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本
書
は
、「
韓
国
日
報
」
の
記
者
か
ら
研

究
者
へ
の
道
を
進
ん
だ
著
者
の
博
士
論
文

を
土
台
と
し
て
お
り
、
詳
細
な
外
交
文
書

の
分
析
に
よ
る
大
部
な
著
作
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
タ
ン
ト
期
の
東

ア
ジ
ア
政
治
が
、
米
中
関
係
、
南
北
関
係
、

そ
し
て
米
中
に
よ
る
「
裏
」
で
の
調
整
・

連
携
と
い
う
三
つ
の
ド
ラ
マ
が
絡
み
合
う

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
展
開
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
た
め
に
、
一
気
に
読
ま
せ
て
し
ま
う
。 　

朝
鮮
半
島
の
分
断
構
造
は
、
米
中
戦
略

関
係
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
大
き
く
変
動
し

た
、
と
い
う
の
が
著
者
の
主
張
で
あ
る
。

従
っ
て
、
南
北
朝
鮮
と
い
う
局
地
的
現
象

で
は
な
く
、
東
北
ア
ジ
ア
の
国
際
政
治
と

し
て
総
合
的
な
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
説

く
著
者
は
、
正
統
性
と
安
全
保
障
を
キ
ー

ワ
ー
ド
に
用
い
て
、
そ
の
分
析
を
進
め
る
。

　

正
統
性
と
は
、
朝
鮮
戦
争
を
通
し
て
設

立
さ
れ
た
米
韓
の
「
国
連
帽
子
」、す
な
わ

ち
国
際
的
に
認
め
ら
れ
た
正
義
で
あ
り
、

裏
返
せ
ば
中
朝
の
「
敵
性
団
体
」
と
い
う

位
置
付
け
で
あ
る
。
国
連
を
軸
と
す
る
正

統
性
は
、
大
韓
民
国
（
以
下
、
韓
国
）
の

政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
成
す
。

米
中
接
近
は
根
本
的
に
正
統
性
を
め
ぐ
る

構
図
を
塗
り
替
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
方
の
安
全
保
障
は
、
在
韓
米
軍
と
中

朝
同
盟
の
関
係
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
日
本
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の
軍
事
的
な
存
在
も
関
係
し
て
く
る
。
朝

鮮
半
島
の
当
事
者
で
あ
り
、
そ
の
主
体
性

を
主
張
し
な
が
ら
も
、
朝
鮮
民
主
主
義
人

民
共
和
国
（
以
下
、
北
朝
鮮
）
と
韓
国
は
、

ジ
ュ
ニ
ア
パ
ー
ト
ナ
ー
同
士
で
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
両
国
と
も
米
中
間
で
の
利
害
調

整
を
反
映
さ
せ
る
形
で
し
か
、
自
ら
の
路

線
を
決
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
を
最
も
強
烈
に
示
す
の
が
、
在
韓

米
軍
の
性
格
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
ニ
ク
ソ

ン
・
ド
ク
ト
リ
ン
を
受
け
て
、
そ
の
削
減

が
米
韓
同
盟
を
き
し
ま
せ
た
在
韓
米
軍
は
、

日
中
和
解
に
よ
っ
て
対
中
朝
抑
止
力
か
ら

朝
鮮
半
島
の
安
定
を
確
保
す
る
兵
力
と
意

味
を
変
え
、温
存
さ
れ
た
。「
韓
国
政
府
は

自
由
中
国
（
台
湾
）
の
よ
う
に
犠
牲
に
な

る
こ
と
を
懸
念
し
」、そ
の
た
め
に
「
米
国

の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
だ
け
に
依
存
す
る
の

が
正
し
く
な
い
」と
考
え
た
朴
正
熙
は
、同

床
異
夢
で
あ
り
な
が
ら
金
日
成
と
の
緊
張

緩
和
に
進
ん
だ
。「
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ

ク
」
と
「
周
恩
来
・
シ
ョ
ッ
ク
」
へ
の
ヘ
ッ

ジ
と
し
て
始
ま
っ
た
南
北
対
話
は
、
同
時

に
、
そ
の
た
め
に
足
元
を
固
め
る
と
い
う

理
由
で
朝
鮮
半
島
に「
維
新
体
制
」と「
唯

一
体
制
」
と
い
う
双
子
の
権
威
主
義
体
制

を
生
む
皮
肉
な
展
開
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
朝
鮮
半
島
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

よ
り
皮
肉
な
展
開
と
は
米
中
側
に
あ
る
。

両
国
は
双
方
の
戦
略
的
な
関
係
を
最
も
重

要
視
し
、
そ
の
た
め
に
は
朝
鮮
半
島
の
分

断
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
二
つ
の

コ
リ
ア
の
ま
ま
で
も
朝
鮮
半
島
が
安
定
し

て
い
る
こ
と
を
優
先
し
た
の
で
あ
る
。　

　

今
日
の
朝
鮮
問
題
の
帰き

趨す
う

に
最
も
決
定

的
な
影
響
を
与
え
る
と
著
者
が
指
摘
す
る

の
が
、
北
朝
鮮
の
対
米
直
接
交
渉
へ
の
転

換
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
と
の
交
渉
で
戦
略

的
地
位
を
得
た
中
国
や
要
望
を
通
し
た
北

ベ
ト
ナ
ム
に
倣
い
、
金
日
成
は
自
主
の
立

場
を
放
棄
し
て
も
対
米
直
接
交
渉
を
求
め

続
け
た
。
そ
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
の
が
、

軍
事
挑
発
な
ど
の
強
硬
策
で
あ
っ
た
。

　

米
中
が
協
力
し
て
「
静
か
に
」
国
連
軍

司
令
部
の
解
体
を
試
み
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
北
朝
鮮
は
中
国
以
外
の
国
々
の
協
力

の
下
に
、
対
決
的
な
決
議
を
並
行
し
て
採

択
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
国
際
的
地

位
が
向
上
し
た
北
朝
鮮
と
、
こ
の
時
期
に

経
済
的
優
位
を
確
保
し
た
韓
国
は
、「
消
極

的
平
和
」
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

結
局
は
解
体
を
免
れ
た
も
の
の
、
も
し

国
連
司
令
部
の
在
韓
米
軍
が
国
連
帽
子
を

失
う
と
、
半
島
有
事
に
日
本
の
基
地
を
事

前
協
議
な
し
に
使
え
な
く
な
る
と
い
う
危

機
に
直
面
し
、
岸
秘
密
議
事
録
へ
の
言
及

も
な
さ
れ
た
、
と
い
う
最
近
の
成
果
も
盛
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り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
冷
戦
の
終
結
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
東
ア
ジ
ア
が
不
安
定
化
し
て
い

る
現
状
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
デ
タ
ン

ト
期
の
政
治
が
関
わ
っ
て
い
る
。
朝
鮮
半

島
の
分
断
を
前
提
に
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
が

同
心
円
状
に
描
い
た
４
者
会
談
や
６
者
会

談
は
、
今
日
の
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
多
国

間
の
構
図
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
。

　

歴
史
の
「
イ
フ
」
を
論
じ
る
べ
き
で
は

な
い
が
、
米
中
が
裏
の
外
交
以
上
の
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
を
取
っ
て
い
れ
ば
、
朝
鮮
半
島

に
出
口
が
見
出
せ
た
の
か
と
考
え
さ
せ
ら

れ
る
。
ま
た
独
自
に
北
朝
鮮
に
歩
み
寄
り

を
試
み
た
日
本
に
は
、
地
域
国
家
と
し
て

主
体
的
な
動
き
は
取
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
著
者
は
あ
え
て
異
な
る
シ
ナ
リ
オ

を
示
さ
ず
、「
忍
耐
と
譲
歩
の
旅
」
が
こ
れ

か
ら
も
続
い
て
い
く
と
締
め
く
く
る
。

　

表
紙
に
「
統
一
へ
の
熱
望
」
を
表
現
し

た
造
形
物
が
使
わ
れ
た
本
書
に
は
、
著
者

の
朝
鮮
半
島
の
恒
久
的
な
平
和
へ
の
思
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

丹
念
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら

ア
メ
リ
カ
の
本
質
に
迫
る

　

２
０
０
８
年
の
選
挙
が
、
初
の
ア
フ
リ

カ
系
の
大
統
領
を
生
ん
だ
こ
と
は
、
ア
メ

リ
カ
だ
け
で
は
な
く
世
界
に
希
望
を
も
た

ら
し
た
。
し
か
し
、
２
年
後
の
中
間
選
挙

で
は
、オ
バ
マ
政
権
へ
の
不
満
に
よ
り
、議

会
民
主
党
は
大
き
な
敗
北
を
喫
し
た
。

　
「
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
」に
代
表
さ
れ
る

ア
メ
リ
カ
の
人
々
の
怒
り
は
、
ど
こ
か
ら

発
し
、
何
を
求
め
、
ア
メ
リ
カ
政
治
は
ど

こ
に
向
か
っ
て
行
く
の
だ
ろ
う
か
。

　

本
書
は
、
文
化
人
類
学
者
と
し
て
ア
メ

リ
カ
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
ね
た

著
者
が
、
ア
メ
リ
カ
の
理
念
で
あ
る
自
由
、

公
正
、
多
様
性
や
民
主
主
義
が
、
実
際
の

社
会
の
中
で
転
倒
し
て
い
る
状
況
を
伝
え

な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ア
メ
リ
カ
の
強
さ
で

あ
る
自
己
矯
正
力
に
よ
っ
て
、
希
望
が
生

み
出
さ
れ
て
い
る
姿
を
描
い
て
い
る
。

　

ア
メ
リ
カ
社
会
に
見
ら
れ
る
両
極
化
は
、

保
守
か
リ
ベ
ラ
ル
か
を
超
え
る
、
よ
り
根

源
的
な
次
元
で
の
断
絶
だ
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
民
主
党
内
の
大
統
領
予
備
選
で
人

種
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
直
接
の
争
点
に
な
ら

な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
克
服
」
さ

れ
た
か
ら
で
は
な
く
「
回
避
」
さ
れ
た
た

め
だ
と
指
摘
し
、
い
ず
れ
も
本
質
を
突
い
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て
い
る
。

　

著
者
は
、
ア
メ
リ
カ
が
分
裂
す
る
な
ら

ば
、そ
れ
は
多
様
性
の
た
め
で
は
な
く
、原

理
主
義
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
と
論
じ

る
。
そ
し
て
、
新
自
由
主
義
が
ア
メ
リ
カ

の
多
様
性
を
ま
す
ま
す
困
難
に
し
て
い
る

と
指
摘
す
る
。
そ
れ
で
も
、
ア
メ
リ
カ
を

統
合
し
て
い
く
力
が
生
じ
る
現
場
を
、
著

者
は
観
察
し
て
い
る
。

　

親
米
と
か
反
米
、
拝
米
と
か
排
米
と
い

う
表
面
的
な
レ
ッ
テ
ル
を
超
え
て
、
ア
メ

リ
カ
の
本
質
に
迫
る
本
で
あ
る
。

『
ヨ
ー
ロッパ
戦
後
史
』
の
著
者
、

最
後
の
提
言
集

　

個
人
が
豊
か
で
も
不
平
等
な
社
会
は
、

集
合
体
と
し
て
貧
困
化
し
、
社
会
問
題
が

悪
化
す
る
、
と
い
う
の
が
社
会
民
主
主
義

を
奉
じ
る
著
者
の
見
解
で
あ
る
。
20
世
紀

に
解
決
し
た
と
思
わ
れ
た
社
会
問
題
が
、

21
世
紀
に
再
び
深
刻
化
す
る
中
で
、
全
体

と
し
て
の
人
間
の
価
値
を
議
論
す
る
こ
と

が
重
要
だ
と
説
く
。

　

社
会
主
義
の
崩
壊
は
、
新
自
由
主
義
へ

の
信
奉
を
促
し
た
が
、
本
当
は
そ
こ
か
ら

何
を
学
び
と
る
べ
き
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

人
間
が
大
切
に
し
て
き
た
も
の
に
は
、
必

ず
し
も
数
量
化
に
な
じ
ま
な
い
財
も
あ
る
。

経
済
一
辺
倒
の
議
論
で
は
な
く
、
倫
理
的

裏
付
け
の
あ
る
公
共
的
な
対
話
が
必
要
で

あ
る
。社
会
民
主
主
義
が
目
指
す
の
は
、そ

う
し
た
価
値
へ
の
回
帰
な
の
で
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
で
は
、
公
共
善
に
個
人
の
目

標
が
置
き
換
わ
っ
て
し
ま
い
、
お
互
い
と

次
世
代
に
対
す
る
信
頼
を
失
っ
た
た
め
に
、

税
金
で
は
な
く
民
営
化
が
賞
賛
さ
れ
る
と

論
じ
る
。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
の
共
同
体

は
国
内
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
や
非
西
欧
諸
国

を
排
除
し
て
お
り
、
安
易
に
懐
古
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
は
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
進
ん
で
も
国
家
が
健
在
で
あ
る
こ
と

を
示
し
、
む
し
ろ
新
自
由
主
義
に
よ
る
信

頼
崩
壊
が
、
移
民
排
斥
な
ど
、
閉
ざ
さ
れ

た
領
域
国
家
を
生
み
出
し
た
と
指
摘
す
る
。

　

昨
年
夏
に
病
死
し
た
著
者
は
、
周
囲
が

同
じ
こ
と
を
信
じ
る
時
に
異
議
を
唱
え
る

こ
と
の
難
し
さ
を
熟
知
し
て
い
た
。
だ
か

ら
こ
そ
、間
違
い
が
分
か
っ
た
な
ら
ば
、そ

れ
に
立
ち
向
か
っ
て
「
行
動
す
る
」
必
要

が
あ
る
と
、
最
期
に
訴
え
て
い
る
。

 

（
お
お
つ
る
・
き
た
が
わ 

ち
え
こ
）
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