
講
演

韓
日
間
の
相
互
認
識
と
展
望

望
ま
し
い
関
係
定
立
の
た
め
の
提
言

姜

昌

一

［
注
］

本
稿
は
、
一
九
九
七
年
九
月
二
五
日
、
「
政
治
文
化
の
視
点
に
基
づ
く
二
　
世
紀
に
お
け
る
日
韓
共
生
の
構
図
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
代
表
研
究
員
・

田
中
靖
政
）
の
企
画
と
し
て
行
わ
れ
た
公
開
講
演
会
の
発
表
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。
掲
載
が
大
変
遅
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ

ま
す
。

一
　
は
じ
め
に

ご
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
姜
昌
一
と
申
し
ま
す
。
近
代
日
韓
・
韓
日
の
相
互
認
識
、

こ
の
席
で
は
現
在
の
相
互
認
識
の
問
題
を
中
心
に
し
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
あ
た
り
が
私
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
す
が
、
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今
現
在
、
日
本
と
韓
国
の
間
に
は
相
互
認
識
と
い
う
観
念
上
の
こ
と
か
ら
政
治
的
・
経
済
的
領
域
ま
で
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
あ
り
ま
す
。
不
信
と
嫌
悪
、
誤
解
と
差
別
、
歴
史
的
事
実
に
反
す
る
韓
日
協
定
の
問
題
、
「
過
去
清
算
」
の
問
題
な
ど
枚
挙
で
き

な
い
ほ
ど
で
す
。

　
韓
国
と
日
本
は
隣
の
国
で
す
が
、
お
互
い
に
あ
ま
り
に
も
知
ら
な
す
ぎ
る
。
相
互
認
識
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
感
情
的
レ
ベ
ル
で
あ
っ

て
、
科
学
的
・
合
理
的
認
識
が
な
さ
れ
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
留
学
し
て
東
京
大
学
文
学
部
で
東
洋
史
を
専
攻

し
ま
し
た
が
、
東
京
大
学
東
洋
史
学
科
で
朝
鮮
史
を
勉
強
す
る
人
が
何
人
か
と
思
っ
て
み
た
ら
、
本
当
に
少
な
い
ん
で
す
。
戦
後
に
な

っ
て
、
五
年
に
一
人
出
る
か
、
出
な
い
か
、
と
い
う
ぐ
ら
い
で
す
。
例
え
ば
こ
れ
が
、
韓
国
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も
関
心
が
な
い
と
い

う
こ
と
を
立
証
す
る
事
実
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
韓
国
に
つ
い
て
関
心
が
な
い
の
は
当
然
な
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　
韓
国
の
側
が
ど
う
か
と
言
え
ば
、
も
っ
と
ひ
ど
い
ん
で
す
。
た
と
え
ば
一
九
六
〇
年
代
か
ら
七
〇
年
代
ま
で
大
学
で
日
本
史
講
座
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
日
本
史
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
者
が
七
〇
年
代
に
二
人
い
ま
し
た
が
、
米
国
に
留
学
し
た
の
で
す
。

日
本
史
を
勉
強
す
る
の
に
、
日
本
で
は
な
く
て
米
国
に
で
す
。
そ
れ
で
帰
国
し
て
一
人
は
今
ソ
ウ
ル
大
学
教
授
を
や
っ
て
い
る
し
、
一

人
は
延
世
大
学
教
授
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
何
年
か
経
っ
て
、
一
人
が
日
本
に
留
学
し
て
勉
強
し
、
高
麗
大
学
教
授
を
や
っ
て
い
ま

す
。　

そ
れ
か
ら
八
〇
年
代
に
な
っ
て
、
多
く
の
学
生
が
日
本
に
来
ま
し
た
。
東
大
の
国
史
学
科
に
留
学
し
た
三
人
が
帰
国
し
て
現
在
大
学

教
授
を
や
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
今
、
一
〇
人
ぐ
ら
い
が
東
大
で
勉
強
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
韓
国
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
日
本
を

無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
、
二
〇
年
前
ま
で
は
研
究
者
が
あ
ま
り
出
ず
、
最
近
に
な
っ
て
急
に
増
え
て
い
る
と
い
う
状
況
で
す
。

こ
れ
は
端
的
に
両
国
の
関
係
が
正
常
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
立
証
す
る
事
例
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
日
韓
間
の
教

育
政
策
の
問
題
も
横
た
わ
っ
て
い
る
し
、
ま
た
相
互
認
識
の
問
題
も
絡
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
に
し
て
も
不
思
議
な
関
係
で
あ
り
、
正
常
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な
関
係
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
国
が
解
放
さ
れ
て
か
ら
、
す
な
わ
ち
日
本
が
敗
戦
の
後
、
韓
日
関
係
が
ち
ょ
っ
と
正
常
な
関
係
で
は
な

く
て
、
誤
っ
た
道
を
歩
い
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　
日
本
で
の
経
験
で
す
が
、
二
か
月
前
、
あ
る
日
本
人
の
家
に
招
待
さ
れ
て
お
邪
魔
し
ま
し
た
。
招
待
し
て
く
れ
た
方
は
五
〇
代
で
兄

貴
の
よ
う
に
親
し
い
方
で
す
が
、
そ
こ
に
は
八
〇
歳
ぐ
ら
い
の
お
ば
あ
さ
ん
と
二
〇
代
の
息
子
た
ち
が
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国

に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
み
ん
な
違
う
ん
で
す
ね
。
八
〇
歳
の
方
は
、
長
野
県
出
身
で
す
が
、
韓
国
人
に
つ
い
て
植
民
地
時
代
の
認
識

を
ず
っ
と
持
っ
て
き
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
長
い
間
差
別
と
蔑
視
の
感
情
を
持
っ
て
き
た
が
、
実
際
に
韓
国
人
と
つ
き
あ
っ
て
み
た
ら
、

違
う
と
思
っ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
今
、
二
〇
代
の
孫
の
場
合
は
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
テ
レ
ビ
で
見
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
「
韓
国
は

す
ご
い
国
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
一
つ
の
家
族
の
中
で
も
韓
国
に
対
す
る
認
識
が
互
い
に
違
い
ま
す
。

　
世
代
毎
に
認
識
が
違
う
の
は
韓
国
の
場
合
も
同
じ
で
す
。
た
と
え
ば
、
六
〇
年
代
に
大
学
に
入
っ
た
世
代
と
新
世
代
と
い
わ
れ
る
二

〇
代
の
若
者
と
は
日
本
を
み
る
目
が
非
常
に
違
う
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
一
応
、
時
期
に
よ
り
、
世
代
に
よ
り
相
互
認
識
が
違
う
と
言
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
述
べ
て
い
き
ま
す
。
互
い
に
だ
ん
だ
ん
と

正
し
い
認
識
に
な
っ
て
き
つ
つ
あ
る
と
は
言
え
ま
す
が
、
ま
だ
ま
だ
不
信
と
嫌
悪
、
誤
解
と
差
別
感
は
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
韓
日
両
国
が
新
し
い
関
係
を
作
る
時
、
「
過
去
」
の
問
題
が
常
識
的
な
レ
ベ
ル
で
清
算
さ
れ
な
い
ま
ま
残
っ
て
し
ま
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
一
九
六
五
年
「
韓
日
協
定
」
を
締
結
し
て
新
し
い
関
係
を
結
ぶ
時
、
両
国
政
府
は
歴
史

的
真
実
と
常
識
を
無
視
し
て
現
実
的
利
益
ば
か
り
を
狙
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
が
今
ま
で
ず
っ
と
両
国
の
人
々
が
互
い
に
不
信

感
を
持
っ
た
根
本
的
要
因
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
私
に
は
日
本
人
の
友
達
が
た
く
さ
ん
い
る
し
、
日
本
人
を
尊
敬
し
愛
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
日
本
と
い
う
国
の
あ
り
方
は
、
本

当
に
私
で
さ
え
あ
ま
り
理
解
が
で
き
な
い
。
そ
れ
で
、
私
が
韓
国
で
日
本
に
つ
い
て
批
判
す
る
と
、
日
本
か
ら
は
反
日
主
義
者
と
、
変
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な
非
難
を
さ
れ
ま
す
。

　
そ
う
い
う
の
を
本
当
に
反
日
主
義
者
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
日
本
に
つ
い
て
よ
く
批
判
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
望
ま
し
い
日
韓

関
係
を
作
る
た
あ
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
韓
国
側
に
問
題
が
あ
れ
ば
そ
れ
も
や
は
り
批
判
し
て
い
ま
す
。
昨
日
も
韓
国
の
K
B
S

か
ら
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
の
電
話
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。
中
国
の
場
合
は
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
す
ぐ
抗
議
し

ま
す
。
ち
ゃ
ん
と
し
た
対
日
政
策
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
韓
国
政
府
は
ひ
と
こ
と
の
コ
メ
ン
ト
さ
え
し
な
い
ん

で
す
。
韓
国
は
ま
っ
た
く
対
日
政
策
が
な
い
か
ら
で
し
ょ
う
。
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
場
合
、
ジ
レ
ン
マ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
北

朝
鮮
に
対
す
る
戦
争
抑
制
の
機
能
も
あ
る
反
面
、
日
本
の
軍
事
大
国
化
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。
日
本
の
軍
事
大
国
化
、
そ
れ
を
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
れ
に
対
す
る
、
ち
ゃ
ん
と
し
た
政
策
が
あ
る
の
か
、
無
け
れ
ば
そ
れ
は
批
判
さ
れ
て
当
然
な
こ
と
な
ん
で
す
。
韓

国
の
対
日
本
政
策
と
い
う
の
は
無
政
策
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
で
す
。

　
以
上
話
し
て
き
た
よ
う
に
現
在
の
日
韓
関
係
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点
が
山
積
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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二
　
解
放
以
後
の
韓
国
に
お
け
る
日
本
認
識

　
レ
ジ
ュ
メ
に
、
主
要
事
件
を
書
い
た
年
表
が
あ
り
ま
す
が
（
㎎
～
鵬
頁
参
照
）
、
こ
れ
を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
四
八
年
、
朝
鮮
は
南
北
が
分
断
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
の
分
断
の
せ
い
で
韓
国
で
は
「
親
日
派
」
の
清
算
が
で
き
な
か
っ
た
ん
で

す
。
新
た
に
解
放
さ
れ
た
国
だ
っ
た
ら
売
国
附
日
の
「
親
日
派
」
を
清
算
す
る
の
は
当
た
り
前
な
ん
で
す
。
こ
こ
で
括
弧
付
き
「
親
日

派
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
今
は
一
応
韓
国
で
よ
く
使
う
こ
の
用
語
を
使
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
植
民
地
権
力
に
従
っ
て
働
い
た
人
々
、
そ
れ
も
下
級
の
人
で
は
な
く
て
、
上
で
積
極
的
に
主
体
的
に
植
民
地
権
力
に
従
っ
て
働
い
た



人
々
に
対
し
て
は
、
〔
植
民
地
支
配
か
ら
〕
解
放
し
た
国
家
や
社
会
で
は
、
整
理
す
る
の
が
当
然
な
こ
と
で
す
が
、
冷
戦
構
造
と
分
断

体
制
の
た
め
に
南
で
は
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
「
親
日
派
」
が
再
登
場
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
北
に
も
多
く
の
「
親
日

派
」
と
い
わ
れ
る
人
が
い
ま
し
た
が
、
北
で
は
一
応
、
清
算
・
粛
清
さ
れ
ま
し
た
。
彼
等
は
弾
圧
さ
れ
て
南
に
渡
り
、
反
共
運
動
の
先

頭
に
立
っ
て
活
動
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。

　
そ
の
後
、
韓
国
戦
争
〔
朝
鮮
戦
争
〕
が
勃
発
し
、
そ
れ
か
ら
一
九
六
一
年
、
朴
正
煕
の
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
こ
っ
た
ん
で
す
。
朴

正
煕
と
い
う
方
は
典
型
的
な
「
親
日
派
」
で
す
。
彼
は
日
本
の
陸
軍
士
官
学
校
出
身
で
、
徹
底
的
な
「
皇
国
臣
民
」
教
育
を
受
け
た
人

な
ん
で
す
。
彼
が
軍
事
ク
ー
デ
タ
！
を
通
し
て
国
家
権
力
を
握
っ
て
か
ら
、
「
親
日
派
」
と
い
わ
れ
る
人
々
が
権
力
の
前
面
に
立
つ
よ

う
に
な
り
ま
す
。
朴
正
煕
の
二
〇
年
間
の
政
策
を
ず
っ
と
見
て
い
く
と
、
旧
日
本
の
そ
れ
を
ま
ね
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
戦

時
統
制
体
制
を
模
倣
し
て
維
新
体
制
（
一
九
七
二
年
）
を
つ
く
る
し
、
満
洲
国
を
モ
デ
ル
に
し
て
韓
国
の
経
済
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し

ま
す
。
韓
国
の
農
村
を
発
展
さ
せ
た
と
よ
く
い
わ
れ
る
「
セ
マ
ウ
ル
運
動
」
も
、
実
際
は
一
九
三
〇
年
代
の
農
村
振
興
運
動
を
真
似
て

や
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
韓
国
と
日
本
は
一
九
六
五
年
に
日
韓
・
韓
日
条
約
を
締
結
し
て
新
し
く
国
交
が
再
開
さ
れ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
が
本
当
に
問
題
で
す
。

「
過
去
清
算
」
課
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に
は
常
識
と
歴
史
的
な
事
実
に
反
す
る
も
の
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
ん
で
す
。
基
本
条
約
で
「
一
九
一
〇
年
八
月
二
二
日
及
び
そ
の
以
前
に
大
韓
帝
国
と
日
本
帝
国
の
間
に
締
結
さ
れ
た
す
べ
て
の

条
約
と
協
定
は
も
は
や
無
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
の
日
本
政
府
側
の
説
明
の
よ
う

に
、
↓
九
四
八
年
八
月
一
五
日
大
韓
民
国
が
樹
立
さ
れ
る
時
ま
で
は
、
こ
の
協
定
は
有
効
で
あ
り
植
民
地
支
配
は
合
法
的
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
請
求
権
協
定
で
は
日
本
側
が
「
経
済
協
力
資
金
」
三
億
ド
ル
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
両
国
と
両
国

民
の
請
求
権
が
「
完
全
に
か
つ
最
終
的
に
解
決
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
歴
史
的
な
事
実
に
反
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す
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
の
請
求
権
さ
え
も
法
律
的
に
源
泉
的
に
封
鎖
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
政
治
家
た
ち
が
過
去
の
問
題
を
政
治

的
に
利
用
し
た
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
の
後
の
両
国
関
係
で
は
、
国
民
レ
ベ
ル
で
の
相
互
不
信
が
解
け
ず
に
、
お
か
し
な
関
係
が
ず
っ
と

続
い
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。

　
韓
日
条
約
が
そ
の
ま
ま
有
効
で
あ
る
限
り
「
過
去
清
算
」
の
課
題
は
解
決
で
き
な
い
ん
で
す
。
国
際
的
な
非
難
を
受
け
て
い
る
「
慰

安
婦
」
の
問
題
も
そ
う
で
す
。
歴
史
認
識
の
問
題
と
同
じ
く
、
形
式
論
理
に
よ
れ
ば
韓
日
条
約
で
す
で
に
解
決
さ
れ
た
と
し
て
も
仕
方

が
な
い
ん
で
す
。
国
際
法
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
個
人
の
請
求
権
（
私
的
請
求
権
）
が
国
家
間
の
条
約
で
解
消
で
き
な
い
と
い
う
解
釈

も
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
国
内
法
で
は
い
ま
何
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
状
況
が
日
本
の
ジ
レ
ン
マ
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。
つ
ま

り
韓
日
条
約
に
よ
っ
て
よ
く
な
い
関
係
、
誤
っ
た
関
係
が
始
ま
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

　
維
新
体
制
が
続
き
、
一
九
七
三
年
と
七
四
年
に
は
、
金
大
中
拉
致
事
件
、
文
世
光
事
件
（
朴
正
煕
大
統
領
夫
人
の
暗
殺
事
件
）
が
あ

り
、
韓
国
で
反
日
感
情
は
さ
ら
に
高
揚
し
ま
し
た
。
一
九
八
〇
年
に
全
斗
換
軍
事
政
権
が
登
場
し
ま
す
が
、
彼
等
は
「
ハ
ン
グ
ル
世
代
」

と
い
う
、
日
帝
の
教
育
を
受
け
な
か
っ
た
若
い
人
々
が
中
心
に
な
っ
て
権
力
を
握
り
、
以
前
の
「
親
日
派
」
と
言
わ
れ
る
人
々
は
権
力

の
前
面
か
ら
追
い
出
さ
れ
ま
し
た
。
軍
隊
の
場
合
も
そ
う
で
す
。
日
本
政
策
を
担
当
す
る
ブ
レ
ー
ン
た
ち
も
、
大
体
若
い
人
々
、
四
．

一
九
世
代
と
か
、
六
・
三
世
代
と
か
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ン
グ
ル
世
代
で
し
た
が
、
彼
等
は
六
、
七
〇
年
代
に
日
本
に
留
学
し
た
り
あ
る
い

は
新
聞
社
の
特
派
員
と
し
て
勤
め
た
経
験
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
彼
等
は
「
克
日
論
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
出
し
ま
す
。
日
本

に
克
つ
と
い
う
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
で
あ
り
ま
し
た
。
国
粋
主
義
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
の
後
、
韓
国
と
日
本
の
間
に
教
科
書
問
題
が
起
こ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
し
て
反
日
的
な
雰
囲
気
が
国
民
的
次
元
で
も

っ
と
高
ま
る
ん
で
す
。
全
国
民
的
な
誠
金
に
よ
っ
て
独
立
記
念
館
が
作
ら
れ
た
ほ
ど
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
政
府
側
で
積
極
的
に
反
日
雰

囲
気
を
煽
っ
た
側
面
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
日
本
か
ら
経
済
的
な
支
援
を
も
ら
う
た
め
で
あ
り
ま
し
た
。
実
際
に
全
斗
換
大
統
領
は
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日
本
を
訪
問
し
て
そ
の
雰
囲
気
に
乗
じ
て
四
五
億
の
お
金
を
借
り
て
帰
り
ま
す
。

　
一
九
八
八
年
に
ソ
ウ
ル
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
日
本
人
に
と
っ
て
の
韓
国
認
識
の
転
換
点
に
な
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
私
は
そ
の
時
ち
ょ
う
ど
日
本
に
留
学
し
て
い
た
ん
で
す
。
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
韓
国
も
素
晴
ら
し
い
国
、
成
長
し
た
国
と
報
道

さ
れ
、
新
た
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
特
に
若
い
人
々
に
差
別
と
か
蔑
視
感
が
な
く
な
り
、
日
本
と
同
じ
レ

ベ
ル
の
「
す
ば
ら
し
い
隣
国
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
い
う
の
は
一
つ
の

転
換
点
に
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
八
九
年
に
は
軍
「
慰
安
婦
」
の
問
題
が
出
ま
し
て
、
韓
国
で
い
ろ
い
ろ
反
日
運
動
、
反
日
雰
囲
気
、
反
日
感
情
が
強
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
九
九
五
年
は
、
日
本
の
敗
戦
と
韓
国
の
解
放
五
〇
周
年
に
当
た
り
ま
す
が
、
韓
国
で
は
五
〇
周
年
と
い
う
一
応
の
区
切
り

を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
問
題
が
表
面
化
し
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
日
本
で
も
敗
戦
五
〇
周
年
問
題
が
、
い
ろ
い

ろ
複
雑
に
展
開
さ
れ
、
そ
の
時
、
右
傾
的
な
政
治
家
と
か
知
識
人
に
よ
っ
て
妄
言
が
飛
び
出
し
ま
し
た
。
妄
言
問
題
か
ら
、
韓
国
で
は

反
日
雰
囲
気
が
噴
出
し
て
、
今
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
若
い
人
々
は
混
乱
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
マ
ス
コ
ミ
で
は
「
日
本
は
悪
い
国
」
と
し
て
よ
く
宣
伝
さ
れ
ま
す
。
実
際
に

は
交
流
が
だ
ん
だ
ん
深
く
な
っ
て
、
日
本
に
よ
く
来
ま
す
し
、
日
本
の
学
生
た
ち
も
よ
く
来
て
い
ま
す
。
日
本
人
と
つ
き
合
っ
て
み
た

ら
、
す
ば
ら
し
く
て
親
切
だ
と
い
う
印
象
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
り
、
日
本
に
行
っ
て
み
た
ら
本
当
に
発
展
し
た
す
ば
ら
し
い
国
で
あ

る
。
そ
れ
な
の
に
、
マ
ス
コ
ミ
で
は
「
日
本
が
悪
い
、
日
本
は
悪
玉
」
と
し
て
い
る
。
相
反
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
頭
が
混
乱
し
て

し
ま
い
ま
す
。
現
実
と
観
念
、
意
識
と
感
情
、
そ
れ
が
複
雑
に
混
じ
っ
て
、
錯
綜
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
国

民
総
体
的
レ
ベ
ル
で
も
い
え
る
ん
で
す
が
、
一
人
の
人
間
の
中
で
も
日
本
人
像
が
錯
綜
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
最
近
日
本
に
来
て
み
た
ら
、
普
通
の
日
本
人
の
北
に
対
す
る
感
情
は
、
現
在
の
食
料
問
題
も
あ
っ
て
、
嫌
悪
感
と
か
、
蔑
視
感
が
前
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よ
り
も
っ
と
強
く
な
っ
た
と
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
「
親
韓
国
、
反
北
朝
鮮
」
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
九
六
〇
年

代
、
七
〇
年
代
は
北
に
た
い
し
て
親
し
み
と
か
憧
れ
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、
南
に
つ
い
て
は
嫌
悪
感
を
持
っ
て
い
た

の
が
、
最
近
は
完
全
に
変
わ
っ
て
、
南
の
ほ
う
に
は
親
し
み
を
感
じ
る
一
方
、
北
に
つ
い
て
は
嫌
悪
感
を
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
人
で
も
人
に
よ
っ
て
違
う
ん
で
す
が
、
全
般
的
な
流
れ
で
あ
る
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

　
さ
て
こ
れ
か
ら
は
、
解
放
以
後
の
韓
国
に
お
け
る
日
本
認
識
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
世
代
別
に
簡
単
に
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま

す
。　

第
一
世
代
と
い
う
の
は
、
成
人
と
し
て
植
民
地
を
経
験
し
た
世
代
で
す
。
こ
の
世
代
に
は
民
族
解
放
運
動
を
行
っ
た
人
も
い
る
し
、

日
帝
に
協
力
し
た
い
わ
ゆ
る
「
親
日
派
」
も
い
ま
す
。
東
西
冷
戦
構
造
と
南
北
分
断
体
制
が
作
ら
れ
る
中
で
、
近
代
的
な
教
育
を
受
け

近
代
的
な
知
識
を
身
に
つ
け
た
「
親
日
派
」
が
、
政
治
と
社
会
の
指
導
層
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
前
で
説
明

し
た
通
り
で
す
。
彼
等
は
感
情
的
で
虚
偽
的
な
反
日
主
義
を
掲
げ
て
国
民
を
教
育
し
ま
し
た
。
彼
等
に
は
日
本
に
つ
い
て
の
い
ろ
い
ろ

な
憧
れ
も
あ
る
し
、
劣
等
感
も
あ
る
し
、
複
雑
で
す
。
そ
の
よ
う
な
精
神
状
態
が
虚
偽
的
で
観
念
的
な
反
日
観
念
を
つ
く
り
、
そ
れ
を

も
っ
て
反
日
教
育
を
し
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
日
本
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
科
学
的
な
認
識
と
理
解
は
不
可
能
に
な
り
ま
す
。
「
天
皇
陛

下
万
歳
」
を
叫
ん
だ
人
々
が
、
反
日
の
先
頭
に
立
っ
て
反
日
教
育
を
行
う
状
態
で
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
歴
史
学
の
分
野
で
も
満

鉄
調
査
部
で
働
い
た
者
が
文
教
部
の
長
官
や
ソ
ウ
ル
大
学
の
教
授
を
や
っ
て
反
日
教
育
の
先
鋒
に
立
ち
ま
す
。
彼
は
韓
国
の
近
代
史
を

書
き
ま
し
た
が
、
事
実
に
基
づ
か
ず
、
感
情
を
煽
る
、
そ
う
い
う
歴
史
叙
述
で
あ
り
ま
し
た
。
五
〇
年
代
の
歴
史
教
育
と
い
う
の
は
大

体
「
親
日
派
」
と
い
わ
れ
る
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
歴
史
教
育
は
正
し
い
日
本
認
識
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
、

反
日
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
自
分
の
罪
と
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
裏
返
し
で
し
た
。

　
次
に
、
第
二
世
代
あ
る
い
は
ハ
ン
グ
ル
世
代
は
、
一
九
六
〇
年
代
の
四
・
一
九
世
代
と
六
・
三
世
代
を
指
し
ま
す
が
、
一
九
六
〇
年
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の
四
・
一
九
学
生
運
動
と
一
九
六
四
、
五
年
の
韓
日
条
約
に
反
対
し
た
学
生
の
世
代
で
す
。
そ
の
時
は
ち
ょ
う
ど
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が

高
揚
し
た
時
期
な
ん
で
す
。
こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
様
々
な
流
れ
が
あ
り
ま
す
が
、
反
日
親
米
的
な
雰
囲
気
が
主
流
と
い
え
ま
す
。

学
校
で
感
情
的
な
反
日
教
育
を
受
け
て
、
米
国
を
重
視
し
日
本
を
軽
視
す
る
世
代
で
す
。
さ
き
ほ
ど
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
六
〇
年
代

に
は
日
本
史
研
究
の
た
め
に
も
米
国
に
留
学
す
る
ほ
ど
で
し
た
。

　
第
三
の
世
代
と
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
大
学
に
入
っ
た
人
を
指
す
と
思
う
ん
で
す
が
、
こ
の
世
代
は
ち
ょ
う
ど
日
本
が
経
済
成
長
し

て
経
済
大
国
と
な
っ
た
の
で
、
日
本
に
対
す
る
関
心
が
本
当
に
強
く
な
る
ん
で
す
。
関
心
が
高
揚
し
て
、
そ
の
と
き
「
知
日
論
」
す
な

わ
ち
日
本
を
ち
ゃ
ん
と
わ
か
り
た
い
、
知
り
た
い
、
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
り
ま
し
た
。
政
策
の
側
面
で
は
日
本
を
モ
デ
ル
に
す
る
し
、

政
治
経
済
的
な
側
面
で
い
ろ
い
ろ
日
本
と
深
く
関
係
を
結
ぶ
ん
で
す
。
日
本
留
学
生
も
だ
ん
だ
ん
増
え
ま
す
。
こ
の
世
代
は
、
小
学
校

の
教
育
を
一
九
五
〇
年
、
六
〇
年
代
初
め
に
受
け
た
の
で
、
感
情
的
か
つ
観
念
的
反
日
性
が
強
く
身
に
つ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、

成
功
し
た
日
本
に
つ
い
て
の
憧
れ
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。
相
互
矛
盾
す
る
観
念
と
認
識
が
混
在
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
そ

の
時
期
は
韓
国
も
経
済
的
に
成
長
し
て
い
る
時
で
し
た
。
政
治
的
に
は
権
威
主
義
独
裁
政
権
が
あ
っ
て
学
生
運
動
と
か
民
主
運
動
が
盛

ん
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
り
ま
し
た
。
歴
史
認
識
に
つ
い
て
い
え
ば
、
き
ち
ん
と
し
た
教
育
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、
あ
ま
り
よ
く
わ

か
ら
な
い
、
無
知
の
世
代
で
す
が
、
好
奇
心
と
関
心
は
強
い
世
代
と
言
え
ま
す
。

　
第
四
世
代
と
は
、
い
ま
韓
国
で
「
X
世
代
」
と
い
わ
れ
る
二
〇
代
で
す
が
、
日
本
で
い
え
ば
「
新
人
類
」
で
し
ょ
う
。
彼
等
は
過
去

の
歴
史
に
あ
ま
り
関
心
が
な
く
、
知
ら
な
い
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
脱
歴
史
的
な
認
識
を
も
っ
て
い
る
か
、
歴
史
不
感
症
の
世
代
と
い

え
ま
す
か
ね
。
彼
等
に
と
っ
て
植
民
地
と
い
う
の
は
、
昔
話
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
世
代
は
、
両
親
た
ち
が
み
ん
な

植
民
地
時
代
の
経
験
が
あ
り
ま
す
し
、
徹
底
的
な
反
日
教
育
を
受
け
た
の
で
客
観
的
に
他
者
と
し
て
日
本
を
認
識
す
る
事
が
で
き
な
か

っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
第
四
世
代
の
場
合
は
大
体
第
一
世
代
と
第
二
世
代
の
両
親
か
ら
、
一
九
七
〇
年
代
に
生
ま
れ
た
世
代
で
す
。
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戦
後
（
韓
国
戦
争
以
後
）
生
ま
れ
で
観
念
的
反
日
主
義
の
持
ち
主
の
両
親
か
ら
は
、
直
接
的
日
本
体
験
を
聞
い
た
こ
と
が
な
く
、
朴
正

煕
政
権
の
親
日
的
な
教
育
を
受
け
、
「
成
功
し
た
日
本
」
を
経
験
し
な
が
ら
成
長
し
た
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
日
本
羨
望
論
」
の
持
ち

主
で
す
。
彼
等
の
脱
歴
史
的
な
日
本
認
識
が
か
な
ら
ず
し
も
悪
い
と
は
い
え
な
い
ん
で
す
が
、
主
体
性
が
あ
ま
り
な
く
、
科
学
的
な
日

本
認
識
で
は
な
く
感
覚
的
に
日
本
を
見
る
の
で
、
そ
れ
も
あ
る
面
で
は
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
彼
等
は
後
で
真
剣
に
歴

史
勉
強
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
過
去
の
歴
史
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
と
混
乱
し
て
し
ま
い
ま
す
。
観
念
と
現
実
の
乖
離
、
意
識
と
感
情

の
混
乱
の
状
態
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
大
学
で
「
日
本
論
」
を
講
義
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
彼
等
に
日
本
を
ど
う
思
う
か
と
聞
け
ば
、
「
日
本
は
偉
い
国
、
大
き
な
国

だ
」
と
か
、
「
す
ば
ら
し
い
国
だ
か
ら
行
き
た
い
」
と
か
、
大
体
そ
う
い
う
反
応
で
す
。
彼
等
は
韓
国
の
普
通
の
学
生
で
す
。
私
は
い

い
、
悪
い
と
は
評
価
し
た
く
な
い
ん
で
す
が
、
韓
国
人
の
日
本
認
識
は
、
す
べ
て
の
面
で
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
現
在
の
問
題
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
ん
で
す
。
世
代
ご
と
に
日
本
観
と
か
認
識
が
そ
れ
ぞ
れ
違
う
し
、
個
人
の
レ
ベ
ル
で
も
感
情
、
意
識
、
観

念
が
矛
盾
し
て
い
る
の
が
問
題
と
い
う
こ
と
で
す
。
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三
　
敗
戦
以
後
の
日
本
人
に
お
け
る
韓
国
認
識

　
敗
戦
以
降
の
日
本
人
の
韓
国
認
識
は
、
皆
様
の
方
が
よ
く
ご
存
じ
と
思
い
ま
す
け
ど
、
私
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
若
干
お
話
し
し
ま

す
。
第
一
世
代
の
場
合
は
す
な
わ
ち
帝
国
時
代
の
青
壮
年
層
で
す
が
、
彼
等
は
敗
戦
後
再
び
主
役
と
し
て
登
場
し
ま
す
。
一
九
四
五
年

と
い
う
時
期
が
断
絶
点
か
連
続
点
か
と
い
う
の
は
様
々
な
分
野
で
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
応
、
政
治
権
力
と
い
う
面
で
は
連
続
的

な
性
格
が
強
い
と
い
え
ま
す
。
戦
後
に
も
、
戦
前
の
官
僚
た
ち
が
再
び
権
力
の
前
面
に
出
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
A
級
戦
犯
の
岸
信



介
さ
ん
が
首
相
に
も
な
る
し
、
戦
前
の
官
僚
た
ち
が
再
び
登
場
し
て
日
本
を
引
っ
張
っ
て
い
く
と
い
う
政
治
構
造
で
す
。
そ
れ
は
教
育

と
も
つ
な
が
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
戦
前
の
皇
国
臣
民
教
育
が
あ
る
面
で
は
続
け
ら
れ
る
ん
で
す
。
彼
等
の
世
代
は
朝
鮮
人
に
対
す
る

蔑
視
と
差
別
的
認
識
を
強
く
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
世
代
に
お
い
て
は
朝
鮮
は
自
己
内
部
化
さ
れ
て
、
他
者
で
は
な
く
て
自

分
の
周
辺
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
第
二
世
代
の
場
合
、
す
な
わ
ち
日
本
の
敗
戦
の
時
、
青
少
年
で
あ
っ
た
世
代
で
、
多
分
皆
様
の
世
代
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
が
ね
。
差
別
・
蔑
視
感
と
と
も
に
加
害
意
識
、
加
害
者
と
し
て
の
罪
意
識
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
両
面
が
混
在
、
錯
綜
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
亡
く
な
ら
れ
た
梶
村
秀
樹
先
生
〔
一
九
三
五
～
一
九
八
九
年
〕
の
世
代
で
す
よ
ね
。

梶
村
先
生
の
場
合
、
加
害
者
意
識
と
罪
意
識
が
強
い
ん
で
す
。
「
わ
れ
わ
れ
が
悪
い
こ
と
を
や
っ
た
」
と
。
そ
れ
で
、
運
動
に
走
っ
た

と
思
う
ん
で
す
。

　
第
三
世
代
は
戦
後
生
ま
れ
で
、
い
ま
中
堅
で
し
ょ
う
。
こ
の
世
代
は
韓
国
を
他
者
と
し
て
客
観
的
に
見
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
こ
の
世
代
は
、
欧
米
追
随
的
な
教
育
と
雰
囲
気
で
育
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
一
般
的
に
は
韓
国
に
つ

い
て
あ
ま
り
知
ら
な
い
し
、
関
心
も
な
い
人
が
多
い
よ
う
で
す
。
海
外
旅
行
と
言
え
ば
、
韓
国
よ
り
米
国
と
か
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
行
き
た

い
人
々
が
多
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　
そ
の
次
の
第
四
世
代
、
す
な
わ
ち
日
本
の
経
済
復
興
が
終
わ
っ
て
高
度
産
業
社
会
の
段
階
に
入
り
、
経
済
大
国
と
し
て
基
盤
を
作
っ

て
い
く
時
に
生
ま
れ
た
世
代
で
す
が
、
彼
等
は
ア
ジ
ア
へ
の
関
心
を
強
め
て
い
く
傾
向
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
時
期
、
日
本
の
主

体
性
が
強
く
問
わ
れ
る
場
合
が
出
て
き
て
、
そ
れ
で
ア
ジ
ア
に
目
を
向
け
る
、
そ
う
い
う
雰
囲
気
と
流
れ
が
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。
米

国
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
で
は
な
く
て
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
そ
れ
が
も
っ
と
広
ま
っ
て
、
ア
ジ
ア
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
広
が
る

世
代
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
交
流
も
頻
繁
に
な
る
し
、
韓
国
に
つ
い
て
の
認
識
も
深
く
な
り
ま
す
。
親
近
感
と
と
も
に
他
者
と
し
て
の

姜韓日間の相互認識と展望89



見
方
も
で
き
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
朝
鮮
史
研
究
者
の
場
合
に
も
こ
の
よ
う
な
世
代
差
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
以
前
の
世
代
で
は
加
害
者
意
識
と
罪
意
識
に

基
づ
い
て
朝
鮮
史
に
関
心
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
人
が
多
い
ん
で
す
が
、
第
四
世
代
は
好
奇
心
が
き
っ
か
け
に
な
る
場
合
も
あ

る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

90東洋文化研究4号

四
　
韓
日
間
の
懸
案
問
題

　
こ
れ
か
ら
は
、
日
韓
関
係
の
懸
案
の
問
題
に
つ
い
て
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
韓
国
と
日
本
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。

運
命
的
に
離
れ
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
互
い
に
信
頼
を
基
盤
に
し
た
共
生
・
共
栄
の
同
伴
者
と
な
る
の

は
運
命
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、
こ
の
主
題
を
選
ん
だ
の
も
そ
う
い
う
問
題
意
識
が
あ

る
か
ら
と
思
い
ま
す
。

　
韓
日
関
係
は
、
長
い
間
に
は
悪
い
関
係
ば
か
り
で
は
な
く
よ
い
時
代
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
近
代
に
入
っ
て
か
ら
侵
略
と

被
侵
略
と
い
う
望
ま
し
く
な
い
関
係
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
の
後
も
政
治
経
済
な
ど
の
分
野
で
は
新
し
い
深
い
関
係

が
で
き
て
い
る
の
に
、
感
情
と
意
識
の
中
で
は
不
信
感
が
強
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
を
は
さ
あ
な
い
事
実
で
す
。
こ
の
よ
う
な
お

か
し
な
関
係
は
ど
う
し
て
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
要
す
る
に
過
去
清
算
の
課
題
が
う
ま
く
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
と
言
え

ま
す
。

　
日
本
の
敗
戦
後
、
両
国
が
新
し
い
関
係
を
作
ろ
う
と
し
た
ら
過
去
を
清
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
歴
史
清
算
、
そ
れ
が
必
要
だ
っ

た
ん
で
す
が
、
結
局
は
う
や
む
や
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
韓
国
で
は
東
西
冷
戦
構
造
と
分
断
体
制
の
形
成
の
中
で
、
「
反
共
」



が
最
高
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
過
去
を
問
わ
ず
に
反
共
勢
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
り
、
植
民
地
時
代
に

日
本
帝
国
主
義
の
下
で
働
い
た
人
々
、
い
わ
ゆ
る
「
親
日
派
」
が
再
登
場
し
て
韓
国
社
会
を
率
い
て
い
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日
本
の

場
合
も
先
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
保
守
・
右
傾
的
な
勢
力
が
指
導
す
る
国
に
な
り
ま
し
た
。
反
共
を
最
高
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
し
な
が

ら
、
皇
国
臣
民
教
育
を
受
け
た
両
国
の
政
治
指
導
者
た
ち
は
癒
着
し
て
、
歴
史
問
題
を
政
治
的
に
利
用
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
経
済

的
か
つ
政
治
的
な
目
的
で
歴
史
真
実
と
歴
史
清
算
の
課
題
が
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
前
で
説
明
し
た
よ
う
に
そ

の
典
型
的
な
事
例
が
日
韓
、
韓
日
条
約
で
す
。

　
日
本
帝
国
が
朝
鮮
を
不
法
的
に
、
そ
し
て
武
力
に
よ
っ
て
侵
略
し
、
植
民
地
と
し
て
支
配
し
た
の
は
常
識
的
で
歴
史
的
な
事
実
で
し

ょ
う
。
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
な
反
歴
史
的
で
非
常
識
的
な
条
約
を
結
ん
で
新
た
な
関
係
が
始
め
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
点
で
は
う
ま

く
事
を
収
め
ら
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
今
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
束
縛
と
な
り
、
不
信
の
根
源
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
た
と

え
ば
現
在
、
従
軍
慰
安
婦
の
問
題
で
日
本
は
国
際
的
な
非
難
を
あ
び
て
い
ま
す
が
、
こ
の
条
約
が
有
効
で
あ
る
限
り
、
韓
国
の
被
害
者

に
と
っ
て
解
決
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。

　
そ
の
後
の
政
権
も
、
韓
日
間
の
過
去
清
算
の
問
題
を
政
治
的
に
利
用
し
た
点
で
は
同
じ
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
一
九
八
二
年
、
教
科

書
問
題
が
起
こ
っ
た
時
、
全
斗
換
政
権
は
反
日
的
雰
囲
気
を
煽
り
な
が
ら
日
本
を
訪
ね
て
お
金
を
借
り
て
帰
り
ま
す
。
過
去
の
問
題
を

経
済
的
・
政
治
的
に
利
用
し
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
。
こ
う
い
う
政
治
的
取
引
、
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
問
題
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
過
去
清

算
の
課
題
が
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
今
ま
で
ず
っ
と
残
っ
て
い
る
し
、
そ
の
内
容
を
正
確
に
わ
か
っ
て
い
な
い
両
国
民
の
間
で
は
、
「
破

廉
恥
な
日
本
人
」
「
う
る
さ
い
韓
国
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
再
生
産
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
韓
国
の
マ
ス
コ
ミ
で
、
日
本
の
教
科
書
問
題
や
政
治
家
の
妄
言
が
話
題
に
な
り
、
い
ま
韓
日
間
の
懸
案
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
、
民
族
感
情
を
刺
激
し
、
老
若
を
問
わ
ず
反
日
雰
囲
気
が
充
満
し
て
い
ま
す
。
と
な
る
と
、
他
者
と
し
て
日
本
を
見
て
い
る
若
い
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世
代
も
、
教
科
書
で
間
接
体
験
と
し
て
習
っ
た
日
本
に
つ
い
て
の
記
憶
、
四
〇
〇
年
前
の
壬
辰
倭
乱
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
残
酷
で
野

蛮
な
日
本
人
像
が
ま
た
再
生
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
重
層
的
に
重
な
り
観
念
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
で
日
本
と
日
本
人
に
つ
い
て
の

イ
メ
ー
ジ
が
作
り
あ
げ
ら
れ
固
定
化
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
は
本
当
に
よ
く
な
い
ん
で
す
。

　
私
は
、
日
本
の
政
治
家
の
妄
言
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
〔
「
戦
後
日
本
到
歴
史
認
識
斗
妄
言
」
中
央
日
報

統
一
文
化
研
究
所
現
代
史
研
究
日
ロ
『
日
本
潮
本
質
音
叫
刈
呈
し
τ
叫
』
魁
召
社
、
一
九
九
六
年
、
ソ
ウ
ル
〕
、
日
本
の
政
治
家
の
妄

言
は
高
度
の
政
治
的
行
為
で
す
。
彼
等
は
、
昔
の
話
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
今
現
在
日
本
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
で
行

っ
て
い
る
政
治
行
為
で
す
。

　
妄
言
と
い
う
の
は
常
識
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
政
治
家
は
そ
の
妄
言
を
発
し
て
愛
国
者
と
し
て
の
自
分
の
存
在
を
、
マ
ス

コ
ミ
を
利
用
し
宣
伝
す
る
の
で
す
。
過
去
の
歴
史
を
利
用
し
て
政
治
活
動
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
方
で
日
本
国

民
の
意
識
教
育
を
し
て
い
ま
す
。
愛
国
心
と
い
う
感
情
を
煽
っ
て
日
本
を
右
傾
化
、
保
守
化
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
彼
等
が
本
当
に
日
韓

関
係
を
こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
か
と
、
前
向
き
に
考
え
て
い
っ
た
ら
、
こ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
自
分
が
政
治
家
と

し
て
有
名
に
な
る
に
は
、
日
本
を
右
傾
化
す
る
の
に
は
役
立
つ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
本
当
に
反
動
的
な
政
治
活
動
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
教
科
書
問
題
も
基
本
的
に
は
同
じ
で
し
ょ
う
。

　
韓
国
の
マ
ス
コ
ミ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
無
責
任
に
日
本
問
題
を
取
り
上
げ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
日
本
問
題
を
、
合
理
的
に
科
学
的

に
説
明
し
た
ら
よ
い
の
で
す
が
、
何
も
根
拠
な
し
に
「
日
本
は
無
条
件
に
悪
い
」
と
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
本
当
に
よ
く
な
い
。

た
と
え
ば
、
何
年
か
前
で
す
が
、
朝
鮮
王
妃
で
あ
る
聞
妃
を
殺
害
し
た
刀
が
、
は
じ
め
て
九
州
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
新
聞
の

一
面
ト
ッ
プ
記
事
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
閾
妃
殺
害
事
件
に
つ
い
て
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
〔
「
三
浦
梧
楼

公
使
斗
閲
妃
殺
害
事
件
」
『
明
成
皇
后
殺
害
事
件
』
民
音
社
、
一
九
九
二
年
、
ソ
ウ
ル
〕
、
そ
れ
は
聞
妃
を
殺
害
し
た
刀
で
は
な
い
ん
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で
す
。
実
際
に
は
、
そ
の
刀
の
発
見
も
最
初
で
は
な
い
ん
で
す
。
私
は
一
〇
年
前
す
で
に
わ
か
っ
て
い
た
し
、
『
東
亜
先
覚
志
士
記
伝
』

と
い
う
本
に
も
、
す
で
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
、
あ
る
新
聞
か
ら
、
私
に
電
話
が
き
て
、
「
多
く
の
新
聞
で
政
治
面
あ
る
い
は
社
会
面
の
一
面
ト
ッ
プ
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
つ
い
て
ど
う
お
考
え
で
す
か
」
と
聞
か
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
「
こ
れ
は
初
あ
て
わ
か
っ
た
こ
と
で
も
な
い
し
、
嘘
で
す
。
現

在
で
は
闘
妃
を
誰
が
直
接
に
殺
し
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
殺
害
に
参
加
し
た
浪
人
た
ち
が
自
慢
話
で
よ
く
自
分
が
や
っ
た
と
し
て
い
る

ん
で
す
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
発
見
さ
れ
た
刀
の
持
ち
主
は
、
殺
害
の
現
場
に
行
っ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
刀
は
殺
害
実
行
犯
の
刀
で
は
な
く
、
単
に
殺
害
事
件
に
関
係
し
た
人
が
所
有
し
て
い
た
刀
と
い

う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」
と
答
え
ま
し
た
。
そ
の
新
聞
は
修
正
の
小
さ
い
記
事
を
書
い
た
ん
で
す
が
、
事
実
を
知
り
な
が
ら
も
そ
の

ま
ま
に
し
て
し
ま
っ
た
新
聞
が
多
か
っ
た
の
で
す
。
マ
ス
コ
ミ
の
習
性
で
す
か
。
そ
れ
を
読
む
読
者
は
ど
う
思
う
か
。
一
〇
〇
年
前
の

記
憶
が
再
生
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
王
妃
を
殺
し
た
野
蛮
な
日
本
、
日
本
人
の
像
が
強
く
刻
印
さ
れ
ま
す
。
感
情
を
煽
る
行
動
で
し
ょ
う
。

そ
れ
は
事
実
と
し
て
も
一
面
ト
ッ
プ
に
な
る
よ
う
な
記
事
で
も
な
い
ん
で
す
。
文
化
面
で
書
い
た
ら
い
い
も
の
で
し
ょ
う
。

　
い
ま
韓
国
の
マ
ス
コ
ミ
、
そ
れ
を
書
く
人
々
の
考
え
か
た
に
は
、
観
念
的
あ
る
い
は
感
情
的
な
反
日
主
義
と
商
業
主
義
が
強
く
働
い

て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
無
責
任
と
言
え
ま
す
。
過
去
志
向
の
反
日
雰
囲
気
は
そ
れ
と
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、
商
業
主
義
に
乗
っ
て
、
日
本
の
低
質
大
衆
文
化
が
よ
く
流
入
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
高
級
文
化
、
良
質
の
文
化
で
は
な

く
て
人
間
の
原
初
的
な
感
情
を
煽
る
扇
情
的
文
化
、
す
な
わ
ち
セ
ッ
ク
ス
と
か
暴
力
な
ど
を
主
題
に
す
る
大
衆
文
化
が
入
っ
て
お
り
ま

す
。
こ
れ
は
様
々
な
と
こ
ろ
で
問
題
を
起
こ
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
韓
国
と
日
本
の
場
合

は
文
化
的
に
人
種
的
に
、
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
ん
で
す
。
は
っ
き
り
区
別
で
き
な
い
ん
で
す
。
た
と
え
ば
米
国
か
ら
い
ろ
い
ろ
低

質
の
文
化
が
入
っ
た
ら
、
「
あ
れ
は
米
国
の
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
し
て
、
他
者
化
し
て
そ
れ
を
拒
否
し
た
り
、
ま
た
受
け
入
れ
た
り
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選
択
で
き
ま
す
。
日
本
の
場
合
は
、
は
っ
き
り
他
者
化
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
む
し
ろ
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
日
本
の
そ
れ
を

み
て
単
線
的
に
優
劣
の
軸
を
も
っ
て
評
価
し
て
し
ま
う
ん
で
す
。
野
蛮
な
日
本
人
像
が
も
っ
と
定
着
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
問
題
は
た
だ
そ
こ
に
止
ま
ら
ず
、
韓
国
の
よ
い
文
化
、
良
質
の
文
化
を
だ
ん
だ
ん
堕
落
さ
せ
て
い
く
こ
と
も
あ
り

え
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
悪
貨
が
良
貨
を
駆
逐
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
不
健
全
な
商
業
主
義
が
韓
日
間
の
懸
案
で
す
。

私
は
経
済
専
門
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
貿
易
の
不
均
衡
と
か
経
済
従
属
化
の
深
化
、
こ
の
問
題
も
た
だ
一
国
エ
ゴ
イ
ズ
ム
的
な
立
場
で

は
な
く
て
、
前
向
き
に
共
生
・
共
栄
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
解
決
し
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。
関
係
者
の
レ
ベ
ル
で
ま
じ
め
に
努
力
す
る
こ

と
を
望
み
ま
す
。
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五
　
課
題
と
展
望

　
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
展
望
の
問
題
で
す
が
、
両
民
族
は
お
互
い
に
過
去
の
歴
史
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
。
長
い
歴
史
の
中

で
両
民
族
は
必
ず
し
も
悪
い
関
係
ば
か
り
を
結
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
む
し
ろ
長
い
間
よ
い
関
係
で
や
っ
て
き
た
ん
で
す
が
、

近
代
に
入
っ
て
侵
略
と
被
侵
略
と
い
う
不
幸
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
、
こ
の
問
題
を
き
ち
ん
と
解
決
し
た
ら
よ

か
っ
た
の
に
、
先
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
政
治
的
に
利
用
さ
れ
て
し
ま
い
、
い
ま
だ
我
々
は
過
去
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
れ
か
ら
は
、
二
一
世
紀
の
新
し
い
時
代
に
向
っ
て
、
両
民
族
は
前
向
き
に
信
頼
を
土
台
と
す
る
同
伴
者
関
係
を
築
く
た
め
に
、
共
に

過
去
の
負
の
遺
産
を
清
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
先
ず
日
韓
条
約
、
韓
日
条
約
を
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
改
正
で
き
な
け
れ
ば
日
韓
に
お
い
て
、
真
の
過
去

の
清
算
は
あ
り
え
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
法
律
と
か
条
約
は
不
変
の
も
の
で
は
な
い
ん
で
す
。
悪
い
と
し
た
ら
直
す
べ
き
で
あ
る
し
、



そ
れ
が
本
質
で
し
ょ
う
。
過
去
の
歴
史
の
中
で
も
日
本
は
日
清
戦
争
に
勝
っ
た
後
、
不
平
等
条
約
を
改
正
し
た
事
実
も
あ
り
ま
す
。
韓

日
協
定
の
中
に
漁
業
協
定
と
在
日
韓
国
人
の
地
位
に
関
す
る
協
定
が
あ
り
ま
す
が
、
両
国
の
必
要
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
て
き
た
ん
で
す
。

韓
日
基
本
条
約
は
歴
史
的
な
事
実
と
反
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
冷
戦
構
造
の
も
と
で
南
北
分
断
体
制
を
前
提
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ

か
ら
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
不
信
と
懸
案
解
決
の
障
碍
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
す
れ
ば
、
改
正
す
る
の
が
当
然
な
こ
と
で
あ
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
。

　
そ
の
場
合
一
番
重
要
な
の
は
、
植
民
地
の
性
格
の
問
題
で
す
。
一
九
一
〇
年
八
月
二
二
日
に
結
ば
れ
た
併
合
条
約
は
事
実
に
お
い
て

も
常
識
的
に
も
武
力
を
も
っ
て
強
制
的
に
結
ば
れ
た
も
の
で
す
。
そ
の
条
約
は
合
法
的
な
も
の
で
も
な
い
し
、
合
意
に
よ
る
も
の
で
も

な
い
ん
で
す
。
日
本
帝
国
の
朝
鮮
支
配
は
源
泉
的
に
無
効
で
す
。
そ
れ
を
は
っ
き
り
明
文
化
し
た
新
た
な
条
約
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
そ
の
植
民
地
時
代
に
、
特
に
一
九
三
七
年
以
後
大
陸
侵
略
戦
争
の
時
、
朝
鮮
人
が
強
制
的
に
戦
争
に

動
員
さ
れ
て
犠
牲
と
被
害
を
被
っ
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
正
当
な
補
償
と
賠
償
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
今
の

韓
日
条
約
が
有
効
で
あ
る
限
り
、
日
本
側
は
「
過
去
清
算
」
を
前
向
き
の
立
場
で
や
り
た
く
て
も
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

の
意
味
で
条
約
の
問
題
は
根
本
的
な
も
の
に
な
り
ま
す
。

　
次
に
、
過
去
に
対
す
る
謝
罪
問
題
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
近
来
多
く
の
政
治
家
た
ち
が
韓
国
に
行
っ
て
過
去
問
題
に
つ
い
て
反

省
し
た
り
謝
罪
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
細
川
さ
ん
も
橋
本
さ
ん
も
韓
国
に
行
っ
て
や
り
ま
し
た
。
年
中
行
事
の
よ
う
に
「
す
ま
な
い
、

す
ま
な
い
」
と
い
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
帰
国
し
て
、
も
し
批
判
さ
れ
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
こ
と
が
な
い
と
か
、
そ

う
い
う
意
味
で
は
な
い
、
と
言
い
な
が
ら
あ
い
ま
い
に
し
て
避
け
て
し
ま
う
ん
で
す
。
あ
る
い
は
個
人
の
意
見
で
あ
る
と
し
て
し
ま
い

ま
す
。
反
面
、
ほ
か
の
政
治
家
は
妄
言
を
喋
り
ま
す
。
妄
言
と
言
え
ば
、
そ
の
内
容
は
大
体
、
「
朝
鮮
民
族
救
済
論
」
「
植
民
地
美
化
論
」

「
ア
ジ
ア
民
族
解
放
の
た
め
の
大
東
亜
戦
争
論
」
な
ど
で
し
ょ
う
。
韓
国
人
は
政
治
家
の
謝
罪
の
言
葉
が
信
じ
ら
れ
な
い
ん
で
す
。
言
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葉
遊
び
の
彌
縫
策
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
日
本
は
内
閣
制
の
政
治
シ
ス
テ
ム
だ
か
ら
、
首
相
が
行
っ
て
謝
罪
し
て
も
、
そ
れ
が

個
人
レ
ベ
ル
の
行
動
で
あ
っ
た
ら
、
意
味
が
な
い
ん
で
す
。
我
々
は
、
過
去
の
問
題
に
つ
い
て
国
会
決
議
で
も
い
い
し
、
そ
う
で
な
け

れ
ば
天
皇
が
直
接
に
反
省
と
謝
罪
を
し
た
ら
い
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
天
皇
が
過
去
の
問
題
に
つ
い
て
ち
ゃ
ん
と
し
た
発
言
を
す
れ
ば
、

妄
言
も
な
く
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
い
ま
妄
言
を
言
う
人
々
は
大
体
右
傾
的
保
守
的
な
天
皇
主
義
者
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
天
皇
の
権

威
は
彼
等
に
は
大
変
な
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　
過
去
の
罪
悪
に
つ
い
て
の
反
省
が
ど
う
し
て
難
し
い
の
か
、
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
過
去
に
悪
い
こ
と
を
し
た
が
、
申
し
訳
な
い
と
、

は
っ
き
り
反
省
し
て
謝
罪
し
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
構
造
的
な
問
題
、
す
な
わ
ち
天
皇
制
の
問
題
に
も
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
、
簡
単
に
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
や
っ
ぱ
り
常
識
的
な
立
場
で
や
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
。

　
つ
ぎ
に
、
歴
史
教
育
と
歴
史
教
科
書
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
韓
国
の
場
合
も
多
く
の
問
題
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

教
科
書
に
感
情
的
な
反
日
主
義
的
な
立
場
で
書
い
て
あ
る
部
分
も
な
い
と
は
い
え
な
い
ん
で
す
。
そ
の
意
味
で
韓
国
の
教
科
書
も
直
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
韓
国
は
学
問
の
分
野
で
ま
だ
日
本
よ
り
は
遅
れ
て
い
る
か
ら
、
も
っ
と
韓
日
関
係
史
と
か
日
本
史
の
専

門
研
究
者
を
育
て
る
の
が
急
先
務
と
い
え
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
場
合
は
事
実
が
わ
か
り
な
が
ら
書
か
な
い
し
隠
し
て
し
ま
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
民
族
意
識
と
歴
史
認
識
の
教
育
の
た
め
と
思
い
な
が
ら
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
忘
却
と
か
逃
避
で
は

や
っ
ぱ
り
歴
史
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
直
視
し
な
が
ら
新
た
な
歴
史
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
が
大
事
で
し
ょ
う
。
過
去
の
歴
史
を
反
面
教
師
と
考
え
て
正
し
い
歴
史
認
識
を
も
つ
こ
と
が
正
し
い
韓
日
関
係
作
り
の
基
盤
に
な
る

ん
で
す
。

　
そ
の
つ
ぎ
に
、
人
的
交
流
が
本
当
に
必
要
で
す
。
私
の
場
合
も
日
本
に
来
て
か
ら
日
本
認
識
が
い
ろ
い
ろ
変
わ
り
ま
し
た
。
今
か
ら

96東洋文化研究4号



一
五
年
前
に
『
三
千
里
』
と
い
う
雑
誌
で
、
日
本
の
同
じ
世
代
の
人
々
三
人
と
座
談
会
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
〔
鶴
園
裕
・
中
尾

美
知
子
・
姜
昌
一
「
座
談
会
・
戦
後
世
代
の
み
た
日
本
と
韓
国
」
『
季
刊
三
千
里
』
四
七
号
、
一
九
八
六
年
八
月
〕
。
そ
の
と
き
は
日
本

に
留
学
し
た
ば
か
り
で
し
た
。
私
は
、
日
本
は
小
さ
い
島
国
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
教
育
を
受
け
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
日
本
人
は
野

蛮
と
い
う
先
入
観
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
礼
儀
も
知
ら
な
い
し
、
人
殺
し
好
き
で
あ
る
、
戦
争
ば
っ
か
り
や
る
、
本
当
に
野

蛮
な
国
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
日
本
に
来
た
ん
で
す
。
私
の
小
学
校
の
時
は
そ
う
い
う
教
育
を
し
た
の
で
す
。

し
か
も
成
長
し
て
か
ら
も
当
時
は
日
本
歴
史
に
関
す
る
本
も
な
く
、
せ
い
ぜ
い
聞
斗
基
編
著
『
日
本
到
歴
史
』
〔
知
識
産
業
社
、
一
九

七
六
年
、
ソ
ウ
ル
〕
と
い
う
本
だ
け
で
し
た
。
日
本
に
つ
い
て
の
科
学
的
、
客
観
的
認
識
と
い
う
の
は
不
可
能
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

座
談
会
の
と
き
、
相
互
誤
解
が
深
い
こ
と
、
我
々
の
認
識
が
事
実
に
基
づ
い
て
い
な
い
こ
と
、
互
い
に
客
体
と
し
て
認
識
し
て
い
な
い

こ
と
な
ど
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
の
時
ま
で
の
私
の
日
本
に
関
す
る
間
接
経
験
は
、
政
治
的
な
目
的
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ

て
い
た
か
ら
、
今
考
え
て
み
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
側
面
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
を
直
接
に
経
験
し
て
、
実
体
と
し
て
の
日
本
が
わ

か
る
よ
う
に
な
る
と
、
他
者
と
し
て
日
本
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
日
本
の
方
も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
特
に
若
い
学
生
た
ち
が
よ
く
韓
国
を
旅
行
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
韓
国
の
学
生
た
ち
と

の
交
流
も
頻
繁
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
悪
い
面
も
見
る
し
、
い
い
面
も
見
な
が
ら
親
近
感
を
感
じ
て
帰
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
政
治
の

レ
ベ
ル
で
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
日
韓
関
係
で
は
な
く
て
、
国
民
レ
ベ
ル
で
、
人
間
的
レ
ベ
ル
で
い
ろ
い
ろ
交
流
を
深
め
て
い
っ
て
い

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
か
ら
は
本
当
に
い
い
関
係
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
互
い
に
成
熟
し
た
市
民
社
会
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
韓
国
の
場

合
は
、
民
族
分
断
体
制
が
そ
れ
を
妨
げ
て
い
て
、
も
っ
と
遅
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
い
ち
お
う
だ
ん
だ
ん
と
民
族
統
一
と
成
熟
し

た
民
主
主
義
、
市
民
社
会
に
向
か
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
日
本
の
場
合
も
、
成
熟
し
た
市
民
社
会
と
は
い
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
特
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に
意
識
の
面
で
は
、
非
科
学
的
な
天
皇
制
の
呪
縛
か
ら
抜
け
出
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
指
摘
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
市
民
意
識
形
成
に

邪
魔
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
教
科
書
の
問
題
、
歴
史
認
識
の
問
題
、
妄
言
の
問
題
、
過
去
清
算
の
問
題
、
そ
れ
ら
は
こ
の
こ
と
と
関
わ

り
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
天
皇
が
世
俗
的
な
権
力
者
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
的
権
威
を
も
っ
て
信
仰
の
対
象
と
し
て
神
様
の
よ

う
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
天
皇
制
の
国
家
に
人
間
の
判
断
に
よ
る
歴
史
的
法
的
責
任
を
問
う
の
は
許
さ
れ
な
い
ん
で
す
。
そ
れ

か
ら
、
天
皇
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
右
翼
的
保
守
的
な
政
治
勢
力
も
輩
固
に
根
付
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
戦
争
の
責
任

も
天
皇
に
は
問
わ
な
い
、
植
民
地
の
問
題
も
天
皇
に
は
責
任
を
負
わ
せ
な
い
、
天
皇
は
神
様
の
よ
う
な
存
在
だ
か
ら
誤
り
と
い
う
の
は

有
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
両
民
族
に
は
互
い
に
「
全
体
原
理
」
に
よ
る
国
家
主
義
が
強
く
働
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
排
他
的
で
偏
狭
な
も
の
に
な
り
市
民
社
会

と
市
民
意
識
の
形
成
に
邪
魔
に
な
り
ま
す
。
「
個
人
の
独
立
」
を
最
優
先
の
前
提
に
す
る
市
民
社
会
は
、
全
体
を
中
心
と
す
る
国
家
主

義
に
よ
っ
て
変
質
し
て
し
ま
い
ま
す
。
歴
史
的
に
古
典
的
な
民
族
主
義
と
い
う
の
は
人
か
ら
始
ま
っ
て
民
族
に
ま
で
拡
大
す
る
道
を
辿

っ
た
ん
で
す
が
、
我
々
に
は
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
民
族
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
個
人
の
独
立
を
妨
げ
る
機
能
も
果
た
し
た
ん
で
す
。
こ
れ

を
ど
の
よ
う
に
解
消
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
は
、
両
民
族
の
関
係
形
成
に
も
作
用
す
る
と
思
い
ま
す
。

　
韓
国
と
日
本
の
間
で
は
普
通
、
人
と
国
を
区
別
せ
ず
に
、
曖
昧
に
一
体
化
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
日
本
の
国
は
こ

う
で
あ
る
か
ら
、
日
本
人
も
み
ん
な
そ
う
で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
国
家
と
個
人
の
あ
り
方
と
い
う
の
は
、
緊
張
関
係
に
も
な
り
得

る
し
、
国
民
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
国
家
の
あ
り
方
に
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
国
家
は
独
自
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て

動
い
て
い
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
間
で
し
ば
し
ば
混
乱
が
起
こ
り
ま
す
。
日
本
人
は
親
切
で
偉
い
か
ら
日
本
と
い
う
国
も
偉
い
と

か
、
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
日
本
と
い
う
国
家
は
悪
い
こ
と
を
や
る
の
か
、
な
ど
な
ど
で
す
。
き
ち
ん
と
市
民
教
育
を
さ
せ
て
国
家

と
個
人
を
区
別
す
る
見
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
も
大
事
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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次
に
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
最
近
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
て
い
る
ア
ジ
ア
的
価
値
と
か
新
ア
ジ
ア
主
義
的
な
発
想
に
つ
い
て
で
す
。
最

近
、
東
ア
ジ
ア
三
国
で
ア
ジ
ア
共
同
体
と
か
相
互
認
識
に
つ
い
て
の
議
論
が
活
発
に
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
新
ア
ジ
ア
主
義
的
な

発
想
が
多
く
で
ま
す
。
ア
ジ
ア
は
一
つ
に
な
っ
て
何
か
や
り
ま
し
ょ
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
最
近
米
国
で
も
「
ア
ジ
ア
的

な
価
値
論
」
と
か
、
「
文
明
衝
突
論
」
と
か
が
議
論
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
ジ
ア
の
中
で
も
そ
れ
に
絡
ん
で
、
ア
ジ
ア
を
一
つ
の
政

治
的
あ
る
い
は
経
済
的
な
圏
域
に
し
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
主
張
が
出
て
い
ま
す
。
発
想
と
し
て
は
面
白
い
と
思
い
ま
す
が
、
多
く
の
危

険
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
と
い
う
範
疇
も
そ
れ
ぞ
れ
作
為
的
で
あ
る
し
、
そ
の
主
張
の
背
景
も
よ
く
検
討
し
て
み
れ

ば
自
国
の
利
益
を
拡
張
す
る
た
め
の
も
の
と
わ
か
り
ま
す
。

　
東
南
ア
ジ
ア
と
韓
国
の
関
係
を
考
え
て
み
れ
ば
、
あ
ま
り
つ
な
が
り
が
な
い
ん
で
す
。
中
国
は
東
南
ア
ジ
ア
と
つ
な
が
り
が
強
い
で

す
。
い
ま
だ
多
く
の
中
国
人
は
自
分
の
辺
境
と
し
て
思
う
ぐ
ら
い
で
す
。
日
本
の
場
合
も
経
済
的
に
深
い
関
係
を
結
ん
で
い
る
の
で
、

そ
の
地
域
が
近
い
も
の
と
し
て
自
分
の
視
野
に
入
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
特
に
東
南
ア

ジ
ア
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
と
中
国
の
覇
権
争
い
に
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
覇
権
主
義
的
な
ア
ジ
ア
主
義

な
ら
ば
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
の
人
民
か
ら
い
ろ
い
ろ
抵
抗
に
あ
う
と
思
う
ん
で
す
。

　
ア
ジ
ア
主
義
と
い
う
の
は
歴
史
的
に
失
敗
し
た
も
の
で
す
。
観
念
の
上
で
作
り
上
げ
ら
れ
た
ア
ジ
ア
主
義
は
大
東
亜
共
栄
圏
論
に
発

展
し
た
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
ア
ジ
ア
侵
略
の
粉
飾
理
論
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
し
て
失
敗
し
た
か
と
い
え

ば
、
一
国
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
観
点
で
ア
ジ
ア
を
見
る
か
ら
で
す
。
む
し
ろ
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
解
体
し
て
人
を
中
心
に
お
い
た
上
で
ア

ジ
ア
に
ま
で
拡
大
し
、
そ
し
て
世
界
市
民
社
会
、
そ
こ
ま
で
拡
大
し
た
ら
、
成
功
し
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
い
ま
だ
に
そ
の
よ
う
な

発
想
は
あ
ま
り
み
え
な
い
ん
で
す
。
い
つ
も
自
分
一
国
を
中
心
に
置
い
て
ア
ジ
ア
を
見
る
ん
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
は
全
体
主
義

に
つ
な
が
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
危
険
性
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
、
再
び
一
〇
〇
年
前
の
ア
ジ
ア
の
覇
権
争
い
が
行
わ
れ
る
か
も
知
れ
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ま
せ
ん
。

　
二
〇
〇
二
年
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
共
同
開
催
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
韓
日
間
で
は
、
我
々
が
い

ま
考
え
る
以
上
に
交
流
が
頻
繁
に
な
っ
て
い
く
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
も
っ
と
自
由
に
行
っ
た

り
来
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
何
の
準
備
も
な
し
に
無
責
任
に
流
れ
に
任
せ
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
ち

ゃ
ん
と
し
た
方
針
を
も
っ
て
方
向
性
を
提
示
し
た
上
で
、
交
流
を
頻
繁
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
二
一
世
紀
は
、
国
家
を
単
位
に
す
る
近
代
世
界
シ
ス
テ
ム
が
解
体
さ
れ
、
ひ
と
、
情
報
、
も
の
が
自
由
に
移
動
で
き
る
世
界
に
な
る

と
い
う
展
望
が
あ
り
ま
す
。
程
度
の
差
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
や
は
り
そ
う
い
う
方
向
に
向
か
う
で
し
ょ
う
。
国
家
は
近
代
の

よ
う
に
人
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
国
家
権
力
が
人
を
統
制
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
脱
民
族
化
、
脱
国
家

化
が
進
ん
で
行
く
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
で
も
そ
れ
が
人
類
に
と
っ
て
よ
い
方
向
に
な
る
の
か
ど
う
か
は
、
様
々
な
疑
問
が
あ
り
え
る
し
、
必
ず
し
も
バ
ラ
色
に
な
る
と

は
い
え
な
い
の
で
す
。
冷
戦
構
造
が
終
わ
っ
た
後
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
ど
ん
な
も
の
に
な
る
か
、
新
た
な
世
界
は
ど
う
な
る
か
、

そ
れ
は
現
在
生
き
て
い
る
我
々
の
責
任
で
す
。
再
び
戦
争
に
走
っ
た
ら
人
類
は
滅
亡
し
て
し
ま
い
ま
す
。
本
当
に
共
に
生
き
て
い
く
共

生
・
共
栄
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
作
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
性
別
、
皮
膚
の
色
、
民
族
、
宗
教
、
地
域
、
な
ど
無
関

係
に
と
も
に
生
き
う
る
世
界
と
、
そ
う
い
う
世
界
市
民
意
識
が
切
実
に
我
々
に
要
求
さ
れ
て
い
る
時
代
で
す
。
日
韓
関
係
も
こ
う
い
う

パ
ラ
ダ
イ
ム
の
上
で
構
築
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
信
頼
を
基
礎
に
し
た
共
生
・
共
栄
の
同
伴
者
関
係
を

作
る
こ
と
に
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
以
上
で
、
ち
ょ
う
ど
一
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
い
時
間
、
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
〔
以
下
の
質
疑
応
答
は
省
略
〕
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姜
昌
一
氏
略
歴
　
一
九
五
二
年
生
ま
れ
。
一
九
八
一
年
、
ソ
ウ
ル
大
学
校
人
文
大
学
国
史
学
科
卒
業
。
一
九
八
三
年
、
東
京
大
学
東
洋
史
学
科
へ

　
　
　
留
学
。
一
九
九
一
年
、
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
満
期
退
学
（
韓
日
関
係
史
専
攻
）
。
一
九
九
一
年
、
培
材
大
学
校

　
　
　
（
韓
国
・
大
田
市
）
日
本
学
科
教
授
。
一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
文
学
部
文
化
交
流
研
究
施
設
朝
鮮
文
化
研
究
部
門
客
員
研
究
員
。

主
要
著
作
　
『
明
成
皇
后
殺
害
事
件
』
民
音
社
、
一
九
九
二
年
、
ソ
ウ
ル
（
共
著
）
。
歴
史
學
研
究
所
編
『
o
亡
豆
州
甚
親
日
問
題
斗
日
本
斜
”
朝

　
　
　
鮮
侵
略
論
”
』
刻
暑
－
吾
妊
朴
、
一
九
九
三
年
、
ソ
ウ
ル
（
共
著
）
。
民
族
問
題
研
究
所
編
『
魁
望
噌
碧
音
叫
刈
薯
叫
』
亜
細
亜
文
化
社
、

　
　
　
一
九
九
五
年
、
ソ
ウ
ル
（
共
著
）
。
中
央
日
報
統
一
文
化
研
究
所
現
代
史
研
究
日
ロ
『
日
本
潮
本
質
音
叫
刈
呈
と
し
叫
」
ハ
ン
ギ
ル
社
、

　
　
　
一
九
九
六
年
、
ソ
ウ
ル
（
共
著
）
。
妊
号
碧
刈
」
明
唱
子
司
編
『
韓
日
間
釧
未
清
算
課
題
』
亜
細
亜
文
化
社
、
　
一
九
九
七
年
、
ソ
ウ
ル

　
　
　
（
共
著
）
。
『
日
本
史
一
〇
一
場
面
』
井
唱
7
1
剰
、
一
九
九
八
年
、
ソ
ウ
ル
（
共
著
）
。
韓
國
精
神
文
化
研
究
院
編
『
日
帝
植
民
統
治
研
究

　
　
　
一
　
一
九
〇
五
～
一
九
一
九
』
白
山
書
堂
、
一
九
九
九
年
、
ソ
ウ
ル
（
共
著
）
。
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【講演当日に配布された資料】

1，はじめに

＊主要事件

1945．8．15．一敗戦と解放

1948．一南北分断、（韓国）「親日派」の再登場、（北韓）「親日派」粛清

1950．一朝鮮戦争

1960．－4．19革命

1961．－5．16軍事クーデター、「親日派」の権力掌握

1964．一（日本）オリンピックー交流の始まり

1965．一韓日条約（国交再開）：亡国的・反歴史的条約として国民的抵抗

1972．一維新体制

1973．一金大中拉致事件

1974．一民青学聯事件と文世光事件

1980．一全斗換軍事政権一ハングル世代の登場一「克日論」

1982．一教科書問題発生

1988．一ソウルオリンピックー（日本）好奇心の高揚、認識の転換点

1989．一軍慰安婦問題の台頭

1995．一（韓国）解放と（日本）敗戦の50周年、「妄言」の続発と反日雰囲

　気の高調

最近一領土（独島）問題、排他的経済水域問題、北の核開発と食糧問題、日米

　防衛協力のための新指針

2．解放以後、韓国における日本認識

第1世代（植民地世代）一虚偽的反日主義と感情的反日主義の錯綜一「自己内

　部化」（他者化されない）、ノスタルジャと劣等意識一盲目的反日教育（「悪

　玉」としての日本）

第2世代（ハングル世代；4・19、6・3世代）一民族主義の高揚一観念的反

　日主義、一克日論（日本無知と軽視）一「重米軽日」

第3世代（そのあと）一日本（経済大国化）にっいての関心高揚一「知日論」

　あるいは「モデル論」一日本賛美論と日本警戒論の混在と併存

第4世代（X世代）一他者としての日本観と認識一没主体的・脱歴史的日本認

　識一「羨望論」一観念と現実の乖離、意識と感情の対立、混乱

3．敗戦以後、日本における韓国認識

第1世代（旧日本の青壮年層）一「自己内部化」、日本の周辺としての韓国一

　蔑視・差別観
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第2世代（戦後、青少年教育）一蔑視・差別観と加害者意識が混在、反韓国・

　親北韓

第3世代（戦後生まれ）一客観的・脱歴史的韓国認識一無知、無視、無関心

第4世代（経済成長期以後出生、新人類）一亜細亜への関心の高まり、他者と

　しての韓国、成長の韓国一歴史関係についての無知と好奇心一親韓国・嫌北

　韓

4．韓日間の懸案問題

＊韓国の親日派権力と日本の保守・右傾的な政治家との癒着一歴史問題の政治

　的利用一「韓日条約」

＊「過去清算」の課題が未解決のまま一植民地支配に対する謝罪の問題、戦争

　被害者に対する報償の問題、歴史教育の問題、領土問題など

＊「教科書問題」と妄言の続発一潜在記憶の再生、意識化一観念的日本観（「悪

　玉」）の定着

＊日本政治家の妄言一高度の政治運動一歴史の歪曲、保守化・右傾化をねらっ

　て一反動的

＊韓国のマスコミー反日感情の扇動行為

＊商業主義に乗った日本低質文化の流入一無自覚的な受容

＊貿易不均衡と経済従属化の深化

5．課題と展望

＊相互間、過去の負の遺産清算の課題一21世紀に向けて望ましい関係の定立

　のために

・韓日条約の問題一反歴史的な条約内容一改正の必要

・日本天皇のはっきりした謝罪と妄言の根絶など

・歴史教育の正常化一不安と警戒、憂慮一教科書問題など一歴史からの解放と

　は忘却とか逃避ではいけない、直視してから反面教師として学ぶ

＊人的交流が必要一直接体験によってお互いの認識を深める一真正な理解

＊国家と人間の問題一成熟した市民意識と社会一（日本）天皇制の呪縛からの

　解放、（韓国）偏狭的民族主義からの解放

＊世界化の流れ一脱国家化、脱民族化の傾向一代わりにアジア圏域論（「新ア

　ジァ主義」）の台頭一危険な発想：・1国エゴイズムの延長線の上で為されて

　いる・地域範疇の作為性・中国と日本の覇権争いの可能性

＊人類共有の普遍的価値とパラダイムの模索一共生共栄（相生の原理に基づい

　て）

＊ワールドカップ（2002年）一交流の頻繁一はっきりした方向性の提示が必

　要
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