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崔
慶
原
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

崔
慶
原
君
が
提
出
し
た
博
士
学
位
請
求
論
文
﹃
日
韓
安
全
保
障
関

係
の
形
成
│
分
断
体
制
下
の
二
つ
の
﹁
安
保
危
機
﹂
│
﹄
は
︑
朝
鮮

半
島
に
特
徴
的
な
分
断
体
制
と
呼
ば
れ
る
紛
争
構
造
と
二
つ
の
﹁
安

保
危
機
﹂
に
着
目
し
︑
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
︑
日
韓
国
交
正
常
化
以

後
の
約
一
〇
年
間
に
形
成
さ
れ
た
初
期
日
韓
安
全
保
障
関
係
を
分
析

し
︑
そ
の
特
徴
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
優
れ
た
研
究
で
あ
る
︒
な
お
︑

こ
こ
で
い
う
﹁
二
つ
の
安
保
危
機
﹂
と
は
︑
一
九
六
八
年
一
月
の
青

瓦
台
︵
韓
国
大
統
領
官
邸
︶
襲
撃
事
件
を
頂
点
と
す
る
北
朝
鮮
に
よ

る
一
連
の
武
力
挑
発
︵
武
装
遊
撃
闘
争
︶
と
一
九
七
五
年
四
月
の
サ

イ
ゴ
ン
陥
落
と
関
連
す
る
韓
国
の
﹁
安
保
危
機
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒

崔
慶
原
論
文
の
構
成
︑
概
要
︑
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
︒

一

論
文
の
構
成

序

論

第
一
節

問
題
の
所
在

第
二
節

先
行
研
究
の
検
討

第
三
節

分
析
の
枠
組
み

第
四
節

本
稿
の
構
成
と
資
料

第
一
章

一
九
六
八
年
の
﹁
安
保
危
機
﹂
へ
の
対
応
と
安
全
保
障
関
係

の
模
索
︵
一
九
六
八
年
︶

第
一
節

北
朝
鮮
の
武
装
遊
撃
闘
争
と
一
九
六
八
年
の
﹁
安
保
危

機
﹂

第
二
節

相
互
防
衛
条
約
の
﹁
補
完
﹂
を
め
ぐ
る
米
韓
対
立

第
三
節

韓
国
の
内
部
安
全
保
障
と
警
察
装
備
導
入
問
題

小
結

第
二
章

沖
縄
返
還
問
題
と
安
保
摩
擦
︵
一
九
六
九
年
︶

第
一
節

グ
ア
ム
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
沖
縄
返
還

第
二
節

沖
縄
返
還
交
渉
の
な
か
の
韓
国

第
三
節

基
地
機
能
を
め
ぐ
る
日
韓
安
保
摩
擦

小
結

第
三
章

在
韓
米
軍
の
削
減
と
﹁
安
保
経
済
協
力
﹂
の
定
着
︵
一
九
七

○
～
七
一
年
︶

第
一
節

ニ
ク
ソ
ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
安
全
保
障

第
二
節

韓
国
の
防
衛
産
業
育
成
と
日
本

第
三
節

重
工
業
調
査
団
の
訪
韓

第
四
節

日
韓
﹁
安
保
経
済
協
力
﹂
の
定
着

小
結
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第
四
章

﹁
体
制
競
争
﹂
に
対
す
る
協
力
へ
の
転
換
︵
一
九
七
一
～
七

三
年
︶

第
一
節

ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
と
安
全
保
障

第
二
節

冷
戦
規
範
の
再
検
討

第
三
節

未
完
の
緊
張
緩
和
外
交

第
四
節

日
韓
協
力
関
係
の
再
調
整

小
結

第
五
章

一
九
七
五
年
の
﹁
安
保
危
機
﹂
へ
の
対
応
と
南
北
平
和
共
存

問
題
︵
一
九
七
四
～
七
五
年
︶

第
一
節

サ
イ
ゴ
ン
陥
落
と
一
九
七
五
年
の
﹁
安
保
危
機
﹂

第
二
節

国
連
軍
司
令
部
の
再
構
造
化

第
三
節

対
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
政
策
対
立

第
四
節

南
北
平
和
共
存
問
題

小
結

結

論

二

論
文
の
概
要

本
論
文
の
特
徴
は
︑
分
析
枠
組
み
と
し
て
分
断
体
制
下
の
﹁
安
保

危
機
﹂
と
い
う
視
座
を
設
定
し
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
分
断
体
制
と
は
︑

朝
鮮
戦
争
以
後
︑
米
韓
相
互
防
衛
援
助
条
約
︵
一
九
五
三
年
︶
と
中

ソ
・
中
朝
友
好
協
力
相
互
援
助
条
約
︵
一
九
六
一
年
︶
に
典
型
的
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
︑
韓
国
と
北
朝
鮮
が
そ
れ
ぞ
れ
の
同
盟
関
係
や
国

家
関
係
を
通
じ
て
︑
安
定
的
な
相
互
抑
止
体
制
を
形
成
し
た
た
め
に
︑

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
流
動
的
な
分
断
﹁
状
態
﹂
が
分
断
﹁
体
制
﹂

に
制
度
化
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
一
九
六
五
年
の
日
韓
国
交
正

常
化
を
通
じ
て
︑
日
本
も
こ
の
よ
う
な
分
断
体
制
形
成
の
一
翼
を
担

う
こ
と
に
な
っ
た
︒
冷
戦
体
制
が
米
ソ
間
の
直
接
的
な
軍
事
対
決
を

不
可
能
に
し
た
よ
う
に
︑
そ
の
下
位
体
制
と
し
て
の
分
断
体
制
が
朝

鮮
戦
争
型
の
全
面
戦
争
の
再
発
を
不
可
能
に
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
︒

し
か
し
︑
分
断
体
制
の
定
着
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島
で
の
大
規
模
な

武
力
対
決
は
構
造
的
に
抑
制
さ
れ
た
も
の
の
︑
全
面
戦
争
の
不
可
能

性
が
か
え
っ
て
北
朝
鮮
に
よ
る
ゲ
リ
ラ
浸
透
︑
内
乱
�
動
︑
要
人
テ

ロ
な
ど
の
各
種
の
破
壊
活
動
︑
す
な
わ
ち
﹁
間
接
侵
略
﹂
を
許
容
す

る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
こ
に
︑﹁
分
断
体
制
の
逆
説
﹂
が
存
在
し
た

の
で
あ
る
︒
事
実
︑﹁
安
保
危
機
﹂
と
は
言
う
も
の
の
︑
分
断
体
制

下
の
二
つ
の
危
機
が
南
北
朝
鮮
間
に
全
面
的
な
軍
事
的
衝
突
を
引
き

起
こ
す
可
能
性
は
大
き
く
な
か
っ
た
︒
崔
慶
原
君
は
︑
こ
の
よ
う
な

危
機
の
本
質
に
着
目
し
て
︑
そ
れ
が
日
韓
両
国
の
危
機
対
応
の
内
容

を
特
徴
づ
け
た
と
主
張
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
こ
で
は
︑
安
保
危

機
に
対
す
る
日
韓
両
国
の
認
識
お
よ
び
政
策
が
比
較
さ
れ
︑
そ
の
間

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
分
析
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
︒
結
果
的
に
︑
そ
れ
ら
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
調
整
し
よ
う
と
す
る
日
韓
双
方
の
努
力
が
初
期
の
安
保

関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

特 別 記 事
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と
こ
ろ
で
︑
日
韓
安
保
関
係
に
関
す
る
既
存
の
研
究
で
は
︑
ビ
ク

タ
ー
・
チ
ャ
の
﹃
米
日
韓
│
反
目
を
超
え
た
提
携
﹄︵
V
ictor
D
.

C
h
a,
A
lign
m
en
t
D
espite
A
n
tagon
ism
:
T
h
e
U
n
ited
S
tates-

K
orea-Japan
S
ecu
rity
T
rian
gle︶
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
日
韓

間
の
協
力
や
軋
轢
は
主
と
し
て
米
国
の
東
ア
ジ
ア
政
策
の
変
動
と
い

う
観
点
か
ら
説
明
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
理
解
を
示
し
つ
つ
も
︑

す
で
に
紹
介
し
た
分
析
枠
組
み
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
崔
君
は
︑

日
韓
両
国
の
対
米
同
盟
へ
の
依
存
の
側
面
を
重
視
す
る
あ
ま
り
︑
個

別
的
な
脅
威
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
の
相
違
︑
政
策
的
な
対
立

と
そ
の
調
整
な
ど
︑
二
国
間
関
係
の
重
要
な
側
面
が
看
過
さ
れ
て
き

た
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
既
存
研
究
で
強
調
さ

れ
る
﹁
協
力
と
軋
轢
﹂
の
反
復
と
い
う
法
則
性
よ
り
も
︑
本
論
文
は

日
韓
安
全
保
障
関
係
の
内
実
に
踏
み
込
む
こ
と
に
努
力
し
た
と
い
え

る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
既
存
研
究
の
い
ま
一
つ
の
特
徴
的
な
傾
向
は
︑
韓
国
の
安

全
保
障
を
め
ぐ
る
日
米
の
﹁
役
割
分
担
﹂
に
注
目
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
ら
の
研
究
は
米
国
を
中
心
と
す
る
地
域
的
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の

全
体
像
を
描
き
つ
つ
︑
日
韓
関
係
の
分
析
や
解
釈
に
新
し
い
示
唆
を

与
え
て
き
た
︒
し
か
し
︑
崔
君
に
よ
れ
ば
︑
日
米
﹁
役
割
分
担
﹂
に

関
す
る
研
究
は
︑
日
韓
両
国
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
現
実
の
政
策

を
推
進
し
た
か
に
つ
い
て
︑
十
分
に
検
証
す
る
こ
と
に
必
ず
し
も
成

功
し
て
い
な
い
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
め
ぐ
っ
て
︑
日
韓
両
国
間

で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
︑
ど
の
よ
う
な
協
力
が
な
さ
れ
た

の
か
︑
す
な
わ
ち
日
韓
間
の
政
策
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
に
検
討
さ
れ
て

い
な
い
︒
本
論
文
は
︑
そ
の
点
で
も
︑
新
し
い
領
域
に
踏
み
込
ん
だ

と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

そ
の
よ
う
な
努
力
の
結
果
と
し
て
︑
崔
慶
原
論
文
は
二
つ
の
基
本

的
な
論
点
に
注
目
し
て
い
る
︒
そ
の
第
一
は
二
つ
の
﹁
安
保
危
機
﹂

に
対
す
る
日
韓
の
認
識
と
対
応
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
︒
確
か
に
一
九

六
八
年
の
﹁
安
保
危
機
﹂
に
対
応
す
る
過
程
で
︑
日
韓
は
北
朝
鮮
か

ら
の
間
接
侵
略
と
い
う
新
し
い
脅
威
へ
の
対
応
を
共
同
で
模
索
し
︑

内
部
的
な
安
全
の
確
保
と
い
う
具
体
的
な
政
策
課
題
に
関
し
て
︑
ゲ

リ
ラ
掃
討
作
戦
に
当
た
る
韓
国
警
察
の
装
備
強
化
に
協
力
す
る
こ
と

で
一
致
し
た
︒
こ
れ
は
分
断
体
制
下
の
﹁
安
保
危
機
﹂
に
対
応
す
る

日
韓
協
力
の
﹁
原
型
﹂
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
し

か
し
︑
一
九
七
五
年
の
﹁
安
保
危
機
﹂
に
お
い
て
︑
日
韓
は
政
治
・

外
交
問
題
化
し
て
い
く
朝
鮮
半
島
の
﹁
安
保
危
機
﹂
に
同
じ
よ
う
な

認
識
に
基
づ
い
て
対
応
で
き
な
か
っ
た
︒
韓
国
が
北
朝
鮮
の
脅
威
を

よ
り
深
刻
に
認
識
し
︑
そ
れ
に
直
接
的
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
の
に

対
し
︑
日
本
は
依
然
と
し
て
韓
国
の
内
部
的
な
安
全
を
重
視
す
る
べ

き
だ
と
の
認
識
を
変
更
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
は
︑
一
九
七
〇
年
代
初
頭
以
来
の
米
中
接
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近
に
起
因
す
る
東
ア
ジ
ア
の
冷
戦
秩
序
の
再
編
と
深
く
関
連
し
て
い

た
︒
例
え
ば
︑
中
国
が
北
朝
鮮
の
軍
事
行
動
を
抑
制
す
る
と
の
理
由

で
︑
日
本
は
北
朝
鮮
に
よ
る
対
南
侵
略
の
危
険
性
は
存
在
し
な
い
と

い
う
立
場
を
取
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
米
中
接
近
後
︑
北
朝
鮮
が
武
装

闘
争
路
線
を
転
換
し
︑
日
米
そ
の
他
に
対
す
る
﹁
平
和
攻
勢
﹂
に
打

っ
て
出
て
い
た
こ
と
も
︑
日
本
の
懸
念
を
緩
和
す
る
材
料
に
な
っ
た
︒

他
方
︑
韓
国
は
北
朝
鮮
が
単
独
で
軍
事
行
動
を
起
こ
し
て
中
部
朝
鮮

を
占
領
し
︑
そ
の
後
に
中
国
が
停
戦
を
呼
び
掛
け
る
可
能
性
を
懸
念

し
て
い
た
︒
中
国
と
の
国
交
正
常
化
を
達
成
し
た
日
本
と
︑
中
国
と

の
関
係
改
善
に
失
敗
し
た
韓
国
の
間
に
は
︑
認
識
と
政
策
の
両
面
で

大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
に
関
し
て
も
︑
日
韓
間
に
認
識
の
ギ
ャ
ッ

プ
が
存
在
し
た
︒
韓
国
側
が
ベ
ト
ナ
ム
で
の
共
産
主
義
革
命
の
成
功

が
北
朝
鮮
の
金
日
成
主
席
を
刺
激
す
る
可
能
性
を
懸
念
し
て
い
た
の

に
対
し
て
︑
日
本
側
は
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
を
主
と
し
て
南
ベ
ト

ナ
ム
政
権
の
内
部
崩
壊
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
し
︑
朝
鮮
半
島
に
飛

び
火
す
る
可
能
性
は
低
い
と
判
断
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
米
中
接
近
が

も
た
ら
す
国
際
政
治
の
構
造
的
な
変
化
と
関
連
し
て
︑
日
本
は
南
北

朝
鮮
が
平
和
的
に
共
存
す
る
可
能
性
を
期
待
し
︑
北
朝
鮮
と
の
経
済

交
流
を
拡
大
し
︑
最
終
的
に
は
積
み
上
げ
方
式
に
よ
る
外
交
関
係
の

樹
立
を
想
定
し
て
い
た
︒
輸
出
入
銀
行
を
通
じ
た
経
済
協
力
問
題
に

見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
日
韓
の
間
で
は
︑
日
朝
間
の
経
済
交
流
が
政

治
・
安
全
保
障
上
の
争
点
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

第
二
の
基
本
的
な
論
点
と
し
て
︑
本
論
文
は
日
韓
の
安
全
保
障
関

係
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
る
︒
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下

で
︑
ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
て
︑
そ
れ
は
形
成
さ
れ
た
の
だ
ろ

う
か
︒
二
つ
の
﹁
安
保
危
機
﹂
へ
の
対
応
か
ら
︑
崔
君
は
日
韓
両
国

の
初
期
安
全
保
障
関
係
の
形
成
過
程
を
三
つ
の
段
階
に
区
分
し
た
︒

第
一
段
階
で
は
︑
一
九
六
八
年
の
﹁
安
保
危
機
﹂
へ
の
対
応
を
通
じ

て
︑
日
韓
安
全
保
障
関
係
の
﹁
原
型
﹂
が
つ
く
ら
れ
た
︒
そ
の
特
徴

を
要
約
す
れ
ば
︑︵
一
︶
北
朝
鮮
の
間
接
侵
略
へ
の
対
抗
と
い
う
両

国
の
政
治
的
立
場
が
明
確
化
さ
れ
︑︵
二
︶
韓
国
の
内
部
的
な
安
全

の
確
保
の
た
め
に
︑
ゲ
リ
ラ
掃
討
作
戦
に
当
た
る
警
察
装
備
の
増
強

に
関
す
る
日
韓
協
力
が
模
索
さ
れ
た
が
︑︵
三
︶
最
終
的
に
は
︑
韓

国
側
が
警
察
装
備
へ
の
協
力
要
請
を
取
り
下
げ
︑
内
部
的
な
安
定
を

重
視
す
る
緊
急
経
済
支
援
の
要
請
に
切
り
替
え
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑

後
に
﹁
安
保
経
済
協
力
﹂
と
呼
ば
れ
る
日
韓
経
済
協
力
の
典
型
的
な

パ
タ
ー
ン
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
︒

第
二
段
階
で
は
︑
こ
の
日
韓
安
保
関
係
の
﹁
原
型
﹂
が
東
ア
ジ
ア

に
お
け
る
冷
戦
構
造
の
再
編
を
経
験
し
な
が
ら
︑
新
た
な
方
向
へ
展

開
し
て
い
っ
た
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
そ
れ
は
︵
一
︶
一
九
六
九
年
沖

縄
返
還
協
議
を
通
じ
て
︑
朝
鮮
有
事
の
際
日
本
の
後
方
支
援
を
め
ぐ
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る
議
論
が
日
韓
米
の
間
の
政
策
調
整
を
経
て
︑
韓
国
条
項
と
い
う
形

で
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
過
程
は
米
韓
同
盟
や
日
米
同
盟

に
よ
っ
て
安
全
保
障
問
題
を
考
え
て
来
た
日
本
と
韓
国
に
︑
両
国
の

安
全
保
障
関
係
の
緊
密
性
を
自
覚
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

韓
国
条
項
は
︑
こ
れ
ま
で
主
に
冷
戦
的
協
力
の
産
物
と
し
て
し
か
語

ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
本
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
︑
実
際

に
は
韓
国
の
安
全
保
障
に
対
す
る
日
韓
米
の
政
策
対
立
と
そ
の
調
整

過
程
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
︵
二
︶
一
九
七
〇
～
七
一
年
の
在
韓
米
軍
の
削
減
を
機
に
︑

日
米
韓
の
役
割
分
担
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
が
進
展
し
︑
日
韓
の
間
で

﹁
安
保
経
済
協
力
﹂
と
い
う
協
力
形
態
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

在
韓
米
軍
の
削
減
の
衝
撃
の
下
で
︑
韓
国
は
日
本
に
対
し
て
輸
出
産

業
育
成
の
た
め
の
借
款
供
与
や
防
衛
産
業
育
成
の
た
め
の
工
場
建
設

計
画
へ
の
協
力
を
要
請
し
た
︒
在
韓
米
軍
削
減
に
起
因
す
る
韓
国
の

軍
事
費
増
加
が
経
済
発
展
へ
の
制
約
要
因
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
と

と
も
に
︑
早
期
に
自
主
国
防
を
達
成
す
る
こ
と
が
︑
そ
の
目
的
で
あ

っ
た
︒
し
か
し
︑
輸
出
産
業
育
成
の
た
め
の
借
款
供
与
は
合
意
さ
れ

た
が
︑
防
衛
産
業
育
成
の
た
め
の
工
場
建
設
は
︑
韓
国
の
安
全
保
障

と
の
強
い
関
連
性
の
ゆ
え
に
︑
つ
い
に
日
本
側
の
理
解
を
得
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
︒
一
九
七
三
年
一
月
以
降
︑
そ
れ
は
重
化
学
工
業

育
成
へ
の
協
力
と
い
う
形
で
進
展
を
み
た
の
で
あ
る
︒﹁
安
保
経
済

協
力
﹂
と
呼
ば
れ
る
日
韓
経
済
協
力
の
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
の
誕
生

は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
韓
国
の
協
力
要
請
に
対
す
る
日
本
の
対
応
と
い

う
相
互
作
用
の
な
か
で
形
づ
く
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
本
論
文
で
は
︑

そ
の
背
景
に
︑﹁
南
北
体
制
競
争
で
の
勝
利
﹂
に
貢
献
す
る
と
い
う

日
本
側
の
﹁
戦
略
的
な
思
考
﹂
が
あ
っ
た
こ
と
も
実
証
的
に
分
析
さ

れ
て
い
る
︒

第
三
段
階
で
は
︑
南
北
平
和
共
存
を
実
現
す
る
た
め
の
外
交
的
努

力
に
重
点
が
置
か
れ
た
︒
一
九
七
五
年
の
﹁
安
保
危
機
﹂
に
対
応
し

て
日
韓
両
国
は
︑
長
期
的
安
全
保
障
の
観
点
で
南
北
の
共
存
を
促
し
︑

安
定
的
な
停
戦
体
制
を
構
築
す
る
政
策
目
標
を
共
有
し
て
い
た
︒
当

時
︑
北
朝
鮮
は
﹁
一
つ
の
朝
鮮
﹂
論
を
も
と
に
南
北
国
連
同
時
加
盟

を
拒
否
し
︑
米
朝
平
和
協
定
の
締
結
を
要
求
す
る
外
交
攻
勢
を
強
め

て
い
た
が
︑
韓
国
側
は
南
北
不
可
侵
条
約
の
締
結
や
南
北
国
連
同
時

加
盟
を
打
ち
出
す
な
ど
︑
事
実
上
﹁
二
つ
の
朝
鮮
﹂
論
の
も
と
で
分

断
体
制
の
安
定
化
を
図
る
政
策
変
更
に
踏
み
切
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

日
本
も
韓
国
の
政
策
転
換
を
受
け
︑
北
朝
鮮
に
二
つ
の
朝
鮮
を
認
め

さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
で
︑
朝
鮮
半
島
政
策

を
立
案
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
そ
の
一
環
と
し
て
︑
日
本
は
南
北
ベ

ト
ナ
ム
の
国
連
加
盟
申
請
に
賛
成
を
表
明
し
て
い
た
︒
南
北
ベ
ト
ナ

ム
の
国
連
同
時
加
盟
が
︑﹁
一
つ
の
朝
鮮
﹂
論
に
固
執
す
る
北
朝
鮮

へ
の
圧
力
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
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も
ち
ろ
ん
︑
日
韓
の
間
に
は
政
策
対
立
も
存
在
し
た
︒
例
え
ば
︑

南
北
対
話
が
途
絶
え
︑
米
中
協
力
も
行
き
詰
る
な
か
で
︑
日
本
は
米

朝
が
先
に
対
話
を
開
始
し
︑
後
に
韓
国
が
そ
の
枠
組
み
に
加
わ
る
こ

と
を
内
容
と
す
る
﹁
米
朝
直
接
交
渉
﹂
案
を
提
示
し
た
こ
と
が
あ
る
︒

日
本
の
意
欲
的
な
提
案
の
目
的
は
南
北
朝
鮮
の
共
存
︑
す
な
わ
ち
分

断
体
制
の
安
定
化
に
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
が
韓
国
側
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
日
本
の
提
案
は
北
朝
鮮
の
対

米
平
和
協
定
要
求
と
重
な
り
︑
か
つ
韓
国
の
当
事
者
原
則
を
損
な
う

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
南
北
朝
鮮
の
共
存
を
実
際
の
政
策
に
結
び
つ
け
る
た
め
の

代
案
が
模
索
さ
れ
た
こ
と
は
︑
こ
の
時
期
の
危
機
対
応
に
お
け
る
重

要
な
特
徴
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
︒

こ
の
よ
う
に
一
九
六
八
年
の
間
接
侵
略
へ
の
対
応
か
ら
始
ま
っ
た

安
全
保
障
問
題
を
め
ぐ
る
日
韓
の
対
応
は
︑
一
九
七
五
年
の
安
保
危

機
以
降
︑
南
北
朝
鮮
間
の
共
存
を
促
し
て
︑
分
断
体
制
の
安
定
化
を

図
る
方
向
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒

三

論
文
の
評
価

崔
慶
原
論
文
の
第
一
の
意
義
は
︑
分
断
体
制
下
の
﹁
安
保
危
機
﹂

と
い
う
新
し
い
分
析
枠
組
み
を
設
定
し
︑
二
つ
の
﹁
安
保
危
機
﹂
へ

の
対
応
と
い
う
事
例
分
析
を
通
し
て
︑
初
期
日
韓
安
保
関
係
の
形
成

を
実
証
的
に
分
析
し
た
こ
と
で
あ
る
︒﹁
分
断
体
制
の
逆
説
﹂
と
い

う
視
座
を
設
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
朝
鮮
半
島
の
安
保
危
機
が
全

面
戦
争
と
は
質
的
に
異
な
る
︑
北
朝
鮮
の
テ
ロ
攻
撃
︑
破
壊
活
動
な

ど
の
﹁
間
接
侵
略
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
日

本
︑
韓
国
︑
そ
し
て
米
国
の
情
勢
認
識
と
危
機
対
応
の
特
徴
を
明
確

に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
冷
戦
期
に
限
ら
ず
︑
最
近
の
北
朝
鮮

の
軍
事
挑
発
を
分
析
す
る
う
え
で
も
︑
こ
れ
は
依
然
と
し
て
有
効
な

視
座
で
あ
る
︒

第
二
の
意
義
は
︑
安
保
危
機
に
対
す
る
日
韓
両
国
間
の
認
識
ギ
ャ

ッ
プ
や
危
機
対
応
に
お
け
る
政
策
対
立
お
よ
び
調
整
を
詳
細
に
分
析

し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
安
全
保
障
関
係
の
初
期
段
階
に
現
れ
た
日
韓

関
係
の
特
徴
を
摘
出
で
き
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
日
韓
そ
れ
ぞ

れ
と
米
国
と
の
関
係
を
分
析
の
中
心
的
な
対
象
と
す
る
従
来
の
研
究

で
は
見
過
ご
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
と
り
わ
け
︑
崔
君
が
二
つ
の

﹁
安
保
危
機
﹂
に
対
す
る
日
韓
両
国
の
対
応
を
﹁
反
復
﹂
で
は
な
く
︑

﹁
発
展
﹂
と
し
て
理
解
し
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
︒
そ
れ
に
よ
っ

て
︑
日
韓
の
安
全
保
障
関
係
が
米
国
の
政
策
変
化
に
対
す
る
﹁
反

応
﹂
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
見
解
に
反
論
し
て
︑
さ
ら
に
初
期
日

韓
関
係
が
危
機
認
識
や
対
応
を
め
ぐ
る
日
韓
両
国
間
の
交
渉
の
産
物

で
あ
る
側
面
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
か

ら
で
あ
る
︒
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第
三
の
意
義
は
︑
本
論
文
が
日
本
︑
韓
国
そ
し
て
米
国
の
一
次
史

料
の
精
力
的
な
収
集
と
実
証
的
な
分
析
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
︒
日
韓
関
係
に
関
す
る
従
来
の
研
究
が
︑
国
交
正
常
化
時
期
の
研

究
を
除
け
ば
︑
政
治
的
発
言
や
言
論
分
析
に
基
づ
い
て
進
め
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
︑
本
論
文
は
十
分
な
日
米
韓
三
国
の

史
料
調
査
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
韓
国
の
警
察

力
強
化
問
題
が
日
韓
安
保
の
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
日

本
が
南
北
間
体
制
競
争
に
お
け
る
韓
国
優
位
に
貢
献
し
よ
う
と
し
た

こ
と
︑
さ
ら
に
日
本
が
﹁
米
朝
直
接
交
渉
﹂
を
提
案
し
よ
う
と
し
た

こ
と
な
ど
は
︑
従
来
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
﹁
歴
史
の
発
掘
﹂

で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
韓
国
条
項
﹂
が
日
米
韓
の
政
策
議

論
の
な
か
で
共
有
さ
れ
た
︑
あ
る
種
の
政
策
協
調
の
産
物
で
あ
っ
た

と
の
指
摘
も
︑
新
し
い
重
要
な
論
点
の
提
示
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
︒こ

の
よ
う
に
本
論
文
が
実
証
性
と
独
自
性
を
有
す
る
優
れ
た
研
究

で
あ
る
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
が
︑
若
干
の
問
題
点
や
将
来
に
わ
た

る
課
題
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
第
一
に
︑
日
韓
両
国
に
分

析
の
焦
点
を
当
て
︑
独
自
性
を
追
求
し
た
た
め
︑
米
国
フ
ァ
ク
タ
ー

の
持
つ
意
味
が
過
小
評
価
さ
れ
て
い
な
い
か
と
の
疑
問
が
あ
る
︒
崔

君
は
米
国
の
介
入
／
不
介
入
を
重
視
す
る
従
来
の
研
究
を
批
判
的
に

検
討
し
︑
米
国
が
ど
の
よ
う
に
介
入
し
よ
う
と
し
た
か
に
関
す
る
内

在
的
な
理
解
が
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
︑
著
者
が
詳
細
に
分
析
し
た
日
韓
両
国
の
安
全
保
障
関
係
の
進
展

と
形
成
過
程
の
な
か
で
︑
米
国
が
ど
の
よ
う
に
︑
ま
た
ど
の
程
度
介

入
し
た
の
か
︑
そ
の
結
果
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
よ
り

丁
寧
な
分
析
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
︒
い
か
な
る
日
韓
関
係
分
析
に

と
っ
て
も
︑
こ
れ
は
最
も
重
要
か
つ
困
難
な
課
題
で
あ
る
︒

第
二
に
︑
米
中
接
近
と
い
う
国
際
政
治
の
構
造
的
変
動
が
分
断
体

制
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
も
︑
よ
り
注
意
深
い
検
討
が
加
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
二
つ
の
安
保
危
機
へ
の
対
応
が
分
析

さ
れ
る
際
に
︑
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
中
国
の
登
場
に
つ
い
て
も
要

約
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
六
〇
年
代
に
国
際
的
な
相
互
抑

止
体
制
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
分
断
体
制
が
︑
七
〇
年
代
の
﹁
大

国
間
の
協
調
﹂
の
な
か
で
︑
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
︑
あ
る
い

は
し
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
た
と
は
い

え
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
も
﹁
日
韓
安
保
体
制
の
形
成
﹂
と
い
う
本
来

の
主
題
を
大
き
く
超
え
る
国
際
問
題
で
あ
る
が
︑
将
来
の
研
究
課
題

と
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

こ
の
よ
う
な
問
題
点
や
将
来
の
課
題
に
つ
い
て
の
指
摘
が
な
い
わ

け
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
は
よ
り
大
き
な
視
点
か
ら
の
﹁
気
難
し
い
注

文
﹂
に
す
ぎ
ず
︑
本
論
文
が
も
つ
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の

で
は
な
い
︒
崔
慶
原
君
が
本
研
究
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
過
程
で
留
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意
す
べ
き
点
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

以
上
の
通
り
︑
審
査
員
一
同
は
一
致
し
て
本
論
文
が
博
士
︵
法

学
︶︵
慶
應
義
塾
大
学
︶
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
す
る
︒

二
〇
一
一
年
七
月
五
日

主
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法
学
研
究
科
委
員

法
学
博
士

赤
木

完
爾

副
査

慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
教
授

法

学

研

究

科

委

員

添
谷

芳
秀

Ph.

D.

副
査

慶
應
義
塾
大
学
名
誉
教
授

法

学

博

士

小
此
木
政
夫

金
文
静
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

１

は
じ
め
に
│
問
題
の
所
在
と
論
文
の
構
成

金
文
静
君
の
提
出
し
た
論
文
﹁
中
国
動
産
抵
当
制
度
の
研
究
│
動

産
担
保
法
に
お
け
る
二
つ
の
モ
デ
ル
を
中
心
に
﹂
は
︑
タ
イ
ト
ル
か

ら
は
単
な
る
中
国
法
の
研
究
と
誤
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
日

本
法
の
知
見
を
も
と
に
中
国
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
け

る
担
保
法
の
比
較
を
行
っ
た
研
究
で
あ
る
︵
本
文
・
注
総
計
二
〇
一

頁
の
う
ち
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
︑
ア
メ
リ
カ
法
の
考
究
部
分
が
約
一

一
〇
頁
と
過
半
を
占
め
る
︶︒

動
産
担
保
制
度
に
関
し
て
は
︑
英
米
法
で
は
︑
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法

の
よ
う
な
個
別
担
保
と
浮
動
担
保
を
区
別
す
る
二
元
的
動
産
担
保
の

モ
デ
ル
と
︑
ア
メ
リ
カ
Ｕ
Ｃ
Ｃ
第
九
編
に
お
け
る
動
産
担
保
を
は
じ

め
と
す
る
一
元
的
動
産
担
保
の
モ
デ
ル
︑
と
い
う
二
つ
の
モ
デ
ル
が

存
在
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
後
者
の
一
元
的
動
産
担
保
制
度
は
既
に

世
界
的
趨
勢
に
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
世
界
の
趨
勢
に
鑑
み
る
と
︑
中
国
法
が
採
用
す
る
動
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二
〇
一
一
年
七
月
一
五
日


