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は
じ
め
に

　

朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
１
９
５
０
年
６
月
か
ら
す
で
に
60
年

が
た
つ
が
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
戦
争
再
発
の
危
険
性
は
い
ま

だ
に
払
拭
さ
れ
て
い
な
い
。い
や
、む
し
ろ
朝
鮮
戦
争
は
終
わ
っ

て
い
な
い
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
１
９
５
３
年
７
月
に
結
ば
れ

た
の
は
休
戦
協
定
で
あ
っ
て
、停
戦
と
非
武
装
地
帯
（
Ｄ
Ｍ
Ｚ
）

を
定
め
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
停
戦
ラ
イ
ン
が
今
も
な
お
朝
鮮
半

島
を
南
北
に
分
け
て
い
る
。
そ
し
て
２
０
１
０
年
、
二
つ
の
事

件
が
世
界
に
衝
撃
を
与
え
た
。
ま
ず
、
３
月
26
日
に
大
韓
民
国

（
韓
国
）
の
海
軍
艦
艇
天チ

ョ
ナ
ン安

号
が
、仁イ

ン
チ
ョ
ン川

国
際
空
港
の
西
方
に
位

置
す
る
黄
海
上
で
沈
没
し
、
46
人
の
乗
組
員
が
死
亡
し
た
。
国

際
調
査
団
に
よ
れ
ば
、朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
（
北
朝
鮮
）

の
朝
鮮
人
民
軍
（
Ｋ
Ｐ
Ａ
）
に
よ
り
撃
沈
さ
れ
た
も
の
と
み
ら

れ
、
世
界
中
が
事
の
成
り
行
き
に
注
目
し
た
。
さ
ら
に
驚
く
べ

き
こ
と
に
、
11
月
23
日
、
同
じ
く
仁
川
国
際
空
港
西
方
の
黄
海

上
に
あ
る
韓
国
領
延ヨ

ン
ピ
ョ
ン
ド

坪
島
を
朝
鮮
人
民
軍
が
砲
撃
し
、
韓
国
の
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海
兵
隊
員
２
人
と
民
間
人
２
人
が
死
亡
、
民
家
や
商
店
が
多
数

破
壊
さ
れ
た
。

　

北
朝
鮮
は
い
ず
れ
の
事
件
に
も
責
任
は
な
い
と
主
張
し
て
い

る
が
、
事
実
関
係
は
そ
の
逆
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
延
坪
島
事

件
に
関
し
て
は
、
ど
ち
ら
が
先
に
攻
撃
し
た
か
と
い
う
問
題
よ

り
も
、
朝
鮮
人
民
軍
が
民
間
人
居
住
区
を
砲
撃
し
た
と
い
う
点

が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
は
朝
鮮
戦
争
以
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
国
際
外
交
は
天
安
号
事
件
を
受
け
て
慌
た
だ
し
い

動
き
を
見
せ
、
北
朝
鮮
へ
の
非
難
が
相
次
い
だ
が
、
国
連
安
保

理
は
中
国
と
ロ
シ
ア
の
反
対
に
よ
り
決
議
の
採
択
に
は
至
ら
な

か
っ
た
。
事
態
は
と
り
あ
え
ず
鎮
静
化
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う

だ
が
、
朝
鮮
半
島
が
一
触
即
発
の
緊
張
状
態
に
置
か
れ
て
い
る

こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

　

実
際
問
題
と
し
て
、
第
２
次
朝
鮮
戦
争
勃
発
の
可
能
性
は
否

定
で
き
な
い
。
だ
が
そ
う
な
れ
ば
、
戦
火
と
被
害
が
及
ぶ
範
囲

は
朝
鮮
半
島
内
部
に
と
ど
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
現
在
世
界
で
最

も
経
済
活
動
が
活
発
な
北
東
ア
ジ
ア
で
戦
争
が
起
き
れ
ば
、
世

界
経
済
全
体
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
場
合
に

よ
っ
て
は
、
南
北
朝
鮮
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
や
中
国
も
戦

闘
に
巻
き
込
ま
れ
て
犠
牲
者
を
出
す
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
弾
道

ミ
サ
イ
ル
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
日
本
に
も
被
害
が
及
ぶ
か
も

し
れ
な
い
。
最
悪
の
場
合
、
戦
争
が
拡
大
し
て
核
戦
争
の
瀬
戸

際
に
ま
で
発
展
す
る
恐
れ
も
あ
る
。

　

つ
ま
り
今
、
北
東
ア
ジ
ア
の
国
々

︱
中
国
、
日
本
、
北
朝

鮮
、
韓
国
、
ロ
シ
ア

︱
な
ら
び
に
ア
メ
リ
カ
は
一
つ
の
選
択

を
迫
ら
れ
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
の
緊
張
緩
和
の
た
め
に
外
交
手

段
を
尽
く
す
か
、
そ
れ
と
も
現
状
の
対
立
姿
勢
を
固
持
す
る
か

の
選
択
で
あ
る
。
外
交
の
道
を
取
れ
ば
、
北
東
ア
ジ
ア
の
平
和

と
繁
栄
を
維
持
で
き
る
可
能
性
が
高
く
な
る
。
だ
が
対
立
の
道

を
進
め
ば
、
前
述
の
よ
う
な
惨
事
へ
と
発
展
す
る
危
険
性
が
高

ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
こ
の
機
会
に
、
な
ぜ
こ
う
し
た
事
件
が
起
き
た
の
か
、

そ
れ
は
第
２
次
朝
鮮
戦
争
へ
と
つ
な
が
り
得
る
も
の
な
の
か
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
事
件
の
背
景
に
目
を

向
け
て
み
た
い
。

歴
史
的
背
景

　

朝
鮮
半
島
で
起
き
た
こ
れ
ら
の
事
件
に
は
歴
史
的
背
景
が
あ

る
。
天
安
号
事
件
も
延
坪
島
事
件
も
北
方
限
界
線
（
Ｎ
Ｌ
Ｌ
）

を
め
ぐ
る
南
北
間
の
論
争
と
関
係
が
あ
り
、
そ
の
発
端
は
１
９

５
３
年
に
さ
か
の
ぼ
る
。
１
９
５
３
年
７
月
に
休
戦
協
定
が
調
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印
さ
れ
た
後
で
（
た
だ
し
韓
国
は
調
印
し
て
い
な
い
）、ソ
ウ
ル

の
国
連
軍
総
司
令
官
（
米
軍
司
令
官
）
が
韓
国
に
も
北
朝
鮮
に

も
相
談
せ
ず
に
、
Ｄ
Ｍ
Ｚ
の
西
の
端
（
ソ
ウ
ル
の
す
ぐ
北
）
か

ら
想
像
上
の
線
を
黄
海
上
に
伸
ば
し
、こ
れ
を
北
方
限
界
線（
Ｎ

Ｌ
Ｌ
）
と
し
た
。
こ
の
線
は
北
朝
鮮
西
南
部
の
海
岸
線
沿
い
に

西
へ
と
伸
び
て
い
る
。

　

こ
の
Ｎ
Ｌ
Ｌ
の
す
ぐ
南
に
韓
国
領
の
五
つ
の
島
が
あ
り
、
そ

の
一
つ
で
あ
る
延
坪
島
は
北
朝
鮮
の
海
岸
線
か
ら
13
キ
ロ
し
か

離
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
延
坪
島
は
北
朝
鮮
の
国
際
法
上
の

領
海
内
に
あ
る
。
国
連
軍
が
こ
こ
に
線
を
引
い
た
の
は
南
北
の

衝
突
防
止
の
た
め
で
、
韓
国
の
軍
や
民
間
人
（
つ
ま
り
漁
船
）

が
北
朝
鮮
に
近
づ
き
す
ぎ
な
い
よ
う
に
と
の
配
慮
か
ら
だ
っ
た
。

　

だ
が
結
局
、
韓
国
政
府
は
Ｎ
Ｌ
Ｌ
を
南
北
の
領
域
を
分
か
つ

境
界
線
と
見
な
す
よ
う
に
な
っ
た
。
北
朝
鮮
は
当
初
か
ら
こ
の

見
解
に
反
発
し
、国
連
軍
と
韓
国
政
府
に
対
し
、境
界
線
を
も
っ

と
南
に
下
げ
て
北
朝
鮮
沿
岸
か
ら
遠
ざ
け
る
よ
う
要
求
し
た
が
、

国
連
軍
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
す
で
に
１
９
９

９
年
か
ら
２
０
０
７
年
に
か
け
て
、
Ｎ
Ｌ
Ｌ
近
辺
の
海
上
で
は

軍
事
衝
突
が
繰
り
返
し
発
生
す
る
事
態
と
な
っ
て
い
た
。

　

一
方
、
関
係
国
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
に
、
韓
国
の
金キ

ム

大デ
ジ
ュ
ン中

政
権
が
２
０
０
０
年
に
初
の
南
北
首
脳
会
談
を
実
現
さ
せ
、
６

月
15
日
に
は
南
北
共
同
宣
言
が
締
結
さ
れ
て
、
平
和
共
存
、
経

済
協
力
、
社
会
交
流
の
時
代
が
訪
れ
た
。
ま
た
、
金
大
中
の
後

を
継
い
だ
盧ノ

武ム
ヒ
ョ
ン鉉

大
統
領
も
、
２
０
０
７
年
に
金キ

ム

正ジ
ョ
ン
イ
ル日

総
書
記

と
同
様
の
共
同
宣
言
に
署
名
し
、
こ
の
二
つ
の
合
意
に
よ
っ
て

南
北
の
対
立
は
大
い
に
緩
和
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
緊
張
は
完

全
に
解
か
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

緊
張
再
燃

　

２
０
０
８
年
に
な
る
と
、
二
つ
の
状
況
変
化
に
よ
っ
て
Ｎ
Ｌ

Ｌ
を
め
ぐ
る
南
北
の
緊
張
が
再
び
高
ま
っ
た
。
一
つ
は
、
盧
武

鉉
の
後
を
継
い
だ
李イ

明ミ
ョ
ン

博バ
ク

大
統
領
が
、
そ
の
前
の
２
政
権
よ
り

も
強
硬
な
対
北
政
策
を
掲
げ
た
こ
と
で
あ
る
。も
う
一
つ
は
、北

朝
鮮
最
高
指
導
者
の
金
正
日
が
脳
卒
中
で
倒
れ
た
ら
し
い
こ
と

が
２
０
０
８
年
９
月
に
分
か
り
、
こ
れ
に
よ
り
内
政
・
外
交
へ

の
朝
鮮
人
民
軍
の
発
言
権
が
増
大
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
以
後
、
南
北
の
緊
張
は
高
ま
る
一
方
で
、
開
戦
の
瀬
戸
際

に
ま
で
達
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
第
一
の
状
況
変
化
だ
が
、
李
明
博
政
権
の
対
北
政
策

に
よ
り
、
そ
れ
以
前
の
10
年
間
に
結
ば
れ
た
す
べ
て
の
南
北
合

意
が
２
０
０
８
年
末
ま
で
に
事
実
上
無
効
に
な
っ
た
。
李
明
博
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大
統
領
が
投
げ
掛
け
た
「
北
朝
鮮
が
核
開
発
を
放
棄
す
る
な
ら
、

国
民
１
人
当
た
り
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
３
０
０
０
ド
ル
に
達
す
る
よ
う

支
援
す
る
」
と
い
う
“
大
盤
振
る
舞
い
”
も
、
北
を
苛
立
た
せ

る
だ
け
で
役
に
立
た
な
か
っ
た
。
２
０
０
８
年
７
月
に
は
、
北

朝
鮮
東
海
岸
の
Ｄ
Ｍ
Ｚ
の
す
ぐ
北
に
位
置
す
る
金ク

ム

剛ガ
ン

山サ
ン

観
光
地

区
で
、
韓
国
人
観
光
客
が
北
朝
鮮
の
警
備
兵
に
射
殺
さ
れ
る
と

い
う
事
件
が
発
生
し
、
こ
れ
に
よ
り
南
北
関
係
は
一
気
に
悪
化

し
た
。
韓
国
政
府
は
、
疲
弊
し
た
北
朝
鮮
経
済
に
と
っ
て
重
要

な
外
貨
獲
得
源
で
あ
る
金
剛
山
へ
の
ツ
ア
ー
を
停
止
し
、
共
同

調
査
を
求
め
た
が
、北
側
は
遺
憾
の
意
を
表
明
し
た
だ
け
で
、共

同
調
査
を
拒
否
し
た
。
以
来
、
金
剛
山
ツ
ア
ー
は
停
止
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
る
。

　

北
朝
鮮
は
報
復
と
し
て
陸
路
・
鉄
道
の
通
行
を
遮
断
し
、
北

朝
鮮
特
別
区
域
内
の
南
北
共
同
開
発
事
業
で
あ
る
開ケ

ソ
ン城
工
業
団

地
へ
の
出
入
り
も
制
限
し
た
（
こ
の
工
業
団
地
で
は
、
韓
国
の

中
小
企
業
２
５
０
社
が
北
朝
鮮
の
労
働
者
を
雇
っ
て
さ
ま
ざ
ま

な
製
品
を
生
産
し
て
い
る
）。
つ
ま
り
、北
朝
鮮
は
南
か
ら
北
へ

の
す
べ
て
の
通
行
を
制
限
・
遮
断
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

南
へ
の
報
復
ば
か
り
で
は
な
く
、
北
朝
鮮
は
国
際
社
会
に
も

背
を
向
け
、
核
問
題
を
話
し
合
い
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
６
カ

国
協
議
か
ら
離
脱
し
た
。
さ
ら
に
は
、
大
量
破
壊
兵
器
計
画
を

阻
止
し
よ
う
と
す
る
国
連
安
保
理
の
採
択
も
拒
絶
し
た
。

　

次
い
で
第
二
の
状
況
変
化
だ
が
、
２
０
０
８
年
９
月
に
金
正

日
総
書
記
が
脳
卒
中
で
倒
れ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
を
機
に
国
際
メ
デ
ィ
ア
は
一
斉
に
後
継
者
問
題
に
注
目
し
、

誰
が
指
名
さ
れ
る
の
か
と
憶
測
を
た
く
ま
し
く
す
る
と
と
も
に
、

継
承
が
権
力
闘
争
を
招
き
、
政
権
が
危
う
く
な
る
の
で
は
な
い

か
と
書
き
立
て
た
。
だ
が
そ
の
間
に
も
、
朝
鮮
人
民
軍
は
Ｎ
Ｌ

Ｌ
問
題
と
「
自
衛
的
な
核
抑
止
力
」
の
開
発
に
全
力
を
挙
げ
て

い
た
の
で
あ
る
。

後
継
者
問
題
と
軍
部
の
強
硬
姿
勢

　

最
高
指
導
者
が
脳
卒
中
で
倒
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
北
朝
鮮

は
優
先
順
位
を
見
直
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
そ
の
後
政
務

に
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
い
え
、
金
正
日
総
書
記
も
自

ら
の
健
康
状
態
の
悪
化
を
自
覚
し
、
権
力
継
承
を
急
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
悟
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
２
０
１
０
年
10

月
10
日
、
す
で
に
三
男
の
金キ

ム

正ジ
ョ
ン
ウ
ン恩

が
後
継
者
に
確
定
し
て
お
り
、

金キ
ム

日イ
ル

成ソ
ン

の
生
誕
１
０
０
周
年
に
当
た
る
２
０
１
２
年
に
正
式
に

そ
の
地
位
に
就
く
予
定
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
金
正
恩
が
権
力
を
引
き
継
ぐ
に
は
、
朝
鮮
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人
民
軍
の
忠
誠
と
政
治
的
支
持
が
不
可
欠
で
あ
る
。
金
正
恩
は

父
親
の
金
正
日
と
同
じ
く
、
こ
れ
と
い
っ
た
業
績
も
な
く
権
力

の
座
に
就
こ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
建
国
の
父
で
あ
る

祖
父
の
金
日
成
と
は
事
情
が
異
な
る
。
金
日
成
は
抗
日
独
立
闘

争
の
英
雄
と
し
て
権
力
の
座
に
就
き
、
朝
鮮
戦
争
で
も
軍
を
指

揮
し
た
。
朝
鮮
人
民
軍
の
目
か
ら
見
れ
ば
、「
帝
国
主
義
侵
略

者
」
に
抗
し
て
戦
っ
た
軍
歴
こ
そ
が
金
日
成
の
権
力
を
支
え
て

い
た
。
一
方
、金
正
日
の
場
合
は
、10
年
ほ
ど
国
内
政
治
を
担
っ

た
だ
け
で
、
１
９
９
４
年
に
金
日
成
の
一
人
息
子
と
し
て
事
実

上
そ
の
地
位
を
継
承
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
で
に
１
９
９
１

年
に
朝
鮮
人
民
軍
最
高
司
令
官
に
推
戴
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、

軍
歴
は
な
い
。
従
っ
て
、
権
力
の
座
に
就
い
て
か
ら
軍
の
支
持

を
得
る
努
力
を
強
い
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
１
９
９
８
年
に
「
先

軍
政
治
」
を
掲
げ
た
。

　

金
正
日
は
こ
の
政
治
合
意
に
よ
っ
て
、
国
家
統
治
に
必
要
な

支
持
基
盤
を
固
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
こ
の
合
意
に
よ
っ

て
、
国
の
乏
し
い
資
源
が
軍
部
に
優
先
的
に
配
分
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
が
、
軍
部
は
そ
れ
を
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
」

か
ら
国
を
守
る
た
め
に
当
然
の
こ
と
だ
と
考
え
た
。
１
９
９
８

年
以
降
、
朝
鮮
人
民
軍
が
核
開
発
を
推
し
進
め
、
２
０
０
６
年

10
月
に
初
の
核
実
験
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
も
、
そ
の
直
前
の
７
月

に
７
発
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
の
発
射
実
験
を
行
っ
た
の
も
、
す
べ

て
「
先
軍
政
治
」
に
支
え
ら
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

軍
部
の
影
響
力
拡
大

　

金
正
日
体
制
の
軍
部
へ
の
依
存
度
は
、
２
０
０
８
年
８
月
の

金
総
書
記
の
発
作
を
機
に
い
っ
そ
う
高
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
次
表
の
よ
う
に
、
２
０
０
８
年
以
降
、
朝
鮮
人
民
軍
総

参
謀
部
そ
の
他
の
軍
司
令
部
が
公
式
声
明
を
発
表
す
る
回
数
が

増
え
て
お
り
、
内
容
も
次
第
に
過
激
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
き

た
。
ま
た
、
従
来
か
ら
北
朝
鮮
政
府
の
公
式
声
明
と
さ
れ
て
き

た
外
務
省
声
明
も
、軍
部
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、以

前
よ
り
強
硬
で
挑
発
的
な
口
調
に
転
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
と
り
わ
け
２
０
０
８
年
の
金
正
日
の
発
作
以

後
、
軍
部
が
政
策
決
定
の
場
で
発
言
権
を
強
め
た
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
２
０
０
７
年
の
例
を
見
る
と
、
朝
鮮
人
民
軍
総
参

謀
部
が
朝
鮮
半
島
情
勢
に
関
す
る
声
明
を
４
件
出
し
て
い
る

（
表
の
数
字
に
は
毎
年
１
月
１
日
に
総
参
謀
部
、
朝
鮮
労
働
党
、

青
年
同
盟
が
共
同
編
集
す
る
「
新
年
共
同
社
説
」
も
含
ま
れ
て

い
る
）。
４
件
の
う
ち
の
１
件
は
海
軍
が
出
し
た
も
の
で
、韓
国

に
対
し
て
Ｎ
Ｌ
Ｌ
を
超
え
て
北
に
近
づ
か
な
い
よ
う
警
告
す
る
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内
容
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
の
数
字
を
追
う
と
、
２
０
０
９
年
初
頭
か
ら
２
０
１

０
年
に
か
け
て
、
国
防
委
員
会
と
軍
総
参
謀
部
の
公
式
声
明
数

が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
金
正
日
が
「
先
軍
政
治
」
の
一
環

と
し
て
国
防
委
員
会
を
最
高
権
力
機
関
に
、
ま
た
朝
鮮
人
民
軍

総
参
謀
部
を
軍

事
機
構
の
最
上

位
に
格
上
げ
し

た
か
ら
で
あ
っ

て
、
従
来
は
基

本
的
に
、
い
ず

れ
の
機
関
も

「
新
年
共
同
社

説
」
以
外
に
公

式
声
明
を
発
表

す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
総
じ

て
、
２
０
０
９

年
初
頭
以
降
、

北
朝
鮮
の
公
式

〔出典〕
朝鮮中央通信日報、２００５～２０１０年　www.kcna.co.jp
朝鮮人民軍板門店代表部：前身は休戦協定の順守・履行のために設けられていた軍事停戦委員会（ＭＡＣ）
の北側代表部
南北軍事会談：南北間の将官級軍事会談ならびに軍事実務会談
米朝軍事会談：朝鮮人民軍と米軍の代表による軍事会談
その他朝鮮人民軍：朝鮮人民軍の海軍司令官や前線指揮官、ならびに北朝鮮で言うところの「軍事評論家」

【表】

組織名 2005 2006 2007 2008 2009 2010 合計

国防委員会 0 2 0 2 2 9 15

朝鮮人民軍総参謀部 1 2 5 2 11 6 27

朝鮮人民軍板門店代表部 2 1 2 2 2 3 12

南北軍事会談 0 0 0 3 2 7 12

米朝軍事会談 0 0 0 0 1 8 9

その他朝鮮人民軍 0 0 0 0 1 3 4

軍関係合計 3 5 7 9 19 36 79

外務省 23 18 18 21 26 20 126

声
明
は
独
断
的
な
口
調
を
強
め
て
お
り
、
対
決
姿
勢
を
あ
ら
わ

に
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。

　

外
務
省
声
明
も
同
様
で
、
従
来
は
一
定
の
節
度
を
保
っ
て
い

た
が
、
最
近
は
挑
発
的
な
内
容
に
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
例
え

ば
、
２
０
０
９
年
１
月
13
日
の
外
務
省
声
明
は
、
北
朝
鮮
が
６

カ
国
協
議
の
「（
２
０
０
５
年
）
９
月
19
日
の
共
同
声
明
に
同
意

し
」
た
の
は
、

　

朝
鮮
半
島
北
半
分
の
非
核
化
の
み
な
ら
ず
、
半
島
全
体
を

非
核
化
す
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
、米
国
は
我
が
国
に
対
す
る
敵
視
政
策
を
や
め
る
こ
と
、核

兵
器
を
使
用
し
な
い
こ
と
、
南
朝
鮮
（
韓
国
）
か
ら
核
を
排

除
す
る
こ
と
等
を
確
約
し
た
は
ず
で
あ
る
。

と
主
張
し
て
い
る
（w

w
w

.kcna.co.jp　

２
０
０
９
年
１
月
13

日
付
の
記
事
「
北
朝
鮮
外
務
省
報
道
官
が
米
国
の
誤
り
を
正
す

"D
PRK

 Foreign M
inistry's Spokesm

an D
ism

isses U
.S. 

W
rong A

ssertion"

」
に
よ
る
）。
つ
ま
り
北
朝
鮮
政
府
は
、６

カ
国
協
議
に
協
力
す
る
見
返
り
を
半
島
全
体
の「
同
時
非
核
化
」

へ
と
吊
り
上
げ
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
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次
い
で
２
月
２
日
に
は
、
朝
鮮
人
民
軍
総
参
謀
部
報
道
官
が

従
来
の
沈
黙
を
破
り
、

　

す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
米
国
が
我
が
国
に

対
す
る
敵
視
政
策
を
や
め
、
我
々
に
加
え
ら
れ
る
す
べ
て
の

核
脅
威
を
根
源
的
に
清
算
し
な
い
か
ぎ
り
、
我
々
は
い
か
な

る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
核
兵
器
を
開
示
し
な
い
。

と
発
言
し
、
さ
ら
に
「
南
朝
鮮
（
韓
国
）
の
核
兵
器
が
廃
棄
さ

れ
て
米
国
の
核
脅
威
が
除
去
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
我
々
は
決
し

て
核
兵
器
を
廃
棄
し
な
い
」
と
言
い
切
っ
た
（w

w
w

.kcna.
co.jp　

２
０
０
９
年
２
月
２
日
付
の
記
事
「
北
朝
鮮
が
朝
鮮
半

島
非
核
化
に
つ
い
て
従
来
の
見
解
を
再
説
明 "D

PRK
's 

Principled Stand on D
enuclearization of the K

orean 
Peninsula Reiterated"

」
に
よ
る
）。
こ
う
し
た
声
明
・
発
言

か
ら
、
北
朝
鮮
政
府
が
非
核
化
の
見
返
り
に
関
す
る
要
求
を
変

更
し
た
の
は
、
軍
総
参
謀
部
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
推
察
で
き

る
。

朝
鮮
人
民
軍
と
北
方
限
界
線
（
Ｎ
Ｌ
Ｌ
）

　

天
安
号
事
件
と
延
坪
島
事
件
の
最
も
驚
く
べ
き
側
面
は
、
朝

鮮
人
民
軍
が
２
０
０
８
年
３
月
28
日
以
降
、
Ｎ
Ｌ
Ｌ
周
辺
で
軍

事
行
動
を
行
う
と
韓
国
に
繰
り
返
し
警
告
し
て
い
た
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
韓
国
政
府
が
そ
の
警
告
を
軽
視
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
点
に
も
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

　

２
０
０
８
年
３
月
28
日
に
、
北
朝
鮮
の
海
軍
司
令
部
は
Ｎ
Ｌ

Ｌ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　
（
前
略
）北
方
限
界
線
は
米
国
の
帝
国
主
義
者
に
よ
っ
て
一

方
的
に
引
か
れ
た
偽
り
の
線
で
あ
り
、（
中
略
）
黄
海
上
の
五

つ
の
島
を
南
に
取
り
込
む
た
め
の
も
の
だ
が
、
我
が
国
に

と
っ
て
延
坪
島
は
喉
元
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
短
刀
で
あ

り
、
白ペ

ク
リ
ョ
ン
ド

翎
島
は
脇
腹
に
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
短
刀
に
等
し

い
。（
中
略
）
黄
海
上
の
最
前
線
は
全
域
に
わ
た
り
、い
つ
武

装
衝
突
が
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。

（
中
略
）（
南
が
）
北
方
限
界
線
を
死
守
し
よ
う
と
な
ん
ら
か

の
行
動
に
出
れ
ば
、
こ
の
海
域
で
の
軍
事
衝
突
は
免
れ
な
い
。

　

こ
の
２
日
後
、
韓
国
軍
の
合
同
参
謀
本
部
議
長
が
議
会
の
公

聴
会
で
、
北
朝
鮮
の
核
施
設
に
対
す
る
「
先
制
攻
撃
」
の
可
能

性
を
示
唆
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
人
民
軍
の
あ
る
「
軍
事
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評
論
家
」
は
、
北
側
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
、
こ
の
発
言
に
関
す
る

釈
明
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
南
北
対
話
を
中
断
す
る
べ
き
だ
と

述
べ
た
。

　

そ
の
後
、
南
北
関
係
は
緊
張
の
度
合
い
を
増
し
、
さ
ら
に
２

０
０
８
年
７
月
11
日
に
金
剛
山
で
韓
国
人
観
光
客
が
射
殺
さ
れ

る
と
、
緊
張
は
一
気
に
高
ま
っ
た
。
11
月
末
に
は
南
北
将
官
級

軍
事
会
談
の
北
朝
鮮
側
代
表
が
韓
国
側
代
表
に
対
し
、
Ｄ
Ｍ
Ｚ

を
越
え
る
陸
路
・
鉄
道
の
遮
断
を
通
告
し
、
12
月
１
日
に
実
施

し
た
。

　

２
０
０
９
年
に
入
る
と
、
朝
鮮
人
民
軍
の
姿
勢
は
ま
す
ま
す

強
硬
に
な
り
、
１
月
17
日
に
は
総
参
謀
部
が
Ｎ
Ｌ
Ｌ
に
関
す
る

海
軍
司
令
部
の
前
述
の
警
告
を
繰
り
返
す
と
と
も
に
、
Ｎ
Ｌ
Ｌ

の
「
違
法
性
」
を
強
調
し
た
。
ま
た
４
月
18
日
に
は
、
韓
国
の

李
明
博
大
統
領
が
大
量
破
壊
兵
器
拡
散
防
止
構
想
（
Ｐ
Ｓ
Ｉ
）

へ
の
全
面
参
加
を
決
断
し
た
の
を
受
け
て
、「
我
々
に
対
す
る
宣

戦
布
告
で
あ
る
」
と
述
べ
、さ
ら
に
「（
朝
鮮
人
民
軍
は
）
当
初

か
ら
６
カ
国
協
議
に
何
の
期
待
も
抱
い
て
い
な
か
っ
た
」
と
付

け
加
え
た
。
さ
ら
に
、
ミ
サ
イ
ル
活
動
の
停
止
を
求
め
る
４
月

14
日
の
国
連
安
保
理
議
長
声
明
に
対
し
て
も
強
く
反
発
し
た
。

　

２
０
０
９
年
５
月
25
日
、
北
朝
鮮
は
２
回
目
の
核
実
験
を
実

施
。
そ
し
て
２
日
後
の
27
日
、
や
は
り
朝
鮮
人
民
軍
が
重
要
な

声
明
を
出
し
た
が
、
多
く
の
人
々
は
核
実
験
騒
ぎ
に
気
を
取
ら

れ
て
見
過
ご
し
た
。
こ
の
声
明
は
板
門
店
代
表
部
か
ら
出
さ
れ

た
も
の
で
、
韓
国
の
Ｐ
Ｓ
Ｉ
参
加
を
宣
戦
布
告
と
見
な
す
総
参

謀
部
の
主
張
を
繰
り
返
す
と
と
も
に
、「（
朝
鮮
人
民
軍
は
）
も

は
や
休
戦
協
定
に
は
縛
ら
れ
な
い
」
と
宣
言
し
て
い
る
。
さ
ら

に
具
体
的
に
「
差
し
当
た
り
我
々
は
、
軍
事
境
界
線
延
長
線
上

の
北
西
部
に
当
た
る
我
々
の
領
海
内
に
あ
り
な
が
ら
、
南
（
韓

国
）
の
統
治
下
に
置
か
れ
て
い
る
五
つ
の
島
、白
翎
島
、大テ

チ
ョ
ン
ド

青
島
、

小ソ
チ
ョ
ン
ド

青
島
、
延
坪
島
お
よ
び
隅ウ

ド島
の
法
的
地
位
（
中
略
）
を
保
証

し
な
い
」
と
警
告
し
て
い
た
が
、
こ
の
個
所
も
あ
ま
り
注
目
さ

れ
な
か
っ
た
。

　

休
戦
協
定
に
関
す
る
軍
部
の
声
明
に
つ
い
て
は
、
５
月
29
日

に
外
務
省
声
明
も
こ
れ
を
踏
襲
し
、「
国
連
安
保
理
が
敵
対
行
為

を
取
れ
ば
、こ
れ
を
休
戦
協
定
の
破
棄
と
見
な
す
」と
し
た
。
そ

し
て
６
月
13
日
、
国
連
安
保
理
が
北
朝
鮮
の
２
回
目
の
核
実
験

に
対
し
て
追
加
制
裁
措
置
を
定
め
た
決
議
第
１
８
７
４
号
を
採

択
す
る
と
、北
朝
鮮
外
務
省
は
す
か
さ
ず「
こ
れ
で
我
々
に
と
っ

て
は
、
核
放
棄
と
い
う
選
択
肢
な
ど
存
在
し
な
い
も
同
様
に

な
っ
た
」
と
応
じ
た
。
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そ
の
後
も
朝
鮮
人
民
軍
は
Ｎ
Ｌ
Ｌ
の
合
法
性
に
異
議
を
唱
え

続
け
、
11
月
10
日
、
13
日
、
12
月
21
日
と
立
て
続
け
に
Ｎ
Ｌ
Ｌ

周
辺
で
の
軍
事
行
動
を
示
唆
し
た
。
中
で
も
12
月
21
日
の
海
軍

司
令
部
に
よ
る
警
告
は
か
な
り
具
体
的
で
、
Ｎ
Ｌ
Ｌ
周
辺
で
砲

撃
訓
練
を
行
う
と
明
言
し
、
漁
船
な
ら
び
に
そ
の
他
の
艦
船
に

対
し
て
適
切
な
安
全
対
策
を
取
る
よ
う
警
告
す
る
と
と
も
に
、

「
Ｎ
Ｌ
Ｌ
は
違
法
で
あ
る
」と
の
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
そ

し
て
２
０
１
０
年
、
朝
鮮
人
民
軍
は
こ
う
し
た
強
硬
発
言
を
と

う
と
う
実
際
の
軍
事
行
動
に
置
き
換
え
、
天
安
号
を
沈
め
、
延

坪
島
を
砲
撃
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
の
朝
鮮
半
島
政
策
の
変
化

　

２
０
１
０
年
の
朝
鮮
人
民
軍
の
敵
対
的
行
動
を
招
い
た
要
因

が
も
う
一
つ
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
中
国
政
府
の
北
朝
鮮
政

策
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
中
国
は
２
０
０

９
年
６
月
ま
で
、
北
朝
鮮
の
核
実
験
に
対
す
る
厳
し
い
国
連
決

議
を
支
持
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
態
度
を
軟
化
さ
せ
た
。
２

０
０
９
年
10
月
に
は
温
家
宝
首
相
が
平ピ

ョ
ン
ヤ
ン壌
を
訪
問
し
、
そ
の
直

後
に
中
国
か
ら
北
朝
鮮
へ
の
経
済
援
助
が
急
増
し
て
い
る
。
１

カ
月
後
に
は
梁
光
烈
国
防
部
長
も
公
式
に
北
朝
鮮
を
訪
問
し
た
。

そ
の
後
、
中
国
は
公
式
非
公
式
を
問
わ
ず
北
朝
鮮
へ
の
非
難
に

消
極
的
で
あ
り
、
そ
の
点
は
天
安
号
事
件
と
延
坪
島
事
件
を
経

た
後
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
北
朝
鮮
へ
の
外
交

的
・
経
済
的
支
援
は
着
実
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。

ま
と
め

　

北
朝
鮮
の
場
合
、
政
策
決
定
も
中
国
と
の
交
渉
も
秘
密
裏
に

進
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
韓
国
に
対
し
て
な
ぜ
こ
こ
ま
で
強
硬

な
態
度
に
出
た
の
か
、
な
ぜ
武
力
攻
撃
に
ま
で
踏
み
切
っ
た
の

か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
推
測
す
る
し
か
な
い
。
と
は
い
え
、

理
由
の
一
つ
が
「
先
軍
政
治
」
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
12
年
間
、
朝
鮮
人
民
軍
の
近
代
化
と
「
核
抑
止
力
」
の
開

発
を
全
面
的
に
支
え
て
き
た
の
は
金
正
日
の
「
先
軍
政
治
」
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
金
正
日
総
書
記
は
息
子
の
金
正
恩
を
自
ら
後

継
者
に
指
名
し
た
が
、
そ
の
金
正
恩
へ
の
朝
鮮
人
民
軍
の
支
持

を
取
り
付
け
た
い
一
心
か
ら
、
軍
に
対
す
る
抑
え
を
緩
め
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

同
様
に
、
と
り
わ
け
２
０
０
９
年
初
頭
以
降
、
北
朝
鮮
の
政

策
決
定
に
朝
鮮
人
民
軍
が
大
き
く
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た

こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
間
、
朝
鮮
人
民
軍
は
韓

国
の
李
明
博
政
権
の
「
対
北
強
硬
路
線
」
を
利
用
し
て
き
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
軍
は
ま
ず
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
敵
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対
姿
勢
を
口
実
に
大
量
破
壊
兵
器
の
開
発
を
進
め
、
そ
の
後
は

李
明
博
政
権
の
強
硬
路
線
を
口
実
に
し
て
影
響
力
を
強
め
つ
つ

あ
る
。

　

朝
鮮
人
民
軍
は
、
韓
国
に
対
し
て
軍
事
行
動
を
起
こ
し
て
も
、

ア
メ
リ
カ
も
中
国
も
北
朝
鮮
を
罰
す
る
こ
と
は
な
い
と
踏
ん
で

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
自
ら
の
「
核
抑
止
力
」
を
頼
み
に
す

る
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
中
東
に
気
を

取
ら
れ
、
北
朝
鮮
に
対
し
て
行
動
を
起
こ
す
余
裕
が
な
い
と
読

ん
で
、強
気
に
出
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、中

国
の
姿
勢
が
威
圧
か
ら
誘
導
へ
と
転
じ
た
こ
と
で
、
韓
国
を
攻

撃
し
て
も
北
朝
鮮
の
損
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
確
信
を
い
っ
そ

う
深
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
第
２
次
朝
鮮
戦
争
が
起
き
る
可
能
性
は
実
際
に
は

か
な
り
低
い
。
北
東
ア
ジ
ア
の
国
々
（
少
な
く
と
も
中
国
、
日

本
、
韓
国
そ
し
て
ロ
シ
ア
）
も
ア
メ
リ
カ
も
、
繁
栄
を
維
持
す

る
た
め
に
平
和
を
望
ん
で
い
る
。
そ
の
後
の
合
同
軍
事
演
習
で

示
さ
れ
た
よ
う
な
日
米
韓
の
確
固
た
る
軍
事
抑
止
力
を
考
え
れ

ば
、
朝
鮮
人
民
軍
も
頭
を
冷
や
さ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
ま

た
中
国
の
外
交
努
力
と
、
北
朝
鮮
の
中
国
か
ら
の
経
済
支
援
へ

の
依
存
度
の
高
さ
も
、
北
朝
鮮
の
行
動
を
抑
制
す
る
方
向
に
働

く
は
ず
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
金
正
日
に
と
っ
て
の
最
優
先
事
項

は
戦
争
な
ど
で
は
な
く
、
体
制
を
維
持
し
、
金
正
恩
に
無
事
権

力
を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
南
北
朝
鮮
が
敵
対

関
係
に
あ
る
か
ぎ
り
、
ま
た
朝
鮮
人
民
軍
が
自
ら
の
軍
事
力
と

政
治
力
に
強
い
自
信
を
持
っ
て
い
る
か
ぎ
り
、
戦
争
の
可
能
性

は
な
く
な
ら
な
い
。
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