
一
丁

ノ
イ

韓
国
へ
の
三
度
の
旅

お
と
な
り
の
国
、
韓
国
の
戦
後
の
軌
跡
は
日
本
と
ず
い
ぶ
ん
違
う
た

し
か
に
一
九
四
五
・
ハ
・
一
五
は
日
本
か
ら
の
解
放
乢
念
日
で
あ
る
が
、

平
島
は
す
ぐ
に
冷
戦
の
諭
理
で
貫
か
れ
た
そ
の
後
の
年
問
、
八
度

線
を
境
に
、
南
北
別
々
の
占
領
が
あ
っ
た
し
か
も
同
じ
ア
メ
リ
カ
に
ょ

る
占
領
で
も
敗
戦
国
日
本
の
そ
れ
が
周
到
に
準
備
さ
れ
た
成
功
し
た
占
領

と
い
わ
れ
る
の
に
比
し
て
、
韓
国
の
占
領
は
対
ソ
戦
略
の
た
め
の
犠
牲

失
敗
し
た
占
領
で
あ
っ
た
。
独
立
し
た
の
は
南
も
北
も
四
八
年
の
こ
と
で

あ
る大

韓
民
国
は
以
来
、
大
統
領
制
を
敷
き
李
承
晩
時
代
を
む
か
え
る
そ

れ
は
自
由
主
義
陣
営
を
選
ぴ
な
が
ら
も
軍
事
独
裁
政
権
と
い
わ
れ
、
海
に

李
承
晩
ラ
イ
ン
を
敷
い
た
よ
う
に
日
本
に
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
五
0

S
五
三
年
に
は
朝
鮮
戦
争
に
ょ
り
悲
惨
な
戦
場
体
験
を
な
め
ね
ぱ
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
の
政
権
を
倒
し
た
の
は
、
六
0
年
四
月
九
日
の
下
か
ら
の
学

生
革
命
で
あ
っ
た
し
か
し
、
な
お
民
主
化
は
実
現
し
な
い
。
今
度
は
日

本
の
陸
軍
士
官
学
校
出
身
の
軍
人
、
朴
正
煕
に
ょ
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー

解
放
後
の
韓
国

伊
藤
彌
彦

(
六
一
年
五
月
十
六
旦
が
続
い
た
以
来
、
七
九
年
十
月
二
十
六
日
の

暗
殺
の
日
ま
で
、
軍
と
K
C
1
A
の
恐
怖
の
も
と
朴
大
統
領
の
「
開
発
独

裁
」
政
権
が
十
八
年
問
の
長
き
に
わ
た
り
国
を
支
配
し
た
の
で
あ
っ
た

さ
て
今
か
ら
四
十
年
前
、
こ
の
韓
国
へ
の
最
初
の
私
の
旅
は
、
青
春
の

旅
で
あ
っ
た
。
ま
だ
民
政
移
管
以
前
の
国
家
再
建
最
高
会
議
議
長
朴
正
煕

時
代
の
一
九
六
三
年
七
月
二
十
九
日
か
ら
三
十
九
日
問
、
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン

プ
参
加
と
い
う
偶
然
の
機
会
を
え
て
韓
国
を
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
当

時
私
は
1
C
U
の
三
年
生
だ
っ
た
。
ま
だ
日
韓
の
国
交
は
な
く
、
 
S
C
1

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
系
の
N
P
0
団
体
お
よ
ぴ
ク
エ
ー
カ
ー
派
の
フ
レ
ン
ズ

と
い
う
組
織
を
通
じ
て
、
十
人
の
日
本
人
大
学
生
の
訪
韓
が
で
き
た

そ
の
中
に
は
同
志
社
大
学
の
浅
野
み
と
し
さ
ん
も
い
た
。
 
S
C
1
 
(
サ
ー

ビ
ス
・
シ
ビ
ル
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
)
と
い
う
組
織
は
、
第
一
次
大

戦
で
す
さ
ん
だ
人
心
を
国
籍
を
超
え
た
共
同
奉
仕
作
業
で
回
復
し
よ
う
と

始
め
ら
れ
た
運
動
で
、
日
本
支
部
の
故
佐
藤
博
厚
さ
ん
は
イ
ン
ド
の
サ
ル

青
春
の
旅

天
学
法
学
部
教
授
)1
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ボ
ダ
ヤ
運
動
の
紹
介
な
ど
意
欲
的
に
活
動
を
広
げ
て
お
ら
れ
た
。
私
は
海

外
旅
行
し
た
さ
に
、
に
わ
か
入
会
し
て
の
参
加
で
あ
っ
た
。

当
時
の
韓
国
は
本
当
に
遠
い
国
で
あ
っ
た
。
日
本
人
へ
の
渡
航
審
査
は

厳
し
く
、
ビ
ザ
が
発
給
さ
れ
た
の
は
連
絡
船
(
四
日
毎
に
一
隻
の
み
)
が

博
多
を
出
る
二
日
前
に
な
っ
て
い
た
は
っ
き
り
思
い
出
せ
な
い
が
新
幹

線
の
な
い
時
代
の
博
多
行
き
は
、
夜
行
列
車
で
の
座
り
寝
の
長
い
旅
で
あ

つ
た
。
午
後
四
時
博
多
出
航
、
翌
日
十
一
時
釜
山
着
。
船
は
、
山
の
よ
う

に
日
本
製
品
を
か
か
え
て
里
帰
り
す
る
在
日
の
人
々
で
あ
ふ
れ
て
お
り
、

目
立
っ
た
士
産
品
は
釜
山
税
関
で
無
残
に
も
接
収
さ
れ
て
い
た

ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
は
、
さ
ら
に
船
を
乗
り
継
い
で
、
全
羅
南
道
の
小
鹿

島
と
い
う
ハ
ン
セ
ン
病
施
設
の
島
で
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
遠
浅
の
海
を
干

拓
し
て
、
ハ
ン
セ
ン
病
が
全
快
し
た
の
に
社
会
復
帰
で
き
な
い
人
の
自
活

、ノ

の
た
め
の
農
地
を
つ
く
る
仕
事
で
あ
っ
た
初
め
て
目
に
し
た
韓
国
の
光

景
は
驚
く
ほ
ど
貧
し
く
、
と
く
に
農
村
部
の
貧
し
さ
が
目
立
っ
て
い
た

主
食
不
足
が
深
刻
だ
っ
た
キ
ャ
ン
プ
に
は
、
韓
国
の
主
要
大
学
か
ら
百

人
ほ
ど
の
学
生
が
参
加
し
て
お
り
、
日
韓
そ
の
他
の
同
世
代
の
男
女
青
年

百
四
十
人
が
力
月
寝
食
を
と
も
に
し
、
共
に
働
き
共
に
ょ
く
歌
い
よ
く

遊
ぶ
キ
ャ
ン
プ
は
屈
託
な
い
交
流
を
育
ん
で
い
っ
た
さ
し
づ
め
青
春
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。

キ
ャ
ン
プ
終
了
後
に
は
軍
用
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
っ
て
の
慶
州
観
光
が
あ

り
、
さ
ら
に
ソ
ウ
ル
で
は
仲
良
く
な
っ
た
キ
ャ
ン
パ
ー
宅
に
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
し
な
が
ら
、
手
厚
い
も
て
な
し
の
観
光
が
つ
づ
い
た
ソ
ウ
ル
の
街
に

は
ま
だ
漢
字
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
、
終
戦
直
後
か
ら
一
十
年
後
ま
で
の
日

本
が
集
約
さ
れ
た
よ
う
な
光
景
を
な
し
て
い
た
。
中
卒
く
ら
い
の
少
女
の

車
掌
さ
ん
が
満
員
バ
ス
を
仕
切
る
姿
が
け
な
げ
だ
っ
た
当
時
、
ほ
と
ん

ど
の
韓
国
人
に
と
っ
て
私
た
ち
は
戦
後
は
じ
め
て
出
会
う
日
本
人
で
あ
っ

た
。
日
本
人
と
分
か
る
と
何
人
も
の
見
知
ら
ぬ
人
か
ら
日
本
に
居
る
親
族

の
行
方
調
査
を
頼
ま
れ
た
。
キ
ャ
ン
プ
の
終
わ
り
こ
ろ
、
戦
前
を
知
っ
て

い
る
年
長
の
キ
ャ
ン
プ
リ
ー
ダ
ー
が
、
私
た
ち
を
み
て
い
て
「
日
本
人
は

本
当
に
変
わ
っ
た
ね
」
と
感
想
を
も
ら
し
た
の
が
う
れ
し
か
っ
た
。

一回目の訪韓。山を切り崩して海へ運び、 地をつくる。山の斜面で休憩中の笹者(左)。
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今
か
ら
考
え
る
と
朴
正
煕
政
権
は
ク
ー
デ
タ
ー
直
後
か
ら
、
反
日
政
策

の
是
正
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
こ
の
国
際
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
も

国
士
開
発
軍
事
委
員
会
と
い
う
組
織
が
強
力
に
バ
ッ
ク
ァ
ッ
プ
し
て
運
営

さ
れ
て
い
た
。
韓
国
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
協
議
会
が
S
C
1
日
本
支
部
と
国

際
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
を
組
織
す
る
企
画
は
六
一
年
に
始
ま
っ
て
い
た
。
朴

政
権
と
日
本
政
府
と
の
経
済
援
助
癒
着
は
有
名
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
こ

の
よ
う
な
民
問
交
流
の
布
石
も
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
民
間

交
流
の
一
環
と
思
わ
れ
る
が
、
六
二
年
一
月
に
は
交
換
学
生
と
し
て
延
世

大
学
か
ら
、
 
1
C
U
に
戦
後
初
の
韓
国
か
ら
の
留
学
生
が
来
た
。
そ
の

人
の
う
ち
の
一
人
が
朴
忠
錫
さ
ん
(
現
梨
花
大
学
名
誉
教
授
)
で
あ
る

翌
年
に
は
ソ
ウ
ル
大
学
か
ら
金
栄
作
さ
ん
(
現
国
民
大
学
教
授
)
が
来
た

二
千
人
の
希
望
者
か
ら
選
考
さ
れ
た
と
い
う
。
六
五
年
に
は
崔
相
龍
さ
ん

(
現
高
麗
大
学
教
授
)
が
来
日
し
た
。
や
が
て
私
は
東
大
大
学
院
に
進
学

し
た
が
、
こ
の
三
人
も
前
後
し
て
東
大
大
学
院
に
進
学
し
同
じ
政
治
学
を

専
攻
し
て
い
た
の
で
、
親
し
い
友
人
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
日
韓
国
交

回
復
は
六
五
年
で
あ
っ
た
。

竜

緊
張
の
旅

回
目
の
訪
韓
は
、
一
九
七
五
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
の
泊
日
、

慌
た
だ
し
い
緊
張
の
旅
で
あ
っ
た
。
私
は
同
志
社
大
学
法
学
部
の
助
手
に

な
っ
た
ぱ
か
り
で
あ
っ
た
。
朴
正
煕
政
権
は
独
裁
と
非
難
さ
れ
な
が
ら
も
、

穀
物
が
底
を
つ
く
春
窮
期
に
も
餓
死
者
を
出
さ
な
い
経
済
開
発
政
策
と
K

C
1
A
 
(
秘
密
警
察
)
の
力
で
政
権
を
維
持
し
て
い
た
。
し
か
し
次
第
に

露
骨
な
権
力
乱
用
が
目
立
っ
て
い
た
。
七
二
年
の
「
十
月
維
新
」
で
は
国

会
を
解
散
し
永
久
執
権
を
宣
布
し
た
。
七
三
年
八
月
に
は
野
党
の
金
大
中

大
統
領
候
補
を
東
京
の
ホ
テ
ル
か
ら
竝
致
し
て
世
界
を
驚
か
せ
た
。
あ
の

六
三
年
の
ワ
ー
ク
キ
ャ
ン
プ
参
加
者
の
一
人
早
川
嘉
春
さ
ん
が
留
学
先
の

ソ
ウ
ル
で
逮
捕
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
当

然
国
の
内
外
で
朴
政
権
批
判
、
民
主
化
運
動
も
行
わ
れ
て
い
た

紀
行
諦

、no

^ー^

足1
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そ
の
こ
ろ
期
留
学
生
だ
っ
た
金
栄
作
さ
ん
は
そ
の
ま
ま
日
本
で
就
職

し
1
C
U
助
教
授
に
な
っ
て
い
た
し
か
し
あ
る
時
1
C
U
学
術
交
流
団

の
一
員
と
し
て
訪
韓
し
た
際
、
日
本
留
学
中
の
行
動
を
理
由
に
逮
捕
さ
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
そ
の
時
の
引
率
団
長
は
、
金
栄
作
助
教
授
を

置
い
た
ま
ま
脅
え
る
よ
う
に
そ
そ
く
さ
と
帰
国
し
た
と
い
う
や
が
て
政

治
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
大
学
院
仲
間
や
彼
の
先
生
た
ち
の
問
で
そ
っ

と
救
援
活
動
が
始
ま
っ
て
い
た
一
回
目
公
判
を
傍
聴
し
た
大
嶽
秀
夫
君

の
あ
と
、
回
目
は
別
人
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
ノ
ン
ホ
リ
人
問
の
私
の

訪
韓
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
今
度
の
旅
は
空
路
金
浦
空
港
に
着
い
た

ソ
ウ
ル
の
街
は
高
い
ビ
ル
が
な
ら
ぴ
す
っ
か
り
様
変
わ
り
し
て
い
た
。
あ

え
て
ホ
テ
ル
を
決
め
な
い
で
来
た
の
だ
が
、
な
ぜ
か
す
ぐ
に
尾
行
が
つ
い

て
い
た
。
翌
日
の
法
廷
で
は
、
私
の
姿
を
み
と
め
て
金
栄
作
さ
ん
は
驚
き

の
声
を
あ
げ
、
「
ど
こ
に
就
職
し
た
の
 
1
C
U
?
」
「
い
や
、
同
志
社
」

「
い
い
大
学
で
ょ
か
っ
た
ね
僕
は
兀
気
だ
か
ら
・
:
も
う
二
度
と
日
本
の

方
に
は
会
え
な
い
と
思
う
の
で
ょ
ろ
し
く
:
・
」
等
、
看
{
寸
の
す
き
を
つ
い

て
単
語
を
交
わ
し
た
裁
判
を
目
撃
す
る
と
東
京
で
流
さ
れ
て
い
た
噂
と

違
い
、
敬
意
を
う
け
て
い
る
政
治
犯
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た

そ
の
日
の
夕
方
、
恐
る
恐
る
も
う
一
人
の
留
学
生
だ
っ
た
崔
相
龍
さ
ん

に
電
話
を
い
れ
て
み
た
す
る
と
意
外
に
も
す
ぐ
会
お
う
と
い
う
(
出
発

前
ど
こ
か
ら
か
、
崔
さ
ん
は
日
本
人
に
会
い
た
が
ら
な
い
と
い
う
虚
偽
の

噂
が
流
さ
れ
て
い
た
)
そ
し
て
抱
擁
せ
ん
ば
か
り
の
歓
迎
で
お
宅
に
泊

ま
る
こ
と
に
な
っ
た
崔
相
龍
さ
ん
も
ま
た
一
時
逮
捕
さ
れ
、
監
視
中
の

身
で
あ
っ
た
。
世
界
の
編
集
長
の
名
刺
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
、
き

つ
い
拷
問
を
う
け
て
い
た
そ
の
こ
ろ
の
彼
は
失
職
し
、
い
よ
い
よ
自
宅

を
手
放
そ
う
と
し
て
、
そ
の
日
も
下
見
の
人
が
来
て
い
た
「
今
は
オ
プ

テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ク
・
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
居
直
っ
て
い
る
」
と
い
い
な
が
ら
、

口
を
開
け
ば
昔
の
ま
ま
の
快
活
な
崔
さ
ん
で
あ
っ
た
拷
問
の
話
、
生
活

の
こ
と
、
韓
国
の
現
状
は
ま
だ
「
自
由
」
よ
り
も
「
経
済
的
平
等
」
を
求

め
て
い
る
こ
と
、
韓
国
を
救
う
の
は
金
大
中
で
あ
る
こ
と
等
々
、
節
約
の

た
め
部
屋
だ
け
オ
ン
ド
ル
を
い
れ
て
い
る
家
で
、
一
夜
熱
く
語
り
明
か

し
、
翌
朝
は
金
栄
作
さ
ん
の
こ
家
族
の
手
厚
い
送
迎
を
う
け
、
無
事
帰
国

し
た
の
で
あ
つ
た

そ
し
て
回
目
の
訪
韓
は
、
昨
年
、
二
0
0
二
年
五
月
十
七
日
か
ら

泊
四
日
の
嬉
し
い
旅
で
あ
っ
た
韓
国
政
治
思
想
学
会
主
催
の
「
西
洋
近

代
思
想
受
容
に
お
け
る
韓
・
日
比
較
」
の
日
本
側
の
報
告
者
の
一
人
と
し

て
の
訪
韓
で
あ
っ
た
。
四
半
世
紀
ぶ
り
の
訪
韓
は
、
東
洋
一
、
二
と
い
う

ハ
ブ
空
港
・
仁
川
空
港
の
快
適
さ
に
ま
ず
圧
倒
さ
れ
た
。
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ

プ
の
直
前
で
も
あ
り
、
高
層
ビ
ル
の
立
ち
並
ぶ
ソ
ウ
ル
の
光
景
は
さ
ら
に

変
し
て
い
た
。
諸
大
学
の
学
園
祭
の
時
期
で
も
あ
り
、
街
は
明
る
く
、

豊
か
で
な
こ
や
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
に
韓
国
の
政
治
は
劇
的
に
変
わ
っ

て
い
た
。
民
主
化
は
本
物
と
な
り
、
韓
国
の
歴
史
は
あ
き
ら
か
に
進
歩
し

て
い
た
。
社
会
も
変
わ
っ
た
。
ま
た
ま
た
下
に
も
置
か
ぬ
歓
待
で
李
退
渓

の
隠
居
し
て
い
た
陶
山
書
院
を
案
内
し
て
い
た
だ
い
た
が
、
そ
の
田
舎
の

宿
の
ト
イ
レ
も
ピ
カ
ピ
カ
の
洋
式
に
な
っ
て
い
た
。

度
目
の
韓
国
で
は
二
つ
の
点
で
印
象
的
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
一
十

七
年
前
に
訪
韓
し
た
と
き
に
逮
捕
さ
れ
た
り
、
脱
ま
れ
て
い
た
大
学
院
時

代
の
友
人
た
ち
が
、
今
や
学
界
の
長
老
格
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
て
い
た

感
無
量
の
旅

一
卯



こ
と
で
あ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
祝
辞
を
述
べ
た
の
が
あ
の
崔
相
龍

さ
ん
だ
っ
た
彼
は
そ
の
春
、
二
年
問
の
駐
日
韓
国
大
使
の
任
務
を
終
え

て
高
麗
大
学
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
個
人
主
ぎ
部
門
の
司
会

は
戦
後
最
初
の
来
日
留
学
生
だ
っ
た
朴
忠
錫
さ
ん
、
「
白
由
主
匙
部
門

の
司
会
が
あ
の
獄
中
に
い
た
金
栄
作
さ
ん
で
あ
っ
た
。
前
回
の
訪
韓
を
想

起
す
る
と
、
「
い
い
時
代
に
な
っ
た
」
と
感
慨
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
。

第
二
に
印
象
的
だ
っ
た
の
は
「
個
人
主
義
」
「
僧
由
主
義
」
「
民
権
主
義
」

「
社
会
主
義
」
「
進
化
論
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
討
論
が
自
由
に
で
き
る
国
に

思治政本a
越

.

會

想
學想

思
思治

な
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
国
で
は
政
治
思
想
が
生
き
て
い
る
こ
と
で
あ

る
日
本
側
の
飯
田
泰
三
、
和
田
守
、
寺
尾
方
孝
、
山
泉
進
五
十
嵐
暁

郎
そ
れ
に
私
に
く
ら
べ
、
韓
国
側
の
報
告
者
は
一
世
代
若
返
っ
て
お
り
、

政
治
思
想
が
社
会
を
動
か
す
と
い
う
自
信
を
も
っ
て
学
問
を
し
て
い
る

若
々
し
さ
が
漂
っ
て
ぃ
た
。
恐
ら
く
昭
和
二
十
年
代
の
日
本
の
学
会
も
こ

う
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
報
告
の
な
か
に
は
一
八
八
一
 
S
八

年
に
中
村
正
直
の
同
人
社
に
留
学
し
て
い
た
「
尹
致
昊
の
進
化
論
」
、
お

な
じ
く
慶
応
へ
の
留
学
生
「
兪
吉
瀋
の
自
由
主
義
」
、
あ
る
い
は
「
韓
国

に
お
け
る
福
本
イ
ズ
ム
」
と
い
う
内
容
の
も
の
も
あ
り
、
戦
前
か
ら
強
い

知
的
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
と
と
も
に
、
自
分
の
隣
国
に
対
す
る
無

知
を
悟
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

ふ
り
か
え
る
と
こ
の
問
、
劇
的
に
、
韓
国
の
政
治
が
民
主
化
路
線
に
舵

を
切
っ
た
の
は
、
盧
泰
愚
大
統
領
時
代
(
八
八
S
九
三
年
)
で
あ
っ
た

そ
し
て
つ
ぃ
に
一
九
九
三
年
、
金
泳
政
権
が
成
立
し
民
主
主
義
と
い
う

政
治
体
制
が
定
着
し
た
。
一
九
九
八
年
か
ら
は
、
一
時
は
K
C
1
A
の
手

で
日
本
海
海
底
に
葬
ら
れ
よ
う
と
し
た
金
大
中
氏
が
大
統
領
と
な
っ
て
い

た
。
こ
の
大
統
領
は
外
国
為
替
金
融
危
機
と
い
う
難
題
を
賢
明
に
克
服
し

て
政
治
家
と
し
て
の
手
腕
を
み
せ
て
い
る
。
こ
の
間
、
韓
国
で
は
民
族
主

義
が
民
主
化
運
動
と
結
び
付
い
て
進
行
し
た
。
そ
し
て
着
実
に
下
か
ら
政

治
体
制
を
民
主
化
し
た
。
戦
後
五
十
年
の
韓
国
の
歴
史
は
激
し
い
、
そ
し

て
実
に
力
強
い
こ
れ
に
比
べ
日
本
は
戦
後
「
天
降
る
民
主
主
義
」
を
手

に
し
た
け
れ
ど
も
、
日
本
の
民
族
主
義
の
情
熱
は
右
翼
と
結
ぴ
付
き
戦
後

民
主
主
義
を
批
判
す
る
勢
力
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
民
主
化
が
進
む
韓

国
と
右
傾
化
が
撃
X
れ
る
日
本
、
日
韓
の
政
治
体
制
の
微
妙
な
交
錯
が

生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
心
配
す
る

イ

想學會

W, FI
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2002年5月、学会で報告する筆者(右から2番目)
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