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国
交
正
常
化
し
て
以
来
、
韓
国
の
日
本
と
の
つ

き
あ
い
の
基
本
姿
勢
は
「
反
日
」。
こ
こ
に
時
々
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
が
か
ぶ
さ
っ
た
。
90
年
代
初
め
ま
で

は
、
憎
ら
し
く
て
も
、
日
本
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と

は
学
び
、国
の
発
展
に
結
び
つ
け
よ
う
と
の「
学
日
」

が
流
行
っ
た
。
ト
ヨ
タ
の
看
板
方
式
と
か
い
う
、

大
事
だ
け
で
な
く
、
こ
ま
ご
ま
し
た
と
こ
ろ
に
ま

で
、「
学
日
」
が
幅
を
利
か
せ
た
。

私
の
勤
め
て
い
た
日
本
の
新
聞
社
の
ソ
ウ
ル
支

局
に
、
韓
国
人
の
若
い
助
手
２
人
が
い
た
。
窓
の

外
は
け
だ
る
い
ど
ん
よ
り
と
し
た
日
和
の
昼
過
ぎ
、

年
か
さ
の
方
の
助
手
が
、

「
お
い
、
資
料
は
積
み
重
ね
ち
ゃ
だ
め
だ
」

と
言
っ
て
、
向
か
い
合
っ
て
座
っ
て
い
た
助
手

を
と
が
め
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
聞
き
耳
を
立
て
て

い
る
と
、年
か
さ
の
彼
は
こ
う
説
教
を
続
け
た
の
だ
。

「
日
本
人
は
い
つ
も
立
て
て
並
べ
て
い
る
。
確
か

に
重
ね
置
き
だ
と
、
急
に
探
す
と
き
に
見
つ
か
ら

な
い
か
ら
な
。
ウ
リ
ナ
ラ（
俺
の
国
）で
は
、
昔
か

ら
本
は
重
ね
て
い
た
が
…
。
日
本
人
か
ら
学
ぶ
べ

き
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
あ
る
よ
」

90
年
代
中
盤
に
な
る
と
、「
克
日
」
に
な
っ
た
。

日
本
を
批
判
す
る
だ
け
で
は
だ
め
だ
。
日
本
に
打

ち
勝
つ
底
力
を
つ
け
よ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

そ
れ
が
21
世
紀
に
な
る
と
、
確
か
「
用
日
」
へ

と
変
わ
っ
た
。
日
本
を
利
用
す
る
、
活
用
す
る
と

い
う
「
実
利
第
一
主
義
」
で
、と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、

そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、「
攻
日
」
一
本
槍
に
な
っ

た
わ
け
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
そ
れ
で
は
逆

に
、日
本
か
ら
韓
国
に
学
ぶ
こ
と
、つ
ま
り
「
学
韓
」

す
べ
き
こ
と
は
何
か
と
考
え
て
見
た
。

す
る
と
ま
ず
浮
か
ん
だ
の
が
、
観
光
立
国
・
韓

国
の
ひ
た
む
き
さ
だ
。
ど
ん
な
風
に
だ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
２
０
１
４
年
に
韓
国
を
訪
れ
た
観
光

客
は
１
４
０
０
万
人
を
突
破
し
て
い
て
、
日
本
を

わ
ず
か
だ
が
超
え
て
い
る
。
こ
こ
に
き
て
、
中
国

人
爆
買
い
訪
日
観
光
客
が
急
増
し
、
韓
国
を
あ
わ

て
さ
せ
て
い
る
も
の
の
、
日
本
人
観
光
客
ビ
ジ
ネ

ス
が
仕
事
の
韓
国
女
性
に
い
わ
せ
れ
ば
、

「
北
海
道
や
九
州
、
富
士
山
、
京
都
、
各
地
の
温

泉
、
そ
れ
に
原
宿
の
よ
う
な
ユ
ニ
ー
ク
な
街
が
た

く
さ
ん
あ
る
日
本
な
ら
、
韓
国
の
３
倍
ぐ
ら
い
の

お
客
さ
ん
が
来
て
も
不
思
議
じ
ゃ
な
い
」

そ
う
だ
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
そ
う
な
ら

な
い
の
か
。
思
い
返
す
と
、
最
近
で
こ
そ
、
東
京

の
デ
パ
ー
ト
な
ど
で
も
免
税
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
よ

う
に
な
っ
た
が
、
ソ
ウ
ル
で
は
と
っ
く
の
昔
か
ら

そ
う
だ
っ
た
。
60
年
代
の
ソ
ウ
ル
に
は
、
歴
史
的

な
名
門
ホ
テ
ル
の
一
角
に
、
外
国
人
専
用
の
「
ド

ル
シ
ョ
ッ
プ
」
が
あ
っ
た
。

先
々
号
の
本
欄
で
日
韓
請
求
権
資
金
に
よ
る
金

額
、
５
億
ド
ル
を
「
５
億
円
」
と
誤
記
し
、
皆
様
に

ご
迷
惑
を
お
か
け
し
申
し
訳
な
か
っ
た
が
、
世
界
の

最
貧
国
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
資
金
だ
け

で
な
く
、
も
っ
と
多
く
の
ド
ル
が
欲
し
か
っ
た
。 

そ
の
執
念
が
、赤
い
ビ
ロ
ー
ド
を
広
げ
た
上
に
、

ス
コ
ッ
チ
や
ダ
ン
ヒ
ル
の
タ
バ
コ
、
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
な
ど
を
た
だ
並
べ
た
だ
け
の「
ド
ル
シ
ョ
ッ
プ
」

に
は
籠
っ
て
い
た
。
東
京
に
も
米
軍
占
領
時
代
に

は
外
貨
シ
ョ
ッ
プ
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
い
つ
の

ま
に
か
消
え
た
そ
う
だ
。
日
本
は
輸
出
だ
け
で
十

分
に
外
貨
を
稼
げ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
究
極
の
平
和
産
業
で
あ
る
「
観
光
」

　
韓
学
韓
用
克
韓
観
光
立
志
譚
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と
は
真
逆
の
、
戦
火
を
交
え
、
ま
た
い
つ
火
を
吹

く
か
分
か
ら
な
い
分
断
国
家
。
そ
の
う
え
、
観
光

資
源
と
い
え
る
も
の
は
な
い
も
同
然
が
、
そ
の
頃

の
韓
国
だ
っ
た
。
ま
だ
、
道
路
案
内
や
駅
の
表
示

は
ハ
ン
グ
ル
だ
け
だ
っ
た
。
普
通
の
観
光
客
が
日

本
か
ら
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
な
い
の
は
、
見

え
見
え
だ
っ
た
。
80
年
代
外
観
は
日
本
製
そ
っ
く

り
の
韓
国
製
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
が
外
貨
の
稼
ぎ
手
に

な
っ
た
時
、
韓
国
の
お
役
人
が
、

「
外
人
観
光
客
一
人
が
も
た
ら
す
利
益
は
、
こ
の

テ
レ
ビ
11
台
を
輸
出
し
た
額
と
同
じ
で
す
」

と
口
に
し
た
こ
と
を
、生
々
し
く
覚
え
て
い
る
。

や
っ
と
、
訪
韓
日
本
人
客
の
３
割
が
女
性
に
な
っ

た
の
が
、
１
９
９
３
年
の
こ
と
だ
。
今
年
で
正
常

化
50
年
と
い
う
が
、
観
光
か
ら
見
る
限
り
、
日
韓
が

普
通
の
関
係
に
な
っ
て
、
た
か
だ
か
20
年
ほ
ど
な

の
だ
。
過
去
を
お
互
い
が
見
つ
め
合
う
に
十
分
な

時
が
流
れ
た
と
は
、
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、

言
い
切
れ
な
い
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
韓
国
の
電
話
番
号
で
、「
１
３
３
０
」

は
何
の
番
号
か
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。
実
は
韓
国
内

の
ど
こ
か
ら
で
も
局
番
な
し
で
つ
な
が
る
無
料
旅

行
案
内
番
号
だ
。
24
時
間
、
日
、
英
、
中
国
語
で

応
対
し
て
く
れ
る
の
だ
が
、た
だ
の
案
内
で
は
な
い
。

分
か
り
や
す
く
、日
本
観
光
に
置
き
換
え
る
と
、

「
い
ま
、
吉
祥
寺
に
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
深
夜
バ
ス

で
京
都
の
清
水
寺
に
行
っ
て
、
そ
れ
か
ら
若
狭
に

行
き
た
い
の
で
す
が
」

と
電
話
口
で
尋
ね
れ
ば
、吉
祥
寺
か
ら
ど
う
や
っ
て
、

ど
こ
に
行
け
ば
一
番
安
い
深
夜
バ
ス
に
乗
れ
る
か
、
そ

の
バ
ス
が
京
都
に
着
い
て
か
ら
乗
る
清
水
寺
に
い
く

バ
ス
の
番
号
、
さ
ら
に
若
狭
へ
の
行
き
方
、
親
切
な

担
当
者
だ
と
、
手
頃
な
ホ
テ
ル
ま
で
調
べ
て
く
れ
る
。

　

こ
ん
な
案
内
は
日
本
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

「
赤
い
制
服
の
歩
く
観
光
案
内
所
」
も
、
東
京
に

な
い
サ
ー
ビ
ス
だ
。
ソ
ウ
ル
の
明
洞
な
ど
、
観
光
客

が
多
い
と
こ
ろ
に
必
ず
、
昔
の
バ
ス
の
車
掌
さ
ん
の

よ
う
な
赤
い
服
を
着
て
、
胸
か
ら
自
分
が
話
せ
る
外

国
語
の
札
を
ぶ
ら
下
げ
て
、
立
っ
て
い
る
。
近
く
の

地
下
鉄
の
駅
な
ど
へ
の
道
案
内
だ
け
で
な
く
、
近
所

で
人
気
の
カ
ル
ビ
タ
ン
の
店
も
教
え
て
く
れ
る
。

キ
オ
ス
ク
の
よ
う
な
「
情
報
セ
ン
タ
ー
」
も
ソ
ウ

ル
だ
け
で
、
20
カ
所
以
上
は
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
冷

え
た
水
で
喉
も
潤
す
こ
と
が
で
き
る
。
清
渓
川
沿

い
の
韓
国
観
光
公
社
地
下
の
情
報
セ
ン
タ
ー
で
は
、

必
要
な
情
報
を
プ
リ
ン
ト
ま
で
し
て
く
れ
る
。
カ

ウ
ン
タ
ー
の
わ
き
で
時
々
、
韓
国
民
族
衣
装
の
着

つ
け
と
記
念
写
真
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
る
。
眺
め

て
い
る
と
、
欧
米
人
が
盛
ん
に
写
し
て
も
ら
っ
て
、

は
し
ゃ
い
で
い
る
。

余
談
だ
が
、
日
本
の
旅
で
は
当
た
り
前
で
、
韓
国

で
は
お
目
に
か
か
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
駅
弁
も
そ

の
一
つ
だ
。
知
人
の
韓
国
の
名
誉
教
授
は
、
釜
山

行
と
光
州
行
が
分
か
れ
る
大
田
駅
に
は
、
駅
弁
ら
し

い
も
の
が
あ
る
と
教
え
て
く
れ
た
が
、
峠
の
釜
め

し
や
富
山
の
鱒
寿
司
の
よ
う
な
、
工
夫
を
こ
ら
し
、

地
域
の
名
産
を
生
か
し
た
駅
弁
に
は
出
会
っ
た
こ

と
は
な
い
。

「
韓
国
の
鉄
道
は
短
い
か
ら
」

　

が
、
名
誉
教
授
の
見
解
だ
が
、
私
は
、
韓
国
の
食
文

化
に
加
え
て
、
日
本
の
江
戸
時
代
に
は
、
東
海
道
膝
栗

毛
や
大
山
詣
で
な
ど
、
庶
民
の
娯
楽
と
し
て
の
旅
で
賑

わ
っ
た
が
、
韓
国
で
は
「
さ
す
ら
い
」
は
あ
っ
て
も
、

遊
行
と
し
て
の
旅
が
盛
り
上
が
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
、

と
見
て
い
る
。

湯
治
場
と
い
え
る
風
景
も
、
韓
国
の
温
泉
地
に
は

な
い
。
こ
け
し
の
よ
う
な
伝
統
工
芸
が
見
当
た
ら
な

い
の
も
、
骨
休
め
の
旅
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。

大
き
く
言
え
ば
、
完
全
中
央
集
権
国
家
と
幕
藩
体
制

だ
っ
た
江
戸
と
の
違
い
の
現
れ
か
も
し
れ
な
い
。

観
光
立
国
・
韓
国
は
、
ほ
と
ん
ど
旅
文
化
ゼ
ロ
と
い

え
る
風
土
か
ら
築
き
あ
げ
た
も
の
だ
。「
な
せ
ば
な
る
」。

そ
の
言
葉
を
体
現
し
た
韓
国
の
観
光
政
策
は
、
十
分
に

学
ぶ
価
値
が
あ
る
と
思
う
が
、
い
か
が
だ
ろ
う
か
。

（
ま
え
か
わ　

け
い
じ
）
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