
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
文
大
統

領
は
会
見
で
「
韓
国
政
府
は
、

20

15

年
の
慰
安
婦
合
意
が
両
国

政
府
間
公
式
合
意
だ
っ
た
と
い
う

事
実
を
認
め
る
」
と
も
述
べ
て
い

る
。
20

15

年
の
合
意
と
言
う
の

は
言
う
ま
で
も
な
く
日
韓
両
国
が

慰
安
婦
合
意
で
、
「
最
終
的
か
つ

不
可
逆
的
な
解
決
を
確
認
」
し
た

も
の
だ
。
こ
の
合
意
に
よ
っ
て
日

本
政
府
は
、
韓
国
政
府
が
設
立
す

る
元
慰
安
婦
を
支
援
す
る
た
め
の

「
和
解
・
癒
や
し
財
団
」
に
10

億
円
拠
出
す
る
こ
と
を
約
束
し
、

実
際
20

16

年
8

月
31

日
に
履

行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
韓
国
側

は
20

19

年
７
月
に
一
方
的
に
こ

の
財
団
を
解
散
さ
せ
、
事
実
上
の

合
意
破
棄
と
も
言
え
る
状
況
に
置

い
て
い
た
。
文
大
統
領
が
慰
安
婦

合
意
に
つ
い
て
政
府
間
の
公
式
合

意
で
あ
る
こ
と
を
直
接
言
及
し
た

の
は
今
回
が
初
め
て
で
、
そ
れ
も

文
大
統
領
の
対
日
方
針
の
変
更
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

▽
韓
国
〝
格
下
げ
〟
で
「
重
要
な

隣
国
」

「
韓
国
は
重
要
な
隣
国
。
現
在
、

両
国
の
関
係
は
非
常
に
厳
し
い
状

況
に
あ
る
。
健
全
な
関
係
に
戻
す

た
め
に
も
、
我
が
国
の
一
貫
し

た
立
場
に
基
づ
き
、
韓
国
側
に

適
切
な
対
応
を
強
く
求
め
て
い

く
」
。
菅
首
相
は
18

日
に
召

集
さ
れ
た
通
常
国
会
の
施
政
方

針
演
説
で
、
韓
国
に
つ
い
て

「
重
要
な
隣
国
」
と
述
べ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
１
年
前
の
20

20

年
１
月
20

日
に
召
集
さ
れ

た
通
常
国
会
の
施
政
方
針
演
説

で
は
、
当
時
の
安
倍
首
相
が

「
韓
国
は
、
元
来
、
基
本
的
価

値
と
戦
略
的
利
益
を
共
有
す
る

最
も
重
要
な
隣
国
。
で
あ
れ
ば

こ
そ
、
国
と
国
と
の
約
束
を
守

り
、
未
来
志
向
の
両
国
関
係
を

築
き
上
げ
る
こ
と
を
、
切
に
期

待
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ

の
一
年
間
で
「
最
も
重
要
な
隣

国
」
か
ら
「
重
要
な
隣
国
」
へ

と
〝
格
下
げ
〟
と
な
っ
た
の
は
、

徴
用
工
訴
訟
で
何
も
対
応
し
な

か
っ
た
ば
か
り
か
、
通
常
国
会

召
集
の
直
前
に
飛
び
込
む
形
と

な
っ
た
慰
安
婦
訴
訟
判
決
へ
日

本
と
し
て
の
厳
し
い
姿
勢
を
伝

え
る
た
め
だ
。
そ
の
日
本
の
姿

勢
を
さ
ら
に
強
い
調
子
で
示
し

た
の
が
今
国
会
で
の
茂
木
外
相

の
外
交
演
説
だ
。
少
し
長
く
な

日
韓
関
係
が
、
悪
化
す
る
か
、

改
善
に
向
か
う
か
、
そ
の
転
機
に

立
っ
て
い
る
。
旧
朝
鮮
半
島
出
身

労
働
者
、
い
わ
ゆ
る
元
徴
用
工
訴

訟
問
題
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
元
徴

用
工
訴
訟
問
題
も
新
た
に
加
わ
っ

た
が
、
反
日
姿
勢
を
鮮
明
に
示
し

て
い
た
韓
国
の
文
在
寅
大
統
領
が

こ
こ
へ
き
て
日
韓
関
係
改
善
の
意

志
を
表
明
し
た
。
し
か
し
、
問
わ

れ
る
の
は
意
志
で
は
な
く
具
体
的

な
行
動
だ
。
韓
国
が
行
動
し
、
日

韓
間
に
横
た
わ
る
韓
国
の
〝
違
法

状
態
〟
を
是
正
し
な
け
れ
ば
、
日

本
政
府
や
日
本
企
業
の
資
産
の
差

し
押
さ
え
や
現
金
化
な
ど
が
現
実

の
も
の
と
な
り
、
両
国
の
関
係
は

一
気
に
緊
張
が
高
ま
る
だ
ろ
う
。

▽
文
大
統
領
の
意
外
な
発
言

「
強
制
執
行
方
式
で
（
日
本
企

業
の
資
産
が
）
現
金
化
さ
れ
た
り
、

判
決
が
実
行
さ
れ
る
方
式
は
、
日

韓
両
国
の
関
係
に
望
ま
し
く
な

い
」
。
文
大
統
領
は
18

日
の
年

頭
の
記
者
会
見
で
、
元
徴
用
工
訴

訟
問
題
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
た
。

徴
用
工
訴
訟
で
は
、
す
で
に
損
害

賠
償
を
命
じ
ら
れ
た
日
本
企
業
の

資
産
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
て
お
り
、

売
却
に
よ
る
現
金
化
を
け
ん
制
し

た
形
だ
。
ま
た
、
文
大
統
領
は
元

慰
安
婦
訴
訟
で
も
、
日
本
政
府
に

損
害
賠
償
を
命
じ
た
判
決
に
つ
い

て
「
正
直
、
少
し
困
惑
し
て
い
る

の
が
事
実
」
と
述
べ
、
こ
れ
ま
で

の
あ
か
ら
さ
ま
な
日
本
批
判
を
回

避
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
日
本
政

府
に
対
し
原
告
１
人
当
た
り
に
１

億
ウ
ォ
ン
（
約
95

0

万
円
）
の

支
払
い
を
命
じ
た
も
の
だ
。
文
大

統
領
は
こ
れ
ま
で
、
元
徴
用
工
訴

訟
の
判
決
に
つ
い
て
「
判
決
を
尊

重
す
る
」
と
い
う
立
場
を
貫
い
て

き
た
が
、
今
回
の
年
頭
記
者
会
見

で
の
「
現
金
化
は
好
ま
し
く
な

い
」
「
困
惑
し
て
い
る
」
と
い
う

言
葉
を
鵜
呑
み
に
す
れ
ば
、
こ
れ

ま
で
の
姿
勢
が
変
化
し
た
と
解
釈



ち
ろ
ん
、
韓
国
国
民
が
日
本
政
府

や
日
本
国
民
（
個
人
や
企
業
）
に

対
し
て
何
ら
か
の
請
求
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

だ
か
ら
、
元
徴
用
工
が
日
本
企
業

に
、
元
慰
安
婦
が
日
本
政
府
に
対

し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
さ
ら
に
慰
安
婦
訴
訟

で
は
、
他
国
の
裁
判
権
に
国
家
は

服
さ
な
い
と
い
う
国
際
法
上
の

「
主
権
免
除
」
の
原
則
が
あ
る
。

こ
れ
は
国
際
法
で
決
ま
っ
て
い
る

原
則
で
あ
り
、
日
本
政
府
は
、
こ

の
主
権
免
除
の
原
則
に
の
っ
と
り

裁
判
に
は
出
席
し
て
い
な
い
。
韓

国
の
地
裁
は
「
韓
国
憲
法
27

条

1

項
、
国
連
人
権
宣
言
な
ど
で

も
（
被
害
者
が
）
裁
判
を
受
け
る

権
利
を
宣
言
し
て
い
る
」
「
反
人

権
的
行
為
に
対
し
国
家
免
除
（
主

権
免
除
）
を
適
用
し
た
ら
請
求
権

が
は
く
奪
さ
れ
、
被
害
者
は
救
済

を
受
け
ら
れ
な
い
」
と
主
権
免
除

の
適
用
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、
韓

国
内
で
も
、
仮
に
今
回
の
判
決
が

国
際
司
法
裁
判
所
（IC

J

）
に
付

さ
れ
た
場
合
、
「
日
本
が
勝
訴
す

る
可
能
性
が
高
い
」
と
判
断
す
る

専
門
家
の
見
方
が
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
し
て
言
う
ま
で
も
な
く
、

慰
安
婦
問
題
で
は
20

15

年
の
慰

安
婦
合
意
が
あ
り
、
韓
国
政
府
は

こ
れ
を
一
方
的
に
骨
抜
き
し
た
の

だ
。
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
み
れ

ば
、
元
徴
用
工
訴
訟
問
題
も
、
元

る
が
紹
介
す
る
と
「
最
近
の
日
韓

関
係
は
、
旧
朝
鮮
半
島
出
身
労
働

者
問
題
や
慰
安
婦
問
題
な
ど
に
よ

り
更
に
厳
し
い
状
況
に
陥
っ
て
い

る
。
特
に
、
今
般
の
元
慰
安
婦
等

に
よ
る
対
日
訴
訟
判
決
に
つ
い
て

は
、
国
際
法
上
も
、
二
国
間
関
係

上
も
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
、
異

常
な
事
態
が
発
生
し
た
と
極
め
て

遺
憾
に
と
ら
え
て
い
る
。
私
か
ら

康
京
和
韓
国
外
交
部
長
官
に
電
話

を
し
、
強
く
抗
議
す
る
と
と
も
に
、

韓
国
が
国
家
と
し
て
国
際
法
違
反

を
是
正
す
る
た
め
の
措
置
を
早
急

に
講
じ
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
。

政
府
と
し
て
、
両
国
間
の
問
題
に

関
す
る
日
本
の
一
貫
し
た
立
場
に

基
づ
き
、
今
後
と
も
韓
国
側
に
適

切
な
対
応
を
強
く
求
め
て
い
く
。

ま
た
、
竹
島
は
、
歴
史
的
事
実
に

照
ら
し
て
も
、
か
つ
、
国
際
法
上

も
日
本
固
有
の
領
土
で
あ
り
、
こ

の
基
本
的
な
立
場
に
基
づ
き
、
冷

静
に
、
か
つ
、
毅
然
と
対
応
す

る
」
と
し
て
お
り
、
韓
国
側
に
是

正
措
置
を
取
る
よ
う
強
く
求
め
て

い
る
。

▽
理
が
あ
る
の
は
日
本

元
徴
用
工
、
元
慰
安
婦
に
よ
る

一
連
の
訴
訟
に
つ
い
て
は
、
日
本

に
理
が
あ
る
の
は
明
白
だ
。
そ
も

そ
も
日
本
と
韓
国
は
19

65

年
の

日
韓
請
求
権
協
定
で
、
互
い
の
請

求
権
に
つ
い
て
解
決
済
み
と
な
っ

て
い
る
。
日
韓
請
求
権
協
定
で
は
、

第
２
条
で
「
両
締
約
国
は
、
（
中

略
）
請
求
権
に
関
す
る
問
題
が
、

19

51

年
9

月
8

日
に
サ
ン
・

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
で
署
名
さ
れ
た

日
本
国
と
の
平
和
条
約
第
4

条

（
ａ
）
に
規
定
さ
れ
た
も
の
を
含

め
て
、
完
全
か
つ
最
終
的
に
解
決

さ
れ
た
こ
と
と
な
る
こ
と
を
確
認

す
る
」
と
規
定
。
そ
の
上
で
「
一

方
の
締
約
国
及
び
そ
の
国
民
の
財

産
、
権
利
及
び
利
益
で
あ
つ
て
こ

の
協
定
の
署
名
の
日
に
他
方
の
締

約
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
も
の
に

対
す
る
措
置
並
び
に
一
方
の
締
約

国
及
び
そ
の
国
民
の
他
方
の
締
約

国
及
び
そ
の
国
民
に
対
す
る
す
べ

て
の
請
求
権
で
あ
つ
て
同
日
以
前

に
生
じ
た
事
由
に
基
づ
く
も
の
に

関
し
て
は
、
い
か
な
る
主
張
も
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す

る
」
と
明
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

韓
国
政
府
が
日
本
政
府
に
対
し
て

何
ら
か
の
請
求
を
す
る
こ
と
は
も

慰
安
婦
訴
訟
問
題
も
韓
国
側
が
一

方
的
に
国
際
法
や
国
家
間
の
合
意

を
踏
み
に
じ
り
、
日
本
企
業
の
資

産
や
日
本
国
民
の
資
産
で
あ
る
日

本
政
府
資
産
を
差
し
押
さ
え
る
こ

と
に
道
を
開
い
た
の
だ
。

こ
れ
が
認
め
ら
れ
、
仮
に
資
産
の

現
金
化
が
行
わ
れ
て
損
害
賠
償
に

充
て
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ

ば
、
日
本
の
国
益
が
損
な
わ
れ
る

と
同
時
に
、
日
韓
関
係
が
こ
れ
ま

で
に
な
い
緊
張
状
態
に
な
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

▽
対
日
姿
勢
の
変
化
？

リ
ッ
プ

サ
ー
ビ
ス?

日
韓
関
係
が
今
後
、
ど
う
い
う

道
筋
を
た
ど
る
か
、
文
大
統
領
の

方
針
転
換
が
実
の
あ
る
も
の
な
の

か
、
単
な
る
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
に

終
わ
る
の
か
に
か
か
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
そ
の
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な

る
の
が
記
者
会
見
で
の
文
大
統
領

の
発
言
だ
。
文
大
統
領
は
元
徴
用

工
訴
訟
に
つ
い
て
「
両
国
間
の
外

交
的
解
決
策
を
見
つ
け
る
こ
と
が

優
先
」
「
原
告
ら
が
同
意
で
き
る

方
法
を
両
国
政
府
が
会
議
し
、
韓

国
が
最
大
限
説
得
す
る
。
こ
う
し

た
方
法
で
問
題
を
着
々
と
解
決
し

て
い
け
る
と
信
じ
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
の
中
で
注

目
す
べ
き
な
の
は
、
原
告
で
あ
る

元
徴
用
工
の
原
告
が
同
意
す
る
解

決
策
を
「
日
韓
両
国
」
で
検
討
す

る
と
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
自



ら
解
決
の
た
め
の
具
体
的
措
置
を

言
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま

し
て
や
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
日
本
側
が
何
ら
か
の
措
置

を
取
る
必
然
性
は
ま
っ
た
く
な
い
。

茂
木
外
相
も
文
発
言
に
つ
い
て

「
残
念
な
が
ら
こ
こ
数
年
、
韓
国

に
よ
っ
て
国
際
約
束
が
破
ら
れ
、

ま
た
、
二
国
間
合
意
が
実
施
さ
れ

て
い
な
い
状
況
が
あ
り
ま
す
。
こ

う
し
た
現
状
で
は
、
問
題
を
解
決

し
た
い
と
い
う
韓
国
側
の
姿
勢
の

表
明
だ
け
で
評
価
を
行
う
こ
と
は

難
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ

れ
ま
で
真
摯
に
対
応
し
て
い
な

か
っ
た
韓
国
側
の
姿
勢
を
、
こ
の

発
言
だ
け
で
信
頼
す
る
こ
と
は
極

め
て
困
難
だ
。
菅
首
相
は
、
慰
安

婦
訴
訟
の
判
決
が
出
た
直
後
に

「
日
韓
の
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て

は
、
19

65

年
の
日
韓
請
求
権
協

定
に
お
い
て
、
完
全
か
つ
最
終
的

に
解
決
済
み
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

韓
国
政
府
と
し
て
国
際
法
上
違
反

を
是
正
す
る
、
そ
う
し
た
措
置
を

採
る
こ
と
を
強
く
求
め
た
い
と
思

う
。
我
が
国
と
し
て
は
、
こ
の
よ

う
な
判
決
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
、

断
じ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
強
い
調
子
で
語
っ
て
い

る
が
、
全
て
は
韓
国
側
の
責
任
で

解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明

白
だ
。
文
大
統
領
の
記
者
会
見
で

の
発
言
が
リ
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス
な
の

か
、
そ
れ
と
も
実
際
に
対
日
姿
勢

の
変
化
を
示
し
た
も
の
な
の
か
は

現
在
の
と
こ
ろ
不
明
だ
。
韓
国
側

自
ら
解
決
し
な
い
限
り
、
日
本
の

国
益
が
侵
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

日
韓
両
国
が
未
来
志
向
の
関
係
を

築
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
さ
ら
に

関
係
が
悪
化
す
る
の
か
、
そ
の
転

換
点
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。


