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李
石
善
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
〇
二
　
　
（
四
八
二
）

李
石
善
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
提
出
せ
ら
れ
た
業
績
は
『
韓
国
民
訴
法
に
お
け
る
独
立
当
事
者
参
加
訴
訟
に

関
す
る
研
究
』
と
題
せ
ら
れ
た
本
文
二
〇
〇
字
五
ニ
ハ
頁
（
他
に
参
考
文
献
目
録

お
よ
び
韓
日
関
係
条
文
約
四
〇
頁
）
の
作
品
で
あ
る
。
独
立
当
事
者
参
加
は
、
立

法
例
上
に
特
異
か
ど
う
か
は
別
論
と
し
て
（
六
四
頁
に
必
ず
し
も
特
異
で
な
い
と
い

う
）
、
母
法
た
る
ド
イ
ツ
法
上
に
は
見
ら
れ
な
い
参
加
形
態
で
あ
る
た
め
、
わ
が

国
の
学
説
と
判
例
が
ほ
ぽ
独
自
の
解
釈
を
重
ね
て
き
た
制
度
で
あ
る
か
ら
、
た

ま
た
ま
同
じ
制
度
を
も
つ
韓
国
の
判
例
・
学
説
を
わ
が
国
の
そ
れ
と
比
較
し
な

が
ら
整
理
す
る
こ
と
が
韓
日
い
ず
れ
の
側
に
と
つ
て
も
有
益
な
仕
事
に
な
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
趣
旨
で
、
こ
の
テ
ー
マ
が
選
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
全
篇
は
七
章
構
成
だ
が
、
独
立
当
事
者
参
加
と
は
何
か
、
そ
の
沿
革
、
そ
の

立
法
例
上
の
地
位
を
素
描
す
る
第
一
・
第
二
章
を
前
置
し
つ
つ
、
第
三
章
「
参
加

訴
訟
の
構
造
に
関
す
る
学
説
判
例
の
綜
合
的
検
討
」
が
、
先
ず
、
こ
の
参
加
形
態

を
一
箇
の
三
面
訴
訟
と
理
解
す
べ
き
旨
を
説
く
。
二
当
事
者
対
立
構
造
を
維
持

し
よ
シ
と
す
る
学
説
と
し
て
、
共
同
訴
訟
説
、
主
参
加
併
合
訴
訟
説
、
補
助
的

参
加
併
合
訴
訟
説
、
三
箇
訴
訟
併
合
説
お
よ
び
折
衷
説
を
あ
げ
、
二
当
事
者
対

立
構
造
へ
の
拘
泥
を
棄
て
た
学
説
と
し
て
三
面
訴
訟
説
を
あ
げ
、
そ
の
一
つ
一

つ
を
検
討
し
た
う
え
で
の
結
論
で
あ
つ
て
、
重
要
な
先
例
に
つ
い
て
は
案
件
の

内
容
を
も
紹
介
し
つ
つ
、
韓
・
目
の
判
例
動
向
に
及
ん
で
い
る
。
重
要
な
指
摘

は
、
韓
国
の
判
例
の
立
場
が
厳
格
に
し
て
完
壁
な
三
面
訴
訟
説
の
堅
持
に
あ
る

と
い
う
事
実
で
、
こ
の
認
識
が
論
文
全
体
の
モ
チ
ー
フ
を
も
成
し
て
い
る
。
論

者
の
眼
に
は
、
昭
和
四
二
年
の
最
高
裁
判
所
の
大
法
廷
判
決
に
も
拘
ら
ず
、
日
本

の
判
例
が
、
な
お
三
面
訴
訟
観
に
定
着
し
き
ら
な
い
動
揺
含
み
の
も
の
と
映
じ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
．
韓
国
の
学
説
上
も
通
説
は
三
面
訴
訟
説
で
、
論
者
も
こ

れ
に
与
す
る
の
だ
が
、
「
韓
国
に
お
い
て
は
じ
め
て
提
起
さ
れ
…
…
新
し
い
方

向
を
示
し
た
…
…
見
解
と
称
し
て
、
三
面
訴
訟
説
に
対
す
る
強
い
反
省
論
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
（
二
一
頁
）
の
は
、
興
味
ふ
か
い
。

　
第
四
章
「
独
立
当
事
者
参
加
の
要
件
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
は
、
訴
訟
の
係
属

中
と
い
う
こ
と
の
意
味
、
参
加
の
理
由
、
参
加
の
趣
旨
、
そ
の
他
、
の
四
節
に

分
か
た
れ
、
訴
訟
の
係
属
中
と
い
う
要
件
と
の
関
係
で
は
、
督
促
手
続
・
保
全

訴
訟
・
行
政
訴
訟
な
ど
へ
の
参
加
の
許
否
と
、
控
訴
審
・
上
告
審
係
属
中
の
参

加
の
許
否
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
．
そ
の
際
、
同
一
の
訴
訟
に
第
二
、
第
三
の

参
加
が
行
わ
れ
る
重
畳
的
独
立
当
事
者
参
加
も
「
実
務
上
し
ば
し
ば
あ
り
得
る

こ
と
」
だ
と
さ
れ
（
一
七
一
頁
）
、
そ
の
許
否
と
参
加
人
間
の
関
係
に
関
す
る
判

例
・
学
説
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
が
、
注
目
を
ひ
く
．
弁
論
再
開
の
申
立
と
同

時
に
行
わ
れ
る
参
加
申
立
の
許
否
に
も
触
れ
て
い
る
の
は
、
周
到
な
配
慮
と
言

つ
て
よ
い
．
参
加
の
理
由
と
の
関
係
で
は
、
韓
民
訴
七
二
条
一
項
前
段
（
日
民

訴
七
一
条
後
段
）
の
要
件
と
そ
の
後
段
（
日
民
訴
前
段
）
の
要
件
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ

に
考
察
せ
ら
れ
、
前
段
は
係
属
訴
訟
の
訴
訟
物
の
範
囲
内
で
こ
れ
と
両
立
し
な

い
権
利
主
張
を
要
求
す
る
も
の
、
後
段
は
係
属
訴
訟
の
当
事
者
が
真
面
目
に
訴

訟
を
追
行
し
な
い
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
客
観
的
事
情
と
そ
の
場
合
の
参
加
人
の

利
益
殿
損
の
危
険
と
を
要
求
す
る
も
の
、
と
説
か
れ
て
い
る
。
そ
の
前
段
の
説
朋



に
際
し
、
不
動
産
二
重
譲
渡
の
未
登
記
買
受
人
相
互
の
関
係
が
と
り
わ
け
詳
し

く
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
が
、
一
つ
の
特
色
で
あ
ろ
う
．
参
加
の
趣
旨
と
の
関
係

で
は
、
主
と
し
て
原
告
も
し
く
は
被
告
だ
け
を
相
手
と
す
る
言
わ
ゆ
る
片
面
参

加
の
許
否
が
論
じ
ら
れ
、
こ
こ
で
前
示
の
不
動
産
二
重
譲
渡
の
問
題
と
既
出
の

厳
格
三
面
訴
訟
観
と
が
結
合
せ
ら
れ
る
片
面
参
加
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
．
た

と
え
ば
二
重
譲
渡
の
買
受
人
は
、
被
告
に
対
す
る
移
転
登
記
の
請
求
の
み
を
起

こ
し
て
既
に
係
属
す
る
他
の
買
受
人
の
移
転
登
記
請
求
訴
訟
に
参
加
し
う
る
で

あ
ろ
う
が
．
登
記
の
欠
鮫
の
故
に
本
来
は
こ
の
原
告
に
対
し
て
自
己
の
所
有
権

を
主
張
し
え
な
い
者
で
あ
る
か
ら
（
韓
国
は
わ
が
国
の
意
思
主
義
と
異
な
り
物
権
変

動
に
つ
い
て
形
式
主
義
を
と
る
）
、
片
面
参
加
を
許
さ
ず
・
各
箇
の
請
求
に
つ
い
て

訴
の
利
益
を
要
求
し
・
且
つ
不
適
法
な
参
加
を
独
立
の
訴
に
引
き
直
す
こ
と
を

し
な
い
で
却
下
す
べ
し
と
す
る
大
法
院
の
厳
格
説
の
も
と
で
は
、
右
買
受
人
に

参
加
の
余
地
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
多
分
に
硬
直
の
危
険
が

憂
え
ら
れ
る
と
言
い
な
が
ら
も
、
論
者
自
身
は
結
局
、
他
に
も
救
済
の
手
段
お

よ
び
不
経
済
避
止
の
方
便
が
あ
る
こ
と
、
並
び
に
　
「
画
一
的
、
統
一
的
」
な

「
明
確
」
さ
の
方
が
「
実
務
に
お
い
て
起
る
矛
盾
や
混
同
」
を
避
け
る
の
に
適

し
て
い
る
こ
と
（
三
二
一
頁
）
を
理
由
と
し
て
、
大
法
院
の
姿
勢
を
支
持
し
て
い

る
。　

第
五
章
「
参
加
手
続
」
は
短
章
だ
が
．
そ
れ
で
も
原
告
も
し
く
は
被
告
と
参

加
人
と
の
間
の
双
方
代
理
の
禁
止
に
触
れ
て
い
る
の
が
注
目
せ
ら
れ
る
．
実
質

的
な
利
害
の
対
立
が
な
い
場
合
に
も
然
り
と
い
う
趣
旨
で
あ
つ
て
、
厳
格
三
面

訴
訟
観
の
一
つ
の
帰
結
に
他
な
ら
な
い
．

　
第
六
章
「
参
加
訴
訟
の
審
判
」
で
は
、
一
般
訴
訟
要
件
お
よ
び
参
加
要
件
の

　
　
　
　
李
石
善
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

調
査
と
、
本
案
の
審
理
に
関
す
る
六
三
条
（
日
民
訴
六
二
条
と
同
内
容
）
の
準
用

と
．
終
局
判
決
に
対
す
る
一
人
の
上
訴
の
効
果
と
が
順
次
に
論
じ
ら
れ
て
お

り
、
特
に
最
後
の
問
題
が
詳
細
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
三
主
体
中
一
人
が
一
人
を

相
手
方
に
し
て
上
訴
を
お
こ
し
た
場
合
に
、
み
ず
か
ら
は
上
訴
を
お
こ
さ
ず
上

訴
の
相
手
方
と
も
せ
ら
れ
な
か
つ
た
残
存
一
主
体
は
、
上
訴
審
に
お
い
て
上
訴

人
の
地
位
に
立
つ
の
か
被
上
訴
人
の
取
扱
を
受
け
る
の
か
、
と
い
う
問
題
だ

が
、
被
上
訴
人
説
・
上
訴
人
説
・
二
面
性
説
・
等
、
諸
説
を
丁
寧
に
辿
つ
た
う

え
、
論
者
自
身
は
、
上
訴
人
と
な
る
の
で
も
な
く
被
上
訴
人
と
な
る
の
で
も
な
く

「
単
に
上
訴
審
当
事
者
の
地
位
を
取
得
す
る
と
み
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
」
　
（
三

九
六
頁
）
と
言
つ
て
い
る
．
あ
わ
せ
て
、
韓
国
で
は
、
み
ず
か
ら
上
訴
せ
ず
上

訴
の
相
手
方
と
も
せ
ら
れ
な
か
つ
た
当
事
者
と
の
関
係
で
は
判
決
が
部
分
的
に

確
定
す
る
と
見
る
べ
ぎ
場
合
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
部
に
強

く
主
張
さ
れ
て
い
る
と
の
紹
介
も
、
注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
第
七
章
は
独
立
当
事
者
参
加
訴
訟
の
二
当
事
者
対
立
訴
訟
へ
の
還
元

を
取
扱
い
、
本
訴
の
取
下
も
し
く
は
却
下
と
、
参
加
の
取
下
も
し
く
は
却
下

と
、
一
当
事
者
の
脱
退
と
が
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
理
論
上
重
要
な
の
は
脱
退

の
問
題
だ
が
、
異
論
を
も
援
引
し
、
こ
れ
に
相
当
の
共
感
を
さ
え
示
し
な
が

ら
、
な
お
且
つ
、
脱
退
者
に
及
ぶ
判
決
の
効
力
（
韓
民
訴
七
三
日
民
訴
七
二
内
容

同
一
）
は
条
件
的
認
諾
も
し
く
は
放
棄
の
効
果
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
論
者
の

立
場
で
あ
る
。

　
以
上
が
内
容
の
概
要
だ
が
、
総
じ
て
単
な
る
概
説
に
近
い
ほ
か
、
い
く
つ
か

の
毅
瑛
が
認
め
ら
れ
る
。
構
成
の
不
備
が
そ
の
一
つ
で
あ
つ
て
、
徒
ら
に
同
じ

こ
と
の
反
覆
が
多
い
点
を
別
に
し
て
も
、
例
え
ぽ
、
日
本
の
判
例
の
評
価
の
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
二
　
　
　
（
四
八
一
二
）
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善
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請
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審
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と
ぎ
は
、
一
五
六
頁
前
後
・
二
五
〇
頁
前
後
二
三
二
頁
前
後
を
綜
合
し
て
、

よ
う
や
く
初
め
て
、
そ
の
意
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
理
論
的
追

究
の
不
足
も
蝦
瑛
の
一
つ
で
あ
つ
て
、
例
え
ば
、
訴
訟
か
ら
の
脱
退
者
が
参
加

人
の
承
諾
を
え
る
必
要
が
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
全
く
何
の
理
由

を
も
示
す
こ
と
な
く
否
定
の
答
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
五
〇
六
頁
）
．
脱
退
者
に

及
ぶ
判
決
の
効
力
の
性
質
（
前
出
）
に
つ
い
て
も
、
異
論
を
援
引
し
た
以
上
（
四

九
二
頁
以
下
）
、
理
由
を
示
す
こ
と
な
し
に
こ
れ
を
斥
け
る
こ
と
ズ
五
～
○
頁
）
は
、

許
さ
れ
な
い
筈
で
あ
ろ
う
．
片
面
参
加
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
不
動
産
二
重
譲

渡
の
買
受
人
は
被
告
の
み
を
相
手
に
し
て
移
転
登
記
を
求
め
て
参
加
が
で
き
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
断
定
（
既
出
．
二
五
一
頁
）
も
、
不
用
意
な
飛
躍
と
い
う
ほ

か
な
い
。
な
お
、
通
常
の
補
助
参
加
と
共
同
訴
訟
的
補
助
参
加
と
が
別
種
の
参

加
類
型
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
（
『
○
頁
）
の
ぱ
、
何
か
の
誤
解

で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
多
く
の
殺
蓮
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
、
こ
の
業
績
は
、
自
己
の
価
値
を

主
張
し
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
実
務
家
の
使
命
感
が
溢
れ
、
そ
の
真
摯
さ

が
理
論
的
な
不
足
を
償
い
尽
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
．
画
一
処
理
の
重
要
さ

を
強
調
し
た
前
示
の
よ
う
に
片
面
参
加
不
許
の
結
論
を
導
い
た
そ
の
筆
法
や
、

参
加
の
申
立
が
不
適
法
な
場
合
に
こ
れ
を
却
下
す
る
こ
と
な
く
別
件
と
し
て
受

理
し
て
併
合
審
理
に
付
す
こ
と
の
合
理
性
を
認
め
な
が
ら
、
事
件
番
号
、
事
件

の
表
示
方
法
、
併
合
の
時
期
、
併
合
の
手
続
な
ど
、
実
務
上
の
工
夫
が
検
討
せ

ら
れ
了
る
ま
で
は
、
直
ち
に
そ
う
す
べ
し
と
論
じ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
言

つ
て
、
態
度
を
留
保
す
る
そ
の
姿
勢
（
三
五
六
頁
）
が
、
こ
の
こ
と
を
証
示
す
る

ぽ
か
り
で
な
く
、
弁
論
終
結
後
に
弁
論
再
開
の
申
立
と
併
せ
て
行
わ
れ
る
参
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四
　
　
（
四
八
四
）

申
立
の
許
否
（
前
出
）
に
つ
い
て
三
〇
頁
の
余
を
割
い
て
両
論
に
基
づ
く
取
扱
上

の
得
失
を
仔
細
に
比
較
検
討
し
て
い
る
議
論
（
皿
九
三
頁
以
下
）
に
も
、
よ
く
顕

れ
て
い
る
．
「
実
際
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
か
か
る
問
題
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
」

と
言
つ
て
（
四
五
五
頁
）
控
訴
審
に
お
け
る
参
加
と
控
訴
の
取
下
と
の
関
係
を
詳

論
し
た
二
〇
余
頁
（
四
七
七
頁
ま
で
）
も
ま
た
、
実
務
家
の
責
任
感
の
躍
如
た
る

部
分
と
い
え
る
．

　
そ
う
し
て
、
何
よ
り
も
、
こ
の
業
績
は
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
韓
目
両
国
の

交
流
を
、
確
実
に
発
足
さ
せ
る
と
い
う
、
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
意
義
を
有
す

る
。
そ
こ
に
は
、
ひ
と
り
た
だ
、
両
国
の
法
制
間
に
ど
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る

か
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
．
異
同
の
流
が
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
起
伏

を
作
る
か
の
状
況
が
、
内
在
的
な
仕
方
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
わ

が
国
と
異
な
つ
て
韓
国
に
は
主
参
加
の
訴
と
い
う
制
度
（
臼
民
訴
六
〇
）
が
な

い
が
（
四
三
頁
）
、
こ
の
事
実
は
、
決
し
て
た
だ
か
か
る
相
違
自
体
を
意
味
す
る

だ
け
で
な
く
、
独
立
当
事
者
参
加
の
構
造
論
に
反
映
し
て
主
参
加
併
合
訴
訟
説

か
ら
説
得
力
を
奪
い
（
九
五
頁
）
、
本
訴
の
取
下
も
し
く
は
却
下
後
の
参
加
人
関

係
訴
訟
の
運
命
に
関
す
る
議
論
に
影
を
投
げ
て
、
参
加
人
を
原
告
と
し
旧
訴
訟

の
両
当
事
者
を
被
告
と
す
る
訴
訟
の
残
存
を
説
く
見
解
が
、
苦
労
を
『
つ
ふ
や

す
こ
と
に
な
る
（
四
四
七
頁
）
と
い
う
よ
う
な
次
第
が
、
併
せ
て
知
ら
れ
う
る
作

品
で
あ
る
．
た
と
え
、
主
参
加
に
関
す
る
規
定
の
有
無
の
ご
と
き
は
取
る
に
足

り
な
い
小
さ
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
も
は
や
独
立
当
事
者
参
加
の
構
造
論

に
は
殆
ど
関
心
を
示
す
こ
と
が
な
く
な
つ
て
い
る
わ
が
国
の
学
界
状
況
を
、

本
業
績
を
通
じ
て
、
厳
格
完
壁
な
韓
国
大
法
院
の
三
面
訴
訟
観
と
対
比
す
る
と

き
．
人
は
、
全
体
と
し
て
、
更
め
て
．
韓
日
そ
れ
ぞ
れ
に
、
訴
訟
理
論
の
向
う



べ
ぎ
道
を
再
省
し
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
故
に
、
下
名
等
は
、
本
業
績
を
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）
の
称
号
に

値
す
る
も
の
と
認
定
す
る
。

　
　
昭
和
五
三
年
三
月
一
〇
日

　
　
　
　
　
　
　
　
主
査
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
伊
東
乾

　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
　
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
　
川
　
　
明

　
　
　
　
　
　
　
　
副
査
　
慶
鷹
義
塾
大
学
教
授
法
学
博
士
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
池
　
慶
四
郎

李
石
善
氏
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
〇
五
　
　
（
四
八
五
）


