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李
在
明
大
統
領
の
実
用
外
交

　

6
月
4
日
に
野
党
指
導
者
で
あ
る
李イ

在ジ
ェ

明ミ
ョ
ン

氏
が
韓
国
の
大
統
領

に
就
任
し
た
。
選
挙
戦
の
過
程
で
最
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
、
進
歩

勢
力
を
代
表
す
る
李
在
明
候
補
の
「
中
道
保
守
」
旋
回
で
あ
っ
た
。

2
月
18
日
に
進
歩
系
の
動
画
番
組
に
出
演
し
た
李
氏
は
「
わ
れ
わ
れ

は
進
歩
で
は
な
い
。
中
道
保
守
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
取
る
」
と
発
言
し

て
注
目
さ
れ
、
そ
の
後
も
そ
れ
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
明
ら
か
に
金キ
ム

大デ

中ジ
ュ
ン

元
大
統
領
の
選
挙
戦
術
の
模
倣
で

あ
っ
た
。
1
9
9
7
年
の
大
統
領
選
挙
を
前
に
し
た
金
大
中
氏
は
、

保
守
本
流
の
金キ
ム

鍾ジ
ョ
ン

泌ピ
ル

氏
と
の
保
革
連
合
を
実
現
し
て
、
自
分
自
身

の
左
翼
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
修
正
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
韓
国
の
保
守

層
を
安
心
さ
せ
て
、
選
挙
戦
で
の
勝
利
を
確
実
に
し
た
の
で
あ
る
。

同
時
に
、
そ
れ
は
日
本
の
保
守
勢
力
に
対
し
て
も
同
じ
効
果
を
も
っ

た
。

　

し
か
し
、
そ
の
金
大
中
モ
デ
ル
は
選
挙
戦
術
に
止
ま
ら
な
か
っ
た

よ
う
だ
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
李
在
明
氏
は
選
挙
戦
終
盤
の
5
月

26
日
の
水
原
市
で
の
演
説
で
対
日
政
策
に
つ
い
て
語
り
、「
領
土
問

題
や
歴
史
問
題
は
原
則
的
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘

し
た
う
え
で
、「
安
全
保
障
や
経
済
、
社
会
、
文
化
の
領
域
は
未
来

日
韓
国
交
正
常
化
60
周
年

日
韓
は
戦
略
を
共
有
で
き
る
か

─
新
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
共
同
宣
言
を小お

こ
の
ぎ

此
木　

政ま
さ

夫お

（
慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）
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志
向
で
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
が
必
要
だ
」と
言
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
親
日
か
反
日
か
と
い
う
二
者
択
一
の
方
式
で
は
な
く

…
…
過
去
を
直
視
し
、
未
来
志
向
で
韓
日
関
係
を
解
決
し
て
い
く
と

い
う
金
大
中
・
小
渕
宣
言
の
原
則
が
望
ま
し
い
」
と
明
確
に
指
摘
し

た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
過
去
に
繰
り
返
さ
れ
た
李
氏
の
過

激
な
対
日
批
判
発
言
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
大
統
領
就
任
後
の
6
月
4
日
の
記
者
会
見
で
の
最
も
印
象

的
な
や
り
取
り
は
、「
実
用
外
交
」
の
強
調
で
あ
っ
た
。
李
在
明
大

統
領
は
「
朴パ
ク

正チ
ョ
ン

熙ヒ

の
政
策
も
金
大
中
の
政
策
も
、
必
要
で
有
用
な

ら
ば
区
別
な
く
使
う
だ
ろ
う
」「
金
大
中
元
大
統
領
は
『
商
人
の
現

実
感
、
書
生
の
問
題
意
識
』
の
両
方
を
備
え
て
こ
そ
立
派
な
政
治
家

に
な
れ
る
と
言
っ
た
が
、
韓
日
関
係
に
も
そ
の
よ
う
な
実
用
的
な
視

点
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
」
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

　

元
徴
用
工
問
題
や
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
も
、「
国
家
間
の
信
頼

の
問
題
が
あ
る
た
め
、（
一
貫
性
を
）
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
」
と
示
唆
し
た
。

　

李
在
明
氏
の
有
力
な
外
交
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
、
大
統
領
府
の
国
家

安
保
室
長
に
就
任
し
た
魏ウ
ィ

聖ソ
ン

洛ラ
ク

議
員
も
、
選
挙
戦
最
終
盤
の
記
者
会

見
で
対
日
政
策
に
つ
い
て
語
り
、
日
韓
国
交
正
常
化
60
周
年
を
迎
え

る
の
に
合
わ
せ
て
、
首
脳
間
の
シ
ャ
ト
ル
外
交
を
よ
り
増
や
し
て
い

き
た
い
と
指
摘
し
、
金
大
中
・
小
渕
共
同
宣
言
に
つ
い
て
「（
李
候

補
は
）
そ
の
延
長
線
上
で
韓
日
関
係
を
築
い
て
い
く
ビ
ジ
ョ
ン
を

持
っ
て
い
る
」
と
説
明
し
た
。

李在明大統領の就任式が映し出されたモニターを見る「共に民主党」の支持者ら＝
ソウルの国会敷地内で2025年 6月 4日、日下部元美撮影
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こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
み
て
、
金
大
中
・
小
渕
共
同
宣
言
が
韓
国
の

新
政
権
の
対
日
外
交
モ
デ
ル
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
の
か
も
れ
な

い
。
そ
れ
で
は
1
9
9
8
年
の
金
大
中
・
小
渕
「
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー

シ
ッ
プ
共
同
宣
言
」
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

1
9
6
5
年
の
日
韓
条
約
体
制
を
ど
の
よ
う
に
修
正
し
よ
う
と
し
た

の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
、「
1
9
6
5
年
体
制
」
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

6
月
22
日
に
日
本
と
韓
国
が
関
係
正
常
化
60
周
年
を
迎
え
る
機
会

に
、
そ
こ
か
ら
骨
太
に
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

「
1
9
6
5
年
体
制
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か

　

戦
後
20
年
間
、す
な
わ
ち
東
西
冷
戦
が
最
も
激
し
か
っ
た
時
期
に
、

日
本
と
韓
国
の
間
に
は
国
交
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
6
年
間
の
空
白

と
14
年
間
に
及
ぶ
困
難
な
交
渉
を
経
て
、
両
国
政
府
は
1
9
6
5
年

6
月
に
よ
う
や
く
35
年
間
の
日
本
に
よ
る
韓
国
統
治
を
法
律
的
に
清

算
し
、
国
家
関
係
を
正
常
化
す
る
文
書
に
署
名
し
た
の
で
あ
る
。

　

新
し
い
体
制
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
主
要
文
書
だ
け
で
も
、

基
本
関
係
条
約
、
財
産
・
請
求
権
並
び
に
経
済
協
力
、
漁
業
、
在
日

韓
国
人
の
法
的
地
位
、
文
化
財
引
き
渡
し
協
定
、
お
よ
び
紛
争
解
決

に
関
す
る
交
換
公
文
が
必
要
と
さ
れ
た
。

　

交
渉
の
最
大
の
争
点
は
歴
史
問
題
、
す
な
わ
ち
韓
国
併
合
条
約
の

有
効
性
（
合
法
性
）
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
存
在

す
る
日
韓
の
巨
大
な
認
識
ギ
ャ
ッ
プ
は
今
日
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

日韓基本条約調印。正面左から金東祚韓国首席代表、李東元外相、椎名悦三郎外相、
高杉晋一日本首席代表。右端は佐藤栄作首相。中央は花で描かれた両国国旗＝首相
官邸で1965年 6月22日
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そ
れ
は
民
族
的
な
尊
厳
を
賭
け
た
歴
史
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の

衝
突
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

第
1
次
本
会
談
（
1
9
5
2
年
2
～
4
月
）
で
、
韓
国
側
は
併
合

条
約
が
当
初
か
ら
無
効
で
あ
っ
た
と
の
主
張
を
「
強
い
信
念
・
国
民

感
情
」
と
し
て
展
開
し
、
地
金
・
地
銀
の
返
還
、
被
徴
用
韓
国
人
の

未
収
金
な
ど
8
項
目
の
請
求
権
を
提
示
し
た
。
他
方
、日
本
側
は「
国

家
の
併
合
は
国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る
」
と
主
張
し
、
併
合
条
約

が
「
合
法
」
的
に
締
結
さ
れ
た
と
の
立
場
を
堅
持
し
た
。
ま
た
、
米

軍
政
府
に
よ
る
管
理
財
産
の
処
分
後
も
、
日
本
側
の
私
有
財
産
請
求

権
は
残
存
す
る
と
指
摘
し
た
。

　

そ
の
よ
う
に
正
面
か
ら
衝
突
す
る
両
者
の
主
張
に
妥
協
の
兆
し
が

見
え
た
の
は
、
1
9
6
1
年
5
月
の
朴
正
熙
将
軍
の
ク
ー
デ
タ
ー
以

後
の
こ
と
で
あ
る
。
経
済
再
建
の
た
め
の
資
金
調
達
を
急
ぐ
朴
正
熙

議
長
が
、
11
月
の
池
田
勇
人
首
相
と
の
会
談
で
日
本
か
ら
の
経
済
協

力
の
導
入
と
そ
の
規
模
に
つ
い
て
関
心
を
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
翌

年
11
月
に
大
平
正
芳
外
相
と
金
鍾
泌
中
央
情
報
部
長
の
会
談
で
、
無

償
供
与
3
億
㌦
、
低
利
借
款
2
億
㌦
、
民
間
信
用
供
与
1
億
㌦
以
上

の
経
済
協
力
が
合
意
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
そ
れ
を
突
破
口
に
し
て
、
韓
国
併
合
条
約
の
有
効
性
論
争

に
も
妥
協
が
成
立
し
た
。
基
本
関
係
条
約
の
第
2
条
で
併
合
条
約
と

そ
れ
以
前
に
締
結
さ
れ
た
す
べ
て
の
条
約
お
よ
び
協
定
が
「
も
は
や

無
効
で
あ
る
」
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
を
特
定
せ

ず
に
「
も
は
や
無
効
」
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
韓
国
側
の
原
点
無
効
の
解
釈
と
日
本
側
の
有
効
の
解
釈
を
両
立

さ
せ
た
の
で
あ
る
。
意
図
的
な
「
二
重
解
釈
」
で
あ
っ
た
。

　

最
後
ま
で
解
決
せ
ず
、
妥
協
も
成
立
し
な
か
っ
た
の
が
竹
島
問
題

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
め
ぐ
る
討
議
の
内
容
は
「
紛
争
解
決
に
関
す

る
交
換
公
文
」
に
残
さ
れ
た
が
、
そ
の
ど
こ
に
も
「
竹
島
」
の
文
字

は
存
在
し
な
い
。
韓
国
側
は
領
土
問
題
が
爆
発
す
る
危
険
性
を
恐
れ

て
、そ
の
存
在
自
体
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
金
鍾
泌
氏
も「
解

決
せ
ざ
る
を
も
っ
て
解
決
と
す
る
」
と
語
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、「
1
9
6
5
年
体
制
」
と
は
、「
財
産
・
請
求
権
の

相
互
放
棄
と
経
済
協
力
」、
旧
条
約
の
「
も
は
や
無
効
」、
そ
し
て
竹

島
問
題
の
棚
上
げ
を
土
台
に
す
る
日
韓
関
係
の
正
常
化
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
明
ら
か
に
強
引
な
妥
協
の
産
物
で
あ
り
、
主
要
な
争
点
の
解

消
を
意
味
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
韓
国
の
経
済
発
展
5
カ

年
計
画
の
た
め
の
資
金
調
達
と
日
本
の
謝
罪
な
し
の
国
交
正
常
化
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
漢
江
の
奇
跡
」
呼
ば
れ
た
韓
国
の
経
済
発
展
は
日

本
の
経
済
協
力
の
み
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
だ

が
、
輸
出
指
向
型
発
展
戦
略
の
採
用
や
韓
国
軍
の
ベ
ト
ナ
ム
派
遣
に

伴
う
米
国
援
助
の
継
続
や
ベ
ト
ナ
ム
特
需
と
と
も
に
、
そ
れ
が
第
2

～
3
次
5
カ
年
経
済
計
画
（
1
9
6
7
～
76
）
の
遂
行
に
大
き
く
寄

与
し
、韓
国
の
重
化
学
工
業
化
を
可
能
に
し
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
維
新
体
制
と
呼
ば
れ
る
国
家
総
動
員
的

な
強
権
体
制
の
発
足
を
伴
っ
た
。
ま
た
、
1
9
7
9
年
10
月
の
朴
正
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熙
大
統
領
暗
殺
事
件
後
、
1
9
8
0
年
5
月
の
光
州
事
件
を
経
て
、

そ
の
強
権
体
制
は
全
チ
ョ
ン

斗ド
ゥ

煥フ
ァ
ン

将
軍
に
引
き
継
が
れ
た
。
こ
う
し
て
、

韓
国
内
で
は
保
守
勢
力
と
進
歩
勢
力
の
対
立
が
構
造
化
さ
れ
、
日
本

は
保
守
政
権
の
擁
護
者
と
み
な
さ
れ
た
の
あ
る
。

金
大
中
・
小
渕
共
同
宣
言
の
意
義

　

1
9
8
0
年
代
後
半
に
韓
国
が
重
化
学
工
業
化
と
民
主
化
を
達
成

し
、
さ
ら
に
ソ
ウ
ル
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
成
功
さ
せ
た
の
だ
か
ら
、

冷
戦
時
代
の
「
安
保
優
先
・
経
済
開
発
」
型
の
日
韓
外
交
は
大
き
な

成
果
を
挙
げ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
待
っ
て
い
た
か

の
よ
う
に
、
世
界
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
始
め
た
。
1
9
8
9
年
11

月
に
ベ
ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
つ
い
に
冷
戦
が
終
結
し
た
の
で
あ

る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
1
9
9
0
年
か
ら
92
年
に
か
け
て
、
ド
イ
ツ

再
統
一
や
ソ
連
邦
の
解
体
が
進
行
し
、
欧
州
連
合
条
約
（
マ
ー
ス
ト

リ
ヒ
ト
条
約
）が
締
結
さ
れ
た
。
単
一
通
貨
ユ
ー
ロ
の
創
設
や
外
交
・

安
保
政
策
の
共
有
に
向
け
た
努
力
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ

ツ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
も
国
境
確
認
条
約
を
締
結
し
た
。
韓
国
も
つ
い
に

ソ
連
・
中
国
と
国
交
を
樹
立
し
、
国
際
連
合
に
加
盟
し
た
。

　

他
方
、
ソ
連
・
東
欧
諸
国
が
体
制
転
換
し
、
社
会
主
義
陣
営
が
崩

壊
し
て
、
北
朝
鮮
は
最
大
の
困
難
に
直
面
し
た
。
国
際
政
治
・
経
済

的
な
孤
立
の
中
で
核
兵
器
開
発
を
開
始
し
た
が
、
1
9
9
4
年
に
金キ
ム

日イ
ル

成ソ
ン

主
席
が
死
亡
し
、
1
9
9
6
～
98
年
に
は
深
刻
な
自
然
災
害
と

食
糧
危
機
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
潮
流
を
反

映
し
て
、
日
韓
関
係
も
よ
う
や
く
「
安
保
優
先
・
経
済
開
発
」
の
時

期
を
終
え
、「
国
際
協
調
・
歴
史
和
解
」
の
時
代
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

　

事
実
、
関
係
正
常
化
か
ら
25
年
を
経
て
、
日
本
の
指
導
者
た
ち
は

率
直
に
「
反
省
と
お
詫
び
」
を
表
明
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
最

初
の
ケ
ー
ス
が
自
民
党
リ
ベ
ラ
ル
派
の
海
部
俊
樹
首
相
で
あ
り
、

1
9
9
0
年
5
月
に
盧ノ

泰テ

愚ウ

大
統
領
を
迎
え
た
歓
迎
晩
餐
会
で
、「
過

去
の
一
時
期
、
朝
鮮
半
島
の
方
々
が
我
が
国
の
行
為
に
よ
り
耐
え
難

い
苦
し
み
と
悲
し
み
を
体
験
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
謙
虚
に
反
省

し
、
率
直
に
お
詫
び
の
気
持
ち
を
申
し
述
べ
た
い
」
と
表
明
し
た
。

こ
の
「
謙
虚
な
反
省
と
率
直
な
お
詫
び
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
後

宮
沢
喜
一
首
相
や
日
本
新
党
の
細
川
護
煕
首
相
に
引
き
継
が
れ
た
。

　

さ
ら
に
、
日
本
社
会
党
の
村
山
富
市
首
相
（
自
民
党
・
社
会
党
・

新
党
さ
き
が
け
の
連
立
政
権
）
の
戦
後
50
年
談
話
は
「
我
が
国
は
、

遠
く
な
い
過
去
の
一
時
期
、
国
策
を
誤
り
、
戦
争
へ
の
道
を
歩
ん
で

国
民
を
存
亡
の
危
機
に
陥
れ
、
植
民
地
支
配
と
侵
略
に
よ
っ
て
、
多

く
の
国
々
、
と
り
わ
け
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
に
対
し
て
多
大
の
損
害

と
苦
痛
を
与
え
ま
し
た
…
…
こ
の
歴
史
の
事
実
を
謙
虚
に
受
け
止

め
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
痛
切
な
反
省
の
意
を
表
し
、
心
か
ら
の
お

詫
び
の
気
持
ち
を
表
明
し
ま
す
」
と
い
う
率
直
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
1
9
9
8
年
10
月
に
日
本
を
国
賓
訪
問
し
た
金
大
中

大
統
領
と
小
渕
恵
三
首
相
の
間
で
合
意
さ
れ
、
発
表
さ
れ
た
「
日
韓

共
同
宣
言
─
21
世
紀
に
向
け
た
新
た
な
日
韓
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
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─
」
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
大
の
意
義
は
そ
れ
が
日
韓
の
「
歴
史
和
解
」
の
形
式
を
整
え
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
首
相
に
よ
る
一
方
的
な
発

言
で
は
な
く
、
そ
れ
は
国
賓
と
し
て
訪
日
し
た
現
職
の
韓
国
大
統
領

と
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
日
本
の
首
相
が
正
式
に
会
談
し
、
合
意
し
て

発
表
さ
れ
た
共
同
宣
言
で
あ
っ
た
。
小
渕
首
相
は
韓
国
国
民
を
対
象

に
し
て
村
山
談
話
の
表
現
を
繰
り
返
し
た
う
え
で
、「
痛
切
な
反
省

と
心
か
ら
の
お
詫
び
」
を
表
明
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
金
大
中
大
統
領
も
「（
そ
の
よ
う
な
）
歴
史
認

識
の
表
明
を
真し
ん

摯し

に
受
け
と
め
て
、
こ
れ
を
評
価
す
る
と
同
時
に
、

両
国
が
過
去
の
不
幸
な
歴
史
を
乗
り
越
え
て
和
解
と
善
隣
友
好
協
力

に
基
づ
い
た
未
来
志
向
的
な
関
係
を
発
展
さ
せ
る
」
と
応
じ
た
。
要

す
る
に
、
2
人
の
指
導
者
は
「
歴
史
和
解
」
の
手
続
き
を
踏
ん
だ
う

え
で
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
日
韓
関
係
に
つ
い
て
バ
ラ
ン
ス
よ
く

光
を
当
て
て
再
出
発
を
誓
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、2
人
の
指
導
者
は
2
0
0
2
年
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
の
共
同
開
催
を
機
会
に
、
日
韓
の
ス
ポ
ー
ツ
・
文
化
交
流
を
一
層

活
発
に
進
め
て
い
く
こ
と
に
合
意
し
た
。
こ
れ
に
加
え
て
、
金
大
中

大
統
領
は
韓
国
に
お
い
て
日
本
文
化
を
開
放
し
て
い
く
と
の
方
針
を

伝
達
し
た
。
そ
れ
は
長
期
に
わ
た
っ
て
日
韓
関
係
全
般
を
方
向
づ
け

よ
う
と
す
る
戦
略
的
な
イ
ニ
シ
ア
テ
チ
ブ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。事
実
、

そ
れ
以
後
の
6
、
7
年
間
は
日
韓
交
流
に
と
っ
て
最
良
の
時
期
に

な
っ
た
。

共同宣言に署名する小渕恵三首相㊨と金大中・韓国大統領＝東京・元赤坂の迎賓館
で1998年10月 8日、萩原義弘撮影
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戦
略
共
有
か
ら
認
識
接
近
へ

　

残
念
な
が
ら
、
金
大
中
大
統
領
と
小
渕
首
相
の
画
期
的
な
外
交
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
は
そ
れ
以
上
に
持
続
し
な
か
っ
た
。2
0
0
3
年
2
月
、

初
め
て
の
進
歩
単
独
政
権
を
率
い
て
登
場
し
た
盧ノ

武ム

鉉ヒ
ョ
ン

大
統
領
は
、

当
初
、
小
泉
純
一
郎
首
相
の
北
朝
鮮
外
交
を
歓
迎
し
、「
歴
史
問
題

を
公
式
に
は
提
起
し
な
い
」
と
言
明
し
た
が
、
2
0
0
5
年
2
月
に

島
根
県
議
会
が
「
竹
島
の
日
」
条
例
を
制
定
す
る
動
き
を
見
せ
る
と
、

そ
れ
に
強
く
反
発
し
て
、
領
土
問
題
だ
け
で
な
く
、
歴
史
問
題
を
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
た
。

　

そ
の
年
の
3
・
1
節
の
祝
賀
演
説
で
、
盧
大
統
領
は
日
本
に
「
真

相
究
明
、
謝
罪
・
反
省
、
賠
償
、
和
解
」
を
要
求
し
、
そ
れ
を
「
歴

史
清
算
の
普
遍
的
方
式
」
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
に

解
釈
す
れ
ば
、
そ
れ
は
日
韓
条
約
反
対
闘
争
の
論
理
で
あ
り
、

「
1
9
6
5
年
体
制
」
と
1
9
9
8
年
共
同
宣
言
の
双
方
を
否
定
す

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
進
歩
勢

力
の
原
則
的
な
立
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
20
年
が
経
過
し
て
、
国
際
情
勢
は
再
び
一
変

し
て
、
複
雑
に
な
り
か
つ
緊
張
し
て
い
る
。
韓
国
側
の
発
表
に
よ
れ

ば
、
6
月
9
日
の
石
破
茂
首
相
と
の
電
話
協
議
で
、
李
大
統
領
は
現

在
の
戦
略
的
な
環
境
の
中
で
日
韓
関
係
の
重
要
性
が
一
層
増
し
て
い

る
こ
と
を
強
調
し
、「
両
国
が
相
互
の
国
益
の
観
点
か
ら
将
来
の
挑

戦
課
題
に
共
に
対
応
し
、
共
存
で
き
る
方
向
を
模
索
し
て
い
く
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
」
と
述
べ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
状
で
は
日
韓
が
同
じ
集
団
安
全
保
障
機
構
に
参
加

し
た
り
、
地
域
的
な
政
治
経
済
統
合
に
向
か
っ
た
り
す
る
こ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
韓
国
と
日
本
は
そ
れ
ぞ
れ
米
国
の
同
盟

国
で
あ
り
、
民
主
主
義
と
市
場
経
済
体
制
、
そ
し
て
自
由
や
人
権
と

い
う
基
本
的
価
値
を
尊
重
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
韓
は
米
中
間
の
地

政
学
的
な
体
制
競
争
の
狭
間
に
あ
る
と
い
う
難
し
い
条
件
を
共
有

し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
米
国
第
一
主
義
や
極
端
な
関
税
政
策
に
も
協

力
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
核
兵
器
や
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
開
発
に
余
念
の
な
い
北
朝
鮮

は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
を
契
機
に
し
て
ロ
シ
ア
と
の
関
係
を
緊
密
化

し
た
。
さ
ら
に
、
昨
年
6
月
に
は
ロ
シ
ア
と
の
間
に
相
互
援
助
条
項

を
も
つ
「
包
括
的
戦
略
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
条
約
」
を
締
結
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に
1
万
名
以
上
の
兵
士
を
派
遣
し

た
。
各
種
の
軍
事
技
術
の
供
与
を
含
め
て
、
ロ
シ
ア
と
北
朝
鮮
は
す

で
に
冷
戦
時
代
の
攻
守
同
盟
に
回
帰
し
て
い
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
そ
し
て
冷
戦
勃
興
期
の

フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
日
本
と
韓
国
は
よ
う
や
く
対
外
戦

略
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

育
て
る
段
階
に
入
り
つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
歴
史
認
識
の
一

致
が
対
外
戦
略
の
共
有
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
外

戦
略
の
共
有
が
歴
史
認
識
の
接
近
を
促
す
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
転
換
」
で
あ
る
。
そ
の
結
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果
と
し
て
、
多
く
の
日
本
人
と
韓
国
人
は
日
韓
関
係
の
過
去
に
つ
い

て
の
認
識
を
よ
り
穏
当
な
方
向
に
修
正
し
始
め
る
だ
ろ
う
。

　

事
実
、
韓
国
で
は
す
で
に
そ
れ
を
示
唆
す
る
世
論
調
査
の
結
果
が

発
表
さ
れ
て
い
る
。
6
月
初
旬
に
実
施
さ
れ
た
有
力
紙「
中
央
日
報
」

と
東
ア
ジ
ア
研
究
院
に
よ
る
共
同
企
画
調
査
に
よ
れ
ば
、
新
政
府
が

対
日
外
交
で
ま
ず
考
慮
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
最
も
多
く
の
49
・

6
％
の
回
答
が
「
経
済
、
技
術
、
安
保
、
環
境
分
野
な
ど
で
の
未
来

志
向
的
な
協
力
の
推
進
」
を
挙
げ
、「
歴
史
問
題
の
解
決
」
を
優
先

す
べ
き
こ
と
に
掲
げ
た
の
は
31
・
5
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
前
回
の

2
0
2
1
年
8
月
の
調
査
で
は
そ
れ
ぞ
れ
35
・
3
％
と
40
・
7
％
で

あ
っ
た
の
で
、
今
回
の
調
査
で
初
め
て
「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ク
ロ
ス
」
が

確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

6
月
13
日
の
「
中
央
日
報
」
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
印
象
的

に
表
現
し
た
。「『
ト
ラ
ン
プ
の
米
国
に
対
す
る
不
安
』
と
『
習
近
平

の
中
国
』
に
対
す
る
不
信
が
日
本
の
再
発
見
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

米
国
発
の
関
税
戦
争
な
ど
に
よ
る
被
害
が
実
質
的
に
発
生
し
、
反
中

感
情
が
固
定
化
す
る
な
か
で
、
韓
国
世
論
が
日
本
と
協
力
し
て
突
破

口
を
探
し
た
い
と
こ
れ
ま
で
以
上
に
思
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
李
在
明
政
府
が
掲
げ
る
実
用
外
交
の
『
最
後
の
パ
ズ
ル
』

は
日
本
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
」

　

他
方
、
多
く
の
日
本
人
も
、
日
韓
の
対
等
性
や
互
恵
性
を
承
認
し

始
め
た
。
事
実
、
伝
統
的
な
製
鉄
、
造
船
、
自
動
車
、
原
子
力
な
ど

の
産
業
だ
け
で
な
く
、
先
進
的
な
半
導
体
や
バ
ッ
テ
リ
ー
技
術
、
そ

し
て
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
産
業
（
音
楽
、映
像
）
な
ど
の
分
野
で
、

韓
国
は
日
本
と
対
等
以
上
の
水
準
に
あ
る
。
そ
の
結
果
、
1
人
当
た

り
G
D
P
や
国
防
費
も
、
日
本
に
追
い
つ
き
、
追
い
越
そ
う
と
し
て

い
る
。そ
れ
ら
の
事
実
は
韓
国
人
に
大
き
な
自
信
を
与
え
て
い
る
が
、

幸
い
な
こ
と
に
、
多
く
の
日
本
人
、
と
り
わ
け
若
年
世
代
の
日
本
人

小此木政夫・慶應義塾大学名誉教授＝東京都港区の慶應義塾大
学で2020年 3月 2日、丸山博撮影
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が
そ
れ
を
無
理
な
く
承
認
し

て
い
る
。日
本
の
若
者
に
と
っ

て
、
韓
国
は
も
は
や
魅
力
的

な
先
進
国
な
の
だ
ろ
う
。

2
0
2
4
年
に
日
韓
間
の
人

的
往
来
は
つ
い
に
1
2
0
0

万
人
を
突
破
し
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
も
し
李
在

明
大
統
領
が
本
当
に
金
大
中
・

小
渕
共
同
宣
言
を
対
日
外
交

の
モ
デ
ル
に
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
日
本
側
に
そ
れ
を
拒
絶

す
る
理
由
は
な
い
。
慎
重
に

確
認
し
た
う
え
で
、
新
し
い

共
同
宣
言
を
発
出
し
て
、
今

度
こ
そ
積
極
的
に
パ
ー
ト

ナ
ー
シ
ッ
プ
を
定
着
さ
せ
れ

ば
よ
い
。
進
歩
勢
力
と
の
歴

史
和
解
は
日
韓
関
係
に
残
さ

れ
た
最
大
に
し
て
、
お
そ
ら

く
最
後
の
重
要
課
題
で
あ
る
。
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