
 

 
 

崔
書
勉
先
生
と
私
『
近
時
の
日
韓
関
係
を
憂
う
―
崔
書
勉
先
生
へ
の
感
謝
を
込
め
て
―
』 
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原 

克
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私
に
と
っ
て
韓
国
と
の
最
初
の
接
点
は
崔
書
勉
先
生
と
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
二
十
年
前
の
一
九
九
七
年
八
月
、
あ
る
勉
強
会

で
先
生
が
講
師
と
し
て
来
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
韓
国
と
は
ま
っ
た
く
縁
が
な
く
、
韓
国
を
訪
れ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
韓
国
人
と
会
っ

た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
私
に
と
っ
て
は
、
韓
国
＝
崔
書
勉
先
生
で
あ
る
。
実
際
、
崔
先
生
抜
き
の
韓
国
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

最
初
の
出
会
い
か
ら
ま
も
な
く
、
崔
書
勉
先
生
の
お
世
話
で
勉
強
会
の
仲
間
と
週
末
を
利
用
し
て
初
め
て
韓
国
の
土
を
踏
ん
だ
。
国
会
議
事
堂
で

は
金
守
漢
国
会
議
長
の
「
日
韓
関
係
が
よ
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
時
代
の
要
請
に
対
す
る
怠
慢
で
あ
り
、
歴
史
へ
の
背
反
で
あ
る
」
と
い
う
言

葉
に
強
い
感
銘
を
受
け
た
。 

 

拓
殖
大
学
創
立
百
周
年
記
念
事
業
で
学
生
海
外
派
遣
団
を
率
い
て
韓
国
を
訪
問
し
た
際
に
は
、
崔
先
生
の
お
計
ら
い
で
李
東
元
先
生
が
理
事
長
を

つ
と
め
る
東
元
大
学
も
訪
問
し
、
か
つ
て
外
務
長
官
と
し
て
世
論
の
反
対
を
お
し
き
っ
て
日
韓
基
本
条
約
を
締
結
し
た
李
東
元
先
生
の
教
育
者
と
し

て
の
一
面
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
改
め
て
深
い
感
動
を
覚
え
た
。 

帰
国
し
た
日
に
は
こ
れ
ま
た
崔
先
生
の
お
蔭
で
来
日
中
の
金
鐘
泌
前
国
務
総
理
主
催
の
茶
話
会
に
お
招
き
を
受
け
、
「
日
韓
の
友
好
親
善
の
た
め

今
後
と
も
命
あ
る
限
り
尽
し
た
い
」
と
の
金
先
生
の
決
意
表
明
に
心
を
打
た
れ
た
。
「
学
生
を
連
れ
て
韓
国
を
訪
問
し
、
先
ほ
ど
帰
っ
て
ま
い
り
ま

し
た
」
と
申
し
上
げ
る
と
、
「
こ
の
次
は
私
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
の
言
葉
も
頂
い
た
。 

折
し
も
一
九
九
八
年
の
金
大
中
大
統
領
と
小
渕
恵
三
首
相
と
の
会
談
で
「
二
十
世
紀
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
二
十
世
紀
中
に
清
算
し
て
、
新
し
い
決

意
で
新
し
い
世
紀
を
迎
え
る
」
と
の
意
思
表
明
が
な
さ
れ
、
そ
れ
を
契
機
に
、
サ
ッ
カ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
日
韓
共
催
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
さ
ら
に
天
皇
陛
下
が
「
桓
武
天
皇
の
生
母
が
百
済
武
寧
王
の
子
孫
で
あ
る
と
続
日
本
紀
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
韓
国
と
の
ゆ
か
り
を
感
じ



 

て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
、
日
韓
両
国
の
交
流
が
良
い
方
向
に
向
か
う
こ
と
を
願
う
気
持
ち
を
示
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。 

そ
の
流
れ
に
掉
さ
す
よ
う
に
、
日
本
政
府
は
韓
国
人
教
員
の
日
本
招
聘
事
業
と
日
本
人
教
員
の
韓
国
派
遣
事
業
を
開
始
し
た
。
韓
国
側
も
こ
の
事

業
を
高
く
評
価
し
、
の
ち
に
韓
国
政
府
が
日
本
人
教
員
を
招
聘
す
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
私
も
そ
の
招
聘
を
受
け
て
日
本
人
教
員
団
の
団
長
と
し
て

韓
国
の
学
校
を
視
察
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
地
道
な
人
的
交
流
の
重
要
性
を
実
感
し
た
一
人
で
あ
る
。  

日
韓
談
話
室
で
は
い
つ
も
崔
書
勉
先
生
の
明
快
で
含
蓄
の
あ
る
講
話
を
通
じ
て
韓
国
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
天
皇
陛
下
の
早
期
訪

韓
へ
の
期
待
も
高
ま
っ
て
い
た
。
談
話
室
で
お
目
に
か
か
っ
た
朴
槿
恵
氏
が
大
統
領
に
就
任
し
た
こ
と
も
新
し
い
時
代
の
到
来
を
予
感
さ
せ
る
も
の

だ
っ
た
。
誰
も
が
日
韓
関
係
の
未
来
に
明
る
い
展
望
が
開
け
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。 

だ
が
そ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
、
希
望
は
失
望
に
変
わ
っ
た
。
朴
槿
恵
政
権
は
国
内
の
親
北
左
翼
勢
力
に
牛
耳
ら
れ
た
の
か
反
日
的
政
策
を
展
開
し
、

後
任
の
文
在
寅
大
統
領
は
、
国
際
約
束
も
ど
こ
吹
く
風
と
ば
か
り
に
国
民
情
緒
を
優
先
し
て
は
ば
か
ら
ず
、
北
朝
鮮
の
脅
威
を
前
に
し
て
右
に
左
に

揺
れ
動
き
、
一
向
に
立
ち
位
置
が
定
ま
ら
な
い
。
こ
れ
が
韓
国
の
真
の
姿
な
の
だ
ろ
う
か
。 

新
渡
戸
稲
造
は
今
か
ら
百
年
も
前
に
次
に
よ
う
に
述
べ
た
。
「
朝
鮮
が
強
力
か
つ
良
く
治
ま
っ
た
真
の
独
立
国
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
緩
衝
国

と
い
え
よ
う
け
れ
ど
、
そ
の
国
が
あ
る
い
は
中
国
の
勢
力
下
に
、
あ
る
い
は
ロ
シ
ア
の
勢
力
下
に
揺
れ
る
と
な
る
と
、
極
東
に
は
平
和
の
保
障
は
あ

り
え
な
い
し
、
日
本
に
と
っ
て
安
全
は
な
い
」
。
こ
の
視
点
に
立
っ
て
彼
は
、
朝
鮮
が
強
力
で
良
く
治
ま
っ
た
真
の
独
立
国
で
あ
れ
ば
日
本
が
併
合

す
る
必
要
も
な
か
っ
た
と
言
う
。 

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
日
清
戦
争
に
し
て
も
日
露
戦
争
に
し
て
も
、
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
進
出
が
最
終
の
局
面
を
迎
え
た
な
か
で
、
朝
鮮
半
島
の

安
定
を
め
ぐ
っ
て
日
本
、
中
国
、
ロ
シ
ア
の
利
害
が
衝
突
し
た
た
め
に
起
き
た
戦
争
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
地
政
学
的
な
構
図
は
百
年
以
上
経
っ

た
今
日
に
お
い
て
も
基
本
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
の
こ
と
を
改
め
て
思
い
起
こ
さ
せ
ら
れ
る
昨
今
の
国
際
情
勢
で
あ
る
。 

そ
れ
に
し
て
も
、
韓
国
の
国
内
事
情
は
私
た
ち
日
本
人
に
は
理
解
し
に
く
い
こ
と
が
多
い
。
私
た
ち
の
目
に
は
見
え
な
い
と
こ
ろ
で
国
論
が
複
雑

に
分
か
れ
て
、
政
府
は
右
か
ら
も
左
か
ら
も
信
頼
さ
れ
て
い
な
い
。
反
日
と
い
う
一
点
に
お
い
て
の
み
国
論
が
一
つ
に
ま
と
ま
る
の
だ
。
そ
れ
に
し



 

て
も
、
な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
反
日
感
情
が
強
い
の
だ
ろ
う
か
。 

確
か
に
韓
国
は
台
湾
と
違
っ
て
、
長
い
歴
史
と
す
ぐ
れ
た
伝
統
文
化
を
も
つ
国
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
自
分
の
弟
分
と
で
も
い
う
べ
き
日
本
の

統
治
下
に
置
か
れ
た
こ
と
で
、
一
層
強
い
屈
辱
感
を
味
わ
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
感
情
は
日
本
人
と
し
て
も
あ
る
程
度
は
理
解

で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
が
韓
国
文
化
の
伝
統
で
あ
る
「
恨
」
の
感
情
に
結
び
つ
く
と
、
日
本
人
の
理
解
を
超
え
て
し
ま
う
の
だ
。 

反
日
感
情
の
背
景
に
は
建
国
を
め
ぐ
る
歴
史
観
の
問
題
が
絡
ん
で
い
る
。
韓
国
の
憲
法
前
文
は
、
一
九
一
九
年
の
三
・
一
運
動
に
よ
っ
て
上
海
に

で
き
た
大
韓
民
国
臨
時
政
府
を
現
在
の
韓
国
の
前
身
と
位
置
付
け
て
い
る
の
だ
。
自
分
た
ち
は
日
本
に
よ
る
統
治
を
認
め
ず
、
ず
っ
と
日
本
と
戦
い

続
け
て
き
た
の
だ
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
び
っ
く
り
仰
天
の
歴
史
観
で
あ
る
。 

だ
が
こ
の
臨
時
政
府
な
る
も
の
は
国
際
的
に
承
認
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
日
本
と
は
戦
争
も
し
て
い
な
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
参
戦
国
と

し
て
も
認
め
ら
れ
ず
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
へ
の
署
名
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
現
在
の
韓
国
が
成
立
し
た
の
は
国
際
法
上
は
あ
く
ま
で

も
一
九
四
八
年
で
あ
っ
て
、
憲
法
前
文
の
規
定
は
虚
構
あ
る
い
は
幻
想
に
過
ぎ
な
い
。 

戦
後
に
な
っ
て
朝
鮮
は
日
本
の
統
治
か
ら
解
放
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
自
ら
独
立
戦
争
を
戦
っ
て
勝
ち
取
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
北
は
ソ
連
、

南
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
下
に
お
か
れ
、
南
に
大
韓
民
国
が
成
立
す
る
と
北
に
は
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
が
成
立
し
て
内
戦
が
勃
発
し
、
劣
勢
に

追
い
込
ま
れ
た
大
韓
民
国
は
米
軍
の
支
援
で
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
韓
国
人
は
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
鬱
積
し
た
不
満
や
恨
み
が
、
筋
違
い
で
は
あ
る
が
、
か
つ
て
の
統
治
者
で
あ
る
日
本
に
ぶ
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
も
い
え
る
。 

ま
た
韓
国
政
府
は
、
日
韓
基
本
条
約
に
よ
っ
て
両
国
間
で
の
問
題
は
全
て
解
決
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民
に
対
し
て
は
条
約
に
基
づ
く
十
分

な
補
償
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
こ
と
が
政
府
に
対
す
る
不
信
感
に
つ
な
が
り
、
慰
安
婦
問
題
や
徴
用
工
問
題
な
ど
の
一
因
と
も

な
っ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
韓
国
政
府
が
意
図
的
に
進
め
て
き
た
反
日
教
育
の
影
響
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
政
府
の
教
育
を

通
じ
て
国
民
の
間
に
植
え
付
け
ら
れ
た
反
日
感
情
が
、
結
果
的
に
日
韓
関
係
改
善
に
取
り
組
む
政
府
の
足
枷
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 



 

日
本
は
日
本
で
、
こ
れ
ま
で
過
去
の
歴
史
の
事
実
を
学
校
で
き
ち
ん
と
教
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
れ
に

し
て
も
、
現
実
を
直
視
せ
ず
に
過
去
に
ば
か
り
目
を
向
け
、
し
か
も
歴
史
の
事
実
を
歪
曲
あ
る
い
は
捏
造
ま
で
し
て
、
他
者
に
責
任
を
転
嫁
す
る
こ

と
で
自
己
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
一
部
の
韓
国
人
の
態
度
は
、
ま
る
で
駄
々
っ
子
の
よ
う
だ
。 

日
本
側
に
も
責
任
が
あ
る
。
戦
後
の
日
本
人
は
、G

H
Q

の
占
領
政
策
の
下
で
、
戦
前
の
日
本
の
し
た
こ
と
は
す
べ
て
悪
か
っ
た
と
教
え
込
ま
れ

た
。
こ
う
し
て
贖
罪
意
識
を
植
え
付
け
ら
れ
た
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
、
左
翼
的
立
場
か
ら
日
本
の
過
去
を
批
判
し
、
韓
国
や
中
国
の
反
日
運
動
を

助
長
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
の
で
あ
る
。 

今
で
も
日
本
に
は
、
特
定
の
国
に
対
し
て
現
実
を
無
視
し
た
幻
想
を
抱
き
、
日
本
だ
け
が
間
違
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
物
言
い
を
す
る
人
が
少
な

く
な
い
。
そ
れ
を
論
調
に
し
て
い
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
も
存
在
す
る
。
わ
ざ
わ
ざ
外
国
に
ま
で
出
か
け
て
い
っ
て
、
日
本
の
悪
口
を
言
い
ふ
ら
す
政
治

家
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
も
残
念
な
が
ら
後
を
絶
た
な
い
。 

し
か
し
時
代
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
近
年
は
歴
史
の
検
証
が
進
ん
だ
結
果
、
過
去
の
事
実
に
対
す
る
理
解
が
進
み
、
韓
国
の
主
張
に
は
事
実
の
歪

曲
や
捏
造
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
次
々
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
繰
り
返
さ
れ
る
昨
今
の
韓
国
の
執
拗
な
反
日
運
動
は
、
日
本
人
の
間
に
い
た
ず
ら
に
韓
国
嫌
い
を
生
み
出
す
ば
か
り
で
、

日
韓
関
係
の
悪
化
を
意
図
し
た
悪
質
な
行
為
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
も
っ
と
現
実
を
直
視
し
、
時
代
の
先
を
見
通
し
た
冷
静
な
対
応
を
す
る
よ

う
韓
国
側
に
期
待
す
る
の
は
、
過
大
な
望
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
崔
書
勉
先
生
も
さ
ぞ
か
し
心
を
痛
め
て
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
残
念
で
な

ら
な
い
。 

日
本
と
し
て
重
要
な
こ
と
は
、
相
手
の
言
い
分
に
は
耳
を
傾
け
る
が
、
理
不
尽
な
要
求
に
対
し
て
は
毅
然
と
対
処
す
る
こ
と
だ
。
と
は
い
え
、
韓

国
人
の
示
す
感
情
的
な
反
日
的
言
動
に
対
し
て
、
日
本
人
ま
で
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
感
情
的
に
対
応
し
た
の
で
は
問
題
の
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
反
論

す
べ
き
こ
と
は
事
実
を
も
っ
て
き
ち
ん
と
論
理
的
に
反
論
し
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
冷
静
か
つ
理
性
的
な
態
度
で
、
相
手
の
心
情
を
も
思
い
や
り
な

が
ら
、
辛
抱
強
く
接
し
て
い
く
し
か
な
い
。
そ
れ
が
隣
国
と
し
て
の
宿
命
で
あ
る
。 



 

と
こ
ろ
で
、
一
方
で
は
こ
の
よ
う
に
日
韓
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
年
日
本
を
訪
れ
る
韓
国
人
観
光
客
は
相
変
わ
ら
ず
増
え

続
け
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
解
釈
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
一
般
の
韓
国
人
が
反
日
感
情
に
凝
り

固
ま
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
大
衆
レ
ベ
ル
の
接
触
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
国
間
の
相
互
理
解

が
深
ま
る
可
能
性
は
あ
り
う
る
し
、
ぜ
ひ
そ
う
い
う
方
向
に
も
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
韓
国
政
府
に
は
こ
う
し
た
現
実
を
直
視
し

て
、
未
来
志
向
で
日
韓
関
係
の
改
善
に
取
り
組
ん
で
ほ
し
い
と
願
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。 

日
本
は
も
と
も
と
八
百
万
の
神
の
国
で
あ
り
、
多
神
教
の
国
で
あ
る
。「
和
を
以
て
貴
し
と
な
す
」
国
で
あ
る
。
だ
か
ら
白
か
黒
か
の
ど
ち
ら
か
一

つ
が
正
解
で
、
そ
れ
以
外
は
間
違
っ
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
内
部
で
は
様
々
な
意
見
が
あ
ろ
う
と
も
、
外
部
に
対
し
て
は
一
つ
に
ま
と
ま
る
。
そ

れ
が
日
本
人
の
生
活
の
智
慧
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
忍
耐
と
寛
容
の
精
神
が
必
要
で
あ
り
、
何
よ
り
も
相
手
に
敬
意
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
と
国
の
関
係
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。 

日
本
は
決
し
て
好
戦
的
な
国
で
は
な
い
。
侵
略
的
な
行
動
を
と
っ
た
の
は
二
十
世
紀
の
前
半
の
短
い
期
間
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
西
洋
列
強
に
よ

る
膨
張
的
な
帝
国
主
義
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
軍
国
主
義
が
日
本
の
本
質
で
は
な
い
こ
と
は
、
戦
後
七
十
年
間
の
歴
史
を
見
れ
ば

明
ら
か
で
あ
る
。 








