
〈
韓

日

合
同

学

術
大

会

１

〉

韓
日
文
化
の
相
互
理
解
の
た
め
に

―
歴
史
と
将
来
―

（
１

）

韓
国
思

想
史
学

会
会
長

・
金
三
龍
教

授
、
主
催
代
表

・
洪
潤
植
東
国
大
学

校

教
授
、
日
本
側
の
大

谷
大
学
の
雲
井

昭
善
名
誉
教
授
を
は
じ
め
と
し
て

、

韓
日
の
様

々
な
方
々
の
ご
尽

力

に
よ
り
ま
し
て
、
韓
日
合
同
の
思
想
史
・
比

較
思
想
学
会
が
、
こ
こ
ソ
ウ
ル
の
東
国
大
学
校
で
開
催
で
き
ま
す
こ
と
を
心

か
ら
喜

ぶ
も
の
で
あ
り
ま
す
。
関
係
者

の
方

々
に
深

く
、
敬
意
と
感
謝

を
申

し
上

げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

日
本
の
敗
戦
に
よ
る
戦
争
終
了

後
五
十
年

と
い

う
節
目
の
年
に
、
隣
国
で

あ
る
両
国
が
文
化
と
文
化
交
流
の
歴
史
と
将
来
に

つ
い
て
、
事
態
を
冷
静
に
見
つ
め
て

、
共
同
の
研
究
と
討
議
を
行
い
、
さ
ら

に
将
来

の
文
化
の
創
造
と
交
流
を
考
察
す

る
こ

と
は
、
誠

に
意
義
深

い
こ
と

と
存
じ

ま
す
。

さ
て

、
一

衣
帯
水

の
両
国

の
関
係
交

流
は
、
有
史
以

前
か
ら

あ
る
わ
け
で

小
　
山
　
宙
　
丸

す

か
ら
、

た
い
へ

ん
長
い
歴

史
を
持

っ
て

い
る
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
古
代

に

お
い
て

は
、
韓
国

の
南
岸

地
方
と
、
日
本

の
九
州
の
北
岸
地
方
と

を
包
含
す

る
一
帯
に
同

一
の
文
化
圏

が
成
立
し
て

い
る
こ
と

は
両
国
の
学
者

が
認

め
る

と
こ
ろ
で

す
。
韓
国
の
方
々
が
巨
済
島
や
済
州
島
と
自
由

に
往
来
す
る
よ

う

に
、
日
本
人
が
四

国
や
北
海
道
と

い
つ
で
も
行
き
来
す

る
よ

う
に
、
そ
れ
ら

の
距
離
よ
り

は
や
や
広

い
海
峡
を
、
対
馬
や
壱
岐
を
経
由

し
な
が
ら
、

か
な

り
自
由
に
交
通
し
て

い
ま
し
た
。
海
の
流
れ
が
速

い
と
い
う
自
然

の
障
害

は

あ

る
が
、
何
よ
り
も
自
由
往
来
を
妨

げ
る
人
為
的

な
障
害
で
あ
る
国
家
と
い

う
も
の
が
、
ま
だ
存

在
し
て

い
な
か

っ
た
の
で

す
。
文
明

が
進
む

に
し

た

が
っ
て
、
人
為
的
な
障
壁
が
険
し
く
な

っ
て
時
に
よ
っ
て

は
人
間
の
往
来
を

は
じ
め
、
す
べ
て

の
交
渉

が
困
難
に
な
り

、
停
滞
す
る
と
い
う
の
は
、
残
念

な
が
ら
歴

史
の
示
す

と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す

。
し

か
し
現
代

は
こ
れ
ら
が
克
服

で
き
な
い
障
害
で

あ
る
と
し
て
指
を
く
わ
え
て
み
て
い
る
時
代
で

は
な
い
の



で
す
。
ま
た
歴
史
に
学
ん
で
障
害
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
が
来
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

古
代
に
お
い
て
は
文
物
の
進
歩
に
お
い
て
、
韓
国
の
人
々
は
日
本
人
の

人
々
に
比
べ
て
は
る
か
に
優
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
兄
と
弟
と
の
関
係
と
も
い

い
う
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
倭
人
は
往
来
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
渡
来
人
に
よ
っ
て
多
く
の
も
の
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う

平
和
な
交
流
の
期
間
が
長
い
歴
史
を
通
じ
て
、
大
部
分
を
占
め
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
近
代
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
日
本
人
は
時
折
凶
暴
な
加
害

者
と
な
り
、
韓
国
人
を
塗
炭
の
苦
し
み
に
陥
れ
て
き
ま
し
た
。
倭
寇
、
壬
辰

倭
乱
、
植
民
地
支
配
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
非
人
道
的
な
、
言
い
表
し
が
た
い

苦
難
を
韓
国
人
に
与
え
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
我
々
は
深
甚
の
謝
罪
を

し
、
深
刻
な
反
省
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
更
め
て
歴
史
を
冷

静
に
分
析
し
、
将
来
に
期
す
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

（
２
）

本
年
の
八
月
一
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
、
韓
国
の
こ
こ
ソ
ウ
ル
で
、
日
韓

中
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
二
十
一
世
紀
の
東
北
ア
ジ
ア
」
が
朝
日
新
聞
、
東
亜
日

報
、
人
民
日
報
の
共
催
で
開
か
れ
、
日
韓
中
三
か
国
に
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア

の
専
門
家
を
加
え
た
二
四
人
が
熱
心
な
討
議
を
展
開
し
ま
し
た
。
日
本
の
朝

日
新
聞
は
そ
の
様
子
を
二
頁
を
割
い
て
詳
細
に
報
告
し
て

い
ま
す
。
（
八
月

七
日
付
）
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
東
亜
日
報
の
権
五
埼
社
長
は
、
閉
会
の
挨

拶
で
百
年
前
の
一
八
九
五
年
が
朝
鮮
半
島
を
中
心
に
戦
わ
れ
た
日
清
戦
争
の

終

結
の
年
で
あ

っ
た
事
実
を
想
起
し
て
、
「
当
時
、

ソ
ウ
ル
で
こ

う
し
た

シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行

わ
れ
て

い
た
な
ら
ば
、
二
十
世
紀

の
東

ア
ジ
ア

は
か
な
り

別

の
道
を

た
ど

っ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
語
り
ま
し

た
。
こ

の
発
言
は

死
児
の
齢

を
数
え

る
た
め
で

は
な
く
、
痛
恨
の
歴
史

の
教
訓

を
将
来

に
活

か

す

た
め

に
、
重
要

な
反
省
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ

の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
文

化

の
面
で
も
貴
重

な
示
唆
を
与
え
て
い
る
の
で
す
。
日
韓
中

の
三
国
の
中
で

は
、
中
国
が

は
る
か
に
年
長
の
先
輩
で
す
が
、
中
国
が
創
造
し
た
偉
大
な
文

化
で
あ
る
漢
字
、
儒
教

、
そ
し
て
中
国
を
通
じ
、
中
国
語

に
翻
訳
さ
れ
て
韓

国
、
日
本

に
伝
わ

っ
た
イ

ン
ド
の
仏
教
な
ど
に
よ

っ
て
、
や

は
り
日
韓
中
三

国

は
兄
弟
の
国
な
の
で
す
。
上
に
述
べ
ま
し

た
が
、
地
理
的

に
も
お
互
い
に

隣
接
し
て

い
る
し
、
兄
弟
の
よ
う
な
関
係

だ
か
ら
、
愛
も
憎
し
み

も
い
っ
そ

う
烈
し
い
の
だ
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
か
ら

は
お
互
い

に
一
人
前
の
大
人
と
し

て
の
、
紳
士
淑
女
と
し
て
の
兄
弟
姉
妹
関
係
を
作
り
出
し
て
ゆ
く
時
期
で
あ

る
と
思
う
の
で
す
。

（
３

）

三
国
は
そ
れ
ぞ
れ

に
土
着
的
な
思

想
、
宗
教
は
持

っ
て

い
ま
す
。
そ
の
上

に
世
界
的
な
文
化
財
と
し
て
の
漢
字

、
儒
教
、
仏
教
を
受

容
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
骨
肉
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
骨
肉
化
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
流

儀
は
三
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
や
り
方
で
行

っ
た
の
で

あ

っ
て

、
長
い
経
過
の
う

ち
に
様
々
な
問
題
が
あ
り
、
そ
れ
ら

の
三
つ
の
も
の
が
三
国
に
お
い
て
、
ど

う
い
う
状
況
に
な

っ
て
い
る
か
と

い
い
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
お
り



方
に
な

っ
て

い
ま
す

。
三
国
の
う
ち
で

は
そ
の
三
者
に
対
し
て

、
あ
る

い
は

そ
の
三
者
の
い
ず
れ

か
に
対

し
て
、
も
う
す
で

に
そ
の
影
響
力
が
存
在
し
て

い
な
い
と
か
、
マ
イ

ナ
ス
評

価

に
な

っ
て

い
る
場
合
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
も
の
が
三
国
を
結

び
付

け
る
精
神
的
紐
帯
に
な

っ
て

い
る
こ
と

は
否
定
で
き
な

い
の
で
す
。
お
互

い

の
国
を
た
ず
ね
て

、
外
国
に
き
た
よ
う

な
感
じ

が
し
な

い
と

か
、
祖
先

の
国

の
よ
う
だ
と
は
、
時
に
味
わ
う
感
情
で

あ
る
と
思
う
の
で
す
。
最
近

の
東
ア

ジ
ア
の
文
化
圏
の
経
済
的
興
隆

に
対
し
て
、
儒
教
圏
の
問
題
で
あ
る
と
す

る

研
究
が
む
し
ろ
欧
米

人
の
側
で
な
さ
れ
て

い
る
こ
と

は
、
そ
の
成
果

は
ま
だ

不
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、
周
知
の
こ
と
で
す
。

い
ず
れ

に
し
て
も
互
恵
、

平
等
、
自
由
の
新
し

い
理
念
で
東
ア

ジ
ア
文
化
圏
が
遠

か
ら
ず
生
ま
れ

る
こ

と
は
必
至
の
状
勢
で

あ
る
と
思

い
ま
す

が
、
そ

の
さ

い
こ
の
三
国
が
一
つ
の

基
幹
的
役
割
を
果
た
す
こ
と

に
な
る
で
し

ょ
う

が
、
ま

た
果
た
さ
な
け
れ
ば

そ
の
文
化
圏
は
成
立
し
ま
せ

ん
。
し

か
し
現
在

の
と
こ
ろ
三
国

の
文
化
交
流

、

知
識
交
流

は
成
功
し
て

い
な

い
し
、
ま

っ
た
く
不
十
分

の
状
態
で
す
。

さ
き

の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
発
言
を
ま

た
借

り
れ
ば
、
一
八
四
〇
－

四

二
年

の
「
阿

片
戦
争
前

は
、
日
本

は
中
国
文
化
を

学
ん
で

お
り
、
日
本
人
で

英
国

の
勝
利

を
予
想
す

る
人

は
少
な

か
っ
た
。
だ
が
結
果
は
よ
く
知
ら

れ
て

い
る
通
り
」

（
艾
豊
氏
）

に
な
り
、
現
在

の
香
港
も
そ
の
結
果

生
ま
れ
た
も
の
で

す
。

こ
れ

に
つ

い
て
二
つ

の
問
題

が
指

摘
で
き
る
と
思

い
ま
す
。

一
つ
は
ア
ジ

ア
的
停

滞
と

い
わ
れ

る
も
の
で

あ
り

、
一
つ
は
西

欧
の
植
民
地
化

政
策
で

す
。

こ

の
二
つ

の
も
の
が
、

そ
の
後

の
一
世

紀
に
わ
た
る
東

ア
ジ
ア
を
混
乱
の
極

に
導
き
ま
し
た
。
日
本
も
ま
た
約
三
〇
〇
年
に
近
い
鎖
国
の
眠
り
を
眠
っ
て

い
ま
し
た
が
、
阿
片
戦
争
そ
の
他
の
衝
撃
に
よ
っ
て
国
内
に
無
血
革
命
が
起

こ
り
、
一
転
し
て
新
政
府
は
開
国
政
策
を
と
り
、
い
わ
ゆ
る
脱
亜
入
欧
へ
と

強
力
に
展
開
し
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
結
果
植
民
地
の
鉄
の
鎖
を

解
き
放
つ
と
い
う
考
え
を
掲
げ
な
が
ら
、
低
劣
に
植
民
政
策
の
片
棒
を
担
ぐ

こ
と
に
な
り
、
東
ア
ジ
ア
の
諸
国
に
言
い
知
れ
ぬ
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
以
来
一
世
紀
半
を
経
た
今
日
、
西
欧
の
植
民
地
政
策
は
ほ
と

ん
ど
影
を
消
し
、
ア
ジ
ア
的
停
滞
も
姿
を
消
し
、
ア
ジ
ア
は
大
車
輪
で
発
展

へ
の
道
を
歩
き
始
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今

は
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
共
通
の
利
害
を
共
に
探
り
な
が
ら
、
共
生
、
相
生
を

モ
ッ
ト
ー
と
し
て
進
む
べ
き
時
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

（
４
）

欧
米
の
文
明
は
植
民
地
政
策
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
大
変
攻
撃
的
な
文
明

で
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
同
時
に
そ
の
文
明
が
自
然
科
学
や
科
学
技
術
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
代
世
界
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
力
を
持
っ
た
こ
と

は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
世
界
の
多
く
の
部
分
に
文
明
の
普
及
と
恩
恵

を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
し
か
し
現
在
で
は
同
時
に
か
な
り
以
前
か
ら
欧
米
文

明
の
重
大
な
危
機
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
多
数
の
人
の
認

め
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
こ
で
も
ア
ジ
ア
文
明
の
出
番
が
あ
り
ま
す
。
力
は
あ

る
が
攻
撃
性
の
文
明
で
は
収
ま
り
の
つ
か
な
い
問
題
が
生
ま
れ
、
行
き
詰
ま



り
が
生
じ
て

い
る
の
で

す
。
最

近
ア

メ
リ
カ
の
学
者

が

『
文

明
の
衝
突
』
と

い
う
本
を
書
き
ま
し

た
が
、
ア
ジ
ア
の
我
々
は
多
く
の
経
験
に
よ

っ
て
「
文

明

の
調
和
」

の
モ
デ
ル
を
示

せ
る
の
で

す
。
こ

れ
か
ら

は
経
験
に
よ

っ
て

得

た
調
和

の
型

に
根
拠

を
与
え
て

、
理

論
付
け

を
し
、
そ
れ
を
世

界
の
人
々
に

示
し
て

い
か
な
け
れ

ば
な
り

ま
せ
ん
。
私

の
さ

さ
や
か
な
体
験
か
ら
の
話
し

で
恐
縮
で
す

が
、
私

は
ス
リ
ラ
ン
カ
の
学
者

の
お
世
話

を
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
彼

は
日
本

の
歌
舞
伎

の
研
究
者
で
し

た
。
な
ぜ
ス
リ
ラ
ン
カ
の
学
者

が
日
本
の
歌
舞
伎
を

と
意
外
で

し
た
が
、
彼
の

言
う
と

こ
ろ

に
よ
る
と
、
ス

リ
ラ

ン
カ
が
西
洋
文
明

の
波

を
か
ぶ

っ
た
と
き

、
古

い
芸
能
が
根
こ
そ
ぎ
失

わ
れ
て

し
ま

っ
た
の

だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
日
本

に
古

い
も

の
が
た
く
さ
ん

残

っ
て
い
る
の
が
、
誠

に
羨
ま
し

い
の
だ
そ
う
で
す
。
そ

う
い
わ
れ
て
み
ま

す
と
、
日
本

に
は
古
来

か
ら

の
舞
楽
、
雅
楽
、
猿
楽
、
田
楽

、
能
な
ど
か
ら

、

素
人
で
す

か
ら
挙
げ

か
た
は
ア
ト

ー
ラ
ソ
ダ

ム
で
す
が

、
近
代

劇
、
現
代

劇

に
至
る
ま
で
、
こ
れ
ら

は
欧
米

の
影
響

を
受
け

た
も

の
で
す

が
、
み

な
存
在

し
て

い
ま
す
。
そ
れ

ぞ
れ
の
も
の
が
皆
棲
み
分
け
し
て
活
動

し
、
重
層

的
に

生
き
て

い
ま
す
。
そ
し
て
今

は
芸
能

に
例
を
と
り
ま
し

た
が
、
他
の
領
域

に

つ

い
て
も

い
え
ま
す

。
宗
教

、
思
想
、
文
学
、

芸
術
な

ど
い
ろ

い
ろ
な
領
域

に
つ
い
て

い
え
る
の
で

あ
り
ま
す
。

（
５
）

ベ
ル
リ

ン
の
壁
崩
壊

に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
な
、
冷
戦
構
造

の
終

結
に
伴
う

世
界
史
の
新
し
い
局
面

は
、
韓
国
と
日
本
の
様

々
な
問
題
を
見
直
す
、
一
つ

の
得
難
い
機
会
で
あ
り
、
お
り
が

た
い
こ
と
に
本
学
会
も
そ
う
い
う
時
期

に

行
わ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
さ
き

に
あ
げ
た
厳
し

い
時
代

を
も
う
一

度
冷
静

に
見
据
え
、
同
時
に
江
戸
通
信
使
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
両

国
の
良

好

な
関

係
の
時
代

に
つ
い
て
も
再
認
識
す
べ
き
で
す
。
ま
た
古
代

に
お
い
て
、

韓

国
文
化

や
渡
来
人
の
日
本
文
化
へ
の
計
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
影
響

に
つ
い

て

も
、
あ
る
場
合
に
は
両

国
の
学
者
が
共
同
し
て
で
あ
る
が
、
研
究

が
目
覚

ま
し
い
進
展
を
し

て
い
ま
す
。
で
き
る
限
り
早
く
そ
の
時
代

の
定

本
的
な
歴

史

叙
述

が
で
き

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
強
く
望
む
も
の
で

あ
り
ま
す
。
そ
し

て

そ
の
時

代
だ
け

で
な
く
両
国
の
関
係
の
全
体
の
通
史
に
つ
い
て
も
、
共

通

に
読
む
こ

と
の
で
き

る
よ
う
な
叙
述
が
で
き
る
こ
と
を
同

様
に
要
望
す
る
も

の
で
す
。

そ
し
て

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
課
題
は
共
通
教
科
書

の
問
題

に
進
む

べ

き

も
の
で

あ
り
ま

す
。
ま
た
、
韓
国
を
代
表
す
る
李
退
渓

に
つ
い
て
の
よ
う

に
、
個
人

を
対

象
と
す
る
よ
う
な
大
き
な
国
際
学
会
が
何
度
も
行

わ
れ
て

い

る
こ
と
も

注
目
す

べ
き
で
し
ょ
う
。

韓
国

と
日
本
が
新
し
い
時
代

に
あ

っ
て
は
、
協
力
し
て

共
同
作
業

に
従
事

す

る
な
ら

ば
、
東

ア
ジ
ア
に
よ
り
進
ん
だ
文

化
が
生
ま
れ
る
こ
と

に
な
り

ま

す

。
そ
れ

に
よ
っ
て

ア
ジ
ア
の
文
化
に
貢
献
し
、
ひ
い
て

は
世
界

に
貢
献
し

て

い
く

べ
き
で
し

ょ
う
。
こ
れ

か
ら
の
モ
ッ
ト
ー
は
入
亜

入
世
で
あ
り
ま
す

。

そ
れ

に
は
民
間

レ
ヴ
ェ
ル
の
交
流
が
不
可

欠
で

す
が
、
そ
う
い
う
対
話

の

機
会
を
与
え
て

い
た
だ
い
た
韓
国
思
想
史
学
会
、
東
国
大
学
校
を
は
じ
め
と

し
て
関
係

の
皆
様

の
ご
好
意
、
ご
協
力

に
改

め
て

心
か
ら

の
感
謝
と
お
礼

を

申
し
上
げ
て
、
私

の
講
演
を
締
め
く
く
ら
せ
て

い
た
だ
き

た
い
と
存
じ
ま
す
。



（
参
　

考
）

一
つ
の
参
考
資
料
と
し
て
、
早
稲
田
大
学
の
日
本
敗
戦
後
の
韓
国
と
の
交
流
の
状

況
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。
一
九
九
四
年
三
月
二
十
五
日
来
日
中
の
韓
国
の
金
泳
三
大

統
領
夫
妻
は
、
早
稲
田
大
学
大
隈
講
堂
に

お
出
で
に
な
り
、
親
し
く
学
生
達

に
講
演

し
て
く
だ
さ
り
、
韓
日
両
国
の
友
好
と
将
来

に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
ま
し

た
。
早
稲
田

大
学
は
金
大
統
領
に
名
誉
法
学
博
士
の
学
位
を
贈

っ
て
、
大
統
領
の
業
績
と

栄
誉

を

称
え
ま
し

た
。
金
大
統
領
は
一
九
八
五
年
野
党
の
指
導
者
の
時
代

に
も
早

稲
田
大
学

を
お
訪
ね
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
そ
の
時

「
大
道
無
門
」
と
い
う
大
字
を
揮
毫
し
て

残
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
を
今
回

お
見
せ
す

る
と
大
変

お
喜
び

に
な
り
、
こ
れ

は
貴

大

学
の
た
め
の
言
葉
で
あ
る
な
ど
と
お

っ
し

ゃ
ら
れ

た
。
そ
れ
は
早
稲
田
大
学
が

か
っ

て
門
の
無
い
大
学
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

早
稲
田
大
学
は
他
に
崔
斗
善

（
故
人

・
国
務
総
理
）
、
金
相

浹
（
故
人

・
高
麗
大

学
校
校
長
、
国
務
総
理
）
、
金

相
万

（
故
人
・
高

麗
大
学
校
校
長

、
東
亜
日
報
社
長
）

の
三
氏
に
も
名
誉
博
士

の
学
位
を
贈

っ
て

い
ま
す
。
崔
斗
善
氏
と
金
相
万
氏

は
早
稲

田
大
学
の
卒
業
生
で
あ
り
、
高
麗
大
学
校
は
一
九
七
三
年
以

来
密
接
な
提
携
関
係

に

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
方
は
皆
、
あ
る
い
は
母
校
の
名
を
あ
げ
、
あ
る
い

は
両
校
の

ひ
い
て
は
両
国
の
交
流
に
尽

く
さ
れ
た
方

々
で
あ
り
ま
す
。

高
麗
大
学
校
と
の
交
流
は
、
教
員
、
学
生
の
交
換
が
活
発
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
が
、

さ
ら
に
一
九
八
五

年
か
ら
は
韓
国
外
国
語
大
学
校
と
、
一
九
九
四
年
か
ら

は
漢
陽
大

学
校
、
成
均
館
大
学
校
と
の
交
流
協
定
が
成
立
し
て

い
ま
す
。

一
九
九
五
年
度
、
早
稲
田
大
学
の
外
国
人
留
学
生
数
は
、
四
五

か
国

か
ら
一
一
〇

三
名
で
す
。
そ
の
う
ち
韓
国

か
ら
の
留
学
生

は
四
二
二
名
（
内
女
子
一
一

八
名
）
で

あ
り
、
国
別
で
は
一
番
多
い
の
で
す
。
二
番
目

は
中
国
で
三
五
五
名

（
女
子
一
三

八

名
）
で
あ
り
ま
す
。
ア
ジ
ア
か
ら
の
留
学
生
は
全
体
の
留
学
生
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト

を
占
め
て
い
ま
す
。

（
こ

や

ま

・

ち

ゅ
う

ま

る
、

中

世

哲

学

・
宗

教

哲

学

、

日

本

比

較

思

想

学

会

会

長

・
早

稲

田

大

学
教

授

）
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