査
に
よ
る
と
、
韓
国
人
の
七
七
・
七
％
、
北
朝
鮮
亡
命
者
の
九
一
％
が
統
一
を
望
ん
だ
（｢

報
道
資
料｣

﹇
二
〇
一
〇
年

一
〇
月
二
二
日
﹈http://w

w
w

.yw
kim

.co.kr/sw
board/dow

nload.php?no=3491

〔
二
〇
一
一
年
八
月
二
〇
日
ア
ク
セ
ス
〕）

（
11
） 「
二
〇
日
に
発
表
さ
れ
た
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
国
防
委
員
会
代
弁
人
声
明
（
20
일 

발
표
된 

조
선
민
주
주
의
인
민
공
화
국 

국
방
위
원
회 

대

변
인
성
명
）」『
労
働
新
聞
』
二
〇
一
〇
年
五
月
二
一
日
。

（
12
） 

ち
な
み
に
五
月
二
四
日
に
発
表
さ
れ
た
李
明
博
大
統
領
の
「
対
国
民
談
話
文
」
で
も
大
韓
民
国
政
府
の
管
轄
地
域
と
し
て
「
我
ら
の
領
海
、
領

空
、
領
土
（
우
리
의 

영
해
、
영
공
、
영
토
）」
と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
た
。
李
明
博
「
対
国
民
談
話
文
」
二
〇
一
〇
年
五
月
二
四
日
『
青
瓦

台
大
統
領
動
静
、
大
統
領
演
説
』 http://w

w
w

.president.go.kr

（
二
〇
一
一
年
八
月
六
日
ア
ク
セ
ス
）。
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（
13
） 

小
杉
泰
「
現
代
の
宗
教
復
興
と
国
際
政
治
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編
『
宗
教
と
国
際
政
治
』（
日
本
国
際
政
治
学
会
、
一
九
九
九
年
）
一
頁
。

（
14
） 
中
野
毅
「
宗
教
・
民
族
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
――
読
み
解
く
た
め
の
基
礎
と
問
題
の
所
在
――
」
中
野
毅
、
飯
田
剛
史
、
山
中
弘
『
宗
教
と
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七
年
）
五
頁
。

（
15
） 

M
・
K
・
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
著
、
阿
部
美
哉
訳
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
世
俗
性
と
宗
教
性
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
）
二
三
―

三
九
頁
。

（
16
） 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
、
白
石
隆
、
白
石
さ
や
訳
『
想
像
の
共
同
体
――
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
』（
リ
ブ
ロ
ポ
ー
ト
、

一
九
八
七
年
）
二
四
―
二
五
頁
。

（
17
） 

ス
ミ
ス
、
前
掲
、
三
五
頁
。

（
18
） 

同
上
、
一
五―

一
六
頁
。

（
19
） 

金
日
成
「
教
育
事
業
で
社
会
主
義
教
育
学
の
原
理
を
徹
底
的
に
具
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
――
全
国
教
員
大
会
で
行
っ
た
演
説
（
혁
명
교
양
、
계

급
교
양
에 

이
바
지
할 

혁
명
적
영
화
를 

더 

많
이 

만
들
자 

조
선
로
동
당 

중
앙
위
원
회 

정
치
워
윈
회 

확
대
회
의
에
서 

한 

연
설
）
一
九
七
一
年

一
二
月
二
七
日
」『
金
日
成
全
集
』
第
四
八
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
働
党
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
七
八
頁
。

（
20
） 

金
日
成
「〈
二
つ
の
朝
鮮
〉
操
作
策
動
を
叩
き
潰
し
、
祖
国
を
統
一
す
る
た
め
の
闘
争
を
さ
ら
に
力
強
く
進
め
よ
う
――
総
連
従
事
者
代
表
団
と

行
っ
た
談
話
（〈
두
개 

조
선
〉
조
작
책
동
을 

짓
부
시
고 

조
국
을 

통
일
하
기 

위
한 

투
쟁
을 

더
욱 

힘
있
게 

벌
리
자 

총
련
일
군
대
표
단
과 

한 

담

화
）
一
九
七
七
年
一
二
月
二
二
日
」『
金
日
成
全
集
』
第
六
五
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
動
党
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
四
八
九
―
四
九
〇
頁
。

（
21
） 

金
日
成
「
朝
鮮
人
民
の
民
族
的
節
日
八
・
一
五
解
放
一
五
周
年
慶
祝
大
会
で
行
っ
た
報
告
（
조
선
인
민
의 

민
족
적
명
절 

8
・
15
해
방 

15
돐
경
축

대
회
에
서 

한 

보
고
）
一
九
六
〇
年
八
月
一
四
日
」『
金
日
成
著
作
集
』
第
一
四
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
動
党
出
版
社
、
一
九
八
一
年
）
二
三
六
頁
。

（
22
） 

金
日
成
「
面
、
里
（
洞
）、
人
民
委
員
会
委
員
選
挙
を
成
果
的
に
保
障
す
る
た
め
に
――
北
朝
鮮
民
主
主
義
民
族
統
一
戦
線
中
央
委
員
会
第
九
次

会
議
で
行
っ
た
結
論
（
면
、
리
（
동
）
인
민
위
원
회 

위
원
선
거
를 

성
과
적
으
로 

보
장
하
기 

위
하
여 

북
조
선
민
주
주
의
민
족
통
일 

전
선 

중
앙

위
원
회 

제
9
차
회
의
에
서 

한 

결
론
）
一
九
四
七
年
一
月
一
一
日
」『
金
日
成
著
作
集
』
第
三
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
動
党
出
版
社
、
一
九
七
九
年
）

一
五
―
一
六
頁
。

（
23
） 

金
日
成
「
革
命
教
養
、
階
級
教
養
に
従
事
す
る
革
命
的
映
画
を
さ
ら
に
多
く
作
ろ
う
――
朝
鮮
労
働
党
中
央
委
員
会
政
治
委
員
会
拡
大
会
議
で

行
っ
た
演
説
（
교
육
사
업
에
서 

사
회
주
의
교
육
학
의 

원
리
를 

철
처
히 

구
현
할
데 

대
하
여 
전
국
교
원
대
회
에
서 

한 

연
설
）
一
九
六
四
年
一
二
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月
八
日
」『
金
日
成
全
集
』
第
三
三
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
働
党
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
二
一
―
四
二
二
頁
。

（
24
） 
金
正
日
「
芸
術
映
画
《
崔
鶴
新
一
家
》
を
反
米
教
養
に
貢
献
す
る
名
作
で
完
成
す
る
こ
と
に
つ
い
て
――
文
学
芸
術
部
門
従
事
者
及
び
創
作
家
ら

と
行
っ
た
談
話
（
예
술
영
화
《
최
학
신
의 

일
가
》
를 

반
미 

교
양
에 

이
바
지
하
는 

명
작
으
로 

와
성
할
데 

대
하
여 

문
학
예
술
부
문 

일
군 

및 

창

작
가
들
과 

한 

담
화
）
一
九
六
六
年
一
二
月
二
七
日
」『
金
正
日
選
集
』
第
一
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
動
党
出
版
社
、
一
九
九
二
年
）
一
八
一
頁
。

（
25
） 

同
上
。

（
26
） 

金
日
成
「
在
米
朝
鮮
人
た
ち
が
団
合
し
て
祖
国
統
一
運
動
を
力
強
く
推
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
――
在
米
朝
鮮
人
た
ち
と
行
っ
た
談
話
（
재
미
교

포
들
이 

단
합
하
여 
조
국
통
일 

운
동
을 

힘
있
게 

벌
릴
데 

대
하
여 

재
미
교
포
들
과 

한 

담
화
）
一
九
九
三
年
三
月
一
一
日
」『
金
日
成
著
作
集
』

四
四
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
動
党
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）
一
三
四
頁
。

（
27
） 「
団
体
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
事
業
、
個
教
会
は
宣
教
資
源
動
員
を
――
九
八
年
以
降
北
韓
訪
問
毎
年
増
加
（
단
체
는 

프
로
젝
트 

사
업
、
개
교
회
는 

선
교
자
원 

동
원
을 

98
년 

이
후 
북
한 

방
문 

해
마
다 

증
가
）」『
教
会
連
合
新
聞
（
교
회
연
합
신
문
）』http://w

w
w

.ecum
enicalpress.co.kr/ 

article.htm
l?no=39602

（
二
〇
一
一
年
八
月
二
八
日
ア
ク
セ
ス
）。

（
28
） 

金
日
成
「
壇
君
陵
改
建
の
方
針
に
つ
い
て
――
壇
君
陵
改
建
部
門
従
事
者
協
議
会
で
行
っ
た
演
説
（
단
군
릉
개
건
방
향
에 

대
하
여 

단
군
릉
개

건
관
계
부
문 

일
군
협
의
회
에
서 

한 

연
설
）
一
九
九
三
年
一
〇
月
二
〇
日
」『
金
日
成
著
作
集
』
第
四
四
巻
（
平
壌
、
朝
鮮
労
動
党
出
版
社
、

一
九
九
六
年
）
二
六
七
―
二
六
八
頁
。
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