
日
文
協
の
大
会
を
韓
国
で
開
き
ま
せ
ん
か 
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兼
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新
年
を
迎
え
た
と
同
時
に
、
い
き
な
り
去
年
の
話
か
ら
始
め
て
恐
縮
だ
が
、
昨
春
、
韓
国
で
開
か
れ
た
韓

国
日
本
文
化
学
会
（
二
〇
〇
六
年
四
月
、
韓
国
天
安
市
、
祥
明
大
学
校
）
で
講
演
を
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

も
と
よ
り
私
な
ど
が
、
そ
う
し
た
講
演
の
責
め
を
塞
ぐ
に
相
応
し
い
は
ず
も
な
い
の
だ
が
、
近
年
、
専
門
の

近
世
小
説
に
加
え
て
、
朝
鮮
時
代
の
古
典
小
説
を
「
冬
ソ
ナ
」「
チ
ャ
ン
グ
ム
」
フ
ァ
ン
の
ご
と
く
に
渉
猟

し
て
い
る
私
を
、
面
白
が
っ
て
推
薦
し
て
下
さ
る
方
が
い
ら
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
当
日
、「
方
法

と
し
て
の
〈
東
ア
ジ
ア
〉」
と
題
す
る
些
か
大
風
呂
敷
な
発
表
を
行
い
、
朝
鮮
古
小
説
を
代
表
す
る
恋
愛
物

語
の
『
九
雲
夢
』（
金
萬
重
）
と
日
本
の
近
世
小
説
『
好
色
一
代
男
』（
西
鶴
）
な
ど
を
題
材
に
し
て
、
十
七

世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
何
故
突
如
と
し
て
恋
愛
小
説
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
の
か
、ま
た
日
韓
比
較
文
学
研

究
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
た
。 

講
演
終
了
後
に
分
科
会
が
あ
り
、
私
は
古
典
文
学
の
セ
ク
シ
ョ
ン
に
参
加
、
様
々
な
方
の
ご
発
表
を
拝
聴

し
質
問
や
討
議
を
す
る
な
ど
し
て
大
変
有
意
義
な
一
日
を
過
ご
し
た
。私
の
よ
う
な
韓
国
語
初
心
者
を
意
識

し
て
下
さ
っ
て
か
大
方
は
日
本
語
で
の
や
り
と
り
で
、ふ
と
気
付
け
ば
毎
年
七
月
に
行
わ
れ
る
日
文
協
の
大

会
の
分
科
会
に
参
加
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
。さ
ら
に
そ
う
し
た
気
分
を
高
め
て
く
れ
た
の
は
発

表
者
の
顔
ぶ
れ
だ
っ
た
。
古
典
の
分
科
会
で
近
世
か
ら
発
表
さ
れ
た
の
は
、
韓
京
子
氏
「
近
松
の
心
底
劇
」、

金
京
姫
氏
「
上
田
秋
成
の
和
歌
と
俳
諧
―
紀
行
文
を
中
心
に
」、
李
炫
瑛
氏
「「
東
都
歳
時
記
」
の
一
考
察
―

「
朝
鮮
歳
時
記
」
と
の
比
較
を
中
心
に
」
の
三
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
韓
京
子
氏
と
金
京
姫
氏
は
こ
こ
二

三
年
の
間
、
日
文
協
の
大
会
で
も
発
表
さ
れ
、
ま
た
『
日
本
文
学
』
に
も
投
稿
・
掲
載
さ
れ
て
い
る
方
た
ち

で
あ
る
。
お
二
人
の
発
表
内
容
は
更
に
磨
き
が
か
か
っ
て
お
り
大
い
に
啓
発
さ
れ
た
。 

大
会
終
了
後
、
お
世
話
に
な
っ
た
大
会
役
員
の
金
泰
燾
氏
（
韓
国
、
韓
瑞
大
学
教
授
）
や
他
の
大
会
関
係

者
と
お
話
を
し
な
が
ら
、
韓
国
に
お
け
る
日
本
文
学
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
伺
っ
た
。
そ
の
大
筋
は
、
①
昨

今
日
本
語
、
日
本
文
化
・
文
学
へ
の
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
、
②
韓
国
の
日
本
文
学
研
究
者
は
日
本

の
研
究
状
況
の
把
握
に
苦
慮
し
て
い
る
こ
と
、
③
韓
国
独
自
の
日
本
文
学
研
究
、
韓
日
比
較
文
学
研
究
を
模

索
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。
若
干
の
説
明
を
試
み
て
お
こ
う
。 

①
こ
こ
三
、
四
年
、
韓
国
で
は
空
前
の
中
国
ブ
ー
ム
で
各
大
学
で
も
中
国
関
連
学
科
の
人
気
が
日
本
関
連
学

科
を
追
い
越
し
た
。
私
も
、
韓
国
へ
行
く
た
び
に
日
本
語
日
本
文
学
研
究
者
の
嘆
き
を
聞
い
た
も
の
だ
っ
た

が
、
実
際
に
中
国
と
の
交
流
・
韓
国
企
業
の
中
国
進
出
な
ど
を
始
め
て
み
れ
ば
、
上
手
く
行
か
な
い
ケ
ー
ス

が
多
く
、
昨
今
中
国
ブ
ー
ム
は
冷
め
始
め
た
状
態
だ
と
言
う
。
そ
れ
と
同
時
に
日
本
へ
の
関
心
が
再
度
高
ま

り
始
め
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
機
に
乗
じ
て
云
々
と
い
う
こ
と
で
は
毛
頭
な
い
が
、
韓
中
関
係
は
東

ア
ジ
ア
文
化
に
大
き
く
影
響
を
与
え
る
。
日
本
で
は
日
中
・
日
韓
の
報
道
ば
か
り
で
、
韓
中
関
係
の
情
報
は

極
め
て
少
な
い
が
、
注
視
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

②
日
韓
は
近
く
な
っ
た
と
は
言
え
、
行
き
来
す
る
と
な
る
と
や
は
り
一
苦
労
で
あ
る
。
特
に
韓
国
の
地
方
大



学
に
勤
務
し
て
い
る
方
た
ち
か
ら
す
れ
ば
尚
更
で
あ
る
。
そ
う
し
た
状
況
下
、
最
新
の
日
本
文
学
研
究
状
況

を
把
握
す
る
の
に
苦
労
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
日
本
の
学
会
に
出
席
す
る
こ
と
も
難
し
く
、
人

間
関
係
も
広
が
り
に
く
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
書
い
た
よ
う
に
、
私
は
昨
今
朝
鮮
時
代
の
古
典
小
説

や
そ
の
解
説
・
論
文
等
を
渉
猟
し
て
い
る
が
、
韓
国
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
に
よ
る
ア
ー
カ
イ
ブ
の
公
開
に
は
助

か
っ
て
い
る
。
特
に
多
く
の
論
文
を
ウ
ェ
ブ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
の
は
本
当
に
有
難
い
。
翻
っ
て
日

本
で
は
ま
だ
ま
だ
そ
う
し
た
環
境
に
至
っ
て
い
な
い
。
外
国
の
み
な
ら
ず
日
本
の
地
方
に
も
向
け
た
日
本
文

学
研
究
の
サ
ポ
ー
ト
と
し
て
、
こ
う
し
た
ア
ー
カ
イ
ブ
の
問
題
は
焦
眉
の
急
で
あ
る
。 

③
韓
国
の
文
学
研
究
者
と
話
を
し
て
い
る
と
、
彼
我
の
研
究
方
法
の
違
い
を
感
じ
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
韓

国
で
は
儒
教
の
影
響
で
思
想
・
歴
史
と
い
っ
た
大
き
な
枠
組
み
で
研
究
を
進
め
る
ケ
ー
ス
が
多
い
。
た
と
え

ば
先
に
挙
げ
た
金
萬
重
で
あ
る
が
、
日
本
の
西
鶴
に
匹
敵
す
る
彼
の
専
門
家
と
い
う
の
は
韓
国
に
居
な
い
。

韓
国
の
研
究
者
は
朝
鮮
小
説
史
や
家
門
小
説
・
愛
情
小
説
と
い
っ
た
歴
史
や
思
想
の
枠
組
み
で
研
究
を
進
め

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
金
萬
重
は
そ
の
一
環
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
日
本
で
ま
ま
見
ら
れ
る
注
釈

に
始
ま
っ
て
注
釈
に
終
わ
る
と
い
う
よ
う
な
微
視
的
な
テ
ク
ス
ト
・
文
献
・
書
誌
重
視
の
研
究
は
少
な
い
。

こ
う
し
た
傾
向
は
韓
国
の
日
本
文
学
研
究
に
も
あ
っ
て
、日
本
の
大
学
院
で
日
本
的
な
研
究
方
法
を
身
に
つ

け
て
帰
国
し
た
留
学
生
が
そ
の
方
法
の
差
異
に
戸
惑
う
と
い
う
の
は
良
く
聞
く
話
で
あ
る
（
飯
倉
洋
一
「
学

会
時
評
」『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究

』
二
〇
〇
五
年
九
月
）。
た
だ
、
こ
れ
は
日
韓
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
み

を
意
味
し
な
い
。
相
互
補
填
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
韓
国
の
マ
ク
ロ
的
研
究
は
日
本
の
玩
物
喪
志
を
正
す
だ
ろ

う
し
、
日
本
の
ミ
ク
ロ
的
研
究
は
韓
国
に
き
め
細
か
い
研
究
を
促
す
だ
ろ
う
。
韓
国
の
学
者
は
こ
の
点
に
自

覚
的
で
あ
っ
て
、韓
国
を
含
め
た
東
ア
ジ
ア
的
視
点
か
ら
日
本
文
学
を
捉
え
な
お
し
て
み
た
い
と
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
大
い
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
こ
う
し
て
話
を
伺
っ
て
ゆ
く
う
ち
に
、
自
然
と
②
の
問
題
、
特
に
日
韓
の
学
者
同
士
の
交
流
に
話

は
集
中
し
た
。
そ
の
日
、
韓
国
日
本
文
化
学
会
と
日
文
協
の
近
似
性
を
感
じ
て
い
た
私
は
、
い
っ
そ
合
同
で

学
会
を
開
い
て
み
て
は
と
提
案
し
た
と
こ
ろ
韓
国
側
は
大
い
に
乗
り
気
で
あ
っ
た
（
と
思
う
）。
で
は
日
本

に
帰
国
し
て
か
ら
ど
こ
か
で
提
案
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
折
、こ
の
紙
面
を
使
わ
せ
て
い
だ
だ
く
こ
と
に
し

た
。
た
と
え
ば
、
秋
の
大
会
を
ソ
ウ
ル
で
開
い
て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
土
曜
の
午
前
中
（
前
日
午
後
７
時

30
分
羽
田
発
の
便
あ
り
）
に
講
演
と
講
演
者
を
中
心
に
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
き
、
午
後
に
分
科
会
を

行
う
。
夕
方
は
懇
親
会
で
、
次
の
日
曜
に
ソ
ウ
ル
の
文
学
関
連
史
跡
を
巡
る
。
分
派
し
て
板
門
店
（
北
朝
鮮

と
の
国
境
）
に
行
く
の
も
良
い
。
も
と
よ
り
問
題
も
沢
山
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
分
科
会
が
似
て
い
る

と
言
っ
て
も
、
か
な
り
の
調
整
が
必
要
だ
。
韓
国
日
本
文
化
学
会
は
、
古
典
・
近
代
・
日
本
語
学
・
日
本
語

教
育
・
日
本
学
に
分
か
れ
て
い
る
。
古
典
・
近
代
は
良
い
と
し
て
、
そ
れ
以
外
と
日
文
協
の
国
語
教
育
部
門

を
ど
う
組
み
分
け
る
の
か
が
難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
近
い
と
言
っ
て
も
外
国
、
渡
航
費
の
他
に
パ
ス
ポ
ー

ト
代
と
い
う
の
も
か
か
る
。
果
た
し
て
参
加
者
が
集
ま
る
の
か
。
加
え
て
韓
国
側
と
の
調
整
は
大
丈
夫
か
、

一
回
や
っ
た
ら
そ
の
後
は
？ 

 

た
だ
、
そ
う
し
た
不
安
を
言
い
出
し
た
ら
き
り
が
無
い
。
と
に
か
く
一
度
や
っ
て
み
た
ら
ど
う
か
。
そ
う

思
う
の
は
、
こ
こ
数
年
、
日
文
協
は
秋
の
大
会
な
ど
で
、
ア
ジ
ア
や
国
際
性
の
問
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ

て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
宜
に
叶
っ
た
好
企
画
か
ら
生
ま
れ
た
問
題
意
識
を
持
続
し
、
更
に
高
め
る
為



に
韓
国
の
学
会
と
の
交
流
は
良
い
機
会
だ
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
交
流
は
日
文
協
の
問
題
意
識
に
欠
け
て
い

る
点
も
補
っ
て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。恐
ら
く
多
く
の
方
も
お
感
じ
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
が
、

日
文
協
の
大
会
は
そ
の
テ
ー
マ
の
的
確
さ
高
邁
さ
に
比
べ
て
、会
場
の
議
論
に
は
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
発
表
や
議
論
の
視
点
が
ず
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
切
実
さ
が
な
い

と
言
っ
た
ら
言
い
過
ぎ
か
。
た
と
え
ば
、
ア
ジ
ア
や
国
際
性
の
問
題
を
取
り
扱
う
な
ら
ば
、
言
葉
の
壁
や
異

文
化
接
触
の
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
。
そ
れ
は
有
無
を
言
わ
さ
ず
我
々
に
迫
っ
て
く
る
何
か
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
会
場
で
は
、
そ
の
困
難
さ
や
問
題
性
の
共
有
が
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
っ
た
。 

お
そ
ら
く
、
こ
の
問
題
を
最
も
切
実
に
感
じ
て
い
る
日
本
文
学
者
と
は
、
海
外
で
日
本
文
学
を
教
え
て
い

る
学
者
・
教
師
、
そ
し
て
現
在
中
国
・
韓
国
な
ど
海
外
か
ら
日
本
に
来
て
、
日
本
文
学
を
学
ん
で
い
る
多
く

の
留
学
生
た
ち
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
が
日
本
語
や
日
本
文
化
と
い
う
壁
に
ど
の
よ
う
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
れ
を
越

え
た
の
か
、
そ
し
て
帰
国
し
た
後
、
自
国
の
文
化
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
る
の
か
（
リ
エ
ン
ト
リ
ー
シ
ョ

ッ
ク
の
克
服
）。
こ
れ
は
日
本
に
い
て
、
日
本
語
だ
け
を
話
し
、
日
本
文
化
・
文
学
に
浸
か
っ
て
い
る
だ
け

で
は
な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
世
界
で
あ
る
。
否
、
見
え
な
い
だ
け
な
ら
ま
だ
し
も
、
そ
う
し
た
外
国
の
学

者
・
教
師
・
留
学
生
に
対
す
る
総
本
山
的
な
権
威
主
義
は
、
彼
ら
の
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
奪
い
か
ね
な
い

の
で
あ
る
（
困
っ
た
こ
と
に
、
こ
う
し
た
総
本
山
的
権
威
主
義
者
は
国
文
学
者
に
多
く
、
か
つ
無
自
覚
で
あ

る
）
。
と
す
れ
ば
、
こ
ち
ら
か
ら
海
外
に
出
か
け
て
ゆ
き
、
現
場
を
見
て
、
関
係
者
か
ら
生
の
声
を
聞
く
こ

と
の
意
味
は
大
き
い
と
思
う
。 

い
ま
、
北
朝
鮮
の
核
問
題
、
日
中
韓
の
歴
史
認
識
問
題
な
ど
東
北
ア
ジ
ア
は
極
め
て
混
沌
と
し
た
状
況
に

入
り
つ
つ
あ
る
。そ
の
中
で
私
が
最
も
危
惧
す
る
の
は
、日
中
韓
の
相
互
誤
解
が
あ
ま
り
に
も
多
い
こ
と
だ
。

特
に
中
韓
両
国
に
お
け
る
対
日
意
識
の
悪
化
は
深
刻
な
問
題
で
、こ
の
点
に
対
す
る
日
本
側
の
認
識
の
甘
さ

は
ま
さ
に
極
楽
蜻
蛉
で
あ
る
。
戦
前
「
亜
細
亜
は
一
な
り
」（
岡
倉
天
心
）
に
過
剰
に
踏
み
込
ん
だ
こ
と
へ

の
反
動
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
歴
史
認
識
と
い
う
正
統
な
カ
ル
チ
ャ
ー
で
日
本
を
糾
そ
う
と
す
る
中
韓
に
、
韓

流
と
い
う
お
手
盛
り
メ
ル
ヘ
ン
や
嫌
韓
と
い
う
茶
化
し
が
通
用
す
る
は
ず
が
な
い
。ま
す
ま
す
事
態
を
悪
化

さ
せ
、
こ
じ
ら
せ
る
ば
か
り
だ
。 

こ
う
し
た
溝
を
ど
う
埋
め
る
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
特
効
薬
な
ど
な
い
。
真
摯
に
話
し
合
っ
て
相
互
理
解

を
深
め
る
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
時
、
も
し
東
北
ア
ジ
ア
で
日
本
文
学
を
研
究
す
る
学
者
・
学
生
達
が
率
直

に
意
見
交
換
氏
し
合
え
る
場
が
出
来
る
な
ら
、
三
国
交
流
へ
の
貢
献
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
。
ま
た
そ
の
こ

と
は
日
本
文
学
研
究
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
資
す
る
こ
と
が
多
い
だ
ろ
う
。
更
に
言
え
ば
、
昨
今
行
き
詰
っ

た
と
言
わ
れ
る
日
本
文
学
研
究
は
、
東
ア
ジ
ア
と
い
う
枠
組
み
を
、
外
的
内
的
視
座
と
し
て
持
つ
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
た
な
道
を
切
り
拓
け
る
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う
信
じ
て
い
る
、
い
や
安
吾
風
に
言
え
ば
「
一

人
白
熱
し
て
熱
狂
し
（
坂
口
安
吾
『
Ｆ
Ａ
Ｒ
Ｃ
Ｅ
に
つ
い
て
』）
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

 


