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ソ
述
そ
し
て
グz
ト
ナム

とい
う
大
小の
「
務
格

主
義」
反
対

を
唱え
て
き
た
中
国は、
去
る二
月
十

七
日 、
対
グェ
ト
ナ
ム
「
制
裁」

とい
う
その
富
来

ど
お

り 、
つ

い
に
人
民
解
放
軍

を
グェ
ト
ナム
領
内

に
大
量
侵
攻
さ
せ
た 。

こ
うし
て、
急

を
告
げつ
つ

あっ
た
イ
ン
ド

シ
ナ
情
勢は一
挙に
新し

い
深
刻
な

段
階へ

と
突
入し、
ソ
速の
対
グェ
ト
ナム
徹
底
支

援体
制の
強
化

と
と

もに、
最
悪の
場
合に
は、
巾・

国
周辺

に
お

け
る
本
格的
な
中ソ
戦
争に
さ
え
発岡山

コ

朝

鮮

半

島

議ケ

し
か
ね
ない
雲
行
き
で
あ
る。

も
と

よ
り 、
申・
図の
対
越
侵
攻
作
戦に
は、
地
政

学
的に
見て
も 、

軍事
的
に
見て
も 、
ま
た
中ソ
戦

争の
脅
威

とい
う
右の
点
か
ら
し
て
も 、

おの
ず

と

限
界
が
あ
ろ
うし、
国
際
世
治

とい
う
点
か
ら
し
で

も
中
国は
み
ず
か
ら

の
行
動の
結
果に
か
えっ
て
拘

束
さ
れ
る

こ
と
に

な
る
よ
うに
も
恩
わ
れ
る 。

こ
うし
た
ア
ジ
ア

の
激
動の
な
か
で、
も
う一
方

の
焦
点
が
朝
鮮
半
島で
あ
る
こ

と
は

い
うま
で
も
な

い。
その
朝
鮮
半・劫と
イ
ン
ド

シ
ナ
半
島は、
中
閣

を
中心

と
する
文
明

と
国
際
政
治の
サ
プ・
シ
ス
テ

（ 中 主』 I!
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ム
で
あ
り 、
ま
た
中
国

とい
う
中心

に
たい
し
て
相

互
に
対
林

を
有
する
周
辺
地
続
で
もゐ
る 。
そ
れ
は

同
時に、
中
国

を
中心

と
し
た一
種

の
両
天
秤の
よ

う
な
存
在で
もあっ
て、
歴
史

的に
凡て
もほ
ぼ一

方が
動
乱の
時
期に
は
他
方は
相
対

的に
安
定し
て

い
た

とい
う
経
総

を
た
どっ
て

い
る

とい
え
よ
う 。

こ
の

よ
う
な
歴
史上 、
地
政
学
上

の
宿
命

的
構図

に
照せ
ば 、
イ
ン
ド

シ
ナ
半
島の
今
日の
よ
う
な
激

動
がつ
づ
く

状
況に

おい
て
は、
朝
鮮
半
島
は
反

面 、
相
対

的
安
定
期に
あ
る

とい
え
るの
か
もし
れ

ない。
その
よ
う
な
矢
先 、
去
る二
月
十
七
日

に
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げ』棄
を
持
ち 、
その

こ
と
が一
つ

の
カに
なっ
て

い
る

とい
うこ

と
は、
総め
な
け
れ
ばい
か
ん 。
だ
け
れ

ど
も 、
国
連の
カ
が 、

い
か

に
も
弱い
ん
だ
な 。
だ

ん
だ
ん
ダ
クン
し
て
きて

い
る 。
ど
ん
な
紛
争
も 、

中に
入っ
て
治め
る
カ
が
ない
で
し
ょ
う 。
治め
る

カ
が
あ
るの
は、
米
ソ
じゃ
ない
米
ソ
が
う
ま
く
妥

協
する
か
ど
うか 、

とい
うこ

と
に
か
かっ
て

い
る

ん
だ
よ 。

＜対談＞対米外交を強い輸に

宮
崎
国
連
が
何
か
やっ
た 、

とい
うの
は
何
で

す
か
ね
え 。

秦
野
は
じ

め
の
こ

ろ 、
同
巡
警
察
官品が
朝
鮮
半

島
に
出
た
ね 。ア
メ
リ
カ
中心
だっ
た
け
れ
ど：：： 。

宮
崎
そ
れ
か
ら 、
スエ
ズ 。

秦
野
国連の
中身は、
だ
ん
だ
ん
米
ソ

に
なっ

て
きて
し
まっ
た 。
こ
れ
は
悲し
むべ
き
こ

と
か
も

知
れ
ん 。
日
本の
外
交は
国
連
主
義

とい
っ
て

い
た

ん
だ
が 、
その
国
連
主
義の
旗
印が
色あ
せ
て
き
た

司品 。宮
崎

秦
野

ょ 。

な
に
か
虚
し

い
で
す
な 。

だ
が 、
あ
れ

を
強
く
する
手
が
ない
ん
だ

宮
崎町
日
本
に
国
連
協
会
が
あ
る
で
し
ょ
う 。
ぼ

くは
あ
れの
理
事
な
ん
だ
け
ど 、
な

に
かパ
カパ
カ

し
くて

ね。

察
野
は
な
ば
な
し
く
出
発し
た
ん
だ
が 、
た
し

か
に
あ
れ
は
理
想
だ
よ 。
あ

の
理
想は
追

求
する
こ

と
を
忘
れ
ちゃ

い
か
ん

と
思
う
け
れ
ど
も 、

い
ま 、

すこ
し
大
図
的エ
ゴ
イ
ズ
ム
だ
な 。

宮
崎
一
番
困
るの
は、
あ
そ

こ
で
講
演し
ろ

と

か 、
品付い
て
く
れ

と
かい
わ
れ
る
け
ど 、
な
に
か
図

述 、
国
連

とい
うの
が 、
き
ま
り
が
悪い
く
らい
で

ね 。議
野
その一
番い

い
証
拠が 、
国
連
大
学

をつ

く
る 、
あ
れ
で
すよ 。
日
本は
理
想
主
義
だ
か
ら 、

国
連
大
学

をつ
くる
な
ら
日
本に

持っ
て
来い

とい

っ
て、

持っ
て
き
た
け
れ
ど
も 、
日
本は、
金

を
出

し
た 。
だ
が 、
か
ん
じ
んの
ア
メ
リ
カ
は
出
さ
ない

もの
ね 。
ソ
連
も
出
さ
ない
ん
じゃ
ない
か
な。
そ

ん
な
ふ
うに
国
連は、
だ
ん
だ
ん
値打
ち
が
ダ
ウン

し
て
きて

い
る
ん
だ
よ 。
こ
れ
は、
平
和

を
追

求
す

る
立
場
か
ら
す
る

と、
ま
ずい
な 。
本
当は、
国
述

務自然
軍に
もう

と
カ

を
持
た
せ
な
け
れ
ばい
け
ない

ん
だ
よ 。
そ
し
て、
日
本の
自衛
隊
、 、
国

連警察

恕に
入っ
て

い
い
ん
で
すよ 、
平
和の
た

め
な
ら：・

宮
崎町
入
ら
な
け
れ
ば
駄
目で
すね 。

祭
野
憲
法上 、
疑
義
が
あ
る

とい
うの
で、
入

っ
て

い
ない。
軍
隊
じゃ
ない
か
ら
海
外
派
兵は
で

き
ない、
な
んて

い
っ
て

い
る
け
れ
ど
も 、
戦
争に

行
く
ん
じゃ
な
くて、
平
和維

持の
た

め
に
行く
ん

だ
か
ら 。
休
戦
ラ
イン

をつ
くっ
て、
公
銃
だ
け一

丁
持っ
て
休
戦
ラ
イ
ン

を
守る 。
な
んの
こ

と
は
な

い、

自衛
隊の
精
神か
らい
え
ば 、
平
和維

持の
た

め
な
ん
だ 。い

ま
は
自衛
隊
よ
り

普
祭の
ほ
うが 、
危

険
な

と
こ

ろへ
行っ
て

い
る 、
そ
ん
な
気が
し
ま
す

よ 。 � 晶
画奇
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察
野
本
当
だ
よ 。
成田
な
ん
て、
そ
うだ 。

宮
崎
自
衛
隊は、
安
全
な

こ
と
ば
か
り

やっ
て

い
る 。
（
笑い）

秦
野
そ
うだ 、
地
震
だ

と
か 、
災
害だ

と
か 。

消
防
図
的だ
ね 。
（
笑い〉
そ
ん
なこ

と
を
や
ら
せ

て
い
たの
で
は、
気の
胸骨
だ 。

宮
崎

機動
隊の
ほ
うが 、
生
死の
聡い

を
やっ

て
い

る
ん
で
す 。

平
和
なの
か
な 。

秦
野（

こ
の
対
絞
は
二
月
五
日
に
行
わ
れ
た
も
の
で
す〉



・ －
� 

、， ， 
は、
久々
に
南
北
朝
鮮
代表
が
板
門
店
で
再
会し
た

の
で
あっ
た 。

さ
て、

米中正常化以後の朝鮮半ぬ

一
九
七
0

年代最
後の
年は、
太
平
洋
を

隔て
て
向
かい
合
う二
人の
巨
人が 、
三
十
年に
及

ぶ
敵
対関
係に
完
全に
終止
符
を
打
ち 、
名
実

と
も

に
和解に
逮し
た
米
国
国
交の
樹
立

とい
う
歴
史

的

イ
グェ
ン
ト
に
よっ
て
砕
を
聞
け
る
こ

と
に
なっ

た 。
そ

の
前
後に
は
昨
年λ
月の
日
本
平
和
友
努
条

約の
締
結
を
契
機

と
して、
十一
月の
ソ
述・
グェ

ト
ナ
ム
友
好
協
力
条
約の
鯛
印 、
十二
月の
米
巾・
闘

交
正
常
化の
発
表 、
そ
し
て
本
年一
月の
位
組事的
な

プ
ノ
ン
ベ
ン
陥
落
を
も
た
ら
し
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
をめ

ぐ
る「
中ソ
代理
戦
争」（Z・
プ
レ
ジ
ン
ス
キ
l） 、

そ
し
て、
こ
ん
どの
中
国
人
民
解
放
軍に
よ
る
グZ

ト
ナム
侵
攻

と、
ア
ジ
ア

の
国
際
環
境は

め
ま
ぐる

しい
変
転
を

と
げつ
つ
あ
る 。

こ
うし
た

状
況の
な
か
で、
かつ
て
朝
鮮
半以聞
を

舞
台に
戦
火
を
交
え
た
米
中両
国が
和解の
媛
手
を

か
わ
し
た
こ

と
に
よ
り 、

北
京ア
ジ
ア
で
は、
従
来

の
「
緯
悶・
日
本・
ア
メ
リ
カ」
対
「
北
朝
鮮・
巾・

図・
ソ
述」

とい
う
対
立の
構
図
が 、
もは
や
まっ

た
く
有効
性
を
も
ち
え
な
く
なっ
た 。

こ
の

よ
う
な

国
際
環
境の
変
化
を
背
最に
し
て
朝
鮮
問
題
は
こ
れ

ま
で

の
国
際
政
治
問
題
か
ら 、
南
北
朝
鮮
自
身の
民

族
問
題へ

と
グレ
ー
ド・

ダ
ウン
〈
重
要
度

の
低

下〉
さ
れつ
つ
あ
る
よ
うに
恩
わ
れ
る 。
カ
lタ
l

米
大
統
制の
打
ち
出
し
た
在
斡
米
軍
撤
退
政
策
や 、

最
近の
郷
小
平
中
国
剛首
相の
「
朝
鮮
半島に
緊
間以

は
ない」

と
の一
述の
宛
宮は、
周
辺
関
係
大
図が、

朝鮮
問
題
を

こ
れ
ま
で

の
国
際
問
題

の
レ
ベ
ル
か

ら 、
朝
鮮
民
族
内
部の

，
内
政
問
題’
へ

と
質

的
転

換
をは
か
ろ
う

と
する
動
き

と
し
て

と
ら
え
る

こ
と

もで
き
よ
う 。
そ
れ
ゆ
え 、

い
ま
や南
北
統一
問題

は、
東
西
両
陣
営
聞の
国
際
政
治
上

の
闘
争の一
部

で
あ
る

とい
う
性
格
か
ら 、
わ
が
民
族
内
部の
お
藤

解
消
問
題

とい
う 、
新た
な
間
短

と
し
て
盛
場
する

にい
たっ
た」
〈
李
相
高・
韓
国
西
江
大
学
教
授〉

との
指
摘は、
当
事者の

現
状
認
織

と
し
て
も
正
紛

を
射てい
る

とい
わ
ね
ば
な
る
まい。

去
る一
月
十
九
日 、
H行
正
照
大
統
領
が
呼
び
か
け

た
「
南
北
当
局者
間
無
条
件
対
務
再
開』
提
案
を
キ

ツ
カ
ケに
前
融開
化
し
た
南
北
朝
鮮の
対
話
提
案
ラ
リ

ーは、
こ
うし
た
朝鮮
問題

の
，

同内
化’

とい
う

枠組の
な
か
で
考
え
るべ
き
で
あ
る。
米
中
間
交
正

常
化
に
よ
り 、
南
北
朝
鮮は
最
後
ま
で
東
西

冷戦構

造の
，

孤
児e

と
し
て
取
り

残
さ
れ
る
か 、
そ
れ

と

も
平
和
共
存の
道を

求め
て
対
話に
踏
み
切
る
か

の

二
者
択一
を
迫
ま
ら
れ
たの
で
あ
る 。
も
は
や刈
辺

関係
大
関の
朝鮮
問
題に
たい
する
関
心
は
低
下
し

l！大
国
間の
利
害
関
係
を
損ね
て
ま
で
籾鮮
問
題

に
深
入
り

する
意
思の
ない

こ
と
が
ま
す
ま
す
明
白

と
なっ
た

現
在 、
南
北
朝
鮮は

と
もに
民
族
内
部の

問
題

と
し
て
お
剣に
取
り

組
ま
ざ
る
を
え
ない
必
要

性
を
十
分に
認
織
さ
せ
ら
れ
た
もの

と
思
わ
れ
る 。

一
九
七二
年の
歴
史

的
な
南
北
対
話
ハ七・
四
南

北
共
同
声
明）
にい
た
る
過
程
を
想
起
する
ま
で
も

な
く 、
ア
メ
リカ

と
中
国とい
う
巨
人
同士
和解
が

南
北
両
朝
鮮に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト

は
絶
大
な
もの

が
あ
る 。
そ
れ
ぞ
れの
同
盟
国が
従
来の
敵
対
関
係

を
消
算し
て
手
を
結
び
合っ
た

こ
とは、
南
北
朝
鮮

に 、
何
ら
か

の
形
で
話し
合い
を
開
始し
共
存
関
係

へ
の
道
を
模
索
する
姿
勢を
強い
た
か
ら
で
あ
る 。

そ
れ
だ
けに
今
回の
米
中
国
交
樹
立は、
朝
鮮
半・日制

の
将
来に

とっ
て
露
宴
な
歴
史の
節
目
を
意
味
する

こ
とに
な
る
で
あ
ろ
う 。

さ
て、
そ
うし
た
前
後
を
踏ま
え
た
うえ
で、
米

中正
常
化
以
後の
新
た
な
朝鮮

半島情
勢を
検
肘
す

る
前に 、
ま
ず
米
中
間
交
その
もの

の
歴
史

的
意
味

に
附し
て
簡
単に
触
れ
て

お
く

こ
と
に
し
たい。
朝

( 25 ) 



鮮
半島の
新
局
面 、
ひい
て
は
ア
ゾ
ア

の
新
た
な
国

際
環
境

を
把
握
す
る
ため
に
は 、
不
可
欠の
作業
だ

か
ら
で
あ
る 。

II 

米

中

国

交

の

歴

史

的

意

味

七
0
年
代に
山伏
さ
れ
た
戦
後の
卸
大
な
外
交
際家

を
決
務
させ
た
今
回の
米
中
間
交樹
立
は、
次の
ニ

つ
の
点
で、
き
わ

め
て
象
徴的
な
歴
山人

的
意
味

を
も

っ
て

い
る

とい
え
よ
う 。

ま
ず
第一
は、
第二
次
大
戦
後の
ア
ジ
ア
に

お
け

る
国
際
秩
序

を
規
定し
た 、
い
わ
ゆる
ヤル
タ
H

ポ

ツ
ダム
体
制
が 、
来
た
る一
九
八
O
年

を
期
し
て
い

よ
い

よ
最
終

的
な
終
鷲

を
迎
え
よ
う

と
し
て
い
る

と

き 、
米
中
関
係
が
戦
後ア
ジ
ア
史
に

お
け
る
冷戦

と

熱
戦の
曲
折
し
た
軌
跡の

の
ち
に 、
よ
う
や
く
今
日

の
到
逮
点
にい
たっ
た
こ

と
で
あ
る 。
米
中
関
係

は、
こ
うし
た
ヤ
ル
タ
H

ポ
ツ
ダム
体
制に
内
在
し

た 、
現
代
史の
巨
大
な
「
行
き
逃い」
で
もあっ
た

の
だ 。想

え
ば 、
ヤ
ル
タ
協
定（
積
約〉
で
約
束
さ
れ
た

一
九
四
五
年の
中ソ
友
好
阿
波
条
約
〈
スタ
ー
リ
ン

と
務
介
石〉
が
や
がて
中
慈人
民
共
和
同に
引き
継

が
れ
る
か
た
ち
で一
九
五
O
年に
は
中ソ
友
好
同
盟

‘－ ． 
．－ 

� 、同.

相
互
援
助
条
約が
結
ぼ
れ
たの
で
あっ
た
が 、
こ

の

条
約

をめ
ぐっ
て
は
ス
タ
ー
リン

と
毛
沢
東との
餓

烈
な
角
逐が
あっ
た
に
もか
か
わ
ら
ず 、
ア
メ
リ
カ

側は
結
局 、
そ
れ

を清
取
し
え
な
かっ
た 。
す
な
わ

ち 、
ア
メ
リ
カ
は
表
向
き
に
宣
伝
さ
れ
た

u
中ジ
友

好
と一
枚
岩

的
団
結N

の
神
話
に

と
ら
わ
れて 、「
中

国の
喪
失」
さ
ら
に
は
「
中
岡チ
ト
｜

化の
拠
失」

と
断
じ 、
やが
て
朝
鮮
戦
争

を
制限て
グz
ト
ナム
戦

争にい
た
る
ま
で
周
知の
米
中対
決の
図
式

を
形
成

し
て
し
まっ
たの
で
あ
る 。

ハこ
れ
らの
米中
関
係
史
と
その
裏
側の
中ソ
関
係につ

い
て
詳し
く
は 、
中
帥間
嶺畿『
中y
対
立
と

現代｜｜戦

後ア
ジ
ア
の
再
考

察｜｜』
〈
中
央公
論
社 、
一
九七
八

年〉
参
照〉

そ
うで
あ
る
だ
け
に 、
七
0年
代
初
頭
以
来の
米

中
接
近は、
ア
ジ
ア

の
国
際
環
境に
き
わ

め
て
大
き

な
変
化

を
も
た
ら
し
たの
で
あ
る
が 、
ホの
中y
友

好
同
地
相
互
援
助
条
約が
来
る一
九八
O
年
に
は
三

十
年
に
わ
た
る
長期の
期
限

を
終わ
る
こ

と
に
よ

り 、
文
字
通
り
ヤ
ル
タ
体
制
が
終
判判し
よ
う

と
する

矢
先 、
歴
史は
大
き
く
旋
回し
て 、
米
巾・の
悶い
結

合
を

も
た
ら
そ
う

と
し
て

い
る 。

第こ
に
は、
こ
うし
た
歴
史の
航
跡

を
総て 、

い

よい
よ
米
中
国
交
が
樹
立
さ
れ
た
今
日 、
ア
ジ
ア

の

国
際
環
境は、
七
0年
代
初
頭の
米
中
接
近の
時
期

と
は
さ
ら
に
大
き
く
異
な
る

状
況
に
あ
り 、
ま
さに

新し
い
冷戦

と
し
て

の
「
生
ぬ
るい
戦
争」
（
po－

話回与
がい
ま
や
全
世界

的
な
規
模
で
鉱
大しつ
つ

あ
る
な
か
で、
米
中
関
係がい
ず
れ
もツ
述

との
激

し
い
擬
合
もし
く
は
敵対の
な
か
で一
診に
強
化
さ

れ
よ
う

と
し
て

い
る
こ

と
で
あ
る 。

〈こ
の
点に
か
ん
し
て
鉾し
く
は 、
中ma悦
雄「
日
中条

約の
図
際

環境｜｜平
和の
選
択か 、
危
険
な
同
盟
か

ll」
『
世
界』
一
丸七
八
年一
O
月
号 、
参
照）

かつ
て
米
中
接
近は、

い
わ
ゆ
る
緊
張
緩
和の
象

徴
的

な
ド
ラマ

と
し
て
受
け

とめ
ら
れ
た
が 、
米
中

接
近の
次の
ス
テッ
プ
で
あっ
た
米
中
国
交
がい
ま

樹
立
され
た

とい
うの
に 、
事
態

を
緊
狼
緩
和の
構

図
で
展
望
する
こ

と
は
もは
や
不
可
能に
なっ
て
い

る 。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に 、
今
Hの
図
際
政
治は、
大

問問の
戦
時

的
角
逐

と
抗
争
に
よっ
て
限
取
ら
れて

い
るの
で
あ
る 。
今
回の
米
中
同
交
樹
立
は、
そ
れ

自体
と

し
て
は、
米
中ニ
同川の
腿
公

的
な
懸然の

処
理
で
あ
り
な
が
ら 、
もは
や
その
よ
う
な
持
組

を

超えて 、
国
際
政
治の
全
片
面に
決
定

的
な
影
轡

を

与え
ずに
は

お
か
ない。
た

と
え
ば
イン
ドシ
ナ
情
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 勢一
つ

を
とっ
て
み
て
も 、
プ
ノ
ンペ
ン
陥
落は
中

ソ
対
立

の
結
果で
あ
る

と
と

も
に 、
米
中
国
交
樹
立

の
リパ
ー

カッ
ショ
ン

の一
つ
で
もあっ
た

とい
う

こ
と
が
で
き
よ
う 。
ポル・
ポ
ト

政
権の
背
後
に
巾・

国
が

お
り 、
カ
ン
ボ
ジ
ア
救
国
統一
戦
線の
後
楯
に

グz
ト
ナム 、
そ
し
て
ソ
巡
が
鐙
えて
い
た
こ

と
は

今
日
維の
目に
も
明
ら
か
で
あ
る。
カ
ン
ボ
ジ
ア
情

勢の
激変
が 、
米
中
国
交
正
常
化
に
たい
する
ソ
速

の
巻
き
返し

の一
環で
あ
る

と
と

ら
え
る
こ

と
は
十

分
に
可
能なの
で
あ
る 。

し
か
し
ま
た 、
すで
に
述べ
た
よ
う
に
米
中
国
交

の
樹
立
が 、
朝
鮮
半
－umの
当
事
者
に
話
し
合
い

の
気

還
を

も
た
ら
し、
民
族
内
部の
問
題

と
し
て
朝
鮮
問

庖の
解
決へ

と一
歩
踏
み
出
すこ

と
を
促
し
た
点

も 、
見
逃
すこ

と
は
で
き
ない 。

と
も
あ
れ 、
米
中
国
交
正
常
化は、
一
方
に

お
け

る
ア
ジ
ア

の
緊
張の
激
化

と
他
方
に

お
け
る
朝
鮮
半

島の
緊
張緩
和へ

の
動
き

とい
う
両
面の
作
用

を
も

っ
て
ア
ジ
ア

の
図
際
環境

を
大
き
く

揺
さ
ぶ
る
こ

と

に
なっ
たの
で
あ
る。

米中正常化以後の朝鮮半島

m 

南

北

朝

鮮

の

統
一

政

策

さ
て、
周
知の
よ
う
に
第二
次
大
戦
が
終結
し、

三
十
六
年に
及ぶ
日
本
植
民
地
支
配の
経絡
が
解
き

航
さ
れて
以
来 、
南
北
統一

の
実

現は
朝
鮮
民
族の

，
悲
願ω

と
し
て
今
日
にい
たっ
て
い
る 。
南
北
両

朝
鮮
は、
互い
に
異
な
る
理
念

と
体
制の
う
え
に
立

っ
て
統一
へ

の
志向

を
表
明
し
続
け 、
統一

の
企
図

を
飽
く
こ

と
な
く

繰り
返し
て
き
た。
ま
さ
に「
統

こ
へ

の
希求
こ
そ 、
こ

と
ご

と
く
対
立
し、
非
般

の
応
酬
に
明
け
暮
れ
て
き
た
南
北
朝
鮮

を
結
びつ
け

うる
n

唯
7

の
糸
で
あっ
た

と
もい
え
よ
う 。
そ

の
統一

を
願
う
朝
鮮
民
族の
執
念の
強
さ
は、
分
断

の
経
験

を
も
た
ない
わ
れ
わ
れ
日
本人の
想
像

を、

は
る
か
に
超
え
る
もの
が
あ
る 。

し
か
し、
い
か
に
願
望が
強
く

と
も 、
そ
れ
だ
け

で
は
南
北
統一

を
達
成
する
こ

と
が
困
難で
あ
る
こ

と
は、
過
去の
経紛
が
如
尖
に
物
結っ
て
い
る。
朝

鮮
民
族
に

とっ
て、
統一
へ

の
願
望
は、
つ
ね
に
鐙

折の
辛
酸

を
伴
う
もの
で
あっ
た 。
朝
鮮
統一
問
題

の
解決

を
困
難
に
し
て
い
る最
大の
障
害

と
し
て

は、
少
な
く

と
も
以
下の
節
点
が
指
摘
さ
れ
よ
う 。

南
北
間の
理
念・
体
制の
相
逃 、
南
北
聞の
相
互
不

信 、

朝鮮
半島
に
利
害
関
係

を
有
する
周
辺
務
大
国

の
恩

平｜
そ
し
て
そ
れ
ら

を
集
約し
た
形

と
もい

え
る 、
南
北朝
鮮
が
互い
に
相
手の
統一
政
策

を
廠

慮せ
ず 、
自
らの
統一
政
策

を一
方

的
に
主
張
し
続

け
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る。

こ
こ
で、
米
中正
常
化
以
後の
朝
鮮
半
・劫情
勢の

新
た
な
展
開

を
検
討
す
る
に
あ
た
り 、
ま
ず
南
北の

統一
政
策の
経総

を
振
り

返り
な
が
ら 、
両
者の
基

本
方
針

を
艶
訓唱し、
あ
ら
ため
て
朝鮮
問
題の
図
鑑

性
を
再
輸
相附
し
て

お
き
たい 。

一
九
四
五
年に
朝
鮮
半・刈が
南
北に
分
断
さ
れて

以
来 、
七
0年
代
に
い
た
る
ま
で、
絶え
ず
先
行的

かっ
具
体

的
に
統一
提
案

を
繰り
返し
て
き
たの
は

北
朝鮮の
方
で
あ
り 、

線
凶
側は
まっ
た
く

受
け
身

の
姿
勢に
終
始し
て
き
た。
も
ち
ろ
ん
この
時
期の

南
北の
統一
政
策は、
互い

の
主
張
が
あ
ま
り
に
も

隔っ
て

お
り 、

統一
とい

う
究
極の
目的
に
向
かっ

て
結
災
する
可
能
性
は
も

と
よ
り 、
その
ワ
ン・
ス

テッ
プ

と
し
て
安
定

的
な
共
存
関
係
には
い
る
こ

と

すら
考
え
ら
れ
な
かっ
た。
し
か
し、
七
0
年
代に

は
い
る

と、
「
グア
ム・
ド
ク
ト
リン」
に
象
徴さ

れ
る
ア
ジ
ア

の
国
際
環
境の
変
動
もあっ
て、
南
北

の
統一
政
策
に
も変
化が
み
ら
れ
る
よ
うに
な
る 。

エ
ク
ソ
ン
米
政
織は、
「
グア
ム・
ド
ク
ト
リン」

に
基づ
く
対
韓
援
助
削
減 、
在
韓
米
軍の
倣
退

を
推

進
する
な
か
で、
線
開に
た
い
し

北朝鮮
と
錯し
合
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っ
て
朝
鮮
半
島の
緊
張
緩
和

をは
か
る
よ
う 、
強
く

説
得

を
お

こ
なっ
た。
そ
れ

を
受
けて一
九
七
O
年

八
月
十五
日 、
朴
正
烈
大
統
領は、
光
節
記念
日の

淡
説で、
「
平
和
統一

の
基
盤

をつ
く
る
た

め
の
接

近
方
法

につ
い
て

の
構
想」

を
明
ら
か

に
し
た。
そ

こ
で
朴
大
統
領は、
①
北朝
鮮が
侵
略
行
為

と
恭
カ

に
よ
る
転
国復
活
動

を
中止
し、
こ

の
中止

を
内
外に

宣
言し
た

と
き 、
南
北に
横た
わ
る
人
道

的
降
客

を

除
去
す
る
用
意
が
あ
る。
②
北
朝鮮
が
国辿の
織
成

と
機
能

を
尊
重
する
な
ら 、
北
朝鮮の
関連
朝鮮
問

題
討
議
参
加に
あ
え
て
反
対し
ない

と
立
言
し、「
民

主
主
義

と
共
産
独
裁の
ど
ち
らの
体
制
が
国
民の
生

活
を
豊か

に
す
る
社
会
で
あ
る
か

を立
証
す
る 、
開

発
と
建
設

と
創
造の
続
争に
臨
む
用
意は
ない
か」

と、
北
朝鮮

に
M

将意の
競
争’

を
呼
び
か
け
たの

で
あ
る。

も
と
よ
り 、

北
朝
鮮
側は
同
年八
月二
十二
日
付

の
朝
鮮
労
働
党
機
関
紙
『
労
働
新
聞』
で
激
し
く
こ

れ
を
非
難し、
提
案の
受
け
入
れ

を
拒絶し
た。
一

九
七
O
年
十一
月の
朝鮮
労
働
党
第五
回
大
会

と、

翌
七一
年
四
月の
最
高
人
民
会
議
で
採
択
さ
れ
た
統

一
政
策

に
も 、
朴
正
照
政
権

を
話し
合い

の
対
象

と

し
て
認め
ない
旨が
明
記
さ
れ
た。
し
か
し、
北
朝

-
． 』

鮮に
拒絶
さ
れ
た

と
は
い
え 、
朴
大
統
領の
「八・

一
五
慶
祝
符」
は、
き
わ

め
て

，
岡
期

的e
な
もの

で
あっ
た

とい
うべ
き
で
あ
ろ
う。

こ
の
演
説は、
従
来
無
視し
て
き
た
金
日
成
政
権

をは
じ

め
て
実
質

的
Sm
png）

に
認め、
政
策
転

換
を
明
示し
た
もの
で
あっ
た。
ま
た 、
国
家
元
首

が
直
接
全
国
民の
前に
平
和
統一

の
原
則

を
示し
た

こ
と

も 、
悼碑
国の
政
治
史
上
は
じ

め
て

の
こ
と
で
あ

っ
た。
し
か
も 、
条
件
付
き

と
はい
え 、
こ

の凶納
税

は
そ
れ
ま
で
反
対
し
続
け
て
き
た
北
朝鮮の
悶
辿
朝

鮮
問
題
討
議
参
加に、
あ
え
て
反
対
し
ない

との
態

度
を
明
ら
か

に
し
たの
で
あ
る。

こ
うし
て 、
韓
国

側は
統一
問
題

と
南
北
対
話に、
き
わ

め
て
柔
軟
か

っ
現
実

的
対
応

を
示
すよ
うに
なっ
た。
そ
し
て、

北
朝
鮮
側の
態度に
も 、
一
九
七一
年七
月のエ
ク

ソ
ン
紡
中
発
波の
あ

と、
重
要
な
変
化が
生
じ
たの

で
あ
る。IV 

米

中

接

近

の

イ

ン

パ

ク

ト

一
九
七一
年八
月
六
日 、
金
日
成
首
相
は
南
北の

平
和
統一
促
進の
た

め、
「
民
主
共
和
党

を
含む
南

の
すべ
て

の
政
党 、
大
衆
団
体

お
よ
び
個
人」

と
絡

し
合
う
用
意が
あ
る

と
発
表し
た。
こ

の
提
案が 、

ア
ジ
ア

の
国
際
環
境

を
衝
撃

的に
動
揺
さ
せ
た
米
中

接
近

とい
う
庇
史

的
ド
ラマ

に
よっ
て
誘
発
さ
れ
た

もの
で
あ
る

こ
と
は、
今
日 、
ほ

と
ん
ど
疑い

を
入

れ
ない。
朝
鮮
戦
争

を
と

もに
戦い、
「
兄
弟

的
友

鎧の
もと
対
米
対
決
姿
勢の
後
楯

とし
て
頼
み

に
し

て
い
た
中
国が 、

年来の
仇
敵ア
メ
リ
カ

と
手

を
結

ん
だ
こ

と
は、
北
朝
鮮

を
韓
国

との
対
話

を
真
剣に

考
感
する
道へ

と
追い
や
る

こ
と
に

なっ
たの
で
あ

る。
と

もあ
れ 、

この
金
日
成
減
税
も 、
朴正
照
政

権
をは

じ
め
て
実
質

的
な
錯し
合い

の
相
手

と
認め

た
，

画
期

的u
な
もの
で
あっ
た。
か
くし
て
七一

年八
月
十二
日 、
韓
国は
朝
鮮
戦
争
以
来
南
北に
離

散し
て

い
る
家
族
再
会

を
企
図し
た
南
北
赤
十字
会

談
を
提
案 、
北
朝
鮮
もこ
れ

を
受
給し、
同
年
九
月

二
十円 、
板
門
店
で
予
似
会
談
が
開
mmの
運
び

と
な

る。
ま
さ

に、
二
十六
年
ぶ
り

の
対
話の
災

現で
あ
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っ
た。さ

ら
に、
一
忠七二
年七
月
四
日に
は
歴
史

的
な

「
南
北
共
同戸
明」
が
発
表
容
れ
た。

この
共
同
情’

明に
は、
①
自主

的、
②
平
和的 、
③
民
族の
大
団

結の
三
点
が
祖
国
統一

の
基
本
原
則

とし
て
う
た
わ

れ 、
双
方
が

緊張緩
和

と
多
面

的
な
交
流の
実

現に

努
力
する

との
合
意
内
容が
盛り
込
ま
れ
た。
こ
う
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し
て、
人
道
主
義に
基づ
く
南
北
赤
十
字
会
談
と 、

「
南
北共
同
戸
明」

に
よっ
て
創
設
さ
れ
た
統一
問

題
その
もの
を
検
討
す
る
南
北
鋼
節
委
口
会の
こ
つ

の
チャ
ン
ネル
を
通
じ
て、
南
北対
館
が
進め
ら
れ

る
こ
と

に
なっ
たの
で
あ
る 。

一
九
七
三
年
六
月二
十三日 、
朴
正
照
大
統
領は

「平
和
統一
政
策に
かん
す
る
特
別
戸
明」
を
発
表

し、
紘一
問
題

に
倒
する
線
国
政
府の
当
面の
基
本

方
針
を
明
ら
か

に
し
た 。
こ

の
特
別
戸
明

に
よ
り 、

韓
国は
対
共
産
圏
内
戸
開
放
を
呼
び
か
け
る
と
と
も

に、
南
北の
国
際
機構

お
よ
び
国
連へ

の
同
時
加
盟

を
認め
る

こ
と
を 、
公
然と
打
ち
出
し
た 。
そ
れ
は

直
接

的に
は
七
三
年
前半 、
北
朝
鮮が
世界
保
健
機

構
（
W
H
O）

に
加
盟 、
総
国が
独
占し
て
き
た
国

連オ
ブ
ザ
ーバ
ーの

資
格
も
獲
得
する
とい
う
新
た

な
事
態に
対
処
する
方
策
で
は
あっ
た
が 、

事災
上

がニつ
の
削朝
鮮e

の
認め
る
こ
と
を
意味し
た
点

に

おい
て、
特
記
さ
れ
るべ
き
戸
明
で
あっ
た
とい
え

よ
う 。
特
別
戸
明
が
発
表
さ
れ
た
同
日 、
金
錦、泌
首

相は
管
長
説
明
を

お
こ
ない、
北
朝
鮮
を
国
家
と
し

て
認め
る
もの
で
は
ない
が 、
軍
事休
戦
ラ
イ
ン
以

北
を
支
記
し
て

い
る
共
産
政
情は
認め
る
こ
と
を
明

ら
か

に
し
た 。

韓
国は
あ
く
ま
で
も
u

智
定

的M
な
処
債と
は

い

え 、
南
北
分
断の

現
状

を
率
直に
認め、
その
うえ

に
立っ
て
実
質

的
な

8二
つ

の
朝
鮮n
政
策
を
当
而

の
方
針
と
する
こ
と
を
明
示し
たの
で
あ
る 。
北
朝

鮮の
国
際
外
交
舞
台へ

の
顕著
な
進
出
ぶ
り
が
；

ニ

つ
の
朝
鮮a
イ
メ
ー

ジ
を
皮
肉

に
も
国
際

的に
定
着

させつ
つ
あっ
た
だ
け

に、
こ

の
韓
国の
新
路
線は、

注
目に
値
する
もの
で
あっ
た 。
一
九七
四
年一
川

十八
日に
発
表
さ
れ
た
『
南
北
相
互
不
可

佼協定」

締結
提
案
も 、
こ
うし
た
分
断
安
定
化の
方
向に
沿

っ
た
もの
で
あ
り 、

先の
「
六・
二
三
特
別
戸
明」

の
具
体

的
方
策の一
つ
で
あっ
た 。

一
方 、
北
朝
鮮
側は
朴
大
統
領が
批判
別
声
明
を
発

表し
た一
九七
三
年
六
月二
十三
日
間
夜 、
金
日
成

演
説で
「
祖
国
統一
五
大
方
針」
を
明
示し
た 。
こ

の
演
説で
金
日
成
主
席は、
南
北各
階
婦
人
民
と
緒

政
党 、
大
衆
団
体の
代
表
で
構
成
さ
れ
る
大
民
族
会

滋の
招
集
を
呼
び
か
け
た
ほ
か 、
高
麗
速
邦
共
和
国

の
国
号
を
もっ
南
北
迎
邦
制の
実

現
を
提
案し、
純

国
側の
暫
定

的
，ニ

つ
の
朝
鮮’
政
策に
まっ
こ
う

か
ら
反
対
する
こ
と
と
なっ
た 。
こ
うし
て
南
北の

統一
政
策は、
基
本

的に
は
まっ
た
く
互い

に
相容

れぬ
主
張
を
堅

持し
た
ま
ま 、
今
日にい
たっ
て

い

るの
で
あ
る 。

この
間、
朝
鮮
半
島の
緊
張緩
和
を
大い

に
促
進

する
と
桐期待
さ
れ
た
南
北対
簡
も 、
一
九七三
年
八

月
以
降は
金
大
中
事
件
を
契
機

に
実
質

的
に
中
断

し、
南
北
朝
鮮は
対
決
姿
勢
を
取
り

続
けて
き
た 。

七
四
年の
瓦ご
ろ
か
ら
登
場し
た 、
日
米
が
北
朝
鮮

を
承
認し、
中ソ
が
韓
国
を
承
認
する
とい
う 、
い

わ
ゆ
る
「
クロ
ス・
リ
コ
グ
ニ
ショ
ン
（
交
叉
承

認
と
構
想
も 、
北
朝
鮮
が
陶
北
分
断の
回
定
化

に

つ
な
が
る
と
拒否し、
七
五
年の
キッ
シ
ン
ジ
ャ
ー

国
務
長
官に
よ
る
「
四
者
会
談」
〈
南
北
朝
鮮
と
米

中〉
提
案
も 、
暗
礁に
乗
り
あ
げ
た
ま
ま
霧散し
て

し
まっ
た 。
ま
た 、
北
朝
鮮の
提
案
す
る

現
行の
朝

鮮休
戦
協
定
を米
朝
間の
平
和
協
定に
代え
る
とい

う主
張
も 、
同
様

に
合
意
を
え
て

い
ない。

昨
年の
寝
か
ら

に
わ
か

に
クロ
ー

ズ・
ア
ッ

プ
さ

れ
た
「
三
者
会
談」
〈
南
北
朝鮮
と
ア
メ
リ
カ」
構

想
も 、
ア
メ
リ
カ
が
積
極

的に
開
俄に
同
意し、
桃

園
も一

応賛意
を
示し
た
が 、
相
変
わ
ら
ず
北
朝
鮮

が
米
朝
直
接
安
渉に
悶
執し
た
が
た

め
に
実

現の
は

こ
びに
はい
た
ら
な
かっ
た 。
こ
うし
て、
南
北
双

方
が一
方

的に
互い

の
主
吸
を
ぶつ
け
合
うこ
と

に

終
始
し
て
き
た
結
果 、

朝鮮
問
題
は
手
務
ま
り

の
ま

( 29 ) 



ま
何らの
進
展
もみ
せ
ず
に 、
七
0
年
代
最
後の
年

を
迎
え
たの
で
あ
る 。
し
か
し、
既
述の
よ
うに 、

米
中
関
交の
樹
立
は、
冷
却
悶
定
化
さ
れ
た
朝
鮮
問

題
の
行
き
結ま
り

状
況
を
大き
く

揺
さ
ぶ
り 、
南
北

朝
鮮
は
よ
うや
く
意
思
疎
通へ

の
活
発
な
動
き
を
開

始
す
る
よ
うに
なっ
た 。

v 

再

開

さ

れ

た

南

北

対

話

今
回の
南
北対
話
再
開へ
向
け
て

の
お

提
案
ラ
リ

1・
は、
朴
正
照
大
統
領の
年
頭
記
者
会凡

に
お

け

る
呼
び
か
け

に
よっ
て
口
火
が
切
ら
れ
た 。
一
月
十

九
日の
記
者
会
見
で、
朴
大
統
領は
「い
っ 、
ど
こ

で、
どの
よ
う
なレベ
ル
で
あ
ろ
うと、
南
北の
当

局
者
が
対
座し
て 、
何
ら
前
提
条
件
な
し
に
虚
心
坦

僚に 、
ど
う
すれ
ば
平
和的

に
統一
を
達
成
する
こ

と
が
で
き
る
か 、

といっ
た
緒
問題
につ
い
て
直
接

話し
合
うた

め
の
対
簡の
場
を
設
け
よ
う」

と
提
唱

し
たの
で
あ
る 。
こ

の
「い
っ 、
ど
こ
で、
ど

の
よ

うなレ
ベ
ル
で
あ
ろ
う

と」
とい

う
く
だ
り
は、
事

実
上 、
朴
大
統
領
み
ず
か
ら
が
ピョ
ン
ヤ
ンヘ
飛ん

で
金
日
成
主
席と
会
談
する
用意が
あ
る
決
意の
披

歴
と
受
け

と
ら
れ 、
総
悶の
報
道
機
関は
こ
ぞっ
て

「
もし
尖
茨
す
れ
ば 、
サ
ダ
ト・エ
ジ
プ
ト

大統
領の

申

イ
ス
ラエ
ル
紡
聞に
も
匹
敵
する
歴
史

的
事
件
だ」 、

と
称
焚し
た
ほ
ど
で
あっ
た 。
もっ

と
も 、
こ

の
時

点
で
は、
こ

の
大
胞
な
挺
祭は
経
済
力に
自
信
をつ

け
た
線
国の
北
朝鮮に
たい
す
る
揺
さ
ぶ
り

戦
術で

あ
り 、

北
朝
鮮
が
呼
び
か
け
に

の
る
こ

と
は
あ
る
ま

い 、
との
見
方
が
支
配

的
で
あっ
た 。

し
か
し、
四
日
後の一
月二
十三
日 、
北
朝
鮮は

祖
国
統一
民
主
主
緩
戦
線
中央
委
只
会
戸
明の
形
で

す
ば
やい
反
応
を
み
せ
た 。
①
七・
四
南
北
共
同
戸

明の
原
則に
立
ち
戻る 、
②
緋
勝

と
中傷の
停止 、

③三
月一
日
を
期
し
て
銀
事
行
動の
無
条
件停
止 、

＠
九
月
初
旬
に
南
北
会
民
族
大
会
を
招
集
する
ーー

との
四
項
目に
わ
た
る
逆
提
案
を

お
こ
なっ
たの
で

あ
る。
こ

の
北
朝
鮮
側の
提
案は、
「
南
北の
各
政

党 、
社
会
団
体
代
表に
よっ
て
構
成
さ
れ
る
全
民
族

大
会」

の
開
催
を
うたっ
た
点に

おい
て、
従
来の

主
張の
繰り
返し

と
も
受
け

と
め

ら
れ
た
が 、
その

対
応の
早
さは
も

と
よ
り 、

対
話の
日
時 、
場
所 、

方
法
な
ど 、
こ
れ
ま
で
ない
具
体

的
な
内
容が
盛り

込
ま
れ
た
こ

と
は、

北朝鮮の
前向
きの
姿
勢
を
示

す
もの

と
し
て
注
目
さ
れ
た 。

ま
た 、
「
南
北
籾
鮮
当
局
者の
意
思
淡
示」

とい

う
表

現で
十
九
円の
朴
大
統
領
提
祭
を

と
り
あ
げ 、

「
民
族の
統一

と
繁
栄の
た

め
の
道
を
共
同
で
模
索

し
よ
う

と
し
た
こ

と
を
貯
ま
し
い
もの

と
汚え 、
そ

れ
を
歓
迎
する」

と
述べ
た
こ

と
は、
一
九七
三
年

八
月
以
来「
朴
政
権
を
相
手に
せ
ず」

と
し
て
き
た

北
朝
鮮の
従
来の
態
度

と
考
え
合
わ
せ
る

と
き 、
百

八
十
度の
転
換
を
意味し
て
い
た 。
さ
ら
に 、
こ
れ

ま
で
主
張
し
て
き
た
在緯
米
軍の
完
全
撤
退 、
韓
国

内の
民主
化
要

求
な
ど 、
総
国
側
が
反
発
する
項
目

を一
切は
ずし
てい
る
こ

と
も 、
予
想
外の
柔
軟
な

対
応

と
し
て
注
闘
を
鋭め
たの
で
あ
る 。

こ
うし
て
は
じ
まっ
た
南
北
朝
鮮
問の
対
話
提
案

ラ
リ
ー

は、
その
後二
十
日
余り

の
あい
だ

に、
八つ

の
提
案・
声
明
を
飛
び
か
わ
せ
る
こ

と
に
なっ
た 。

一
月二
十六
日 、
韓
国の
金
聖
敏
文
化
公
報
相が
南

北
当局者
間の
予
仰
会
談
を
六
月
以
前に
関
係
する

よ
う
提
案し
たの

に
たい
し、
北
朝
鮮
側は
翌二
十

七
日 、
組
国
統一
民主
主
義
戦
線
中央
委
舎
記
局の

名
で、
南
北
実
務
級
代
表の
会
談
を
四
月
初
旬

に
も

開
催
し
よ
うと
提
唱。
つ
い
で、
北
朝
鮮
側
が
当
局

者の
回
答
を
容せ
ない

の
は
遺
憾
で
あ
る

と
戸
明

〈一
月二
十
九
日 、
文
化
公
報
省ス
ポ
ー
ク
スマ
ン）

し
た
株
同
側は、
一
月三
十一
円 、
閲
究
杭・
南
北

側
節
委
nHnx
代理
が
南
北
関
節
委
只
会

と
ホッ
ト・
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手在中正信｛ヒ以後の朝鮮半島

ラ
イ
ン
（
庇
通
電
話）

の
再
開

を
提
案
し
た 。

こ
れ

に
たい
し
北
朝
鮮
側は
同
日 、
韓
国に
た
い

する
非
難・

中傷
を二
月一
日
か
ら
中止
する
と
発

表ハ
中央
通
信
社） 、
さ
ら

に二
月
五
日に
は、
祖
国

統一
民
主
主
義
戦線
中
央
委
書
記
局の
名
で 、
南
北

棚側
節
委
員
会に
代わ
り
民
族
統一
準
備
委
員
会

を二

月二
十
日 、
板
門
店
で
開
催
する
よ
う
提
唱し
た 。

線
国
側
も二
月
十二
日 、
南
北
関
節
委
韓
国
側ス
ポ

ー
ク
スマ
ン
が二
月
十
七
日に
板
門
店
で
向
調
節
委

副
委
員
長
会
談

を
開
く
こ
と

を
提
案 、

こ
れに
たい

して
翌二
月
十三
日 、
北
朝
鮮の
祖
国
統一
民
主
主

義
戦
線
中央
委
書
記
局ス
ポ
ー
ク
スマ
ン
は、
二
月

十
七
日に
北
側
連
絡
代表

を
板
門
店に
派
遣し 、
南

側の
い
か
な

る
名
義の
人
と
も
会
談
する
と
表
現
し

て
除
国
側の
主
張に
歩み
寄り

をみ
せ
た 。

こ
う
して 、
約一
カ
月

に
お

よ
ぶ
提
祭の
応
酬の

の
ち 、
二
月
十
七
日 、
板
門
店の
中立
国
監
視
委
員

会
会
場
で
南
北
朝
鮮の
統一
問
題

をめ
ぐ

る
双
方
代

長の
接
触
が
実

現
し
た 。
南
北
両
当
事
者

の
接
触

は、
一
九
七
七
年
十二
月
九
日の
赤
十
字
実
務
者
会

談
以
来一
年ニ
カ
月
ぶ
り 、
閣
僚
級
会
談
と
し
て

は、
七
五
年三
月の
南
北
関
節
委
削
委
且
長
会
談
以

来 、
突

に
三
年
十｝
カ
月ぷ
り

の
こ
と
で
あっ
た 。

この
接
触は、
双
方の
代
表の
資
格
な
どの
点に

お

い
て
大
き
な
食い
違い

を
残
し
た
ま
ま
実

現
し
た
も

の
で
あ
り 、
ま
た 、
両
者
が
主
張
し
て
き
た
基
本

的

立
場

を
く
ず
す
もの
で
は
な
かっ
た
が 、
い
くつ
か

の
点
で
原
則

的
合
意に
透
する
こ
と
と
なっ
た 。
す

な
わ
ち 、
①

現
在
中
断
中の
ホ
ッ
ト・
ラ
イ
ン

の
再

開 、
②三
月
七
日に
再
び
板
門
店
で
会
合

を
もっ

③
今
後の
実
務
協
議
は
再
開
さ
れ

る
ホ
ッ
ト・
ラ
イ

ン
で

お
こ

な
う
llの

三
点
で
合
意

をみ
たの
で
あ

る。
新
しい
年の
明
け
と
と
もに
は
じ
まっ
た
南
北

朝の
対
話
提
案
ラ
リ
ー

は、
朝
鮮
半
島の
雪
解
け

に

向
けて一
応の
成
果

を
も
た
ら
し 、
今
後の
話
し

合

い
の
継
続

に
も
希
懇

をつ
な
げ
得る
こ
と

に
なう
た

の
で
あ

る。VI 

南

北

会

談

の

背

景

と
こ
ろ
で 、
あ
れほ
ど
か
た
く
な

に
自
国の
統一

政
策に
固
執
し
厳し
く
対
陣し
続
けて
き
た
南
北
朝

鮮が 、
対
話
再
開に
向
けて
突
如
歩み
寄り

の
姿

を

示
す
よ
うに
なっ
たの
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か 。
その

背
景と
し
て
朝
鮮
半
島

をめ
ぐ

る
国
際
環
境が一
九

七二
年の
南
北対
筏
当
時と
き
わ

め
て
類
似
し
て
い

る
点

を、
ま
ず
指
鏑して
お
か
ね
ば
な

る
まい 。
す

で
に
述べ
た
よ
う

に、
当
時
南
北
朝
鮮
聞に
緊
磁
緩

和
が一
時

的で
は
あ
れ
実

現し
たの
は、
ア
メ
リ
カ

の
uア

ジ
ア
憐
れH
ゃ 、
劇

的
な
米
中
接
近に
象
徴

さ
れ

る
ア
ジ
ア

の
国
際
情
勢の
急
変に、
南
北双
方

が
対
応

を
迫
ま
ら
れ
た
か
ら
で
あっ
た 。
そ
して

現

在 、
日
中条
約の
締
結 、
米
中
国
交
正
常
化
と
七
0

年
代初
頭

につ
づ
い
て
再
び
紡
れた
周辺
関係
大
国

の
め

ま
ぐ

る
しい
戦
略

的
秩
序
再
編の
動
きに
直
面

して 、
南
北
朝
鮮は
ま
た
して
も
新
た
な
対
応

を
迫

ま
ら
れて
い

る
の

で
あ

る。
今
回の
南
北
対
話へ

の

活
発
な
動
き
が 、
基
本

的に
は
こ
う
し
た
朝
鮮
半島

の
図
際
環
境の
変
動に
よっ
て
も
た
ら
さ
れ
た
もの

で
あ

る
こ
と

に
は、
もは
や
異
論

を
差
し
は
さ
む
余

地は
ない
で
あ
ろ
う 。

そ
して
そ
れ
と
と
もに、
南
北
双
方
が
そ
れ
ぞ
れ

抱え
る
国
内

的
要
因
が 、
南
北
接
触

を
強
く
促し
た

点
も
見
逃
す
こ
と
は
で
き
ない 。

韓
国は
依
然と
して
高
度
経
済
成
長

を
続
けて
い

る
もの

の、
その
半
面 、
イ
ン
フ
レ
や所
得
絡
差の

拡
大が
進
み 、
昨
年
暮
れの
総
選
挙

に
もよ
く
あ
ら

わ
れ
た
よ
うに、
国
民の
あい
だ

に
福
祉
向上 、
イ

ンフ
レ
是
正

を
求め
る
戸
が
強
く
なっ
て
き
て
い

る 。
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こ
れ
らの
問
題

を
解
決
する
ため

に
は、
国
家
予

算の
三
五パ
ーセ

ン
ト

を
占め

る
需品
事
費の
軽
減
が

不
可
欠で
あ

る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な

い
で
あ
ろ

』司ノ 。一
方の
北
朝
鮮
も 、
約二
十
億ド
ル

と
推

定
さ
れ

る
外
依
宋
払い
組問

を
抱え 、
その
経
済は
破
算寸
前

とい
わ
れて

い
る。

中ソ
両
国の
経
済
援
助
が
か
な

ら
ず
し
も
十
分で
は
ない
だ
け

に、
北
朝
鮮

と
し
て

は
結
非

と
もア
メ
リ
カ
や
日
本の
援
助

を
仰
ぎた
い

と
こ

ろ
と
恩
わ
れ

る。
さ
ら

に、
経
済
停
滞の
な
か

で
の
軍
備
増
強が
北
朝
鮮の
経
済

を
強
く一巡
迫
させ

て
い
る
こ
と
は
容
易に
推
測
し
う

る
し 、
その
点
で

南
北
朝の
緊
猿
緩
和
が
望ま
れ

る
と
こ

ろ
で
もあ
ろ

・円ノ 。こ
うし
て 、
南
北
朝
鮮に

とっ
て
朝
鮮
半島の
緊

張緩
和は
経
済

的に
み
て
も
不
可
欠
な
もの

に
な
り

つ
つ
あ

る
とい
え
よ
う 。

と
くに

こ
の
点は、
北
朝

鮮に
とっ
て
差し
迫っ
た
問題

と
考
え
ら
れ 、
今
回

の
対
括
提
案
ラ
リ
ー

に
おい

て 、
北
朝
鮮が
予
想
外

に
柔軟
な
姿
勢

を
示
し
た

こ
との
裏に
は、
経
済
磁

の
困
窮
打
開

とい
う
思
惑が
大い

に
作
用
し
て

い
た

と
思
わ
れ

る。

さ
て 、
以
上の
よ
うに
国
際
環
境

と
南
北双
方の

’ 

園
内
事情

を
考
え
併
せ
た

と
き 、
対
話

を
開
始
すべ

き
気
運
は
十
分に
熟
し
て

い
た

とい
え
よ
う
が 、
今

後 、
朝
鮮
半島に
其の
意味で
緊
張緩
和

を
も
た
ら

す
方
向に
今
回の
南
対
接
触
が
進
展
す

る
か
否
か

は、
けっ
し
て
楽
観

を
許
す
もの
で
は
ない。
た
し

か
に、
二
月
十
七
日
午
前板
門
店
で
実

現し
た
純
国

と
北
朝
鮮の
閣
僚
級
代表の
会
合は、
双
方

と
も立

場
と
主
張

を
逃
え
な
が
ら 、

と
も
か
く
直
接
会っ
て

話し
合っ
た
点

と、
次
回の
接
触へ

の
糸

を
切
ら
ず

につ
ない
だ
点

に
おい

て 、一
応の
成
即席

を
あ
げ
た 。

し
か
し 、
同
日
午
後
聞
か
れ
た
ホγ
ト・
ラ
イ
ン

をめ
ぐ

る
南
北
実
務
者
会
談で
は、
双
方の
意
見
が

対
立
し
結
局
物
別
れ

に
終わっ
た 。
緯
国
側は
南
北

関
節
委
円以
会
専
用
線の
復活

を
要

求
し
た
が 、
北
朝

鮮
側は
そ
れ

を
拒
否
し 、
三
月
七
日の
次
回
板
門
店

会
談に
決

定は
も
ち

こ
さ
れ

る
こ
と
に

なっ
たの
で

あ
る。こ

の
次
回

に
予

定
さ
れて

い
る
会
談
も 、
その
性

格は
あい
まい
な
ま
ま
で
あ

る。
桃
園は
南
北
関
節

委
員
会の
正
常
化の
ため

と
主
張
し 、
一
方の
北
朝

鮮は
南
北
統一
準
備
委
民
会
結
成の
ため

と
絞
ら
な

い。
双
方の
思
惑は
まっ
た
く

食い
違っ
て

おり 、

この
点の
捌
獲
が
な
さ
れ
ない
か
ぎ
り 、
南
北
対
話

が
実
質

的に
進
展
する
可
能
性は
薄い

とい
え

る
だ

ろ
う 。
ま
た 、
た

と
え

こ
の
間
附胞
が
解
決
し
た

と
し

て
も 、
南
北
聞の
よ
り
具
体

的
な
懸
案に
協
議の
対

象
が
移れ
ば 、
双
方

と
も
容
易に
自
国の
主
張

を
引

っ
込め
て
相手
側

と
妥協
する

と
は
考
え
ら
れ
な

い。
離
散
家
族の
消
息 、
交
通・
通
信の
問
題 、
経

済
交
流 、
用品
川淵
縮
小
な
ど 、

い
ず
れの
問
題

を
とっ

て
み
て
も 、
両
国が
容
易に
歩み
寄り

を
示
すと
手

ぱ
なし
で
期
待
する
こ

と
は
困
難で
あ

る。
現
在の

と
こ
ろ 、
南
北聞につ
な
がっ
た一
条の
細い
糸が

再
び
切
れ

る
と
は
考
え
ら
れ
ない
が 、
し
か
し 、
朝

鮮
半
島に
恒
久

的
な
緊
張緩
和

を
もた
ら
すよ
う
な

南
北
対
銘・
交
流の
実

現に
は、
ま
だ
ま
だ
道
が
遠

い
とい
わ
ね
ば
な

る
まい。

と
くに、

北籾鮮
が
事
実上

H二
つ

の
朝
鮮’

を

是
認
する

と
こ

ろ
ま
で 、
その
原
則

を
転
換さ
せ
な

い
か
ぎり 、
南
北
関の
接
触
が 、

朝鮮
半
島に
平
和

と
安

定
を

もた
ら
す
う
え
で

の
実
質

的
成
果

を
あ
げ

る
こ
と
は、
きわ

め
て
む
ず
か
しい
もの

と
思
わ
れ

る。
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VII 

南

北

対

話
の

行

方

し
た
がっ
て 、
今
後の
南
北
対
話の
行
方は、
そ



・ニ・

、．．

 

の
多
く
が
北
朝
鮮の
出
方
次
第に
か
かっ
て

い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
ない
で
あ
ろ
う。
な
か
で
も 、

北
籾
鮮
が
朝鮮
統一
問題
解
決へ

の
第一
歩

と
し

て、
東
西
ド

イツ
型の
南
北
共
存
関
係
安

定
化

とい

う
方
向

を
受
け
入
れ

る
か
否
か

に、
その
成
否
が
か

かっ
て
く

る
もの

と
忠
わ
れ

る。
その
点
で、
北
朝

鮮の
淡
勢
変
化の
可
能
性は
も

と
よ
り 、
周
辺
倒
係

大
開の
朝鮮
問題

に
たい
する
対
処の
仕方に
もわ

れ
わ
れ
は
注
目し
な
くて
は
な
ら
な

い。
す
で

に

“・
米・
中・
ソ
四
カ
向は、
当
而

朝鮮半幼の
現

状
維
持的
安定

を
盟
む
点で
暗
黙の
了
解

に
述し
て

い
る
とい
わ
れ
て

い
る。

ア
メ
リ
カ
は、
「
クロ
ス・
リコ
グニ
ショ
ン」

構
想
や
「
四
者
会
談」
提
案に
示
さ
れ

る
よ
う
に 、

M二
つ

の
朝
鮮e
政
策

を
明
ら
か

に
表
明し
て
い

る

し、
中
岡も
表
向
きは

と
も
か
く 、
昨
年
十二
月
野

小
平
副
首
相が
「
斡
国
軍は
北
か
らの
攻
黙

を
独
カ

で
務
返
する

に
十
分
な
カ

を
もっ
て

い
る」
と
発
言

し、
斡
同
政
府の
存
在

を
災
質
的

に
認
知
する
ま
で

に
なっ
て
きて

い
る（『ワ

シ
ン
ト
ン・
ポ
ス
ト』一

九
七
八
年
十二
月四
日〉。
し
か
も
こ

の
河
悶
は、

先の
部
小
平
副
首
相
訪
米の
際 、
朝
鮮
半μの
緊
張

緩
和

を
支

持
し、
朝
鮮
問泌
が
平
和的
に
解
決
さ
れ

米中正常化以後の制l鮮半ぬ

るべ
き
だ 、

との
点
で
完
全に
意
見の
一
致

を
み

た 。るお。い 朝て 鮮
米主
中の
間現の状
利総
書持
は的
A dコロ .!A
致定
しを
て求

いめ
るるのこ

でと
あに

・
ま
た 、
y
述
も
昨
年
秋ご
ろ
か
ら
純
国の
ス
ポ
ー

ツ
選
手 、
閣
僚 、
新
聞
記
者
な
どの
入
国

を
絡

め

，
総ソ
接
近・

の
ム
ー
ド

を
示し
て

お
り 、
南
北
朝

鮮の
「
民
主

的
統
ご

を
支

持
する

との
立
場は
く

ず
し
て

い
ない
もの

の、
「

こ
れ
だ
け
永い
分
断の

歴
史の
あ

と
に、
直
ち

に
統一

とい
うの
は
制度

的

に
無
理
だ」

と、
当
而の

nニ
つ

の
朝
鮮u

を
支

持

す
る
態
度

を
とっ
て

い
る。

日
本
政
府
も

こ
の
ほ

ど 、
北
朝
鮮の
労
働
党
代表
団の
入
国

を
戦
後
初め

て
許
可
する
方
針

を
固め
た 。
こ
うし
て、
朝
鮮
半

島に
深い
利
害
関
係

を
有
す

る
四
カ
国
すべ
て
が
当

面の
と
こ
ろ
J一
つ

の
朝
鮮u

を
是
認
する

とい
う

方
向に、
今
日 、
ま
す
ま
す
逃
みつ
つ
あ

る。

こ
の

よ
う
な
三
つ

の
朝鮮“

既成本尖
化へ

の

動
きは、
北
朝
鮮の
政
策に
大
き
な
影
響

を
与え
ず

に
は

お
か
ない
で
あ
ろ
うし、
ま
た
南
北
対
話の
行

方に
も 、
そ
れ

を
促
進
させ

る
方
向へ
プ
レ
ッ

シ
ャ

ー
を
か
け

る
こ
と
に

な
ろ
う 。
今
回の
南
北
対
話へ

の
お
動

に、
日・

米・
中・
ソ
四
カ
国は

い
ち
は
や

く
歓
迎の
意

を
表
明
し
た。

現状
維

持
に

も
とづ

く

J一
つ

の
朝
鮮a
は、
もは
や

現
災の
鰭
勢

と
し
て

避
け
ら
れ
ない
もの

と
なっ
て
きて

い
る。
北
朝
鮮

が
こ

うし
た

現
実の
要
諮

を
受
け

とめ
て
路
線
転換

をは
か

る
な
ら
ば 、
南
北
対
話の
前
途に
も
さ
ら

に

明
るい
展
盟が
開
け

る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
か
ろ

うか。こ
うし
た

状
況の
な
か
で、
去

る二
月十
五
日 、

米
国
務
省
ス
ポ
ー

ク
スマ
ン
は、
日
本が
北
朝
鮮

と

の
関
係
正
常
化

を
進め
た
均
合 、
ア
メ
リ
カ
政
府は

どの
よ
う
な立
場

を
と
る

か
との
質
問に
朝
鮮
半
島

の
緊
張

を
緩
和
する
効
果

を
もっ
どの
よ
う
な
動
き

も
歓
迎
する」

と、
きわ

め
て
注
目
すべ
き
発
言

を

お
こ

なっ
た。
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ア
メ
リ
カ

の
，

御
盤
付
き。

を
得
た
日
本
政
府

が 、
北
朝
鮮

との
国
交
正
常
化

に
乗り
だ
す

こ
と

は、
過
般の
日
中平
和
友野
条
約の
例

を
想
起
する

…

パ

リ
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ま
で
も
な
く 、
十
分に
予
想し
うる
と
こ
ろ
で
あ

る。
北
朝
鮮
は
従
来 、
「
線
図

を
承
伺附
する
岡山燃
と

の
正
常
化
は、
ニつ

の
朝
鮮
口定
犯
につ
なが
り
か
ね

ない」
と
い
う理
由か
ら 、
日
本
との
国
交
樹
立

を

急
が
ない
と
表
明
し
て
き
た 。

し
か
し、
すで
に
述べ
て
き
た
よ
うに 、
周辺
関

係
大
国か

現
状
維

持の
安
定
化

を
望
み 、
南
北
対
話

の
動
き

を
注
視し
て
円見
守っ
て
い

る
な
か
に
あっ

て 、
北
朝鮮が一
転
し
て
n
本
との
関
係
正
常化

を

・
南
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対
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閉
会
問

招
m
e
m
縦

側国
の
閲
覧
船・
開
花
調
節
祭
窓
U
HU
代
別 、

資制剛・
技術の共同活用品官制岡山県

朴
大
統
的刷 、
南
北
民
間
経
続
協
力
出回
m
を 刷出
泌

総園 、
南
北
赤
十
字
首
脳
会
畿
開
簡
を
鎚
猿

朴
大
統
領、
開
花
当
局
者
間
の
無
条
件
対
邸
再

開
を
削梶山県

北
側
鮮
の
包
国
統一
民
主
主
義
戦
線
中
央
援 、

問
花
民
族
大
会
9

月
開
仰
な
ど
4
羽
目
泌
総

金
岡山
M刷
問問刷
文
化
公
組閣
総 、
開
花
当
局
者
間
の

話
会
餓

令月
以
前戸
加

制する
準
高
山由

北
朝
鮮
の
組
閣
統一
一民
主
主
総
峨
録
中
央
祭
抑

留
局 、
間
北
災
務
級
会
副闘
を
4

刀
上
旬
に
川
側

1・
M却

1・
幻

は、
斡
国
側と
も
十
分に
協
議し、
韓
国と
中
国－

y
述
との
関
係
正
常化の
巡
回出
具
合

を
よ
く
見
極わ

め
た
う
えで
決
断
すべ
き
重
要な
線
題
で
あ

る。
も

し
も 、
そ
うし
た
プロ
セ
ス

を
軽
視して
対
北
朝
鮮

正
常
化

をは
か
れ
ば 、
悼碑
国の
孤
立
感をい
た
ず
ら

に
か
き
た
て

る
結
果

を
生
じ

るこ
と
に
な

る。
い

ま 、
日
本の
対
朝
鮮
外
交
は、
朝
鮮
半
島の
平
和と

安
定にい

か
に
寄
与し
うる
か 、
重大
な岐
路
に
直

前しつ
つ
あ

る
とい
え
よ
う 。

1－
m ず

る
こ
と
を
泌
総

融制国
文
化
公
報
省

るや’クスマ
ン 、
北
朝
鮮
が

当
局
者
の
回
答
を
寄
せ
ない
の
は
遺
館
と
声
明

飽
国
の
閲
覧
船・
南
北
関
節
祭
祭民
長
代田出 、南

北
関
節
祭
と
ホッ
ト・

ラ
イ
ン
の
百円
聞
を
鈍
総

北
朝
鮮
中
央
通
佃社 、
般国
に
たい
す
る
非
m

．
中
傷
中
止
世官
制戸
明

北
開
鮮
の
祖
国
統一
民
主
主
緒
戦
線
中
央
祭
岱

館
内
問
北
関
節
罷L
代
わ
D
民
銀
統一
m
側

県出
品官
2
川
初日 、
板
門
店
で
開
仰
す
る
こ
と
を

刷出
山県

南
北
調
節
需副
総閣
側
ス
ポ
ー

ク
スマ
ン 、
2
月

げ臼
に
仮
門
店
で
同
関
節
察側
祭
只
長
会
融制
開

催
を
桐提
案

北
朝
鮮
の
祖
国
統一
民
主
主
援
繊
線
中
央
餐
S

E
周
ス
ポ
ー

ク
スマ
ン、
2
月
η日
に
北
側
述

絡
代
表
ぞ
緩
門出胞
に
派
巡し
南
側
のい
か
な
る

名
曲輔
の
人
と
も
会
餓
す
る
と
表
明

富田
門
店
で
附
北
閣
僚レ
ヴZ
ル
の
代
双
が
3
年

uヵ
刀
ぷ
huに
鋭
敏 。
ホッ
ト・

ラ
イ
ン
の
再

開
な
ど
で
合
獄
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