
の
地
を
首
都
必
ず
る
朝
鮮
民
主
主
義
太
民
共
和
圏
に
お
い
て
『
高
句
麗
不
壊
滅
』

と
い
う
鐙
系
的
な
研
究
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
少
な
か
ら
ず
問
題
か
あ
り
、

再
考
の
絵
地
は
充
分
あ
る
の
で
あ
る
。

本
報
告
で
は
さ
ら
に
、
東
ア
ジ
ア
都
城
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
、
高
句
麗

園
家
史
の
展
開
に
お
け
る
長
安
城
時
代
の
設
定
広
劃
す
る
見
通
し
に
も
、
ふ
れ

て
ι

み
た
い
。

-一

「
包
公
」
停
設
の
演
襲

木

生

回

知

牝
宋
時
代
の
質
在
人
物
包
怒
ハ
九
九
九
|
一

O
六
ニ
〉
は
、
生
前
、
仁
宗
の

嘉
砿
元
年
か
ら
同
三
年
ま
で
園
都
開
封
府
の
長
官
を
勤
め
た
。

1
4
の
聞
の
ず
ぐ

れ
た
行
政
手
腕
と
そ
の
前
後
の
地
方
官
及
び
中
央
官
僚
歴
任
中
の
仕
事
ぷ
り

は
、
同
時
代
人
に
も
影
響
を
輿
え
、
幾
つ
か
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
残
す
結
果
と
な

っ
た
。
そ
の
事
蹟
の
数
々
ば
、
宋
代
の
基
本
史
料
と
い
え
る
『
績
資
治
通
鑑
長

編
』
等
の
諸
史
料
に
窺
え
る
。
ぎ
た
、
死
後
し
ば
ら
く
す
る
と
、
今
度
ば
、
そ

の
包
怒
が
話
本
・
雑
劇
の
主
人
公
と
し
て
、
交
整
作
品
の
中
に
登
場
し
、
そ
の

時
々
の
時
代
精
神
の
な
に
が
し
か
を
象
徴
・
反
映
す
る
存
在
と
し
て
、
人
々
に

記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
b

と
の
度
の
震
表
で
は
、
近
来
新
た
に
夜
見
さ
れ

た
『
明
成
化
刊
本
設
唱
詞
話
』
と
、
小
説
集
『
龍
園
公
案
』

一等
を
材
料
に
、
元

雑
劇
か
ら
あ
と
の

「
包
公
」
像
を
、

'そ
の
歴
史
背
景
と
と
も
に
明
ら
か
に
し
て

み
た
い
。
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惰
代
の
麻
兵
制
に
づ

-い
て

気
賀
津

規

保

簡
の
文
帝
は
、
全
土
の
再
統
一
に
成
功
し
た
翌
開
皇
十
年
(
五
九

O
)、
兵
士

の
軍
籍
か
ら
民
籍
へ
の
移
行
、
嘗
北
湾
地
域
一
帯
に
配
置
し
た
軍
府
の
廃
止
の

兵
制
改
革
を
賀
行
し
た
が
、
こ
れ
は
、
丘
ハ
民
一
致
制
の
確
立
と
軍
府
の
開
中
方

面
へ
の
集
中
を
促
し
、
唐
の
府
兵
制
の
起
黙
に
な
っ
た
と
し
て
、
府
兵
制
史
上

と
く
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
台
・
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
と
き
の
詔
殺
の
内
容
を
、
蛍
時
の
紋
況
、
兵
士
や
寧

府
の
位
置
、
そ
れ
ら
に
た
い
す
る
園
家
の
針
臆
等
に
も
目
を
向
け
て
捉
え
返
し

て
み
る
と
き
、
果
し
て
府
兵
制
の
あ
り
方
を
一
興
せ
し
め
る
ほ
ど
の
意
味
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
か
疑
問
に
な
っ
て
く
る
)
そ
も
そ
も
西
貌
以
来
の
府
兵
制

が
、
郷
兵
の
結
集
と
い
う
形
を
と
っ
て
、
下
が
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
く
み
上
げ

る
な
か
ぜ
成
立
設
展
し
て
晶
A
h

た
と
す
る
と
、
文
一
帝
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
し
た
形

を
と
る
兵
力
の
結
集
の
有
数
性
現
質
性
が
認
識
さ
れ
て
い
て
む
も
よ
い
ぬ
子
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
関
皇
十
年
に
お
け
る
軍
籍
の
民
籍
へ
-の
統
合
も
、
兵
士
た
ち

の
本
来
の
立
場
・
役
割
に
は
基
本
的
に
渡
り
は
な
か
っ
た
、
と
す
る
方
向
で
解

す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
む
し
ろ
本
格
的
な
兵
民
一
致
の
遁
求
ば
、
つ
ぎ
の

湯
帝
に
よ
る
線
管
府
の
全
度
、
軍
府
の
増
設
、
鷹
揚
府
制
の
裂
足
と
い
っ
た
一

連
の
政
策
の
な
か
で
考
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
揚
脅
の
試
み
も
、

結
局
は
貫
徹
で
き
ず
、
逆
に
最
後
は
携
果
と
よ
ば
れ
る
募
兵
に
頼
ら
ざ
る
を
え

な
か
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

。
f
，

け

6

以
上
、
本
報
告
ぜ
は
、
関
皇
十
年
の
改
革
へ
の
疑
問
を
一
-
つ
め
手
が
か
り
に
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し
て
、
惰
代
府
兵
制
の
寅
態
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

近
代
イ
ラ
ン
立
憲
闘
争
史
序
論

|
|
吋

V
S巳
0
.
「
明
白
]
削
自
に
み
る

ζ
a
Fロ4
0

の
意
味
を

め
ぐ
っ
て
ー
ー
ー

八
尾
師

誠

タ
バ
コ
・
ボ
イ
コ
ッ
ト
運
動
、
立
熊
羊
命
、
石
油
園
有
化
闘
争
、
今
次
「
イ

ス
ラ
l
ム
革
命
」
と
繍
く
、
イ
ラ
ン
近
現
代
史
の
展
開
過
程
に
お
け
る
大
衆
的

政
治
闘
争
の
高
揚
期
に
、
ウ
ラ
マ
ー
が
果
し
た
政
治
的
役
割
り
、
就
中
そ
の
大

衆
指
導
力
及
び
闘
争
の
決
定
的
局
面
へ
の
園
民
の
大
衆
動
員
に
示
し
た
彼
ら
の

比
類
な
き
力
量
と
影
響
力
は
、
イ
ラ
ン
近
現
代
史
の
特
徴
的
側
面
と
し
て
、
こ

れ
ま
で
も
多
く
の
研
究
者
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
イ
ス
ラ

l
ム
的
政
治
思
想
の
停
統
と
、
西
欧
流
立
憲
思
想
の
交
錯
、
相
克
が
現
質
化

し
、
激
し
い
政
治
闘
争
を
惹
起
す
る
過
程
で
、
ウ
ラ
マ

l
の
政
治
闘
争
闘
輿
の

基
本
的
パ
タ

l
γ
が
形
成
さ
れ
る
立
憲
革
命
期
の
分
析
は
不
可
依
の
課
題
と
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ま
で
の
こ
の
時
期
に
関
す
る
論
考
の
多
く
は
、

ウ
ラ
マ

1
の
立
憲
制
概
念
理
解
を
め
ぐ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
分
析
に
終
始
し
て
い

た
。
そ
の
理
由
の
一
端
は
史
料
的
制
約
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、
一
九
七
七
年
に
テ
ヘ
ラ
ン
で
刊
行
さ
れ
た
「
タ
ブ
リ

1
ズ
の
殉
教
者
セ
カ

ト
ル
・
エ
ス
ラ
l
ム
の
著
作
集
」
と
題
す
る
史
料
集
は
、
こ
の
時
期
の
立
憲
闘

争
の
頂
貼
を
な
す
タ
プ
リ

1
ズ
蜂
起
に
深
く
関
興
し
た
有
力
立
憲
涯
ウ
ラ
マ
ー

の
-
人
で
あ
る
セ
カ
ト
ル
・
エ
ス
ラ
l
ム
の
日
記
、
書
簡
、
論
文
(
円
。
印
刷
-
o
〉
を

網
羅
的
に
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
研
究
の
閉
塞
伏
況
を
打
破
し
、
ウ
ラ

マ
ー
の
大
衆
指
導
の
貧
態
、
立
憲
闘
争
の
展
開
過
程
に
お
け
る
具
種
的
な
位
置

と
役
割
り
を
分
析
す
る
う
え
で
重
要
な
手
掛
り
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

ア
イ
ユ

l
プ
朝
の
イ
ク
タ

I
制
に
つ
い
て佐

今ζ

高

藤

サ
ラ
デ
ィ
ン
ザ
Z
V
同
「
巴
日
ロ
〈
在
位
一
二
ハ
九
|
九
三
年
〉
に
よ
る
ア
イ
ユ

1
.フ
朝
の
創
始
と
イ
グ
タ

I
E
A剛
院
制
の
導
入
が
エ
ジ
プ
ト
史
に
新
し
い
時
代

を
開
く
端
緒
と
な
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
イ
ク
タ
i
制
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
セ
ル
ジ
ュ

1
ク
朝
の
停
統
を
引

く
ア
イ
ュ
l
プ
朝
の
イ
ク
タ
ー
は
、
そ
の
施
行
の
範
囲
が
エ
ジ
プ
ト
の
全
土
に

及
ん
だ
こ
と
、
イ
ク
タ
l
保
有
者

B
Z買
に
は
軍
事
奉
仕
の
義
務
が
課
せ
ら

れ
た
こ
と
、
ま
た
政
府
に
劃
す
る
納
税
義
務
は
菟
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
な
ど
の
貼
で
、
フ
ァ

1
テ
ィ
マ
朝
時
代
の
イ
タ
タ
ー
と
は
根
本
的
に
性
格
が

異
な
る
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
イ
グ
タ
l
授
輿
文
書
の
作
成
や
年
牧
高
(
イ
プ
ラ
〉
の
査
定
に
係
る

業
務
に
着
目
す
れ
ば
、
ア
イ
ユ

1
プ
朝
の
イ
ク
タ
ー
は
、
フ
ァ

1
テ
ィ
マ
朝
時

代
以
来
の
エ
ジ
プ
ト
に
固
有
な
官
僚
組
織
に
よ
っ
て
運
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
る
。
こ
こ
で
は
ア
イ
ユ

1
プ
朝
時
代
の
イ
ク
タ

1
の
寅
態
を
ふ
ま
え
た

う
え
で
、
フ
ァ
l
テ
ィ
マ
朝
末
期
か
ら
ア
イ
ユ

1
プ
朝
時
代
の
初
期
に
か
け
て

生
き
た
宮
件
宮
口

E
の
寓
本
史
料
ハ
宮
古
冨
』

b
己
目
同

za』
冨
苔
〉
を

検
討
し
、
フ

7
1
テ
ィ
マ
朝
と
ア
イ
ユ

l
プ
朝
の
イ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の

共
通
貼
と
相
違
貼
と
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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