
北
朝
鮮
の
『
先
軍
」
が
ら

『
先
民
』
へ
の
転
換
を
願
い
な
が
ら

長
く
北
朝
鮮
ウ
ォ
ッ
チ
を
続
け
て
い
る
つ
も
り
だ

が
、
今
年
に
入
っ
て
４
月
末
く
ら
い
ま
で
の
北
朝
鮮

の
挑
発
的
な
対
応
を
ど
う
考
え
て
よ
い
の
か
悩
ん
だ
。

３
月
５
日
に
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
協
定
を
白
紙
化
す

る
と
し
、
３
月
６
日
に
「
ソ
ウ
ル
も
ワ
シ
ン
ト
ン

も
火
の
海
に
」
、
３
月
８
日
に
「
南
北
不
可
侵
に
関

す
る
過
去
す
べ
て
の
合
意
の
全
面
破
棄
」
、
３
月
加

日
に
「
反
米
全
面
対
決
戦
の
最
終
段
階
に
突
入
」
と

宣
言
し
、
３
月
鋤
日
に
「
米
韓
の
挑
発
を
受
け
れ
ば
、

局
地
戦
に
と
ど
ま
ら
ず
全
面
戦
争
、
核
戦
争
に
ま
で

広
が
る
」
と
し
、
４
月
２
日
に
稼
働
を
中
断
し
て
い

る
寧
辺
の
５
０
０
０
キ
ロ
ワ
ッ
ト
黒
鉛
減
速
炉
の
再

稼
働
を
言
明
し
、
４
月
９
日
に
平
壌
の
外
国
人
に
退

避
準
備
を
勧
告
、
開
城
工
業
団
地
の
北
朝
鮮
労
働
者

５
万
３
０
０
０
人
の
撤
収
ｌ
と
い
う
常
軌
を
逸
し

た
よ
う
な
挑
発
的
な
言
動
を
繰
り
返
し
た
。

「
無
茶
路
線
」
か
ら
対
話
姿
勢
へ

北
朝
鮮
は
特
異
な
国
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
が
、

ず
っ
と
北
朝
鮮
を
見
て
い
る
と
、
北
朝
鮮
な
り
の
論

理
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
外
部
の
論
理
で
見
て

い
る
と
「
暴
走
」
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
北
朝
鮮
の

内
部
的
な
論
理
か
ら
見
る
と
そ
う
な
る
し
か
な
い
必

然
性
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
北
朝

↑
平
和
公
園
内
に
移
設
さ
れ
た
韓
国
人
原
爆
犠
一

牲
者
慰
霊
碑
／
広
島

蝿

響蕊

７

欠
蒜
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鮮
は
「
予
見
不
能
の
国
」
で
は
な
く
、
「
予
見
可
能

な
国
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
今
年
に
入
り
４
月
末
ぐ
ら
い
ま
で
の
北

朝
鮮
は
、
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
「
予
見
可
能
性
」

を
超
え
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
協
定
や
、
韓
国
と
の
南

北
不
可
侵
に
関
す
る
合
意
を
一
方
的
に
白
紙
化
し
た

り
破
棄
し
た
り
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
と
の
合
意
や
協
定

は
今
後
、
何
の
意
味
も
持
た
な
く
な
る
か
ら
だ
。
休

戦
協
定
は
調
印
し
た
国
連
軍
、
北
朝
鮮
、
中
国
の
３

者
が
合
意
し
な
く
て
は
修
正
や
破
棄
は
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
。
一
方
的
な
修
正
や
破
棄
を
認
め
れ

ば
「
休
戦
協
定
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
意
味
が
な
陥

に
も
か
か
わ
ら
ず
行
な
わ
れ
た
北
朝
鮮
の
余
り
の

「
無
茶
ぶ
り
」
に
ど
う
対
応
し
て
よ
い
の
か
悩
ん
だ
。

北
朝
鮮
自
身
が
約
束
し
た
こ
と
や
国
際
的
な
合
意

を
あ
ま
り
に
簡
単
に
次
々
に
白
紙
化
し
、
破
棄
す
れ

ば
、
今
後
、
誰
が
北
朝
鮮
を
相
手
に
す
る
だ
ろ
う
か
。

幸
い
、
こ
の
「
無
茶
ぶ
り
」
攻
勢
は
何
の
成
果
も

生
み
出
さ
ず
、
５
月
に
入
る
と
、
逆
に
積
極
的
な
対

話
攻
勢
を
掛
け
て
来
た
。
「
関
係
各
国
と
共
に
努
力

し
、
６
ヵ
国
協
議
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
対
話
と

協
議
を
通
じ
て
関
連
問
題
を
適
切
に
解
決
し
た
い
」

（
崖
龍
海
軍
総
政
治
局
長
）
と
６
カ
国
協
議
を
含
め
た

平
芽
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な
わ
ち
朝
鮮
戦
争
の
休
戦
協
定
を
平
和
協
定
に
切
り

替
え
る
協
議
に
は
応
じ
る
と
い
う
姿
勢
は
一
貫
し
て

い
る
。
対
話
に
は
応
じ
る
が
、
そ
れ
は
非
核
化
で
は

な
く
、
平
和
協
定
締
結
の
た
め
の
対
話
だ
と
い
う
こ

と
だ
。

核
繍
有
の
論
理
を
認
め
て
は
な
ら
な
い

僕
は
早
く
日
朝
国
交
正
常
化
を
実
現
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
泣
致
問

題
を
進
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
安
倍
政
権
が

や
っ
て
い
る
圧
力
一
辺
倒
の
政
策
や
朝
鮮
学
校
を
高

校
無
償
化
の
対
象
に
し
な
い
こ
と
に
も
反
対
だ
。
し

か
し
、
北
朝
鮮
の
軍
事
優
先
の
「
先
軍
路
線
」
は
間

違
っ
て
い
る
と
思
う
し
、
北
朝
鮮
は
核
を
放
棄
す
べ

き
だ
と
考
え
て
い
る
。

最
近
、
関
西
で
講
演
を
す
る
機
会
が
あ
り
、
金
正

恩
政
権
の
１
年
半
に
つ
い
て
話
を
し
た
。
そ
の
場
で
、

在
日
本
朝
鮮
人
総
連
合
会
（
朝
鮮
総
連
）
に
所
属
し

て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
方
か
ら
批
判
を
受
け
た
。
「
北

１

…
；
”

朝
鮮
な
ど
と
い
う
国
は
な
い
、
な
ぜ
朝
鮮
民
主
主
義

人
民
共
和
国
と
言
わ
な
い
の
か
」
「
（
北
朝
鮮
は
核
を

放
棄
す
べ
き
だ
と
い
う
）
あ
な
た
の
話
は
オ
バ
マ
の
主

張
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
」
ｌ
と
い
う
批
判
だ
っ
た
．

北
朝
鮮
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、
そ
う
い
う
不
満
は
あ

る
だ
ろ
う
が
北
朝
鮮
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
話
の
中

で
断
っ
た
。
し
か
し
、
北
朝
鮮
の
先
軍
路
線
や
核
保

有
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

僕
は
日
本
と
北
朝
鮮
の
国
交
正
常
化
を
求
め
て
い

る
人
た
ち
こ
そ
が
、
北
朝
鮮
の
先
軍
路
線
に
反
対
し
、

北
朝
鮮
の
核
に
反
対
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
北

朝
鮮
は
自
衛
の
た
め
に
、
抑
止
力
と
し
て
核
兵
器
を

保
有
す
る
に
至
っ
た
と
し
、
こ
れ
は
米
国
の
北
朝
鮮

敵
視
政
策
の
結
果
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

こ
の
論
理
を
認
め
れ
ば
、
北
朝
鮮
の
核
を
脅
威
と

す
る
日
本
や
韓
国
の
核
武
装
化
を
阻
止
す
る
論
理
的

根
拠
は
な
く
な
り
、
台
湾
を
含
め
て
す
べ
て
東
ア
ジ

ア
の
核
武
装
論
を
刺
激
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

事
実
、
日
本
や
韓
国
の
一
部
の
保
守
主
義
者
の
中
か

ら
そ
う
い
う
声
が
出
て
、
そ
の
声
は
次
第
に
強
く
な

り
つ
つ
あ
る
。
ヒ
ロ
シ
マ
、
ナ
ガ
サ
キ
を
経
験
し
た

日
本
は
絶
対
に
北
朝
鮮
の
核
保
有
を
認
め
て
は
な
ら

な
い
。今

年
４
月
皿
日
、
朝
鮮
労
働
党
機
関
紙
『
労
働
新

聞
』
は
「
対
朝
鮮
敵
対
視
策
動
が
日
本
に
も
た
ら
す

も
の
は
破
滅
だ
け
だ
」
と
い
う
論
評
を
掲
載
し
た
。

こ
の
論
評
は
東
京
、
大
阪
、
横
浜
、
名
古
屋
、
京
都

に
日
本
の
人
口
の
３
分
の
１
が
住
ん
で
い
る
と
指
摘

し
「
か
っ
て
の
朝
鮮
戦
争
の
時
、
わ
れ
わ
れ
は
日
本

に
あ
る
侵
略
基
地
を
報
復
。
攻
撃
す
る
能
力
が
な

対
話
を
求
め
て
い
る
。
日
本
の

飯
島
勲
内
閣
参
与
の
訪
朝
を
受

け
入
れ
、
韓
国
と
も
開
城
工
業

団
地
正
常
化
の
話
し
合
い
を
進

め
る
な
ど
対
話
姿
勢
に
転
じ
た
。

北
朝
鮮
は
「
挑
発
」
か
ら
「
対

話
」
に
大
き
く
路
線
を
転
換
し

た
よ
う
に
み
え
る
が
、
本
質
は

変
わ
っ
て
い
な
い
。
核
兵
器
を

保
有
し
て
非
核
化
に
は
応
じ
ず
、

朝
鮮
半
島
の
平
和
と
安
定
、
す
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諦
量
蜂
瑚
密

か
つ
た
。
し
か
し
、
今
、
わ
が
人
民
軍
隊
は
、
日
本

は
も
ち
ろ
ん
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
の
米
侵
略
軍
事

基
地
ま
で
撃
破
し
て
し
ま
う
報
復
能
力
を
十
分
に
保

有
し
て
い
る
。
日
本
の
地
に
は
数
多
く
の
米
軍
核
基

地
や
原
子
力
関
連
施
設
、
軍
事
施
設
が
あ
ち
こ
ち
に

あ
る
。
日
本
は
別
世
紀
、
１
９
４
０
年
代
に
蒙
っ
た

核
惨
禍
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
す
さ
ま
じ
い
災

難
を
蒙
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
時
代
は
変
わ
っ
た
。

言
葉
で
言
っ
た
時
は
過
ぎ
た
」
と
指
摘
し
た
。

北
朝
鮮
が
米
国
や
日
本
の
敵
視
政
策
で
国
際
的
な

孤
立
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
こ
と
は

で
き
て
も
、
北
朝
鮮
の
先
軍
路
線
の
中
に
存
在
す
る
、

こ
う
し
た
論
評
の
中
に
存
在
す
る
被
害
者
意
識
の
裏

返
し
と
し
て
の
攻
撃
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

百
歩
譲
っ
て
こ
う
し
た
攻
撃
に
言
及
す
る
に
し
て
も
、

こ
の
論
評
の
筆
者
は
、
有
事
の
攻
撃
対
象
の
日
本
の

中
で
暮
ら
す
在
日
同
胞
の
こ
と
を
考
え
た
で
あ
ろ
う

か
と
問
い
返
し
た
い
。

民
生
寝
先
へ
の
転
換
を

僕
は
自
分
の
書
い
た
本
の
中
で
も
指
摘
し
た
が
、

忌
野
清
志
郎
さ
ん
の
「
あ
こ
が
れ
の
北
朝
鮮
」
と
い

う
歌
に
と
て
も
興
味
を
抱
い
た
。
情
志
郎
さ
ん
は
歌

の
中
で
「
朝
鮮
民
主
主
義
人
民
共
和
国
」
と
い
う

国
名
を
「
朝
鮮
」
「
民
主
主
義
」
「
人
民
」
「
共
和
国
」

と
区
切
っ
て
歌
っ
て
い
る
。
北
朝
鮮
の
正
式
の
国
名

を
そ
う
い
う
風
に
区
切
っ
て
歌
わ
れ
る
と
、
北
朝
鮮

は
「
民
主
主
義
」
な
の
か
、
「
人
民
」
の
国
な
の
か
、

本
当
に
「
共
和
国
」
な
の
か
と
問
わ
れ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
る
。

８



「
私
は
、
こ
の
国
は
今
、
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
時

代
に
似
て
き
て
い
る
と
思
う
。
民
主
的
な
ワ
イ
マ
ー

ル
憲
法
の
も
と
の
共
和
制
を
破
壊
し
、
ナ
チ
が
『
第

三
帝
国
』
を
樹
立
し
た
。
そ
の
過
程
を
想
い
起
こ
し

て
ほ
し
い
．
：
議
会
の
多
数
決
を
得
て
全
権
委
任

法
を
成
立
さ
せ
ワ
イ
マ
ー
ル
体
制
を
崩
し
た
。
民
主

主
義
の
も
と
で
民
主
主
義
を
殺
し
た
ん
で
す
。
」
（
小

田
実
最
後
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
『
世
墨
２
０
０
７
年
８
月
号
）

６
年
前
の
第
一
次
安
倍
政
権
下
で
国
民
投
票
法
や

教
育
基
本
法
成
立
時
の
日
本
の
空
気
を
「
戦
前
」
の

よ
う
だ
と
憂
え
、
日
本
の
未
来
を
危
倶
す
る
こ
の
言

葉
は
、
小
田
さ
ん
の
予
測
通
り
現
実
化
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

憲
法
改
正
の
た
め
の
％
条
も
、
国
会
議
員
の
３
分

の
２
の
多
数
決
を
２
分
の
１
に
す
る
と
い
う
。
し
か

も
、
国
民
投
票
の
最
低
投
票
率
も
定
め
て
い
な
い
。

都
議
選
で
の
“
数
％
の
低
投
票
率
、
過
半
数
ぎ
り

ぎ
り
で
の
投
票
で
改
憲
勢
力
が
過
半
数
の
議
席
を

取
っ
た
参
議
院
選
挙
の
結
果
を
見
て
、
「
１
票
の
行

使
」
が
で
き
な
い
在
日
外
国
人
で
あ
る
私
は
も
ど
か

し
さ
ば
か
り
が
募
っ
た
。

購
蕊
執
悪
駕
一
凝
玉
熱
灘
浄
謹
瀞
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僕
は
北
朝
鮮
が
嫌
い
で
は
な
い
。
し
か
し
「
先
軍
」

は
嫌
い
だ
。
北
朝
鮮
が
早
く
「
先
軍
」
を
捨
て
て
、
「
先

民
」
の
道
を
選
択
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る
。
「
先
民
」

の
「
民
」
は
ま
ず
「
民
衆
」
で
あ
り
「
民
生
」
で
あ

る
。
軍
事
優
先
政
策
を
民
衆
本
位
の
民
生
優
先
の
政

策
に
転
換
す
べ
き
だ
。
次
の
ス
テ
ッ
プ
は
「
民
族
」
だ
。

韓
国
と
の
共
存
共
栄
の
道
を
歩
み
、
平
和
統
一
を
目

指
し
て
ほ
し
い
。
そ
し
て
、
そ
の
民
衆
、
民
族
を
大

切
に
す
る
道
は
「
民
主
主
義
」
へ
向
か
う
道
に
つ
な

が
る
と
思
う
。

長
ぐ
北
朝
鮮
を
研
究
対
象
に
し
て
き
た
中
で
、
北

朝
鮮
の
内
部
で
い
ろ
い
ろ
と
悩
ん
で
い
る
人
た
ち
が

い
る
こ
と
も
知
っ
た
。
北
朝
鮮
内
部
に
も
様
々
な
矛

盾
に
苦
し
み
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
る

人
た
ち
が
存
在
す
る
こ
と
は
日
本
の
人
た
ち
に
も

知
っ
て
ほ
し
い
。

（
ひ
ら
い
。
ひ
さ
し
／
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）

勢
珍

の
議
会
の
議
員
を
選
挙
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
行

憲
法
の
「
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
住
民
が
、
直
接
選

挙
す
る
」
か
ら
「
日
本
国
籍
を
有
す
る
も
の
が
直
接

選
挙
す
る
」
（
自
民
党
憲
法
草
案
拠
条
２
項
）
へ
と
変
わ
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

永
住
外
国
人
の
地
方
参
政
権
を
法
的
に
除
外
す
る

こ
と
は
、
朝
鮮
を
植
民
地
化
し
た
結
果
の
犠
牲
者
と

し
て
日
本
に
住
む
在
日
コ
リ
ア
ン
で
あ
る
私
達
に
民

主
主
義
を
行
使
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

民
主
主
義
の
も
と
で
鶴
主
主
義
を
殺
さ
ぬ
彪
め
に

ｌ
『
有
権
雷
」
と
認
め
ら
楓
聴
い
『
詣
民
」
と
し
て

．
。
騨
雫
．
。
》
玄
。
香
実

私
が
自
民
党
の
憲
法
改
正
案
で
注
目
し
、
危
倶
し

て
い
る
の
は
、
第
昭
条
の
地
方
公
共
団
体
の
長
、
そ

東
日
本
大
震
災
か
ら
約
２
年
半
、
遅
々
と
し
て
進

ま
な
い
被
災
地
の
復
興
、
「
棄
民
」
と
さ
れ
故
郷
へ

戻
れ
な
い
被
災
者
。
福
島
原
発
の
放
射
能
汚
染
の
現

状
は
、
阪
神
大
震
災
後
の
「
市
民
」
も
「
街
」
も
置

き
去
り
に
し
た
当
時
の
復
興
と
重
な
る
。

被
災
者
へ
の
公
的
支
援
を
求
め
る
市
民
Ⅱ
議
員
立

法
推
進
本
部
東
京
事
務
局
長
と
し
て
、
デ
モ
、
集
会
、

国
会
ロ
ビ
ー
活
動
を
夢
中
で
し
て
い
た
私
は
、
「
被

災
者
生
活
支
援
法
」
成
立
へ
向
け
て
の
プ
ロ
セ
ス
の

中
で
、
民
主
主
義
（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）
と
い
う
も
の
は
、

陳
情
で
は
な
く
、
一
つ
一
つ
市
民
が
提
案
し
て
動
き
、

議
員
へ
働
き
か
け
、
創
り
上
げ
て
い
く
も
の
だ
と
痛

感
し
た
。

当
時
、
衆
議
院
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
た
阪
神
・
淡


