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懐
か
し
む
人
々

　

韓
国
政
府
は
戦
後
一
貫
し
て
日
本
統
治
時
代
を
「
世
界
史
上
最
も
残
虐
な
植
民
地

支
配
で
あ
っ
た
」
と
主
張
し
、
慰
安
婦
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
「
多
く
の
朝
鮮
女
性
が

日
本
軍
に
強
制
連
行
さ
れ
性
奴
隷
に
さ
れ
た
」と
世
界
中
に
喧
伝
し
て
い
る
。
一
方
、

1
9
8
0
年
か
ら
4
年
間
商
社
の
駐
在
員
と
し
て
ソ
ウ
ル
に
住
ん
で
い
た
私
は
、
戦

前
・
戦
中
を
生
き
て
来
た
韓
国
の
ご
老
人
か
ら
そ
の
よ
う
な
非
難
を
受
け
た
こ
と
は

一
切
な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
は
日
韓
併
合
時
代
を
懐
か
し
み
、
日
本
統
治
に
よ
っ
て
韓

国
が
近
代
化
し
た
こ
と
に
感
謝
し
て
い
た
。
一
体
ど
ち
ら
が
本
当
な
の
だ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
数
千
年
の
歴
史
を
持
つ
誇
り
高
い
朝
鮮
民
族
が
、
な
ぜ
日
本
に
併
合
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
素
朴
な
疑
問
に
は
日
本
人
の
名
誉
と
尊
厳
、
そ

し
て
日
韓
関
係
の
未
来
が
か
か
っ
て
い
る
。
そ
う
直
感
し
た
私
は
日
本
統
治
時
代
の

実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
心
に
決
め
、
十
数
年
間
に
渡
っ
て
一
次
資
料
や
証
言
を

も
と
に
歴
史
の
真
実
を
追
求
し
て
き
た
。
以
下
確
実
な
数
字
と
証
拠
を
も
と
に
「
日

韓
併
合
時
代
の
実
像
」
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

「
七
奪
」
の
真
実

　

韓
国
で
は
教
育
を
通
し
て
「
七
奪
」
つ
ま
り
日
韓
併
合
時
代
に
日
本
は
「
国
王
」

「
主
権
」「
土
地
」「
姓
名
」「
国
語
」「
生
命
」「
資
源
」
の
七
つ
を
朝
鮮
か
ら
奪
っ
た

と
教
え
て
い
る
。
な
ら
ば
日
本
統
治
時
代
の
実
態
に
迫
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
一
つ
一

つ
に
つ
い
て
真
偽
を
吟
味
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

（
1
）「
国
王
を
奪
っ
た
？
」

　

日
韓
併
合
に
伴
っ
て
日
本
は
李
王
家
を
皇
族
の
一
員
と
し
て
丁
重
に
お
迎
え
し

た
。
国
王
を
奪
う
ど
こ
ろ
か
、
韓
国
皇
帝
純
宗
は
李
王
と
し
て
皇
族
の
高
い
位
に
つ

か
れ
、
そ
の
他
の
王
族
も
皇
族
と
な
ら
れ
て
日
韓
の
皇
室
が
融
合
し
た
の
が
実
態

で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
財
政
面
か
ら
も
十
分
証
明
で
き
る
。
併
合
後
日
本
は
李
王

家
を
手
厚
く
保
護
し
て
お
り
、「
李
王
家
歳
費
」
と
し
て
毎
年
1
5
0
万
円
（
後
に

1
8
0
万
円
に
増
額
）
が
朝
鮮
総
督
府
財
政
よ
り
支
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
『
朝
鮮

総
督
府
施
政
三
十
年
史
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
他
の
宮
家
の
歳
費
と
比
べ
て
も
格

段
に
高
い
額
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
日
鮮
融
和
の
礎
」
と
い
う
使
命
を
持
っ
て
、
日
本
の
皇
族
で
あ
ら
れ

た
梨
本
宮
方
子
女
王
が
李
王
家
の
王
世
子
（
王
の
後
継
）
李
垠
殿
下
に
嫁
が
れ
、
方

子
妃
殿
下
と
し
て
立
派
に
そ
の
お
役
目
を
務
め
て
お
ら
れ
る
。
日
本
が
い
か
に
朝
鮮

王
室
を
尊
重
し
て
い
た
か
を
証
し
て
余
り
あ
る
史
実
で
あ
ろ
う
。
終
戦
時
、
李
垠
殿

下
方
子
妃
殿
下
ご
夫
妻
は
東
京
に
滞
在
し
て
お
ら
れ
た
。「
国
王
を
奪
わ
れ
た
」
と

非
難
す
る
の
な
ら
、
な
ぜ
戦
後
独
立
時
に
李
王
朝
を
復
活
さ
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。

（
2
）「
主
権
を
奪
っ
た
？
」

　

も
と
も
と
朝
鮮
は
清
国
の
属
国
で
あ
り
主
権
国
家
で
は
な
か
っ
た
。
白
人
の
侵
略

に
対
抗
す
る
た
め
に
「
朝
鮮
」
と
「
日
本
」
と
い
う
二
大
近
代
国
家
を
東
亜
に
打
ち

立
て
る
べ
き
と
考
え
た
日
本
は
、
朝
鮮
を
清
国
の
軛
か
ら
解
き
放
つ
た
め
に
日
清
戦

争
を
戦
っ
た
。
こ
れ
に
日
本
が
勝
利
し
て
初
め
て
朝
鮮
は
主
権
を
も
つ
独
立
国
家
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
日
清
戦
争
後
に
日
本
と
清
国
と
の
間
で
締
結
さ
れ

た
下
関
条
約
の
第
一
条
に
「
清
国
ハ
朝
鮮
國
ノ
完
全
無
缼
ナ
ル
獨
立
自
主
ノ
國
タ
ル

コ
ト
ヲ
確
認
ス
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
1
9
0
5
年
に
日
本
と
大
韓
帝
国
（
朝
鮮
は
1
8
9
7
年
に
国
号
を
大

韓
帝
国
と
し
た
）
間
で
締
結
さ
れ
た
第
二
次
日
韓
協
約
に
よ
っ
て
、
大
韓
帝
国
は
実
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質
的
に
日
本
の
保
護
国
と
な
り
、
さ
ら
に
1
9
1
0
年
、
両
国
は
「
日
韓
併
合
ニ
関

ス
ル
条
約
」
を
締
結
し
て
「
日
韓
併
合
」
が
実
現
し
た
。
い
ず
れ
も
国
家
同
士
が
国

際
法
や
国
内
法
に
基
づ
い
て
平
和
裏
に
結
ん
だ
正
式
な
国
際
条
約
で
あ
り
、
世
界
も

承
認
し
て
い
た
。

　

戦
後
韓
国
は
こ
れ
ら
が
軍
事
力
を
背
景
に
無
理
や
り
結
ば
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

「
無
効
」
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
な
ら
ば
江
戸
末
期
の
不
平
等
条
約
も
、
終
戦
後
の

講
和
条
約
も
背
景
に
相
手
国
の
軍
事
力
が
あ
り
、
全
て
「
無
効
」
の
は
ず
だ
。
仮
に

韓
国
の
言
う
通
り
そ
こ
に
軍
事
力
が
関
係
し
て
い
た
と
し
て
も
、
国
家
間
で
正
式
に

締
結
さ
れ
た
条
約
は
有
効
で
あ
り
、「
無
効
」
主
張
は
国
際
法
の
精
神
に
反
す
る
。

　

実
際
は
、
朝
鮮
側
に
も
併
合
を
熱
望
す
る
勢
力
が
あ
り
、
中
で
も
東
学
党
の
流

れ
を
く
む
李
容
九
は
1
9
0
4
年
に
一
進
会
を
結
成
し
、「
日
本
と
の
一
体
化
こ
そ

が
国
を
救
う
道
で
あ
る
」
と
朝
鮮
民
衆
に
訴
え
、
支
持
を
広
げ
て
行
っ
た
。
彼
は

1
9
0
9
年
に
一
進
会
百
万
人
の
名
前
で
合
邦
声
明
書
を
発
表
し
、
韓
国
皇
帝
や
李

完
用
首
相
及
び
曾
禰
荒
助
朝
鮮
統
監
に
対
し
て
「
日
韓
合
邦
」
の
嘆
願
書
を
提
出
し

て
い
る
。
朝
鮮
が
欧
米
に
よ
る
植
民
地
支
配
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
日
本
国
民
と
な

る
以
外
に
な
い
と
多
く
の
朝
鮮
の
人
々
が
判
断
し
、
日
本
と
の
併
合
を
熱
烈
に
求
め

て
い
た
の
だ
。
日
本
が
一
方
的
に
主
権
を
奪
っ
た
と
い
う
韓
国
の
非
難
は
歴
史
の
歪

曲
以
外
の
何
物
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

（
3
）「
土
地
を
奪
っ
た
？
」

　

韓
国
の
国
定
高
校
歴
史
教
科
書
に
は
、
日
本
は
土
地
調
査
事
業
に
よ
っ
て
農
民
か

ら
土
地
を
取
り
上
げ
、
日
本
に
奪
わ
れ
た
土
地
を
あ
わ
せ
る
と
「
全
国
土
の
40
％
な

っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
こ
れ
は
本
当
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

李
氏
朝
鮮
時
代
は
土
地
所
有
権
の
概
念
そ
の
も
の
が
あ
い
ま
い
な
た
め
に
、
土
地

を
巡
る
争
い
が
絶
え
な
か
っ
た
。
土
地
が
誰
の
物
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
状
態
で

は
、
土
地
に
対
し
て
公
平
な
課
税
を
行
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
土
地
の
売
買
す
ら
で

き
な
い
。
そ
れ
で
は
近
代
国
家
建
設
は
不
可
能
で
あ
り
、
日
韓
併
合
後
朝
鮮
総
督
府

は
1
9
1
0
年
よ
り
8
年
の
歳
月
を
か
け
、
朝
鮮
半
島
で
の
土
地
調
査
を
行
っ
て
所

有
者
を
確
定
し
た
。
こ
の
過
程
で
所
有
権
争
い
が
多
発
し
、
結
果
的
に
土
地
を
失
っ

た
人
々
が
出
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、あ
く
ま
で
も
朝
鮮
人
同
士
の
問
題
で
あ
り
、

調
査
担
当
者
が
そ
の
仲
裁
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
た
の
が
実
態
で
あ
る
。

　

調
査
の
結
果
朝
鮮
総
督
府
が
接
収
し
た
土
地
は
耕
地
全
体
の
3
％
に
過
ぎ
ず
、
そ

れ
も
李
朝
時
代
の
国
有
地
を
引
き
継
い
だ
も
の
及
び
所
有
者
不
明
で
国
有
地
と
な
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
。『
朝
鮮
に
お
け
る
内
地
人
』（
朝
鮮
総
督
府
大
正
13
年
発
行
）
に

よ
れ
ば
、
土
地
調
査
終
了
の
4
年
後
で
あ
る
1
9
2
2
年
時
点
で
、
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
国
有
地
及
び
日
本
人
の
個
人
及
び
法
人
が
所
有
し
て
い
た
土
地
（
当
然
合
法
的

に
取
得
し
た
も
の
）
は
合
わ
せ
て
25
万
5
0
0
0
町
歩
で
あ
り
、
全
耕
地
面
積
の
6

％
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
が
朝
鮮
人
の
土
地
を
奪
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
数

字
が
明
確
に
物
語
っ
て
い
る
。

（
4
）「
姓
名
を
奪
っ
た
？
」

　

も
と
も
と
朝
鮮
総
督
府
は
、
併
合
後
間
も
な
く
施
行
さ
れ
た
総
督
府
令
第
1
2
4

号
「
朝
鮮
人
ノ
姓
名
改
称
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
り
朝
鮮
人
が
日
本
名
を
名
乗
る
こ
と

を
禁
じ
て
い
た
。
韓
国
が
「
朝
鮮
人
の
姓
名
を
奪
っ
た
」
と
非
難
す
る
「
創
氏
改
名
」

は
、
朝
鮮
の
人
々
の
た
め
に
こ
の
禁
を
解
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

　

1
9
3
0
年
代
に
入
る
と
多
く
の
朝
鮮
人
が
満
州
（
中
国
東
北
部
）
に
移
住
し
、

農
業
開
拓
村
を
形
成
し
た
。
彼
ら
は
法
律
上
は
日
本
人
で
あ
っ
た
が
名
前
が
朝
鮮
名

で
あ
る
た
め
に
中
国
人
か
ら
侮
蔑
さ
れ
、
開
拓
村
は
中
国
人
匪
賊
や
馬
賊
に
よ
る
略

奪
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
満
州
の
朝
鮮
人
開
拓
団
よ
り
「
匪
賊

や
馬
賊
に
襲
わ
れ
な
い
よ
う
、
自
分
た
ち
も
日
本
名
を
名
の
り
た
い
」
と
い
う
切
実

な
要
求
が
朝
鮮
総
督
府
に
寄
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
さ
ら
に
、
半
島
在
住
の
一
般
の

朝
鮮
人
か
ら
も
「
日
本
名
を
名
乗
れ
な
い
の
は
差
別
で
あ
る
」
と
の
声
が
日
増
し
に

強
く
な
り
、
こ
れ
ら
を
無
視
で
き
な
く
な
っ
た
朝
鮮
総
督
府
は
彼
ら
の
要
望
に
応
え

る
べ
く
昭
和
14
年
（
1
9
3
9
年
）
に
朝
鮮
戸
籍
法
の
改
正
を
実
行
し
た
。

　

改
正
に
際
し
、
韓
国
の
文
化
伝
統
を
尊
重
し
て
一
族
の
「
姓
」（
姓
は
婚
姻
に
よ

っ
て
変
わ
る
こ
と
は
な
い
）
は
そ
の
ま
ま
残
し
、
新
た
に
フ
ァ
ミ
リ
ー
ネ
ー
ム
と
し

て
家
族
単
位
の
「
氏
」
を
戸
籍
簿
上
に
創
設
す
る
こ
と
で
、
朝
鮮
総
督
府
は
朝
鮮
の

人
々
が
日
本
式
の
苗
字
を
名
乗
れ
る
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
氏
」
を
日
本
名
と
す
る
か
朝
鮮
名
と
す
る
か
は
も
ち
ろ
ん
自
由
で
あ
り
、
昭
和

15
年
（
1
9
4
0
年
）
2
月
11
日
よ
り
半
年
以
内
に
登
録
が
な
い
場
合
は
、
戸
籍
筆

頭
者
の
「
姓
」（
金
、
李
な
ど
）
が
そ
の
ま
ま
「
氏
」
に
充
当
さ
れ
た
。（
実
際
に
20

％
が
朝
鮮
名
を
選
ん
で
い
る
）
さ
ら
に
、
苗
字
だ
け
で
な
く
名
前
も
変
更
し
た
い
と
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の
希
望
に
も
応
え
て
、
裁
判
所
が
正
当
な
事
由
と
認
め
た
場
合
に
限
り
手
数
料
を
支

払
っ
て
名
前
を
変
え
る
こ
と
も
可
能
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
創
氏
改

名
」が
成
立
し
た
の
だ
。
以
上
の
事
実
は
、『
朝
鮮
総
督
府
施
政
年
報
昭
和
十
五
年
版
』

に
詳
述
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
本
貫
（
一
族
発
祥
の
地
）
及
び
姓
は
依
然
と
し

て
戸
籍
上
に
存
置
さ
せ
た
り
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
日
本
が
朝
鮮
の
姓
を
奪
っ
て

い
な
い
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
5
）「
国
語
を
奪
っ
た
？
」

　

朝
鮮
総
督
府
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
日
本
語
の
普
及
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
こ
れ

を
も
っ
て
「
日
本
語
を
強
制
し
、
朝
鮮
語
を
奪
っ
た
」
と
韓
国
は
非
難
し
て
い
る
。

し
か
し
、
当
時
日
本
と
朝
鮮
は
一
つ
の
国
家
で
あ
り
、
同
じ
国
民
同
士
で
言
葉
が
通

じ
な
い
と
国
が
成
り
立
た
な
い
。
そ
こ
で
日
本
語
を
「
国
民
の
共
通
語
」
と
し
て
朝

鮮
半
島
に
広
め
た
の
が
実
態
で
あ
る
。
中
国
政
府
が
共
通
語
と
し
て
北
京
語
を
全
土

に
普
及
さ
せ
て
い
る
の
と
同
じ
こ
と
だ
。

　

で
は
結
果
的
に
ど
れ
だ
け
の
人
が
日
本
語
を
話
せ
た
の
だ
ろ
う
。
朝
鮮
総
督
府
施

政
年
報
昭
和
16
年
版
に
よ
れ
ば
、
昭
和
16
年
（
1
9
4
1
年
）
末
現
在
「
わ
ず
か
に

解
し
え
る
も
の
」
及
び
「
普
通
会
話
に
差
し
支
え
な
き
者
」
合
わ
せ
て
3
9
0
万
人

で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
の
朝
鮮
の
人
口
の
16
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。（
し

か
も
彼
ら
は
全
て
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
）　

さ
ら
に
同
年
報
に
は
「
内
地
人
に
対

す
る
朝
鮮
語
の
奨
励
」
な
る
項
目
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
朝
鮮
語

の
修
得
を
一
層
広
く
奨
励
し
、
以
っ
て
本
規
程
の
趣
旨
を
徹
底
せ
し
め
将
来
普
通
の

用
務
を
處
辧
す
る
に
差
し
支
え
な
き
程
度
の
朝
鮮
語
を
解
し
得
る
合
格
者
を
多
数
輩

出
せ
し
む
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、
鋭
意
之
が
奨
励
に
努
め
つ
つ
あ
り
」（
原
文
は

漢
字
カ
タ
カ
ナ
文
）
こ
の
よ
う
に
昭
和
16
年
末
の
時
点
で
さ
え
、
朝
鮮
語
が
出
来
な

け
れ
ば
日
本
人
職
員
は
仕
事
が
で
き
ず
、
朝
鮮
総
督
府
は
日
本
人
職
員
に
朝
鮮
語
の

習
得
を
奨
励
し
て
い
た
の
だ
。「
朝
鮮
語
を
奪
っ
た
」
と
い
う
主
張
は
事
実
無
根
で

あ
る
こ
と
を
何
よ
り
こ
の
公
式
資
料
が
証
明
し
て
い
る
。

（
6
）「
生
命
を
奪
っ
た
？
」

　
「
生
命
を
奪
っ
た
」
と
の
主
張
は
、
統
計
上
の
数
字
と
全
く
相
反
し
て
い
る
。
日

韓
が
併
合
し
た
1
9
1
0
年
の
朝
鮮
半
島
の
人
口
約
1
、3
0
0
万
人
が
、
併
合
が

終
了
し
た
1
9
4
5
年
に
は
約
2
、5
0
0
万
人
に
ほ
ぼ
倍
増
し
て
い
る
の
だ
。
朝

鮮
総
督
府
に
よ
る
農
業
振
興
政
策
に
よ
っ
て
、
農
業
生
産
が
飛
躍
的
に
増
加
し
餓
死

者
が
殆
ど
い
な
く
な
っ
た
こ
と
。
近
代
的
医
療
を
普
及
さ
せ
た
結
果
、
劣
悪
な
衛
生

環
境
が
一
変
し
伝
染
病
が
激
減
、
幼
児
死
亡
率
も
劇
的
に
低
下
し
た
こ
と
。
近
代
法

制
の
施
行
に
よ
り
、
李
朝
時
代
の
拷
問
や
残
酷
な
刑
罰
が
廃
止
さ
れ
、
人
命
が
尊
重

さ
れ
る
社
会
が
実
現
し
た
こ
と
な
ど
、
日
本
が
朝
鮮
で
実
行
し
た
数
々
の
近
代
化
政

策
に
よ
っ
て
李
朝
時
代
5
0
0
年
間
ほ
と
ん
ど
増
え
な
か
っ
た
人
口
が
瞬
く
間
に
2

倍
と
な
っ
た
。
日
本
は
朝
鮮
人
の
「
生
命
を
奪
っ
た
」
ど
こ
ろ
か
大
幅
に
生
命
を
増

や
し
た
の
が
真
実
で
あ
る
。

（
7
）「
資
源
を
奪
っ
た
？
」

　

日
韓
併
合
時
代
の
収
支
は
日
本
か
ら
朝
鮮
半
島
へ
の
大
幅
な
持
ち
出
し
で
あ
っ

た
。
日
本
の
保
護
国
だ
っ
た
1
9
0
6
年
、
日
本
の
助
言
の
下
で
大
韓
帝
国
政
府
が

初
め
て
作
っ
た
国
家
予
算
は
7
4
8
万
円
に
過
ぎ
ず
、
近
代
化
に
必
要
と
さ
れ
た

3
、0
0
0
万
円
に
は
る
か
に
及
ば
な
か
っ
た
。
以
来
、
朝
鮮
で
の
歳
入
の
不
足
額

は
日
本
政
府
が
こ
れ
を
補
い
、
結
果
的
に
内
地
の
日
本
人
全
体
に
重
い
負
担
と
な
っ

て
の
し
か
か
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。『
朝
鮮
総
督
府
施
政
三
十
年
史
』
に
よ
れ
ば
、

昭
和
14
年
（
1
9
3
9
年
）
現
在
で
も
日
本
か
ら
の
支
援
金
が
朝
鮮
歳
入
予
算
の
四

分
の
一
を
占
め
て
い
る
。
保
護
国
時
代
、
併
合
時
代
を
通
算
し
た
日
本
か
ら
の
支
援

総
額
は
額
面
で
21
億
円
と
な
り
、
1
円
を
平
均
3
万
円
と
し
て
現
在
の
価
値
に
直
せ

ば
63
兆
円
と
な
る
。
こ
れ
を
日
割
り
に
す
れ
ば
一
日
な
ん
と
45
億
円
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
民
間
も
朝
鮮
半
島
に
膨
大
な
投
資
を
し
た
。
終
戦
時
の
朝
鮮
半
島
に
お

け
る
日
本
の
民
間
の
資
産
の
総
額
は
連
合
国
軍
総
司
令
部
民
間
財
産
管
理
局
の
調
査

結
果
に
よ
れ
ば
現
在
の
価
値
で
16
兆
円
に
上
っ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
8
兆
円
相
当
が

韓
国
側
に
残
さ
れ
て
い
た
。
も
と
よ
り
韓
国
は
交
戦
相
手
国
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の

民
間
資
産
は
戦
後
も
国
際
法
上
日
本
人
の
も
の
で
あ
る
が
、
全
て
米
軍
に
接
収
さ
れ

韓
国
側
へ
無
償
で
引
き
渡
さ
れ
た
。「
日
本
に
資
源
を
収
奪
さ
れ
た
」
と
韓
国
は
主

張
す
る
が
、
収
奪
さ
れ
た
の
は
む
し
ろ
日
本
人
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

慰
安
婦
問
題
の
真
実

　

以
上
「
七
奪
」
を
切
り
口
に
日
韓
併
合
時
代
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
来
た
が
、
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日
韓
近
代
史
の
真
実
を
追
求
す
る
上
で
、「
慰
安
婦
問
題
」
は
避
け
て
通
れ
な
い
テ

ー
マ
だ
ろ
う
。
韓
国
で
は
「
20
万
人
以
上
の
若
い
女
性
が
『
女
子
挺
身
隊
』
と
し
て

ひ
っ
ぱ
ら
れ
、
あ
る
い
は
強
引
に
拉
致
さ
れ
て
日
本
軍
の
性
奴
隷
と
さ
れ
た
」
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、こ
れ
は
歴
史
の
歪
曲
か
ら
生
じ
た
大
き
な
誤
解
で
あ
る
。

　

ま
ず
「
女
子
挺
身
隊
」
と
は
1
9
4
4
年
に
発
令
さ
れ
た
「
女
子
挺
身
勤
労
令
」

に
よ
っ
て
徴
用
さ
れ
、
戦
地
で
戦
う
男
性
に
代
わ
っ
て
軍
需
工
場
な
ど
で
働
い
た
女

性
達
で
あ
り
、
慰
安
婦
と
は
何
ら
関
係
が
な
い
。
同
法
令
は
12
歳
か
ら
40
歳
ま
で
の

未
婚
女
性
が
対
象
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
で
は
事
実
上
発
動
さ
れ
な
か
っ
た
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
多
く
の
朝
鮮
女
性
が
内
地
日
本
女
性
に
負
け
じ
と
こ
れ
に
志
願
し
、
大
東

亜
戦
争
勝
利
を
目
指
し
て
工
場
で
汗
を
流
し
て
く
れ
た
。「
女
子
挺
身
隊
員
」
を
慰

安
婦
と
す
る
歴
史
の
歪
曲
は
、
挺
身
隊
に
志
願
し
た
女
性
達
の
名
誉
を
著
し
く
貶
め

る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
日
本
の
軍
や
官
憲
が
女
性
を
拉
致
し
戦
地
に
送
り
慰
安
婦
に
し
た
」
と

い
う
日
本
非
難
に
至
っ
て
は
全
く
根
拠
の
な
い
「
歴
史
の
捏
造
」
で
あ
る
。
こ
の
い

わ
ゆ
る
「
奴
隷
狩
り
」
は
日
本
人
吉
田
清
治
な
る
人
物
の
嘘
の
証
言
を
も
と
に
、
朝

日
新
聞
が
国
内
外
に
広
め
た
デ
マ
で
あ
り
、
同
社
は
2
0
1
4
年
8
月
に
「
奴
隷
狩

り
」
報
道
が
虚
偽
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
謝
罪
し
て
い
る
。

　

で
は
当
時
の
実
態
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
朝
鮮
で
発
行
さ
れ
た
1
9
3
3
年

6
月
30
日
付
東
亜
日
報
に
は
「
路
上
で
少
女
掠
奪　

醜
業
中
人
に
売
渡
」
と
い
う
記

事
が
あ
り
、
さ
ら
に
1
9
3
9
年
8
月
31
日
付
同
紙
に
は
「
悪
徳
紹
介
業
者
跋
扈　

農
村
婦
女
子
を
誘
拐　

釜
山
刑
事
奉
天
に
急
行
」
と
あ
る
。
当
時
は
悪
徳
業
者
が
跋

扈
し
、
朝
鮮
人
婦
女
子
を
拉
致
し
て
上
海
や
満
州
に
売
り
渡
す
事
件
が
続
発
し
て
お

り
、
朝
鮮
総
督
府
管
轄
の
警
察
が
こ
れ
を
救
出
に
向
か
っ
て
い
た
。
朝
鮮
人
も
日
本

人
で
あ
り
日
本
の
法
律
で
守
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
朝
鮮
の
人
口
統
計
を
見
る
と
、
1
9
4
4
年
の
時
点
で
17
歳
の
女
性

が
2
4
2
、0
0
0
人
、
18
歳
の
女
性
は
2
2
7
、0
0
0
人
で
あ
る
。
2
0
0
、

0
0
0
人
以
上
を
強
制
連
行
し
た
と
す
れ
ば
、
例
え
て
言
う
な
ら
あ
る
年
に
18
歳
の

女
性
ほ
ぼ
全
員
が
連
行
さ
れ
性
奴
隷
に
さ
れ
た
勘
定
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

実
際
に
あ
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
子
供
が
、
妹
が
、
恋
人
が
日
本
の
官
憲
に
拉

致
さ
れ
性
奴
隷
に
さ
れ
る
の
を
、
情
の
深
い
朝
鮮
の
男
た
ち
が
指
を
く
わ
え
て
見
て

い
る
は
ず
が
な
い
。
忽
ち
暴
動
が
起
こ
り
、
朝
鮮
半
島
全
土
に
広
が
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
な
暴
動
は
一
件
も
起
き
て
い
な
い
。
そ
れ
こ
そ
が
「
慰
安

婦
強
制
連
行
」
が
な
か
っ
た
何
よ
り
の
証
拠
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
あ
っ
た
と
い
う
な

ら
、
自
ら
の
父
祖
が
「
抵
抗
す
ら
し
な
い
、
ふ
が
い
な
い
人
々
」
だ
っ
た
こ
と
に
な

る
で
は
な
い
か
。

歪
曲
さ
れ
た
過
去
史

　

日
本
統
治
下
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
は
日
本
国
の
重
要
な
一
部
で
あ
っ
て
、
決
し
て

「
植
民
地
」で
な
か
っ
た
こ
と
は
、こ
こ
ま
で
見
て
来
た
実
態
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
併
合
し
て
大
ブ
リ
テ
ン
王
国
を
形
成
し
て
い

る
現
在
の
姿
と
同
様
の
形
態
だ
っ
た
の
だ
。

　

で
は
な
ぜ
韓
国
は
そ
の
事
実
を
一
切
認
め
ず
、
一
方
的
に
「
植
民
地
支
配
」
と
し

て
日
本
を
糾
弾
し
て
来
た
の
だ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
終
戦
時
李
王
家
の
継
承

者
で
あ
る
李
垠
殿
下
が
日
本
に
お
ら
れ
、
李
朝
再
興
の
意
思
を
持
っ
て
お
ら
れ
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
共
和
国
と
し
て
独
立
す
る
か
ら
に
は
、
李
朝
に
代
わ
る
建
国
の
大

義
名
分
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
新
し
く
出
来
た
大
韓
民
国
政
府
は
「
李
朝
が
日
本

の
侵
略
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
後
、
朝
鮮
人
民
は
上
海
に
大
韓
民
国
臨
時
政
府
と
い
う

民
主
共
和
政
府
を
う
ち
立
て
た
」
さ
ら
に
「
太
平
洋
戦
争
（
日
本
の
正
式
呼
称
“
大

東
亜
戦
争
”）
が
始
ま
る
と
大
韓
民
国
臨
時
政
府
は
日
本
に
宣
戦
布
告
し
、
同
政
府

の
軍
隊
（
光
復
軍
）
が
連
合
軍
の
一
員
と
し
て
参
戦
、
日
本
の
苛
酷
な
植
民
地
支
配

下
に
あ
っ
た
朝
鮮
の
解
放
に
貢
献
し
た
」
と
い
う
物
語
を
創
作
し
た
。
そ
し
て
「
大

韓
民
国
臨
時
政
府
を
引
き
継
い
だ
の
が
大
韓
民
国
政
府
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
こ
と

で
大
韓
民
国
建
国
の
大
義
を
よ
う
や
く
手
に
入
れ
た
。
日
本
に
よ
る
統
治
が
「
残
酷

な
植
民
地
支
配
」
で
あ
っ
た
と
い
う
一
方
的
前
提
の
上
に
建
て
ら
れ
た
国
家
が
現
在

の
韓
国
で
あ
り
、「
植
民
地
支
配
」
で
な
け
れ
ば
建
国
の
正
当
性
が
危
う
く
な
る
。

従
っ
て
韓
国
の
歴
代
政
権
は
、
こ
の
歴
史
を
歪
曲
し
た
「
建
国
神
話
」
を
事
実
と
し

て
自
国
民
の
意
識
に
植
え
付
け
、
さ
ら
に
こ
れ
を
世
界
に
発
信
し
て
来
た
の
だ
。

両
民
族
の
生
存
を
か
け
た
マ
イ
ナ
ス
の
選
択
だ
っ
た
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歴
史
は
枝
葉
末
節
の
出
来
事
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
拡
大
す
れ
ば
い
く
ら
で
も
歪

曲
可
能
で
あ
る
。
架
空
の
物
語
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
歴
史
の
真
実
を
把
握
す
る
に
は
時

代
の
流
れ
を
大
局
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

20
世
紀
初
頭
、
朝
鮮
は
自
ら
近
代
化
を
達
成
す
る
だ
け
の
人
、
物
、
金
、
技
術
、

イ
ン
フ
ラ
の
全
て
が
欠
け
て
お
り
、
白
人
に
よ
る
植
民
地
支
配
を
免
れ
て
近
代
化
を

達
成
す
る
道
は
日
本
と
の
「
併
合
」
以
外
に
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
朝
鮮

が
近
代
化
し
な
い
ま
ま
、
当
時
極
東
で
南
下
政
策
を
進
め
て
い
た
ロ
シ
ア
の
支
配
下

に
な
れ
ば
日
本
の
独
立
も
危
う
く
な
る
。
釜
山
ま
で
ロ
シ
ア
軍
が
進
駐
し
、
朝
鮮
半

島
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
ロ
シ
ア
の
海
軍
基
地
が
出
来
た
ら
日
本
は
万
事
休
す
で
あ

る
。
本
来
な
ら
朝
鮮
が
自
力
で
近
代
化
し
て
清
か
ら
独
立
し
、
ロ
シ
ア
の
南
進
を
防

い
で
欲
し
か
っ
た
。
そ
れ
な
ら
日
本
人
は
日
清
、
日
露
の
戦
い
で
血
を
流
す
こ
と
も

な
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
朝
鮮
に
自
ら
近
代
化
す
る
力
は
な
く
、
日
露
戦

争
後
も
ロ
シ
ア
の
脅
威
は
依
然
と
し
て
存
在
し
、
他
の
白
人
列
強
国
も
朝
鮮
半
島
進

出
の
機
を
窺
っ
て
い
る
。な
ら
ば
朝
鮮
を
保
護
国
と
し
て
近
代
国
家
建
設
を
支
援
し
、

そ
れ
で
も
無
理
な
ら
、
併
合
し
て
朝
鮮
半
島
を
日
本
が
直
接
防
衛
す
る
以
外
に
日
本

の
安
全
を
図
る
手
立
て
は
な
か
っ
た
。

　

日
韓
が
併
合
す
れ
ば
朝
鮮
民
族
は
独
立
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
誇
り
高
い
朝
鮮
の

人
々
に
と
っ
て
は
耐
え
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
し
て
日
本
も
併
合
に
よ
っ
て

朝
鮮
半
島
を
内
地
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
た
め
、膨
大
な
負
担
を
強
い
ら
れ
た
。「
日

韓
併
合
」
は
「
日
本
の
朝
鮮
半
島
侵
略
」
で
は
な
く
弱
肉
強
食
の
時
代
に
日
韓
両
民

族
が
生
存
を
か
け
て
選
ん
だ
「
や
む
を
得
な
い
マ
イ
ナ
ス
の
選
択
」
だ
っ
た
の
だ
。

日
本
統
治
下
で
急
速
に
発
展
し
た
朝
鮮
半
島

　

第
一
次
大
戦
で
世
界
経
済
が
疲
弊
し
、
1
9
2
9
年
に
は
大
恐
慌
が
発
生
し
て
主

要
国
の
ほ
と
ん
ど
が
マ
イ
ナ
ス
成
長
に
苦
し
ん
だ
20
世
紀
の
前
半
、
日
本
統
治
下
に

あ
っ
た
朝
鮮
半
島
だ
け
は
年
平
均
3
・
7
％
と
い
う
高
度
経
済
成
長
を
達
成
し
て
い

る
。
1
9
1
3
年
か
ら
1
9
3
8
年
ま
で
の
工
業
生
産
の
伸
び
率
は
5
5
0
％
に
達

し
て
お
り
、
当
時
成
長
著
し
か
っ
た
日
本
本
土
を
凌
い
で
世
界
一
の
伸
び
率
を
記
録

し
て
い
る
。
こ
う
し
て
朝
鮮
半
島
は
日
本
統
治
時
代
の
35
年
間
に
急
速
に
発
展
し
世

界
の
先
進
地
域
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
た
。

　

当
時
、
朝
鮮
半
島
の
人
口
の
中
で
日
本
人
の
比
率
は
2
％
程
度
に
過
ぎ
ず
、
近
代

化
を
実
質
的
に
担
っ
た
の
は
朝
鮮
人
自
身
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
日
本
の
教
育
制
度
の

も
と
で
学
び
、
日
本
か
ら
資
金
や
技
術
を
取
り
入
れ
て
、
世
界
史
に
類
を
見
な
い
驚

異
的
速
度
で
近
代
化
を
達
成
し
た
。

　

さ
ら
に
大
東
亜
戦
争
が
始
ま
る
と
、
多
く
の
朝
鮮
の
若
者
が
日
本
軍
に
志
願
し
、

我
々
日
本
人
の
父
祖
と
共
に
白
人
の
ア
ジ
ア
支
配
に
立
ち
向
か
っ
た
。
戦
い
に
敗
れ

こ
そ
し
た
が
、
結
果
的
に
ア
ジ
ア
の
植
民
地
体
制
は
全
て
崩
壊
し
人
種
平
等
の
世
界

が
実
現
し
た
。
戦
死
し
た
朝
鮮
人
志
願
兵
二
万
一
千
名
は
英
霊
と
し
て
靖
国
神
社
に

祀
ら
れ
て
い
る
。

　

日
韓
併
合
時
代
の
朝
鮮
の
人
々
は
決
し
て
「
一
方
的
に
収
奪
さ
れ
た
無
力
な
被
害

者
」
で
は
な
く
、
進
取
の
精
神
に
燃
え
て
朝
鮮
の
近
代
化
を
進
め
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア

解
放
の
た
め
に
戦
っ
た
精
気
み
な
ぎ
る
頼
も
し
い
人
々
で
あ
っ
た
。
現
在
を
生
き
る

韓
国
の
人
々
に
是
非
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
欲
し
い
。

両
民
族
の
記
憶
を
と
り
も
ど
そ
う

　

一
方
、
我
々
日
本
人
も
戦
後
G
H
Q
が
作
成
し
た
プ
レ
ス
コ
ー
ド
に
よ
る
言
論
統

制
、
そ
し
て
長
年
に
わ
た
る
自
虐
教
育
に
よ
っ
て
「
日
本
は
ア
ジ
ア
を
侵
略
し
た
」

と
い
う
不
必
要
な
負
い
目
を
持
た
さ
れ
て
お
り
、
韓
国
か
ら
非
難
を
浴
び
る
や
、
日

本
政
府
は
何
ら
検
証
も
せ
ず
謝
罪
ば
か
り
を
繰
り
返
し
て
来
た
。
そ
の
た
び
に
「
捏

造
さ
れ
た
残
虐
行
為
」
が
「
歴
史
的
事
実
」
と
な
り
、
日
本
へ
の
「
恨
み
」
が
定
着

し
て
、
日
韓
関
係
は
今
や
最
悪
期
を
迎
え
て
い
る
。

　

過
去
を
水
に
流
す
文
化
の
無
い
韓
国
で
あ
る
。
そ
の
「
恨
み
」
は
相
手
に
復
讐
を

果
た
す
ま
で
、
た
と
え
千
年
経
っ
て
も
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
ま
ま
で
は
永
久

に
日
韓
の
間
に
和
解
が
訪
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
安
易
な
謝
罪
で
は
な

く
、
多
少
の
痛
み
を
伴
っ
て
も
歴
史
の
真
実
を
示
し
、
日
本
へ
の
誤
解
を
解
い
て
韓

国
の
人
々
の
胸
に
刺
さ
っ
た
「
恨
み
の
ト
ゲ
」
を
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

両
民
族
が
過
去
の
記
憶
を
取
り
戻
し
、
今
日
の
繁
栄
す
る
ア
ジ
ア
を
残
し
て
く
れ

た
先
人
へ
対
し
て
深
い
敬
意
と
感
謝
の
気
持
ち
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
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初
め
て
日
韓
両
国
民
は
真
の
友
好
関
係
で
結
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
日
が
来
る
の
を

私
は
心
よ
り
願
う
も
の
で
あ
る
。�

以
上


