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日
本
大
学
准
教
授

小
林
聡
明

日
本
と
韓
国
の
間
に
横
た
わ
る
、
感
情
的
に
埋
め
が
た
い
溝
。

四
〇
年
前
に
駐
韓
大
使
を
務
め
た
須
之
部
量
三
は

日
韓
関
係
の
良
好
さ
が
日
本
の
成
長
の
「
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
」
と
述
べ
た
。

い
ま
、
価
値
や
社
会
的
課
題
の
共
有
こ
そ
が

歴
史
認
識
を
め
ぐ
る「
感
情
隔
差
」克
服
の
一
歩
と
な
る
。

こ
ば
や
し　

そ
う
め
い　

二
〇
〇
五
年
一

橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
博
士
後

期
課
程
単
位
取
得
退
学
。
博
士
（
社
会

学
）。
専
門
は
朝
鮮
半
島
地
域
研
究
、
東

ア
ジ
ア
国
際
政
治
・
メ
デ
ィ
ア
史
。
著

書
に
『
在
日
朝
鮮
人
の
メ
デ
ィ
ア
空
間
』、

共
著
に
『
メ
デ
イ
ア
と
文
化
の
日
韓
関

係
』
な
ど
。

い
く
つ
か
の
場
面
で
進
展
を
見
せ
る
日
韓

関
係
。
三
月
一
〇
日
、
輸
出
管
理
に
関
す
る

日
韓
両
政
府
局
長
級
の
政
策
対
話
が
、
テ

レ
ビ
会
議
方
式
で
行
わ
れ
た
（
時
事
）

日
韓
協
力
の
推
進
と

共
感
の
拡
大

—
—

あ
る
日
本
人
外
交
官
の
問
い
を
手
が
か
り
と
し
て
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今
か
ら
約
四
〇
年
前
、
日
本
外
交
に
と
っ
て
韓
国
と
は
何
で
あ
ろ

う
か
と
問
う
た
日
本
人
外
交
官
が
い
た
。
の
ち
に
外
務
事
務
次
官

も
務
め
た
須
之
部
量
三
駐
韓
大
使
（
当
時
）
で
あ
る
。
須
之
部
は
、

一
九
八
一
年
一
月
に
本
省
に
宛
て
た
極
秘
扱
の
文
書
「
管
内
情
勢
報

告
所
見
お
よ
び
政
策
提
言
」（
以
下
、「
須
之
部
提
言
」）
の
な
か
で
、

「
言
う
迄
も
な
く
、
日
本
外
交
に
と
っ
て
韓
国
が
す
べ
て
で
は
な
い
」

と
し
な
が
ら
も
、「
日
本—

—
外
務
省
で
は
な
く
、
政
府
・
民
間
を

ふ
く
め—

—

日
本
全
体
と
し
て
、
そ
の
対
韓
関
係
が
う
ま
く
行
く

か
否
か
は
、
ま
さ
に
日
本
が
ど
こ
ま
で
国
際
的
に
成
長
し
た
か
を
検

証
す
る
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
」
で
あ
り
、「
日
韓
関
係
が
波
瀾
な
く
推

移
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
始
め
て
、
日
本
は
『
世
界
の
日
本
』
に
ま

で
円
熟
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
。

　

二
〇
二
〇
年
の
今
、
私
た
ち
は
、
須
之
部
の
問
い
に
対
し
て
、
ど

の
よ
う
な
答
え
を
見
つ
け
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
リ

ト
マ
ス
試
験
紙
は
、円
熟
を
示
す
色
に
反
応
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、「
須
之
部
提
言
」
を
手
が
か
り
に
、
悪
化
し
た
日
韓
関
係

の
現
状
を
打
開
し
、
協
力
関
係
の
構
築
に
む
け
た
一
つ
の
可
能
性
を

提
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

対
韓
政
策
の
基
本
と
し
て
の「
底
流
と
感
情
隔
差
の
理
解
」

　
「
須
之
部
提
言
」
は
、
七
項
目
（「
底
流
と
感
情
隔
差
の
理
解
」「
多

様
な
観
点
か
ら
の
韓
国
（
人
）
理
解
」「
金
大
中
問
題
」「（
韓
国
の
）

経
済
回
復
」「
在
日
韓
国（
朝
鮮
）人
問
題
」「
日
本
理
解
の
促
進
」「
文

化
協
力
問
題
」）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
底
流
と
感
情
隔
差
の
理

解
」
の
な
か
で
、
須
之
部
は
、「（
日
本
人
が
）
韓
国
人
の
立
場
を
も

考
え
て
く
れ
る
、
少
く
と
も
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
て
く
れ
て
い
る

と
の
信
頼
感
を
與
え
る
こ
と
が
対
韓
政
策
の
基
本
」
と
主
張
し
た
。

ど
の
よ
う
な
「
立
場
」
を
考
え
、
何
を
「
理
解
」
せ
よ
と
い
う
の
だ

ろ
う
か
。
須
之
部
は
、
そ
れ
ら
を
歴
史
的
な
文
脈
か
ら
、
こ
う
説
き

起
こ
す
。

　
「
植
民
地
時
代—

—

文
禄
の
役
（
壬
辰
倭
乱
）
さ
ら
に
そ
れ
以
前

に
遡
る
見
方
も
あ
る
が—

—

に
根
を
お
ろ
し
た
厳
し
い
対
日
感
情

の
底
流
は
、
今
日
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
韓
国
独
立
後
、
既
に
植
民

地
時
代
と
同
じ
年
数
が
経
過
し
た
事
と
て
、
も
う
帳
消
し
で
い
い
で

は
な
い
か
と
い
う
の
は
、
日
本
人
の
理
窟
で
あ
る
。
韓
国
人
か
ら
す

れ
ば
、
日
帝
時
代
は
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
犠
牲
と
屈
辱
と
を
強
い
ら

れ
た
三
六
年
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
そ
の
後
の
三
六
年
間
日
本
は
韓

国
の
為
に
何
を
し
て
く
れ
た
か
、
凡
そ
無
為
で
は
な
い
か
と
言
い
た

い
所
で
あ
ろ
う
。」

　

韓
国
人
の
「
反
日
感
情
」
は
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
歴
史
的
関
係

性
に
起
因
し
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
な
っ
て
も
続
い
て
い
る
。
須

之
部
は
、
日
本
人
と
韓
国
人
の
間
に
は
植
民
地
時
代
を
め
ぐ
る
認
識
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を
め
ぐ
っ
て
「
感
情
隔
差
」
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
解
消
に
は
、
三

つ
の
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
一
つ
は
、
時
間
経
過
で
あ

る
。
須
之
部
は
こ
れ
を
「
籍か

す
に
時
を
以
て
し
」
と
表
現
し
た
。
二

つ
目
は
、「
日
韓
両
国
間
の
経
済
隔
差
の
大
巾
縮
小
」
の
た
め
の
経

済
支
援
で
あ
る
。
三
つ
目
は
、
日
本
人
の
韓
国
に
対
す
る
態
度
で
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
須
之
部
は
、
こ
う
説
明
す
る
。

 

「
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
（
筆
者
注
：
反
日
感
情
の
）
底
流
の

現
実
を
直
視
し
、
南
北
分
裂
を
強
い
ら
れ
た
が
故
に
、
民
主
化
も
ま

ま
な
ら
ず
、
多
額
の
軍
事
費
負
担
の
た
め
経
済
発
展
に
も
制
約
が
加

え
ら
れ
て
い
る
自
国
の
現
状
に
対
し
て
韓
国
民
が
持
っ
て
い
る
挫
折

感
（
裏
返
せ
ば
対
日
嫉
妬
感
）
に
理
解
を
持
ち
、
隣
人
の
困
難
に
対

し
、
よ
り
度
量
あ
る
態
度
で
臨
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。」

　

須
之
部
は
、
植
民
地
支
配
に
起
因
す
る
反
日
感
情
や
南
北
分
断
体

制
に
よ
っ
て
経
済
発
展
が
抑
制
さ
れ
た
こ
と
で
生
じ
て
い
る
韓
国

人
の
日
本
に
対
す
る
嫉
妬
を
、「
よ
り
度
量
あ
る
態
度
」
で
「
理
解
」

す
る
態
度
、
そ
し
て
日
本
と
の
歴
史
的
関
係
性
と
冷
戦
と
い
う
時
代

状
況
の
な
か
で
生
き
る
韓
国
人
の
置
か
れ
た
「
立
場
」
を
考
え
る
態

度
が
重
要
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。こ
れ
ら
三
つ
の
要
素
を
通
じ
て「
感

情
隔
差
」
を
解
消
す
る
こ
と
が
、
日
韓
関
係
の
未
来
を
切
り
開
き
、

そ
れ
こ
そ
が
、「
対
韓
政
策
の
基
本
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
須
之

部
の
主
張
・
提
言
で
あ
っ
た
。

「
対
韓
政
策
の
基
本
」
の
有
効
性
と
限
界

　
「
須
之
部
提
言
」
で
示
さ
れ
た
「
対
韓
政
策
の
基
本
」
は
、
現
在

の
日
韓
関
係
を
考
え
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
有
効
性
と
限
界
を
有
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
須
之
部
の
挙
げ
た
三
つ
の
要
素
に
即
し
て
、

検
討
し
て
み
た
い
。
第
一
に
、
時
間
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
日
韓
間

で
は
、い
ま
な
お
過
去
を
め
ぐ
っ
て
感
情
的
な
対
立
が
続
い
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
時
間
が
経
て
ば
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
歴
史
的
関
係
性

に
根
ざ
し
た
「
感
情
隔
差
」
が
解
消
さ
れ
る
と
い
う
須
之
部
の
主
張

に
限
界
が
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

　

第
二
に
、
経
済
支
援
で
あ
る
。
今
や
世
界
第
一
二
位
（
二
〇
一
八

年
）
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
と
な
っ
て
い
る
韓
国
に
経
済
支
援
を
行
う
こ
と
で
、

韓
国
人
の
「
挫
折
感
」
や
「
対
日
嫉
妬
感
」
が
解
消
さ
れ
る
か
と
い

え
ば
、
答
え
は
ノ
ー
で
あ
ろ
う
。
対
韓
輸
出
管
理
強
化
を
行
っ
た
も

の
の
、
韓
国
の
対
日
政
策
に
変
化
を
与
え
ら
れ
た
と
は
言
え
ず
、
む

し
ろ
韓
国
人
の
対
日
感
情
を
激
し
く
刺
激
し
、
日
韓
関
係
は
、
い
っ

そ
う
困
難
に
陥
っ
た
。
一
九
八
〇
年
代
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
経
済
力

を
用
い
て
現
在
の
日
韓
関
係
に
、
な
ん
ら
か
の
影
響
力
を
行
使
す
る

と
い
う
見
方
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
ろ
う
。

　

第
三
に
、「
立
場
」
を
考
え
、「
理
解
」
す
る
態
度
に
つ
い
て
で
あ
る
。

植
民
地
支
配
と
南
北
分
断
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
韓
国
人
の
感
情
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を
理
解
し
、
彼
ら
・
彼
女
ら
か
ら
信
頼
感
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
外

交
だ
け
で
な
く
民
間
交
流
を
含
め
た
包
括
的
な
日
韓
関
係
の
発
展
に

資
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
を
「
よ
り
度
量
の

あ
る
態
度
」
で
臨
む
と
い
う
言
葉
か
ら
す
か
し
見
え
る
韓
国
へ
の
ま

な
ざ
し
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
日
韓
に
お
け
る
対
等
な
関
係
性
は
担
保

さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
垂
直
的
な
意
識
が
内
在
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
現
在
の
日
本
の
な
か
に
、「
韓
国
に
と
っ
て
日
本
は
重
要
で
あ

る
は
ず
だ
」
と
い
う
、
か
つ
て
の
韓
国
イ
メ
ー
ジ
が
残
っ
て
い
る
こ

と
と
も
表
裏
一
体
で
あ
る
。
一
方
、
韓
国
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
垂
直

的
な
日
韓
関
係
か
ら
水
平
的
な
関
係
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
の
声
が

大
き
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
対
等
な
関
係
を
前
提
と

し
な
い
韓
国
へ
の
ま
な
ざ
し
は
、
韓
国
人
の
「
立
場
」
を
考
え
、「
理

解
」
す
る
こ
と
の
も
つ
有
効
性
を
大
き
く
毀
損
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

韓
国
人
の
「
立
場
」
を
考
え
、「
理
解
」
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
信

頼
感
を
獲
得
す
る
。
こ
れ
は
、現
在
も
そ
の
意
義
を
失
っ
て
お
ら
ず
、

有
効
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
先
に
あ
る
「
感
情
隔
差
」
の
解
消
は
、

は
た
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
幸
せ
の
青
い
鳥
」
を

追
い
か
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由

は
、
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
須
之
部
の
い
う
「
感
情
隔
差
」、
す
な

わ
ち
感
情
の
ズ
レ
は
、
縮
め
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
完
全
に
は
解
消

で
き
な
い
。
双
方
の
感
情
の
背
景
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
正
義
」
が

存
在
し
て
お
り
、「
正
義
」
の
相
違
は
、
お
の
ず
か
ら
感
情
の
ズ
レ

を
引
き
起
こ
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
で
、自
ら
の
「
正
義
」

に
よ
っ
て
、相
手
の
「
不
正
義
」
を
正
す
方
式
が
取
ら
れ
る
限
り
、「
感

情
隔
差
」
の
完
全
な
解
消
は
困
難
で
あ
る
。
第
二
に
、
日
韓
両
国
の

間
で
は
、
感
情
に
限
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
歴

史
認
識
問
題
以
外
に
も
、
北
朝
鮮
の
非
核
化
プ
ロ
セ
ス
を
含
む
東
ア

ジ
ア
の
平
和
構
築
を
め
ぐ
る
戦
略
の
ズ
レ
や
、
そ
れ
を
下
支
え
し
て

い
る
冷
戦
認
識
の
ズ
レ
が
、日
韓
関
係
を
大
き
く
波
立
た
せ
て
い
る
。

「
感
情
隔
差
」
が
完
全
に
解
消
さ
れ
た
と
し
て
も
、
日
韓
の
戦
略
や

認
識
の
ズ
レ
が
、
日
韓
関
係
の
発
展
に
お
い
て
大
き
な
阻
害
要
因
に

な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、日
韓
の
戦
略
や
認
識
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

「
日
韓
関
係
が
波
瀾
な
く
推
移
」
し
得
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
現
在
の
悪
化
し
た
状
況
を
一
挙
に
改
善
さ
せ
る「
特
効
薬
」

を
見
つ
け
る
こ
と
は
難
し
い
。し
か
し
、戦
略
や
認
識
に
ズ
レ
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
日
韓
間
で
の
協
力
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
協
力
関
係
の
構
築
は
、
悪
化
し
た
日
韓
関
係
改
善
の
糸
口
と

な
り
、「
一
九
六
五
年
体
制
」
を
土
台
と
し
、
九
八
年
の
日
韓
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
宣
言
で
方
向
付
け
ら
れ
た
日
韓
関
係
の
未
来
像
に
、

さ
ら
に
具
体
性
を
与
え
、発
展
さ
せ
る
資
源
に
な
り
得
る
。
そ
れ
は
、

「
日
本
は
『
世
界
の
日
本
』
に
ま
で
円
熟
」
さ
せ
る
資
源
に
も
な
り
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得
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
に
協
力
関
係
を
構
築
し
、
推
進
し
て
い
け

ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
助
と
な
り
得
る
共
感
の
可
能
性
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

共
感
の
可
能
性
と
日
韓
協
力
の
未
来
に
向
け
て

　

日
韓
間
で
は
、
戦
略
や
認
識
、
そ
し
て
感
情
の
ズ
レ
は
存
在
し
て

い
る
も
の
の
、
望
ま
し
い
社
会
の
あ
り
方
と
し
て
の
基
本
的
価
値
を

共
有
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
民
主
主
義
や
人
権
尊
重
、
健
康
で
文
化

的
な
生
活
、
言
論
の
自
由
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
基
本
的
価
値

を
共
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
日
韓
両
国
の
市
民
に
と
っ
て
望
ま
し
い

社
会
の
方
向
性
だ
け
で
な
く
、
悩
み
も
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。日
本
と
韓
国
は
と
も
に
、人
権
問
題
や
差
別
、環
境
問
題
、

医
療
、
少
子
高
齢
化
な
ど
の
共
通
す
る
社
会
的
課
題
を
抱
え
、
苦
悩

し
、
な
ん
と
か
乗
り
越
え
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
た
と
え
日
韓
間

で
感
情
や
戦
略
、
認
識
が
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
う
し
た
悩

み
を
有
す
る
者
と
し
て
の
共
感
を
持
つ
こ
と
は
で
き
る
。

　

共
感
と
は
、
必
ず
し
も
相
手
の
認
識
や
思
考
、
感
情
に
同
意
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
何
が
大
切
な
の
か
、
何
を
重
視
す
べ
き
な
の
か
と

い
う
感
覚
の
共
有
な
の
で
あ
る
。
日
韓
間
で
、「
隔
差
」
の
発
見
と

解
消
を
目
指
す
よ
り
は
、
い
く
つ
も
の
共
通
の
課
題
を
発
見
し
、
同

意
を
前
提
と
し
な
い
共
感
を
広
げ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
徴

用
工
問
題
や
慰
安
婦
問
題
な
ど
歴
史
認
識
問
題
に
お
い
て
も
、
日
韓

両
国
民
の
共
感
は
、
こ
れ
ら
の
解
決
を
強
力
に
下
支
え
す
る
も
の
と

な
る
。

　

共
感
は
、
日
韓
の
「
共
通
の
敵
」
と
し
て
の
社
会
的
課
題
に
、
と

も
に
知
恵
を
出
し
合
い
、
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
原

動
力
と
な
る
。
そ
れ
は
、
日
韓
相
互
理
解
か
ら
共
同
作
業
の
時
代
へ

と
進
み
ゆ
く
姿
を
想
起
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
理
解
と
作
業
は
、「
感

情
隔
差
」
を
拡
大
さ
せ
る
排
他
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
抑
止
す
る
。

さ
ら
に
「
感
情
隔
差
」
を
縮
小
さ
せ
る
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
も

な
る
。
日
韓
共
同
作
業
の
現
場
は
、す
で
に
い
く
つ
も
目
撃
さ
れ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
が
世
界
的
に
広
が
る
な
か
、
海
外
に
居
住
す
る
日
韓
双

方
の
自
国
民
の
帰
国
に
際
し
て
、両
国
の
協
力
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　

日
韓
メ
デ
ィ
ア
も
、
こ
の
共
同
作
業
を
好
意
的
に
報
じ
て
い
る
。

日
韓
の
若
者
世
代
で
は
、
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
社
会
に
生
き
、
い

か
な
る
世
界
を
目
指
し
て
い
く
の
か
を
テ
ー
マ
と
し
た
知
的
対
話
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
通
じ
て
二
一
世
紀
の
東
ア
ジ
ア

や
世
界
を
デ
ザ
イ
ン
し
、
人
類
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
日
韓
若
者
世

代
の
共
同
作
業
も
、
あ
ら
ゆ
る
フ
ェ
ー
ズ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
日
韓
間
で
は
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
活
用
・
解
析
を
含
む
、
が

ん
治
療
法
の
研
究
開
発
な
ど
先
進
的
な
医
療
協
力
も
着
実
に
推
進
さ

れ
て
い
る
。
大
事
な
こ
と
は
、
か
つ
て
の
日
本
が
韓
国
に
支
援
協
力
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す
る
と
い
う
方
式
で
は
な
く
、
日
本
と
韓
国
が
と
も
に
協
力
し
あ
う

双
方
向
で
の
協
力
関
係
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
共
感
が
た
た
み
込
ま
れ
た
協
力
関
係
は
、
日
韓
に
、
ど

の
よ
う
な
政
権
が
誕
生
し
て
も
着
実
に
前
に
進
め
て
い
か
ね
ば
な
ら

な
い
。
二
〇
二
〇
年
四
月
一
五
日
に
投
開
票
さ
れ
た
韓
国
の
総
選
挙

で
は
、
与
党
が
圧
勝
し
、
文
在
寅
政
権
の
基
盤
が
強
化
さ
れ
た
。
日

本
で
は
、
文
大
統
領
の
対
日
姿
勢
は
変
化
せ
ず
、
日
韓
関
係
の
改
善

は
難
し
い
と
の
見
方
も
広
が
っ
て
い
る
。
韓
国
側
が
差
し
押
さ
え
た

日
本
企
業
の
資
産
の
現
金
化
も
憂
慮
さ
れ
て
お
り
、
現
金
化
が
な
さ

れ
れ
ば
、
日
韓
関
係
は
破
綻
に
い
た
る
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
い
。

だ
が
、
現
金
化
が
な
さ
れ
よ
う
が
、
回
避
さ
れ
よ
う
が
、
日
韓
関
係

か
ら
〔
歴
史
〕
と
い
う
棘
を
抜
く
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
ど
ち
ら

一
方
に
棘
を
抜
く
作
業
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
、
日
韓
が
互
い
に
協

力
し
、
共
同
作
業
と
し
て
棘
抜
き
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
「
感
情
隔
差
」
を
克
服
し
、
和

解
を
実
現
す
べ
き
と
い
う
社
会
認
識
に
立
脚
し
た
共
感
を
日
韓
相
互

の
社
会
に
広
げ
て
い
き
、
過
去
に
対
す
る
感
覚
と
未
来
へ
の
意
思
を

共
有
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
歴
史
認
識
問
題
に
お
い
て
、

須
之
部
が
言
う
「
立
場
」
を
考
え
、「
理
解
」
す
る
と
い
う
「
対
韓

政
策
の
基
本
」
は
、
今
も
そ
の
有
効
性
を
失
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、

か
つ
て
の
韓
国
イ
メ
ー
ジ
に
基
づ
い
た
「
よ
り
度
量
の
あ
る
態
度
」

で
臨
む
の
で
は
な
く
、
韓
国
理
解
を
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
さ
せ
た
う

え
で
現
代
韓
国
に
向
き
あ
う
態
度
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
相
手

が
気
に
入
ら
な
く
と
も
、
そ
し
て
、
相
手
の
主
張
に
同
意
で
き
な
く

と
も
、
共
通
の
問
題
を
解
決
し
、
よ
り
よ
い
社
会
を
実
現
し
よ
う
と

い
う
互
い
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
両
者
間
に
共
感
を
育
ん
で

い
く
。
こ
う
し
た
共
感
は
、
歴
史
認
識
問
題
に
限
ら
ず
、
多
く
の
日

韓
共
通
の
社
会
的
課
題
の
克
服
に
も
資
す
る
も
の
と
な
り
、
政
権
の

性
格
に
左
右
さ
れ
な
い
日
韓
関
係
の
揺
る
ぎ
な
い
発
展
に
力
強
さ
を

与
え
る
も
の
と
な
る
。

　

日
本
外
交
に
と
っ
て
、
韓
国
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
す
ぐ
に
、

そ
の
答
え
を
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
日
本

と
韓
国
は
、
ど
の
よ
う
な
価
値
や
社
会
的
課
題
を
共
有
し
て
い
る
の

か
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直
す
と
と
も
に
、
日
韓
の
市
民
間

で
、
い
か
な
る
共
感
が
芽
生
え
、
育
ま
れ
て
い
る
の
か
を
確
め
な
が

ら
、
一
つ
一
つ
日
韓
協
力
の
実
績
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
が
、
そ

の
答
え
を
見
つ
け
る
た
め
の
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
と
な
る
。
そ
し
て
、

世
界
に
向
け
て
日
韓
協
力
の
実
績
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
は
、
リ
ト

マ
ス
試
験
紙
が
、
ど
の
よ
う
な
色
に
反
応
す
る
か
を
教
え
て
く
れ
る

重
要
な
「
試
薬
」
と
な
る
。
日
本
外
交
に
は
、
日
本
の
国
内
外
で
、

こ
う
し
た
共
感
を
育
て
、「
試
薬
」
を
買
い
そ
ろ
え
て
い
く
こ
と
が

望
ま
れ
る
。
●




