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1　　

は
じ
め
に

　

韓
国
人
の
「
反
日
」
感
情
は
強
い
と
、
よ
く
言
わ
れ
る
。
無
理
や
り
国
を
併
合
さ
れ
て
三
五
年
間
も
支
配
さ
れ
、
そ

の
間
に
無
謀
な
戦
争
に
も
付
き
合
わ
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
も
仕
方
な
い
。
だ
が
、
今
や
そ
の
植
民
地
支
配
が
終
わ

っ
て
七
〇
年
、
過
去
を
清
算
し
て
国
交
を
開
い
た
一
九
六
五
年
の
日
韓
基
本
条
約
か
ら
五
〇
年
も
た
っ
た
。
こ
の
間
に

日
本
は
奇
跡
的
と
も
言
え
る
韓
国
の
経
済
成
長
や
民
主
化
を
支
援
し
て
き
た
。
人
の
往
来
が
五
〇
〇
倍
に
も
伸
び
た
ほ

か
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
も
深
ま
り
、
日
本
に
は
ド
ラ
マ
や
Ｋ
─

Ｐ
Ｏ
Ｐ
の
韓
流
ブ
ー
ム
も
起
き
た
。
首
相
ら
は
謝
罪
も

繰
り
返
し
た
し
、
サ
ッ
カ
ー
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
（
Ｗ
杯
）
共
催
で
も
和
解
ム
ー
ド
は
盛
り
上
が
っ
た
は
ず
。
も
う
、

そ
ろ
そ
ろ
勘
弁
し
て
ほ
し
い
…
…
と
い
う
の
が
多
く
の
日
本
人
の
偽
ら
ざ
る
気
持
ち
だ
ろ
う
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
韓
の
政
治
関
係
は
昨
今
、「
最
悪
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
従
軍
慰

安
婦
の
問
題
が
こ
じ
れ
た
の
を
き
っ
か
け
に
二
〇
一
二
年
夏
、
李
明
博
大
統
領
が
竹
島
（
韓
国
名
、
独
島
）
行
き
を
断

行
し
た
。
一
方
、
そ
の
あ
と
日
本
で
は
安
倍
晋
三
首
相
が
二
〇
一
三
年
暮
れ
に
靖
国
神
社
の
参
拝
を
断
行
す
る
な
ど
、

歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
言
動
で
韓
国
を
刺
激
す
る
。
こ
れ
に
反
発
す
る
朴パ
ク

槿ク

惠ネ

大
統
領
が
「
正
し
い
歴
史
認
識
を
」
と
求

め
て
日
韓
首
脳
会
談
に
応
じ
よ
う
と
し
な
い
。
こ
ん
な
首
脳
た
ち
の
応
酬
は
、
国
交
が
開
か
れ
て
以
後
、
あ
り
え
な
い

こ
と
だ
っ
た
。
そ
ん
な
中
、
日
本
を
覆
っ
て
い
た
韓
流
ブ
ー
ム
も
熱
が
冷
め
、
い
つ
し
か
「
嫌
韓
」
ム
ー
ド
に
切
り
替

わ
っ
た
風
が
あ
る
。
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い
っ
た
い
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。
若
い
こ
ろ
ソ
ウ
ル
へ
留
学
し
て
以
来
、
こ
の
国
に
関
心
を
寄
せ
て
き
た
私

は
、
日
韓
条
約
五
〇
周
年
を
控
え
て
韓
国
の
知
日
派
を
中
心
と
す
る
知
識
人
ら
に
連
続
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
試
み
た
。
こ

の
五
〇
年
を
ど
う
評
価
し
、
現
在
、
そ
し
て
未
来
を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
意
見
を
交
わ
し
た
か
っ
た
か
ら
だ
。
お

か
げ
で
元
外
交
官
や
学
者
、
首
長
、
作
家
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、
歌
手
、
ス
ポ
ー
ツ
選
手
、
そ
し
て
市
民
運
動
家
な
ど

多
彩
な
一
八
人
に
登
場
し
て
い
た
だ
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
の
結
果
は
こ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
お
読
み
い
た
だ
く
と
し
て
、
ま
ず
は
そ
の
前
提
と
し
て
、
戦
後
の
日
韓
関
係
に

つ
い
て
整
理
を
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

一
九
一
〇
年
か
ら
三
五
年
間
に
わ
た
っ
た
朝
鮮
半
島
の
植
民
地
支
配
に
幕
が
下
ろ
さ
れ
た
の
は
、
日
本
が
太
平
洋
戦

争
に
敗
れ
た
一
九
四
五
年
の
こ
と
だ
。
そ
れ
か
ら
日
韓
に
国
交
が
開
か
れ
る
ま
で
に
二
〇
年
の
歳
月
を
要
し
た
わ
け
だ

が
、
そ
れ
を
含
め
た
七
〇
年
間
を
私
は
次
の
四
期
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。

第
一
期
（
一
九
四
五
～
六
五
年
）
国
交
の
な
か
っ
た
不
正
常
な
時
期

第
二
期
（
一
九
六
五
～
八
八
年
）
韓
国
の
軍
事
政
権
下
で
の
反
共
の
連
携
期

第
三
期
（
一
九
八
八
～
二
〇
〇
二
年
）
韓
国
の
民
主
化
に
よ
る
自
然
な
友
好
増
進
期

第
四
期
（
二
〇
〇
三
年
～
）
諸
矛
盾
の
噴
出
に
よ
る
友
好
の
反
動
期

　

ま
ず
第
一
期
は
、
日
韓
の
間
に
国
交
が
な
い
ま
ま
混
乱
が
続
い
た
時
代
で
あ
る
。
こ
の
間
に
朝
鮮
半
島
は
南
北
に
分

か
れ
て
激
し
い
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
～
五
三
年
）
を
戦
っ
た
。
日
本
は
韓
国
支
援
に
出
動
す
る
米
軍
に
基
地
を
提
供

し
て
後
方
か
ら
支
え
な
が
ら
、
戦
争
の
「
特
需
景
気
」
に
よ
っ
て
経
済
成
長
の
道
を
歩
み
出
し
た
。
一
方
、
反
日
色
が

鮮
明
な
韓
国
の
李
承
晩
政
権
は
い
わ
ゆ
る
「
李
承
晩
ラ
イ
ン
」
を
引
い
て
竹
島
を
自
国
領
に
組
み
入
れ
、
実
力
占
拠
に
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至
る
。
李
ラ
イ
ン
を
越
え
た
漁
船
は
拿
捕
し
続
け
た
。
日
本
は
抗
議
を
繰
り
返
し
た
が
、
植
民
地
支
配
に
対
す
る
罪
の

意
識
や
反
省
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
日
韓
の
国
交
交
渉
は
も
め
続
け
て
一
四
年
に
も
及
ぶ
の
だ
っ
た
。

　

第
二
期
は
、
六
二
年
の
軍
事
革
命
で
生
ま
れ
た
朴パ
ク

正チ
ョ
ン

熙ヒ

政
権
の
も
と
、
よ
う
や
く
日
韓
基
本
条
約
の
締
結
に
こ
ぎ

つ
け
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
米
国
と
ソ
連
・
中
国
に
よ
る
東
西
冷
戦
が
深
刻
な
時
代
に
あ
っ
て
、
韓
国
の
軍
事
独
裁

政
権
と
日
本
の
強
固
な
保
守
政
権
が
「
反
共
」
に
よ
っ
て
結
び
合
う
と
い
う
戦
略
的
関
係
だ
っ
た
。
竹
島
の
問
題
は
事

実
上
、
棚
上
げ
さ
れ
た
。
朴
大
統
領
は
七
九
年
に
側
近
の
銃
弾
に
倒
れ
て
一
八
年
の
治
世
を
終
え
た
が
、「
反
共
連

合
」
的
な
構
造
は
次
に
生
ま
れ
た
軍
事
政
権
の
全
チ
ョ
ン

斗ド
ゥ

煥フ
ァ
ン

体
制
で
も
引
き
継
が
れ
た
。
こ
の
間
、
日
本
の
経
済
協
力
も

あ
っ
て
韓
国
は
飛
躍
的
な
経
済
・
社
会
の
発
展
を
と
げ
た
。

　

だ
が
、
日
韓
は
い
わ
ば
お
互
い
の
「
嫌
な
点
」
に
目
を
つ
ぶ
り
な
が
ら
の
連
携
だ
っ
た
。
実
は
日
本
人
は
韓
国
の
独

裁
政
権
に
眉
を
し
か
め
、
韓
国
民
は
日
本
に
植
民
地
支
配
の
反
省
が
乏
し
い
と
不
満
だ
っ
た
の
だ
。
こ
の
矛
盾
が
時
に

大
き
く
噴
き
出
す
。
七
三
年
に
野
党
政
治
家
の
金キ
ム

大デ

中ジ
ュ
ン

氏
が
韓
国
の
情
報
機
関
に
拉
致
さ
れ
る
と
い
う
衝
撃
的
な
事

件
が
東
京
で
起
き
る
一
方
、
八
二
年
に
は
日
本
の
歴
史
教
科
書
が
「
歪
曲
だ
」
と
激
し
く
問
わ
れ
た
の
は
そ
の
代
表
的

な
例
だ
っ
た
。

　

第
三
期
は
韓
国
の
民
主
化
と
と
も
に
始
ま
っ
た
。
八
七
年
、
国
民
の
直
接
投
票
に
よ
る
大
統
領
選
が
行
わ
れ
て
元
軍

人
の
盧ノ

泰テ

愚ウ

氏
が
勝
ち
、
翌
年
に
政
権
に
就
く
。
八
八
年
に
は
ソ
ウ
ル
五
輪
も
開
か
れ
、
韓
国
の
近
代
化
と
民
主
化
に

拍
車
が
か
か
っ
た
。
長
く
野
党
の
政
治
家
だ
っ
た
金キ
ム

泳ヨ
ン

三サ
ム

氏
、
さ
ら
に
金
大
中
氏
が
大
統
領
と
な
っ
て
、
そ
れ
が
極
ま

っ
た
。

　

世
界
的
に
は
冷
戦
時
代
の
終
わ
り
に
重
な
り
、
こ
れ
を
背
景
に
日
本
で
は
自
民
党
の
一
党
支
配
が
終
わ
っ
た
。「
非
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自
民
」
の
連
立
に
よ
る
細
川
護
煕
政
権
や
、
自
民
党
が
社
会
党
党
首
を
か
つ
い
だ
村
山
富
市
政
権
が
生
ま
れ
る
と
、
首

相
に
よ
る
「
侵
略
」
や
「
植
民
地
支
配
」
へ
の
謝
罪
が
続
い
た
。
戦
後
五
〇
年
に
あ
た
る
九
五
年
の
「
村
山
談
話
」
が

そ
の
典
型
だ
。
ま
た
、
金
大
中
大
統
領
と
小
渕
恵
三
首
相
が
九
八
年
に
署
名
し
た
「
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言
」

は
和
解
の
頂
点
と
な
り
、
二
〇
〇
二
年
の
Ｗ
杯
共
催
は
そ
の
象
徴
的
な
催
し
と
な
っ
た
。
映
画
、
ド
ラ
マ
、
ポ
ッ
プ
ス

の
世
界
に
広
が
る
韓
流
ブ
ー
ム
も
盛
り
上
が
り
の
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
だ
。

　

だ
が
、
実
は
こ
れ
と
並
行
し
て
第
四
期
に
つ
な
が
る
不
穏
な
空
気
も
生
ま
れ
て
い
た
。
民
主
化
や
近
代
化
に
よ
っ
て

高
揚
す
る
韓
国
民
に
は
、
か
つ
て
強
権
的
に
抑
え
ら
れ
た
「
抗
日
」
の
気
分
が
育
ち
、
戦
後
補
償
の
問
題
な
ど
で
そ
れ

に
呼
応
す
る
裁
判
所
の
判
断
も
続
く
。
一
方
、
首
相
が
謝
罪
を
続
け
た
日
本
に
は
「
い
つ
ま
で
謝
れ
ば
い
い
の
か
」
と

い
う
ス
ト
レ
ス
が
生
ま
れ
て
い
た
。
従
軍
慰
安
婦
や
竹
島
問
題
の
表
面
化
、
あ
る
い
は
首
相
の
靖
国
神
社
参
拝
、
さ
ら

に
「
村
山
談
話
」
の
見
直
し
論
も
争
点
と
な
っ
て
今
日
に
至
る
。

　

第
四
期
を
ど
こ
か
ら
と
見
る
か
は
判
断
が
難
し
い
が
、
あ
え
て
二
〇
〇
二
年
に
Ｗ
杯
共
催
が
終
わ
っ
た
と
き
を
区
切

り
に
し
て
み
た
。
す
で
に
小
泉
純
一
郎
首
相
の
靖
国
参
拝
な
ど
で
対
立
の
芽
が
出
て
い
た
が
、
対
立
の
激
化
を
抑
え
て

い
た
Ｗ
杯
共
催
と
い
う
共
通
目
標
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
矛
盾
が
次
々
に
噴
き
出
し
た
か
ら
だ
。
こ
の
年
の
九
月
に

は
小
泉
首
相
が
日
朝
の
国
交
正
常
化
を
め
ざ
し
て
平
壌
を
訪
問
し
た
が
、
拉
致
さ
れ
た
日
本
人
の
存
在
が
は
っ
き
り
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
北
朝
鮮
へ
の
激
し
い
感
情
が
噴
出
し
た
こ
と
も
、
間
接
的
に
日
韓
関
係
に
響
い
た
。
ま

た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
強
大
化
し
た
中
国
が
何
か
と
日
本
と
ぶ
つ
か
り
合
う
よ
う
に
な
る
一
方
、
韓
国
が
か
つ
て
敵
国
だ

っ
た
中
国
と
親
密
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
影
を
落
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
六
五
年
に
は
全
く
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
だ
っ
た
。
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さ
て
、
私
が
朝
日
新
聞
の
記
者
と
し
て
初
め
て
韓
国
の
土
を
踏
ん
だ
の
は
七
九
年
八
月
だ
っ
た
。
ソ
ウ
ル
の
ほ
か
板

門
店
な
ど
の
軍
事
境
界
地
帯
も
視
察
し
、
日
本
で
は
わ
か
ら
な
い
緊
張
を
味
わ
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
翌
八
〇
年
に
は
自

民
党
の
グ
ル
ー
プ
に
同
行
し
て
北
朝
鮮
を
訪
れ
、
こ
の
国
の
創
建
者
だ
っ
た
金
日
成
主
席
に
も
会
え
た
。
今
度
は
北
か

ら
板
門
店
を
訪
れ
る
と
い
う
貴
重
な
体
験
も
し
た
。

　

そ
ん
な
偶
然
が
重
な
っ
た
こ
と
か
ら
志
願
し
て
八
一
年
秋
か
ら
一
年
間
、
ソ
ウ
ル
に
留
学
し
て
韓
国
語
を
学
ぶ
こ
と

に
な
る
。
留
学
中
に
ソ
ウ
ル
五
輪
（
八
八
年
）
の
開
催
が
決
ま
っ
た
ほ
か
、
歴
史
教
科
書
問
題
の
噴
出
に
よ
っ
て
日
韓

に
横
た
わ
る
大
き
な
溝
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
東
京
で
の
政
治
取
材
に
明
け
暮
れ
た
が
、
全
斗
煥

大
統
領
の
訪
日
と
歴
史
的
な
天
皇
と
の
会
見
（
八
四
年
）
を
取
材
す
る
な
ど
、
日
韓
の
外
交
を
間
近
に
見
る
機
会
は
多

か
っ
た
。
九
三
年
に
発
足
し
た
「
日
韓
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
に
も
参
加
し
、
何
か
と
韓
国
と
の
縁
も
深
ま
っ
た
。

　

留
学
以
来
、
あ
っ
と
い
う
間
に
三
〇
年
以
上
の
歳
月
が
流
れ
た
が
、
二
〇
一
三
年
一
月
に
朝
日
新
聞
を
退
職
し
た
の

を
機
に
、
す
っ
か
り
錆
び
つ
い
た
韓
国
語
を
少
し
で
も
取
り
戻
そ
う
と
、
半
年
の
「
再
留
学
」
を
試
み
た
。
そ
の
後
に

始
め
た
の
が
こ
の
一
連
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
だ
っ
た
。

　

さ
て
、
前
置
き
は
こ
の
く
ら
い
に
し
て
お
き
、
さ
っ
そ
く
韓
国
の
皆
さ
ん
に
登
場
し
て
い
た
だ
こ
う
。



第
１
章　
　

日
韓
の
溝
、
そ
の
深
さ
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１　
「
竹
島
」
と
い
う
ト
ゲ
に
潜
む
も
の

小
説
家　

金キ
ム

辰ジ
ン

明
ミ
ョ
ン

氏
と
語
る

　
『
ム
ク
ゲ
ノ
花
ガ
咲
キ
マ
シ
タ
』
と
い
う
小
説
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
一
九
九
三
年
に
韓
国
で
発
行
さ
れ
、
四

〇
〇
万
部
に
及
ぶ
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
サ
ス
ペ
ン
ス
小
説
だ
。
翌
年
に
日
本
で
も
翻
訳
出
版
さ
れ
た
こ
の

小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
要
約
す
れ
ば
─
─
。

　

在
米
韓
国
人
の
天
才
科
学
者
が
ひ
そ
か
に
韓
国
に
呼
ば
れ
て
核
兵
器
の
開
発
に
あ
た
り
、
紆
余
曲
折
の
末
に
南

北
朝
鮮
で
の
共
同
開
発
に
成
功
す
る
。
こ
れ
を
発
射
す
る
と
き
に
両
国
首
脳
が
交
わ
す
暗
号
を
「
ム
ク
ゲ
ノ
花
ガ

咲
キ
マ
シ
タ
」
と
決
め
た
。
九
〇
年
代
末
、
日
本
は
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
専
守
防
衛
を
超
え
た
攻
撃
能
力
を
も
つ

よ
う
に
な
り
、
独
島
（
竹
島
の
こ
と
）
へ
出
動
。
島
の
占
拠
に
至
る
の
だ
が
、
そ
の
時
、「
ム
ク
ゲ
ノ
花
ガ
」
の
暗

号
が
交
わ
さ
れ
、
核
が
列
島
の
頭
上
を
越
え
て
日
本
の
無
人
島
に
撃
ち
込
ま
れ
た
。
驚
い
た
日
本
政
府
は
直
ち
に

停
戦
を
申
し
入
れ
る
─
─
。
そ
ん
な
衝
撃
的
な
小
説
だ
っ
た
。

　

い
ま
の
韓
国
が
日
本
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
。
私
は
ま
ず
こ
の
代
表
的
「
反
日
小
説
」
を
書
い
た
金
辰
明
氏
に

会
お
う
と
思
っ
た
。
一
九
五
八
年
、
釜
山
生
ま
れ
。
大
学
卒
業
後
、
事
業
の
失
敗
な
ど
苦
労
の
あ
と
小
説
家
に
な
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っ
た
異
色
の
経
歴
だ
。
民
族
主
義
的
な
人
気
作
家
と
し
て
執

筆
を
続
け
て
い
る
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
要
請
に
快
く
応
じ

て
く
れ
た
。❖

自
衛
隊
出
動
で
日
本
に
核
攻
撃
が
!?

─
─
二
〇
年
前
の
小
説
『
ム
ク
ゲ
ノ
花
ガ
咲
キ
マ
シ
タ
』
に
は
驚

き
ま
し
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
は
推
理
小
説
的
で
面
白
か
っ
た
け
ど
、

失
礼
な
が
ら
設
定
は
荒
唐
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
南
北
の
核
共
同
開

発
は
別
問
題
と
し
て
も
、
ま
さ
か
自
衛
隊
が
竹
島
（
独
島
）
を
武

力
で
占
拠
す
る
な
ん
て
こ
と
は
…
…
。

金　

い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
近
、
日
本
の
教
科
書
は
み
な
独
島
を
日
本
の
領
土
だ
と
書
き
、「
固
有

の
領
土
だ
、
韓
国
が
不
法
占
拠
し
て
い
る
」
と
教
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
教
科
書
は
絶
対
的
な
も
の
で
、
子
供

は
そ
う
信
じ
て
い
く
。
二
〇
年
も
す
れ
ば
、
日
本
の
全
国
民
が
そ
う
信
じ
る
よ
う
に
な
り
、
必
ず
独
島
を
奪
い
に
き
て

戦
争
が
起
き
ま
す
よ
。

─
─
教
科
書
へ
の
記
述
が
増
え
た
の
は
確
か
で
す
が
、
日
本
は
戦
後
、
一
度
も
戦
争
に
参
加
し
て
い
ま
せ
ん
よ
。
そ
れ

で
も
実
力
行
使
で
奪
い
に
行
く
と
？

金　

日
本
は
確
か
に
敗
戦
国
と
し
て
異
常
な
ほ
ど
の
平
和
国
家
で
や
っ
て
き
ま
し
た
が
、
も
う
す
ぐ
「
普
通
の
国
」、

戦
前
の
よ
う
な
本
来
の
姿
に
戻
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
弱
い
韓
国
が
領
土
を
占
拠
し
て
い
る
の
を
黙
っ
て
見
す
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ご
す
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
、
戦
争
が
起
こ
る
。
海
軍
と
空
軍
の
戦
い
で
す
が
、
日
本
は
ど
ち
ら
も
韓
国
よ
り
強
い
か

ら
、
こ
の
ま
ま
い
け
ば
独
島
を
占
拠
す
る
日
が
き
ま
す
。

─
─
わ
れ
わ
れ
の
実
感
か
ら
は
、
か
け
離
れ
て
い
ま
す
ね
。

金　

そ
れ
は
私
た
ち
の
世
代
の
考
え
に
す
ぎ
な
い
。
新
世
代
、
つ
ま
り
小
学
生
の
時
か
ら
「
竹
島
は
日
本
の
領
土
だ
」

と
教
科
書
で
勉
強
し
た
人
々
が
社
会
に
根
を
張
る
時
代
に
な
れ
ば
、
考
え
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
よ
。
わ
れ
わ
れ
の
世
代

は
ず
っ
と
「
韓
米
日
」
の
同
盟
体
制
の
下
に
生
き
て
き
て
、
敵
は
中
国
、
ロ
シ
ア
、
北
朝
鮮
で
し
た
よ
ね
。
そ
れ
が
急

速
に
崩
れ
て
い
る
。
い
ま
、
韓
国
と
中
国
が
と
て
も
近
づ
い
て
い
る
。
で
も
、
日
中
は
戦
争
を
し
に
く
い
の
で
、
争
い

が
起
き
や
す
い
の
は
韓
国
と
日
本
。
時
代
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

　

日
韓
の
間
で
長
く
ノ
ド
に
刺
さ
っ
た
ト
ゲ
と
さ
れ
て
き
た
の
が
竹
島
の
領
有
問
題
だ
。
日
露
戦
争
さ
な
か
の
一

九
〇
五
年
二
月
、
日
本
政
府
が
島
を
日
本
領
と
し
て
島
根
県
に
編
入
す
る
手
続
き
を
と
っ
た
。
日
本
が
韓
国
の
外

交
権
を
奪
う
「
日
韓
保
護
条
約
」
を
結
ぶ
の
は
同
じ
年
の
一
〇
月
、
そ
し
て
五
年
後
の
韓
国
併
合
に
至
る
。
や
が

て
日
本
の
敗
戦
で
独
立
し
た
韓
国
は
「
独
島
は
も
と
も
と
韓
国
領
だ
」
と
し
て
返
還
を
要
求
。
紆
余
曲
折
の
末
、

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
は
竹
島
を
日
本
領
と
見
な
し
た
が
、
韓
国
は
五
二
年
、
条
約
発
効
前
に
実
力
で
島

を
占
拠
。
以
来
、
こ
れ
を
不
法
占
拠
だ
と
す
る
日
本
の
抗
議
や
、
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）
へ
委
ね
よ
う
と

い
う
提
案
を
無
視
し
て
実
効
支
配
を
続
け
て
き
た
。

　

竹
島
を
日
本
の
固
有
の
領
土
だ
と
す
る
日
本
政
府
に
対
し
、
日
本
に
よ
る
竹
島
の
編
入
を
「
韓
国
併
合
に
向
か

う
侵
略
の
第
一
歩
だ
っ
た
」
と
見
る
韓
国
は
、
奪
還
し
た
こ
の
島
を
独
立
の
象
徴
と
見
な
し
て
き
た
。
日
韓
基
本

条
約
で
は
問
題
が
棚
上
げ
さ
れ
た
が
、
韓
国
は
「
独
島
は
わ
が
島
」
と
い
う
国
民
教
育
を
徹
底
す
る
。
こ
れ
に
比
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べ
て
熱
の
乏
し
か
っ
た
日
本
で
も
、
二
〇
〇
五
年
に
島
根
県
が
「
竹
島
の
日
」
を
設
け
、
教
科
書
に
竹
島
を
日
本

領
と
し
て
書
く
指
導
も
進
ん
だ
。
自
民
党
は
二
〇
一
二
年
の
総
選
挙
で
「
竹
島
の
日
」
の
式
典
を
国
の
主
催
に
す

る
方
向
で
公
約
を
掲
げ
、
そ
こ
ま
で
実
現
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
安
倍
政
権
で
は
式
典
に
政
府
の
代
表
が
出
席

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

韓
国
側
の
動
き
で
は
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
李
明
博
大
統
領
が
島
を
訪
れ
た
の
が
日
本
人
の
感
情
を
刺
激
し
た
。

韓
国
に
は
金
辰
明
氏
の
よ
う
に
「
日
本
が
独
島
を
奪
い
に
く
る
」
と
信
じ
る
人
が
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
も

「
独
島
を
要
塞
に
し
な
け
れ
ば
」
な
ど
と
言
う
人
に
出
会
っ
て
き
た
。「
も
し
韓
日
が
独
島
で
戦
え
ば
…
…
」
と
い

う
戦
闘
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
新
聞
紙
上
な
ど
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
も
過
去
に
あ
っ
た
。

❖
日
本
の
変
化
は
止
め
ら
れ
な
い

─
─
李
明
博
大
統
領
が
竹
島
に
足
を
踏
み
入
れ
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
日
韓
関
係
が
急
速
に
悪
化
し
ま
し
た
が
、
実
効
支

配
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
こ
ま
で
し
な
く
て
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
せ
ん
か
。

金　

い
や
、
よ
く
や
っ
た
と
判
断
し
ま
す
。
実
効
支
配
し
て
い
る
の
だ
か
ら
静
か
に
し
て
い
よ
う
と
い
う
の
は
、
一
国

の
政
策
と
し
て
堂
々
と
し
て
お
ら
ず
、
何
か
犯
罪
者
の
よ
う
な
振
る
舞
い
で
し
ょ
う
。
国
と
国
の
関
係
は
明
快
な
透
明

性
が
必
要
で
、
関
係
悪
化
を
招
く
側
面
が
あ
っ
て
も
、
大
統
領
の
独
島
訪
問
に
よ
っ
て
国
の
立
場
を
明
確
に
し
た
こ
と

は
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
よ
。

─
─
大
い
に
異
論
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
『
ム
ク
ゲ
ノ
花
ガ
〜
』
が
韓
国
で
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
九

三
年
。
そ
の
こ
ろ
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
竹
島
が
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
に
、
ど
う
し
て
あ
ん
な
小
説
を
書
い
た
の
で
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す
か
。

金　

私
は
未
来
を
読
む
の
で
す
。
歴
史
に
は
一
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
あ
の
こ
ろ
深
刻
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
、
だ
ん
だ

ん
深
刻
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
さ
ら
に
先
を
見
れ
ば
、
日
本
の
軍
事
力
は
整
備
さ
れ
、
普
通
の
国
に
戻
る
。

　

そ
う
言
い
な
が
ら
、
金
氏
は
紙
の
上
に
曲
線
グ
ラ
フ
を
書
い
た
。
線
は
右
に
向
か
っ
て
な
だ
ら
か
に
上
が
っ
て

い
き
、
次
第
に
カ
ー
ブ
が
急
に
な
っ
て
い
く
。

金　

い
い
で
す
か
、
独
島
に
関
す
る
日
本
の
政
治
、
メ
デ
ィ
ア
、
教
育
界
の
雰
囲
気
は
、
以
前
は
な
だ
ら
か
に
進
ん
で

い
ま
し
た
よ
ね
。
だ
け
ど
、
だ
ん
だ
ん
こ
ん
な
ふ
う
に
上
が
り
始
め
て
、
こ
の
ご
ろ
は
か
な
り
の
カ
ー
ブ
で
す
。
い
ま

か
ら
子
供
た
ち
に
教
え
て
い
け
ば
、
こ
の
グ
ラ
フ
は
も
っ
と
せ
り
上
が
り
、
や
が
て
頂
点
へ
行
く
。

　

実
は
、
こ
の
小
説
を
改
め
て
読
む
と
、
か
つ
て
荒
唐
無
稽
に
思
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
少
し
違
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ

が
感
じ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
あ
の
こ
ろ
は
空
想
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
た
核
兵
器
の
開
発
が
、
そ
の
後
、
北
朝

鮮
の
手
で
実
現
さ
れ
た
。
さ
す
が
に
南
北
共
同
で
は
な
い
が
、
も
し
い
ま
南
北
が
統
一
さ
れ
れ
ば
、
核
は
統
一
国

家
の
も
の
と
な
る
。
一
方
、
日
本
で
は
解
釈
改
憲
に
よ
る
「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
」
に
踏
み
出
し
た
。
政
権
与

党
の
自
民
党
は
改
憲
に
よ
っ
て
自
衛
隊
に
代
わ
る
「
国
防
軍
」
保
持
の
公
約
を
掲
げ
、
と
り
わ
け
安
倍
晋
三
首
相

は
改
憲
に
熱
心
だ
。
竹
島
に
対
す
る
日
本
人
の
関
心
も
大
き
く
な
り
、
教
科
書
へ
の
記
述
も
ふ
え
た
。
徐
々
に
だ

が
、
曲
線
カ
ー
ブ
が
右
肩
上
が
り
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

─
─
で
も
、
九
〇
年
代
に
は
村
山
富
市
首
相
の
「
村
山
談
話
」
を
は
じ
め
、
日
本
の
首
相
は
か
つ
て
の
侵
略
や
植
民
地

支
配
を
し
き
り
に
謝
罪
し
ま
し
た
。
そ
の
時
代
、「
普
通
の
国
」
へ
の
願
望
が
日
本
人
に
強
か
っ
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
。

最
近
安
倍
政
権
の
登
場
で
少
し
変
わ
っ
て
き
た
気
も
し
ま
す
が
…
…
。
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金　

変
わ
る
の
が
当
た
り
前
な
の
で
す
。
日
本
が
韓
国
や
中
国
、
米
国
に
押
さ
れ
っ
ぱ
な
し
の
必
要
は
な
い
。
日
本
が

ど
ん
ど
ん
元
の
状
態
に
戻
る
の
は
正
常
な
こ
と
で
、
そ
れ
は
誰
も
止
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

─
─
と
て
も
意
外
で
す
ね
。
私
の
知
る
多
く
の
韓
国
人
は
、
そ
う
は
言
い
ま
せ
ん
よ
。

金　

え
え
、
で
も
日
本
が
い
つ
ま
で
も
敗
戦
国
の
よ
う
に
抑
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
し
、
普
通

の
国
に
戻
り
た
い
と
い
う
願
望
は
誰
に
も
止
め
ら
れ
な
い
。
韓
国
人
は
、
そ
れ
を
正
常
な
こ
と
だ
と
理
解
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
。
確
か
に
安
倍
さ
ん
は
右
傾
化
に
拍
車
を
か
け
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
安
倍
と
い
う
個
人
の
問
題
で
は
な
く
、

日
本
が
敗
戦
国
と
し
て
正
常
で
な
い
国
家
形
態
を
強
い
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
す
。
も
う
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
な
り
経
っ

た
し
、
今
の
状
況
は
日
本
が
普
通
の
国
に
戻
っ
て
い
く
過
程
だ
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
が
「
普
通
の
国
」
に
な
る
、
つ
ま
り
軍
隊
を
も
つ
こ
と
を
「
当
然
だ
」
と
い
う
金
氏
が
、
韓
国
で
多
数
派

だ
と
は
思
え
な
い
。
日
本
に
は
昔
の
よ
う
な
国
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
考
え
、
普
通
の
軍
隊
を
も
つ
こ
と
を
警

戒
す
る
人
が
多
い
か
ら
だ
。
だ
が
、
金
氏
は
日
本
が
普
通
の
国
に
戻
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
と
、
ク
ー
ル
に
言
い

放
つ
。
そ
う
見
通
す
か
ら
こ
そ
、
こ
の
小
説
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
。

❖
南
北
分
断
と
い
う
痛
み

─
─
『
ム
ク
ゲ
ノ
花
ガ
〜
』
を
書
い
た
き
っ
か
け
に
は
何
が
あ
り
ま
し
た
か
。

金　

あ
れ
は
基
本
的
に
日
本
に
向
け
て
書
い
た
小
説
で
は
な
く
、
南
北
朝
鮮
を
何
と
か
し
よ
う
と
い
う
小
説
で
し
た
。

朝
鮮
半
島
の
南
と
北
は
五
〇
〇
〇
年
間
、
同
じ
民
族
で
、
同
じ
言
語
も
使
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
南
と
北
が
一
緒
に
力

を
合
わ
せ
よ
う
」
と
い
う
意
味
で
書
い
た
。
日
本
だ
っ
て
も
し
分
断
さ
れ
て
い
た
ら
、
も
う
一
度
統
一
し
よ
う
と
す
る
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は
ず
で
す
。
私
た
ち
も
南
と
北
が
一
つ
に
な
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
胞
な
の
だ
か
ら
…
…
。
分
断
を
永
遠

に
固
定
化
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。

─
─
で
も
、
一
九
八
七
年
に
は
北
朝
鮮
に
よ
る
大
韓
航
空
の
爆
破
事
件
も
あ
っ
た
し
、
そ
の
前
に
は
ラ
ン
グ
ー
ン
（
い

ま
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
ヤ
ン
ゴ
ン
）
で
大
統
領
を
ね
ら
っ
た
テ
ロ
事
件
も
あ
り
ま
し
た
。
九
〇
年
ご
ろ
は
む
し
ろ
「
北
朝
鮮

は
怖
い
」
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
。

金　

だ
か
ら
こ
そ
、
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
事
件
や
戦
争
を
回
避
す
る
方
法
と
し
て
、
に
ら
み
合
う
雰
囲
気
を
除

い
た
ら
い
い
。
同
じ
民
族
だ
か
ら
お
互
い
理
解
し
、
協
力
し
な
が
ら
生
き
よ
う
、
と
。
あ
の
小
説
が
出
て
か
ら
、
お
互

い
が
敵
で
は
な
く
同
胞
だ
と
、
ま
ず
若
い
大
学
生
た
ち
か
ら
大
き
な
変
化
が
起
こ
り
、
対
立
が
か
な
り
穏
や
か
に
な
っ

た
。
か
つ
て
は
本
当
に
殺
伐
と
し
て
い
た
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
今
は
何
だ
か
ん
だ
言
っ
て
も
開
城
工
業
団
地
の
運
営
と

か
、
お
互
い
に
行
き
交
っ
て
い
る
。
ま
た
、
わ
が
歴
史
は
自
分
た
ち
の
手
で
つ
く
っ
て
い
く
べ
き
で
、
外
国
と
協
力
し

て
同
胞
に
筒
先
を
向
け
る
こ
と
は
よ
く
な
い
。
だ
か
ら
、
あ
の
本
を
書
い
た
の
で
す
。

─
─
そ
れ
は
そ
う
と
し
て
、
南
北
が
力
を
合
わ
せ
る
た
め
に
、
日
本
を
悪
者
に
し
た
と
言
え
そ
う
で
す
ね
。

金　

も
と
を
正
せ
ば
、
南
北
の
分
断
は
基
本
的
に
日
本
の
侵
略
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
す
。
日
本
が
朝
鮮
半
島
か

ら
撤
収
し
た
あ
と
、
北
に
は
ソ
連
軍
が
、
南
に
は
米
軍
が
入
っ
て
き
た
。
日
本
人
に
は
そ
の
理
解
が
あ
り
ま
せ
ん
。
日

本
に
は
拉
致
問
題
な
ど
で
北
朝
鮮
へ
の
悪
い
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
あ
り
ま
す
が
、
朝
鮮
で
日
本
が
や
っ
た
こ
と
は
拉
致
よ

り
も
ひ
ど
か
っ
た
。

　

拉
致
問
題
で
北
朝
鮮
に
対
す
る
怒
り
が
決
定
的
に
な
っ
た
日
本
と
し
て
は
、
や
は
り
北
朝
鮮
に
多
く
の
人
を
拉

致
さ
れ
た
韓
国
民
と
感
情
を
共
有
し
た
い
の
だ
が
、
韓
国
は
と
か
く
日
本
へ
の
同
情
が
薄
い
。
金
さ
ん
の
言
う
よ
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う
に
、
過
去
の
日
本
は
も
っ
と
ひ
ど
い
こ
と
を
し
た
の
に
…
…
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
の
よ
う
で
、
そ
れ
が
日

本
の
嫌
韓
感
情
を
引
き
出
し
て
い
る
面
も
あ
る
。
朝
鮮
半
島
は
日
本
の
支
配
か
ら
脱
し
た
と
思
っ
た
ら
、
民
族
分

断
と
内
戦
。
こ
の
悲
劇
が
韓
国
民
に
与
え
続
け
て
い
る
痛
み
や
苦
し
み
を
日
本
は
も
っ
と
理
解
す
べ
き
だ
と
思
う

が
、
分
断
の
責
任
ま
で
問
わ
れ
る
と
、
素
直
に
う
な
ず
け
な
い
も
の
も
あ
る
。

─
─
分
断
は
基
本
的
に
米
ソ
の
冷
戦
の
産
物
で
す
よ
ね
。
し
か
も
朝
鮮
戦
争
の
時
追
い
詰
め
ら
れ
た
北
朝
鮮
軍
を
支
援

し
て
参
戦
し
た
中
国
の
せ
い
で
は
な
い
で
す
か
。

金　

確
か
に
そ
う
い
う
面
も
あ
る
か
ら
、
日
本
に
全
面
的
な
責
任
が
あ
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
ね
…
…
。

❖
韓
中
を
接
近
さ
せ
る
も
の

─
─
金
さ
ん
は
『
皇
太
子
妃
拉
致
事
件
』
と
い
う
小
説
も
二
〇
〇
一
年
に
書
き
ま
し
た
ね
。
日
本
の
皇
太
子
妃
を
誘
拐

し
て
、
一
八
九
五
年
に
起
き
た
閔ミ
ン

妃ビ

暗
殺
の
真
相
を
明
か
す
よ
う
日
本
政
府
に
要
求
す
る
と
い
う
極
め
て
刺
激
的
な
ス

ト
ー
リ
ー
で
す
。
最
近
、
そ
れ
を
書
き
直
し
て
『
新
・
皇
太
子
妃
拉
致
事
件
』
を
出
版
し
、
翻
訳
を
中
国
で
も
出
し
た

と
か
。

金　

え
え
、
明
ミ
ョ
ン

成ソ
ン

皇
后
（
閔
妃
の
こ
と
）
は
ど
の
よ
う
に
殺
さ
れ
た
か
、
よ
く
考
え
て
ほ
し
い
の
で
す
。
日
本
人
数
十

人
が
景
福
宮
に
来
て
王
妃
を
引
っ
張
り
出
し
、
刀
で
傷
つ
け
た
あ
と
、
辱
し
め
を
与
え
て
、
油
を
か
け
て
焼
き
殺
し
た

の
で
す
。
一
国
の
皇
后
を
、
で
す
よ
。
そ
の
こ
と
は
現
地
か
ら
日
本
政
府
に
送
ら
れ
た
報
告
書
に
書
か
れ
て
い
る
の
に
、

日
本
で
教
え
て
い
な
い
。
日
本
人
は
礼
儀
正
し
い
か
ら
、
事
実
を
知
れ
ば
謝
罪
で
き
る
は
ず
な
の
に
。

　

閔
妃
と
は
国
王
だ
っ
た
高
宗
の
王
妃
で
、
韓
国
で
は
一
般
に
明
成
皇
后
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
当
時
、
韓
国
へ
の
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