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北
朝
鮮
の
核
・
ミ
サ
イ
ル
開
発
に
よ
る
恫
喝
外
交
が

進
展
す
る
中
、
北
朝
鮮
の
狙
い
と
そ
の
背
景
を
理
解
す

る
の
に
格
好
な
本
が
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
が
こ
の
書
評

で
こ
れ
か
ら
紹
介
し
よ
う
と
い
う
エ
バ
ー
ス
タ
ッ
ト
の

『
北
朝
鮮
最
期
の
日
』
で
あ
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
あ

と
が
き
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
北
朝
鮮
に
対
す
る
融
和
政

策
が
い
か
に
無
益
で
あ
り
、
危
険
で
あ
る
か
を
訴
え
る

警
世
の
書
で
あ
る
」
と
い
う
点
だ
。

　
原
著
は
米
国
の
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
が
朝
鮮
戦
争
以
来

の
北
に
対
す
る
経
済
制
裁
の
緩
和
を
発
表
し
た
直
後
の

九
九
年
一
一
月
に
出
版
さ
れ
た
。
米
韓
日
三
国
に
よ
る

対
北
融
和
策
に
異
義
を
唱
え
た
本
書
は
、
米
国
内
で
大

き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
、

ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
と
い
っ
た
有
力

紙
や
、
外
交
評
論
誌
フ
ォ
ー
リ
ン
・
ア
フ
ェ
ア
ー
ズ
が

書
評
欄
で
取
り
上
げ
、
ま
た
エ
ズ
ラ
・
ボ
ー
ゲ
ル
・

ハ
ー
バ
ー
ド
大
教
授
や
ポ
ー
ル
・
ウ
ォ
ル
フ
ォ
ウ
ィ
ッ

ツ
・
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ズ
大
学
高
等
国
際
問
題
研

究
所
所
長
（
現
国
防
副
長
官
）
も
本
書
を
絶
賛
す
る
コ

メ
ン
ト
を
寄
せ
た
と
い
う
。

　
日
本
語
版
は
原
著
の
発
行
か
ら
三
年
余
り
経
っ
て
出

さ
れ
た
が
、
現
時
点
で
読
ん
で
も
内
容
的
に
何
ら
古
さ

を
感
じ
さ
せ
な
い
。
む
し
ろ
著
者
の
分
析
は
、
事
実
の

　《
書
評
》

ニ
コ
ラ
ス
・
エ
バ
ー
ス
タ
ッ
ト
『
北
朝
鮮
最
期
の
日
』

　
　
　
　
　
　
冨
山
泰
・
渡
辺
孝
　
訳
　
　
恒
文
社
、
二
〇
〇
三
年
二
月

野
　
副
　
伸
　
一

展
開
に
よ
っ
て
輝
き
を
増
し
て
い
る
。

　
著
者
の
主
張
は
、
「
大
量
破
壊
兵
器
に
よ
る
脅
し
を

段
階
的
に
強
め
て
い
く
こ
と
が
、
北
朝
鮮
国
家
の
延
命

の
た
め
に
望
ま
し
い
だ
け
で
な
く
、
絶
対
に
不
可
欠
」

（
Ｐ
228

、
229

）
と
い
う
の
が
北
の
認
識
で
あ
り
、
そ
れ
を

放
置
す
る
こ
と
は
南
北
統
一
の
コ
ス
ト
を
増
大
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
、
東
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
定
に
大
き
な
脅

威
を
与
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
著
者
の
エ
バ
ー
ス
タ
ッ
ト
は
、
あ
と
が
き
に
よ
る

と
、
ワ
シ
ン
ト
ン
の
有
力
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
あ
る
ア
メ

リ
カ
ン
・
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
公
共
政
策
研
究
所
（
Ａ

Ｅ
Ｉ
）
の
客
員
研
究
員
で
、
国
務
省
や
世
界
銀
行
の
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
を
務
め
た
経
験
を
持
ち
、
北
朝
鮮
に
関

す
る
著
書
が
多
数
あ
る
。

　
本
書
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。
本
書
は
六
章

で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
各
章
の
内
容
の
ポ
イ
ン
ト
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
章
「
『
ポ
ス
ト
北
朝
鮮
』
に
向
け
て
」
で
は
、

金
王
朝
と
い
う
特
異
な
社
会
主
義
体
制
を
構
築
し
た
北

朝
鮮
は
、
ソ
連
の
崩
壊
に
よ
り
今
や
瀕
死
の
状
態
に
あ

る
。
北
が
直
面
す
る
危
機
は
複
合
的
な
も
の
で
あ
る

が
、
特
に
食
糧
危
機
は
他
の
社
会
主
義
国
と
違
っ
て
、

体
制
発
足
後
四
〇
年
以
上
経
っ
て
起
っ
た
も
の
で
あ

り
、
根
が
深
い
。
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
文
化
の
浸
透
」

に
よ
る
体
制
崩
壊
を
恐
れ
る
北
当
局
は
、
太
陽
政
策
を

推
進
す
る
韓
国
の
思
惑
は
先
刻
承
知
で
あ
り
、
改
革
へ

向
か
う
気
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
む
し
ろ
「
絶
え
ず
危
険

を
増
す
こ
と
で
、
贈
り
物
攻
勢
で
北
を
宥
め
る
し
か
な

い
と
近
隣
諸
国
を
観
念
さ
せ
る
つ
も
り
で
い
る
こ
と
は

明
ら
か
だ
」（
Ｐ
54
）。 

今
日
、
北
へ
の
融
和
政
策
が
取

ら
れ
て
い
る
の
は
、
弱
い
政
府
は
理
屈
抜
き
に
融
和
政

策
が
好
き
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
第
二
章
「
民
族
の
ね
じ
れ
┃
究
極
の
統
一
は
あ
る

か
」
で
は
、
北
の
統
一
政
策
の
変
遷
が
語
ら
れ
て
い

る
。
朝
鮮
半
島
の
統
一
計
画
は
、
北
に
と
っ
て
初
め
か

ら
最
も
重
要
な
政
策
目
標
で
あ
り
、
国
家
戦
略
で
あ
っ

た
。
朝
鮮
戦
争
は
そ
の
発
動
で
あ
っ
た
が
、
悲
惨
な
読

み
違
え
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
北
は
統
一
計

画
を
基
本
的
に
は
変
え
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
の
後
の

統
一
政
策
は
、
力
の
蓄
積
段
階
（
一
九
五
三
┃
六
二

年
）
、
賭
け
の
段
階
（
六
二
┃
七
九
年
）
を
経
て
、
今

日
行
き
詰
ま
り
の
段
階
（
八
〇
年
以
降
）
を
迎
え
て
い

る
。
九
〇
年
代
末
の
時
点
で
、
北
は
暫
定
的
に
政
権
を

延
命
さ
せ
る
一
時
し
の
ぎ
の
交
渉
を
一
種
の
「
生
命
維

持
装
置
」
と
し
、
そ
れ
で
機
能
し
て
い
る
国
家
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
北
朝
鮮
経
済
が
直
面
す
る
三
つ
の
課
題
」

で
は
、
北
の
経
済
が
今
日
直
面
し
て
い
る
問
題
を
三
つ

に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
第
一
は
「
戦
争
経
済
」、 

つ
ま

り
戦
時
総
動
員
を
目
的
と
し
た
種
々
の
中
央
集
権
型
計

画
経
済
シ
ス
テ
ム
が
抱
え
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に

関
し
て
は
、
特
に
国
防
支
出
負
担
の
大
き
さ
が
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
第
二
は
外
部
か
ら
の
重
大
な
経
済
的
衝
撃

が
中
央
計
画
経
済
、
戦
時
経
済
に
及
ぼ
す
問
題
が
挙
げ

ら
れ
る
。
特
に
九
一
年
の
対
ソ
貿
易
激
減
に
よ
る

シ
ョ
ッ
ク
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
第
三
は
共
産
主
義
経
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済
下
で
の
深
刻
な
食
糧
不
足
に
伴
う
一
連
の
諸
困
難
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
北
の
食
糧
危
機
が
他
の
共
産
主
義
国

家
の
そ
れ
と
相
違
し
て
い
る
点
が
詳
細
に
分
析
さ
れ
て

い
る
。

　
第
四
章
「
『
太
陽
政
策
』
と
貿
易
の
ひ
ず
み
」
で

は
、
「
貿
易
を
通
じ
て
の
和
解
」
、
即
ち
南
北
間
の
経

済
交
流
拡
大
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
の
緊
張
が
軽
減
さ

れ
、
敵
対
国
家
間
に
真
の
和
解
の
道
が
開
か
れ
る
と
す

る
見
方
の
可
否
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
著
者
の
判
断

は
、
そ
の
可
能
性
は
小
さ
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ

の
基
本
的
理
由
は
、
「
北
の
対
外
戦
略
（
あ
る
い
は
国

内
の
政
治
構
造
）
が
抜
本
的
に
変
わ
っ
た
こ
と
が
は
っ

き
り
し
な
い
限
り
、
通
商
が
南
北
関
係
を
改
善
さ
せ
る

外
交
上
の
て
こ
と
し
て
機
能
す
る
と
期
待
す
る
こ
と
は

合
理
的
で
は
な
い
し
、
非
現
実
的
で
あ
る
」
（
Ｐ
163
）

か
ら
で
あ
る
。

　
第
五
章
「
米
朝
経
済
関
係
の
見
通
し
」
で
は
、
北
の

貿
易
や
対
外
債
務
の
意
味
合
い
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

都
市
化
さ
れ
て
い
る
経
済
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
北

の
一
人
当
た
り
年
間
輸
出
額
は
五
〇
ド
ル
と
異
常
に
低

い
。
こ
れ
は
北
の
主
張
す
る
チ
ュ
チ
ェ
及
び
そ
れ
と
相

関
関
係
に
あ
る
「
自
立
的
社
会
主
義
経
済
」
建
設
に
よ

る
。
し
か
し
気
乗
り
薄
な
通
商
関
係
と
は
裏
腹
に
、
海

外
か
ら
の
経
済
支
援
の
獲
得
努
力
は
「
執
拗
か
つ
集
中

的
で
、
非
常
に
巧
妙
だ
っ
た
」（
Ｐ
189
）。 

他
方
「
北
と

西
側
諸
国
の
経
済
関
係
は
、
約
一
〇
億
ド
ル
の
商
業
融

資
に
対
す
る
七
〇
年
代
半
ば
の
債
務
不
履
行
に
よ
り
、

深
刻
な
打
撃
を
受
け
て
い
る
が
、
北
は
融
資
を
贈
与
の

ご
と
く
扱
っ
た
結
果
、
国
際
的
な
信
用
を
損
ね
、
通
常

の
貿
易
金
融
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
世
界
市
場
で
の

大
半
の
取
引
を
バ
ー
タ
ー
に
す
る
し
か
な
く
な
っ
た
」

（
Ｐ
194
）。

　
第
六
章
「
南
北
統
一
の
コ
ス
ト
」
で
は
、
「
さ
ま
ざ

ま
な
証
拠
か
ら
見
て
、
北
の
衰
退
傾
向
を
逆
転
さ
せ
る

の
は
難
し
い
」（
Ｐ
221
）
と
見
る
著
者
は
、
自
ら
の
体
制

を
救
う
た
め
北
が
採
り
う
る
措
置
と
し
て
、
南
北
統
一

の
放
棄
や
金
王
朝
の
放
遂
（
非
ス
タ
ー
リ
ン
化
）
が
考

え
ら
れ
る
が
、
北
が
こ
う
し
た
現
実
路
線
を
採
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
見
る
。
残
さ
れ
た
道
は
、
近
隣
諸

国
は
も
ち
ろ
ん
、
も
っ
と
遠
く
の
敵
対
国
に
対
し
て
も

大
き
な
被
害
を
与
え
ら
れ
る
力
を
増
強
し
続
け
る
と
い

う
道
で
あ
る
。
即
ち
、
大
量
破
壊
兵
器
に
よ
る
脅
し
を

段
階
的
に
強
め
て
い
く
こ
と
で
、
北
体
制
の
延
命
を
図

る
道
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
状
況
に
あ
っ
て
も
韓
国
は
統
一
を
急
が

ず
、
ゆ
っ
く
り
や
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
統

一
は
遅
れ
れ
ば
遅
れ
る
ほ
ど
南
北
間
格
差
は
拡
大
し
、

経
済
的
重
荷
は
増
大
し
て
く
る
し
、
北
東
ア
ジ
ア
の
安

全
保
障
と
経
済
的
繁
栄
を
狭
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
で
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
。
韓
国
が
「
自
由
で
平

和
的
な
統
一
朝
鮮
の
実
現
を
意
図
的
に
準
備
、
促
進
す

る
政
策
」（
Ｐ
245
）
を
進
め
る
こ
と
で
あ
り
、
同
時
に
経

済
改
革
を
進
め
海
外
直
接
投
資
が
入
り
易
い
政
策
を
つ

く
る
こ
と
で
あ
る
、
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　
以
上
が
、
各
章
の
大
雑
把
な
要
約
で
あ
る
。
読
み
ご

た
え
の
あ
る
本
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
評
者
の
読
後
感

で
も
あ
る
。
北
朝
鮮
や
統
一
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
に

共
感
す
る
点
が
多
く
、
米
国
人
で
も
こ
う
い
う
見
方
を

す
る
人
が
い
る
こ
と
を
知
り
、
嬉
し
く
、
且
つ
励
ま
さ

れ
る
思
い
が
し
た
。
北
経
済
の
構
造
分
析
に
ペ
ー
ジ
が

多
く
割
か
れ
て
い
る
の
も
本
書
の
特
徴
で
あ
る
。
著
者

の
南
北
朝
鮮
に
つ
い
て
の
知
識
は
半
端
な
も
の
で
は
な

く
、
鋭
い
指
摘
に
し
ば
し
ば
驚
か
さ
れ
た
。

　
そ
の
例
を
一
つ
だ
け
紹
介
し
て
お
こ
う
。
「
北
朝
鮮

に
と
り
、
罵
倒
の
対
象
で
あ
る
資
本
主
義
世
界
か
ら
の

資
金
を
懐
に
入
れ
る
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
何

の
問
題
も
な
い
。
昔
の
東
ア
ジ
ア
秩
序
で
の
朝
貢
国
と

し
て
の
伝
統
的
な
朝
鮮
の
役
割
と
正
反
対
に
、
チ
ュ

チ
ェ
外
交
は
貢
物
を
要
求
す
る
外
交
で
あ
り
、
す
べ
て

の
貢
物
は
よ
い
貢
物
な
の
だ
。
貢
物
は
、
北
朝
鮮
国
家

の
国
内
的
活
力
を
強
め
る
だ
け
で
な
く
、
北
朝
鮮
の
国

際
的
地
位
を
確
認
し
、
北
朝
鮮
の
外
交
政
策
の
正
し
さ

を
立
証
し
、
北
朝
鮮
の
国
際
的
権
威
に
お
墨
付
き
を
与

え
る
も
の
だ
」（
Ｐ
53
）。 

こ
の
指
摘
は
核
心
を
突
く
も

の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
最
後
に
、
敢
え
て
本
書
に
注
文
を
付
け
る
と
し
た

ら
、
次
の
二
点
が
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
著
者
は
北
が

核
・
ミ
サ
イ
ル
開
発
に
よ
る
恫
喝
外
交
に
進
む
し
か
な

い
こ
と
を
正
し
く
予
測
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て

米
韓
日
三
国
が
ど
う
対
応
す
べ
き
な
の
か
が
具
体
的
に

考
察
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
第
一
と
関
連
す
る
が
、「
自
由
で
平
和
的

な
統
一
朝
鮮
の
実
現
」
は
極
め
て
望
ま
し
い
が
、
大
量

破
壊
兵
器
で
武
装
し
た
北
を
相
手
に
ど
う
や
っ
た
ら
可

能
な
の
か
。
北
で
宮
廷
ク
ー
デ
タ
ー
で
も
起
こ
り
、
金

正
日
が
排
除
さ
れ
れ
ば
そ
の
可
能
性
も
出
て
こ
よ
う
。

し
か
し
そ
う
で
な
い
場
合
、
一
戦
を
交
え
て
や
る
し
か

な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
日
本
の
安
全
保
障
と
深
く
関
わ
る
朝
鮮
半
島
の
激
動

が
予
想
さ
れ
る
現
在
、
日
本
は
「
ポ
ス
ト
金
正
日
」
に

早
急
に
備
え
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
本
書
は
我
々
日
本

人
に
と
っ
て
も
「
警
世
の
書
」
な
の
で
あ
る
。

（
の
ぞ
え
し
ん
い
ち
・
ア
ジ
ア
研
究
所
教
授
）


	所報-第111号-B5-03.07.31_Part10
	所報-第111号-B5-03.07.31_Part11

