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2

古
代
～
七
世
紀
の
朝
鮮
と
日
本

　

日
本
と
中
国
に
は
さ
ま
れ
た
よ
う
な
形
で
位
置
す
る
朝
鮮
半
島
は
︑
古
く
は
古
代
か
ら
そ
の
日
本
お
よ
び
中
国
︑
特
に
強

大
か
つ
地
続
き
で
接
し
て
い
る
中
国
の
影
響
を
否
応
な
し
に
う
け
て
き
た
︒

　

古
く
は
古
代
に
朝
鮮
半
島
南
部
に
で
き
た
馬
韓
・
辰
韓
・
弁
韓
の
三
韓
の
時
期
に
お
い
て
は
︑
そ
の
う
ち
の
馬
韓
と
辰
韓

に
は
さ
ま
れ
る
地
域
に
位
置
し
た
弁
韓
が
中
心
と
な
っ
て
の
ち
に
伽
耶
と
な
っ
た
︒
伽
耶
は
︑
日
本
と
の
強
い
つ
な
が
り
を

示
す
古
墳
な
ど
の
出
土
品
も
み
ら
れ
て
い
る
一
方
︑
か
つ
て
日
本
の
出
先
統
治
機
関
で
あ
る
と
さ
れ
た
「
任
那
日
本
府
」
の

存
在
は
現
在
︑
否
定
さ
れ
て
い
る
︒

　

三
韓
に
続
い
て
北
部
の
高
句
麗
︑
南
東
部
の
辰
韓
が
中
心
と
な
っ
て
で
き
た
新
羅
︑
南
西
部
の
馬
韓
が
中
心
と
な
っ
て
で

き
た
百
済
が
並
立
す
る
三
国
時
代
に
お
い
て
は
︑
百
済
が
日
本
の
大
和
朝
廷
と
の
関
係
を
深
め
て
︑
新
羅
や
高
句
麗
に
対
抗

し
よ
う
と
し
た
︒
一
方
︑
新
羅
は
中
国
の
隋
︑
そ
し
て
隋
に
代
わ
っ
て
登
場
し
た
唐
と
の
関
係
を
深
め
て
唐
・
新
羅
同
盟
を

結
ん
で
︑
ま
ず
は
六
六
〇
年
に
百
済
を
滅
亡
さ
せ
︑
そ
の
あ
と
の
六
六
八
年
に
は
高
句
麗
を
滅
亡
さ
せ
た
︒
日
本
は
︑
百
済

と
組
ん
で
唐
・
新
羅
連
合
軍
と
戦
っ
た
白
馬
江
の
戦
い
で
敗
れ
て
︑
九
州
北
部
に
防
人
な
ど
を
お
い
て
守
り
を
固
め
︑
百
済

か
ら
の
亡
命
者
を
受
け
入
れ
る
一
方
︑
新
羅
と
の
関
係
は
緊
張
を
は
ら
ん
だ
も
の
と
な
り
︑
関
係
の
改
善
は
限
定
的
な
範
囲

で
し
か
進
ま
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
日
本
は
︑
新
羅
お
よ
び
唐
を
牽
制
す
る
た
め
︑
七
世
紀
末
に
朝
鮮
半
島
北
部
か
ら
現
在

の
中
国
東
北
部
︑
ロ
シ
ア
沿
海
州
の
一
部
に
わ
た
る
地
域
に
建
国
さ
れ
た
渤
海
と
の
関
係
を
深
め
た
︒
ま
た
︑
新
羅
は
︑
高

句
麗
や
百
済
を
滅
亡
さ
せ
た
の
ち
︑
唐
が
朝
鮮
半
島
に
居
す
わ
ろ
う
と
し
た
た
め
︑
唐
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
︑
六
七
〇
年

か
ら
六
七
六
年
ま
で
唐
・
新
羅
戦
争
を
戦
い
︑
唐
軍
に
攻
め
込
ま
れ
な
が
ら
も
最
終
的
に
そ
れ
を
退
け
︑
朝
鮮
半
島
の
統
一
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を
果
た
し
た
の
ち
︑
朝
貢
関
係
を
も
っ
て
唐
と
の
関
係
を
改
善
さ
せ
た
︒

元
と
高
麗
・
日
本

　

そ
の
後
︑
高
麗
の
建
国
が
九
一
八
年
に
な
さ
れ
︑
高
麗
は
九
三
五
年
に
は
新
羅
︑
翌
年
に
は
百
済
の
再
興
を
め
ざ
し
て
九

〇
〇
年
に
建
国
さ
れ
た
後
百
済
を
滅
亡
さ
せ
︑
朝
鮮
半
島
を
統
一
し
た
︒
高
麗
期
の
日
本
と
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
関
係

に
お
い
て
最
大
の
出
来
事
は
︑
何
と
い
っ
て
も
一
二
七
四
年
の
文
永
の
役
︑
一
二
八
一
年
の
弘
安
の
役
︑
い
わ
ゆ
る
元
寇
で

あ
る
︒
中
国
に
お
い
て
は
唐
宋
時
代
に
続
い
て
モ
ン
ゴ
ル
族
が
台
頭
し
て
︑
一
二
世
紀
前
半
に
は
高
麗
に
服
従
を
要
求
し
た

が
︑
高
麗
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
︑
高
麗
に
侵
入
し
た
︒
高
麗
も
約
三
〇
年
間
も
徹
底
抗
戦
し
た
が
︑
結
局
は
服
従
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
︒
モ
ン
ゴ
ル
族
は
︑
そ
れ
以
前
お
よ
び
そ
れ
以
降
と
ち
が
っ
て
︑
高
麗
へ
の
内
政
干
渉
も
行
な
っ
た
た
め
︑

反
発
が
強
ま
り
︑
中
に
は
朝
鮮
半
島
の
南
方
に
浮
か
ぶ
済
州
島
に
立
て
こ
も
っ
て
抵
抗
を
続
け
る
人
た
ち
も
出
た
︒
そ
れ
で

も
︑
現
在
の
中
央
ア
ジ
ア
地
域
︑
中
東
地
域
ま
で
も
支
配
す
る
に
い
た
っ
た
モ
ン
ゴ
ル
族
は
一
二
七
一
年
︑
元
を
建
国
し
て
︑

日
本
に
も
服
従
を
求
め
た
が
︑
当
時
の
鎌
倉
幕
府
が
そ
れ
を
拒
否
し
た
た
め
︑
元
は
一
二
七
四
年
︑
高
麗
と
の
連
合
軍
を
形

成
し
て
日
本
に
侵
攻
し
よ
う
と
し
た
︒
し
か
し
︑
海
を
越
え
て
の
日
本
侵
攻
は
当
時
の
船
舶
技
術
を
も
っ
て
し
て
は
む
ず
か

し
く
︑
ま
た
偶
然
に
も
侵
攻
時
に
大
型
の
台
風
に
遭
っ
て
︑
退
却
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
元
は
一
二
八
一
年
︑
高

麗
を
従
え
て
再
度
︑
日
本
へ
の
侵
攻
を
企
て
た
も
の
の
︑
や
は
り
偶
然
に
も
大
型
の
台
風
に
遭
っ
て
︑
退
却
を
強
い
ら
れ
た
︒

元
は
︑
こ
の
二
度
に
わ
た
る
失
敗
に
よ
っ
て
︑
日
本
へ
の
侵
攻
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
︒
ま
た
︑
一
四
世
紀
に
な

っ
て
元
が
衰
退
す
る
よ
う
に
な
る
と
︑
高
麗
は
元
と
断
交
し
︑
相
対
的
に
自
由
と
な
る
一
方
︑
東
ア
ジ
ア
海
域
な
ど
を
中
心
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に
出
没
す
る
海
賊
で
あ
る
倭
寇
に
苦
し
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
力
を
削
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
一
三
六
八
年

に
中
国
に
お
い
て
明
が
起
こ
っ
て
元
を
追
い
や
る
と
い
う
状
況
下
︑
朝
鮮
で
は
親
明
派
と
親
元
派
に
分
か
れ
て
勢
力
争
い
が

行
な
わ
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
高
麗
は
︑
さ
ら
に
力
を
消
耗
し
た
︒
そ
の
間
に
倭
寇
の
撃
退
で
名
を
は
せ
た
李
成
桂
が
別

に
政
権
を
た
て
︑
親
明
派
の
支
持
を
う
け
て
そ
れ
を
固
め
た
上
で
︑
一
三
九
二
年
に
朝
鮮
王
朝
を
興
し
︑
自
ら
が
初
代
国
王

に
就
い
た
︒
高
麗
は
︑
こ
れ
を
う
け
て
滅
亡
し
た
が
︑
朝
鮮
（
韓
国
）
の
英
語
表
記
「K

orea

」
は
︑
こ
の
高
麗
か
ら
来
て

お
り
︑
高
麗
は
︑
現
在
に
も
そ
の
名
を
の
こ
し
て
い
る
︒

朝
鮮
王
朝
の
建
国
と
日
朝
関
係

　

朝
鮮
王
朝
は
建
国
後
︑
特
に
第
四
代
国
王
の
世
宗
大
王
が
一
四
一
八
年
に
王
位
に
就
い
て
︑
全
盛
を
迎
え
た
︒
現
在
の
大

韓
民
国
の
一
万
ウ
ォ
ン
紙
幣
の
肖
像
に
も
な
っ
て
い
る
世
宗
大
王
は
一
四
四
六
年
︑
現
在
の
朝
鮮
半
島
で
使
わ
れ
て
い
る
ハ

ン
グ
ル
文
字
を
配
下
の
学
者
に
命
じ
て
作
成
・
公
布
し
︑
さ
ら
に
仏
教
に
対
し
て
廃
仏
政
策
を
と
っ
て
高
麗
時
代
の
国
教
で

あ
っ
た
仏
教
に
代
わ
っ
て
儒
教
を
国
教
と
す
る
な
ど
︑
文
化
面
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
︒
一
方
︑
外
交
面
に
お
い
て
も
倭
寇

へ
の
対
抗
か
ら
一
四
一
九
年
︑
対
馬
に
侵
攻
し
て
︑
応
永
の
外
寇
を
起
こ
し
た
が
︑
対
馬
側
の
応
戦
で
被
害
を
う
け
た
た
め
︑

退
却
し
︑
翌
一
四
二
〇
年
に
は
室
町
幕
府
と
和
解
す
る
が
︑
そ
れ
も
あ
っ
て
倭
寇
は
こ
れ
以
降
︑
衰
退
す
る
に
い
た
っ
た
︒

ま
た
︑
朝
鮮
王
朝
と
対
馬
と
の
あ
い
だ
で
は
一
四
四
三
年
︑
嘉
吉
条
約
が
結
ば
れ
︑
貿
易
上
の
取
決
め
が
な
さ
れ
た
が
︑
朝

鮮
と
の
通
商
は
︑
対
馬
だ
け
で
は
な
く
︑
日
本
の
中
国
地
方
︑
九
州
地
方
の
諸
藩
に
も
認
め
ら
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
一
五

一
〇
年
に
は
朝
鮮
半
島
南
東
部
の
慶
尚
道
に
位
置
す
る
釜
山
浦
︑
齎
浦
（
現
在
の
慶
尚
南
道
・
昌
原
）︑
塩
浦
（
現
在
の
蔚
山
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広
域
市
）
在
住
の
日
本
人
た
ち
は
︑
朝
鮮
側
が
自
分
た
ち
に
対
し
て
加
え
て
く
る
各
種
の
通
商
上
の
制
限
に
対
す
る
反
発
か

ら
三
浦
の
乱
と
よ
ば
れ
る
反
乱
を
お
こ
し
︑
日
朝
関
係
は
︑
断
絶
状
態
と
な
っ
た
︒
結
局
︑
朝
鮮
側
が
二
年
後
の
一
五
一
二

年
︑
壬
申
約
定
を
対
馬
の
宗
氏
に
出
し
︑
日
朝
貿
易
の
宗
氏
の
み
へ
の
限
定
な
ど
を
つ
き
つ
け
︑
日
本
側
も
︑
そ
れ
に
応
じ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
︒

　

以
上
概
観
し
て
き
た
が
︑
朝
鮮
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
は
古
代
以
来
︑
地
続
き
で
接
し
て
い
て
︑
は
る
か
に
強
大
な
中
国
︑

ま
た
海
を
隔
て
て
の
隣
国
で
あ
る
日
本
と
の
関
係
に
よ
っ
て
い
か
に
左
右
さ
れ
て
き
た
の
か
︑
そ
の
一
方
で
朝
鮮
が
い
か
に

屈
服
は
し
な
い
で
独
自
の
存
在
を
維
持
し
て
き
た
の
か
が
う
か
が
え
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
こ
と
は
︑
本
書
で
対
象
と
す
る
近

代
の
時
期
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
︑
近
代
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
朝
鮮
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
に
お
い
て
影
響
を
与
え
る
こ

と
に
な
る
の
は
︑
日
本
や
中
国
だ
け
で
は
な
く
な
っ
た
︒

　

つ
ま
り
︑
一
八
世
紀
以
降
に
現
在
の
シ
ベ
リ
ア
沿
海
州
地
域
を
中
国
か
ら
割
譲
さ
せ
て
︑
朝
鮮
半
島
の
最
北
東
部
と
わ
ず

か
の
距
離
な
が
ら
も
国
境
を
接
す
る
よ
う
に
な
る
な
ど
︑
東
ア
ジ
ア
地
域
に
進
出
を
図
っ
た
ロ
シ
ア
︑
さ
ら
に
一
八
世
紀
後

半
に
世
界
で
最
初
に
産
業
革
命
を
成
し
遂
げ
︑
飛
躍
的
に
生
産
量
が
増
え
た
商
品
の
販
売
先
な
ど
を
求
め
て
東
ア
ジ
ア
へ
の

進
出
を
図
っ
た
英
国
︑
そ
れ
に
続
く
欧
米
列
強
な
ど
も
朝
鮮
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
り
︑

朝
鮮
（
韓
国
）
は
︑
近
代
以
前
以
上
に
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
の
展
開
の
影
響
を
う
け
︑
か
つ
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
︒

　

本
書
に
お
い
て
は
︑
対
象
と
す
る
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
朝
鮮
（
韓
国
）
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
の
展
開

を
日
本
と
の
関
係
を
中
心
に
し
て
詳
細
に
み
て
い
き
た
い
︒
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1

　東
ア
ジ
ア
国
際
秩
序
の
崩
壊
と
朝
鮮

倭
乱
と
通
信
使

　

一
六
世
紀
末
の
日
本
で
は
︑
豊
臣
秀
吉
は
「
天
下
取
り
」
を
果
た
し
た
の
ち
︑
ア
ジ
ア
に
お
け
る
盟
主
と
な
る
夢
を
い
だ

い
て
︑
そ
の
た
め
に
中
国
の
明
を
服
従
さ
せ
る
た
め
︑
そ
こ
へ
の
通
路
と
な
る
こ
と
を
朝
鮮
に
要
求
し
た
︒
し
か
し
︑
拒
否

さ
れ
た
こ
と
か
ら
一
五
九
二
年
か
ら
一
五
九
八
年
に
か
け
て
朝
鮮
へ
の
侵
攻
を
行
な
っ
た
（
日
本
で
は
「
文
禄
・
慶
長
の
役
」︑

朝
鮮
で
は
干
支
に
ち
な
ん
で
「
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
」
と
い
う
）︒
こ
れ
は
︑
亀
甲
船
を
率
い
て
日
本
側
の
海
か
ら
の
侵
攻
に
抵
抗

し
た
李
舜
臣1
＊

に
象
徴
さ
れ
る
朝
鮮
お
よ
び
明
の
抵
抗
も
あ
り
︑
日
本
側
が
秀
吉
の
死
を
も
っ
て
一
五
九
八
年
一
一
月
に
撤
退

し
た
の
を
う
け
て
︑
終
わ
り
を
つ
げ
た
︒
そ
の
間
︑
日
本
側
が
朝
鮮
半
島
の
南
部
か
ら
漢
城
（
現
在
の
ソ
ウ
ル
）
を
経
て
北

部
ま
で
蹂
躙
し
た
た
め
︑
朝
鮮
は
︑
大
被
害
を
う
け
た
︒
ま
た
︑
日
本
は
朝
鮮
か
ら
の
撤
退
時
︑
五
万
～
六
万
人
の
朝
鮮
人

を
日
本
に
強
制
的
に
連
行
し
た
が
︑
そ
の
中
に
は
陶
工
な
ど
も
ふ
く
ま
れ
︑
日
本
か
ら
朝
鮮
に
帰
れ
な
く
な
っ
た
彼
ら
は
︑

否
応
な
し
に
日
本
の
九
州
な
ど
に
定
住
す
る
ほ
か
は
な
く
︑
萩
焼
︑
有
田
焼
︑
薩
摩
焼
な
ど
を
始
め
た
と
も
い
わ
れ
る2
＊

︒
ま

た
︑
日
本
は
︑
朝
鮮
の
文
化
財
な
ど
も
焼
失
さ
せ
た
り
︑
日
本
に
移
送
し
た
り
も
し
た
︒

　

日
本
で
は
︑
徳
川
家
康
が
一
六
〇
〇
年
の
関
个
原
の
戦
い
で
勝
ち
︑
一
六
〇
三
年
に
江
戸
幕
府
を
開
い
て
︑
徳
川
の
時
代

に
な
っ
た
︒
家
康
は
︑
秀
吉
へ
の
ラ
イ
バ
ル
心
も
あ
っ
て
︑
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
朝
鮮
と
の
関
係
を
修
復
す
る
こ
と
を
め
ざ

し
た
が
︑
朝
鮮
側
の
警
戒
心
は
︑
非
常
に
強
か
っ
た
︒
そ
れ
で
も
︑
一
六
〇
九
年
に
朝
鮮
と
対
馬
の
宗
氏
（
宗
義
智
）
と
の
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あ
い
だ
で
乙
酉
約
定
が
締
結
さ
れ
た
が
︑
こ
れ
は
︑
通
商
・
貿
易
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
で
あ
っ
た
︒
こ
の
約
定
に
よ
っ
て
︑

日
朝
交
易
の
窓
口
を
宗
氏
の
み
と
す
る
こ
と
︑
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
寄
港
地
を
釜
山
の
み
と
す
る
こ
と
な
ど
が
決
ま
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
再
度
の
「
倭
乱
」
へ
の
朝
鮮
側
の
警
戒
心
か
ら
︑
釜
山
に
お
か
れ
た
倭
館3
＊

に
対
馬
の
代
官
が
行
き
︑
そ
の
中
で
外

交
や
貿
易
な
ど
を
行
な
う
こ
と
に
行
動
を
限
定
さ
れ
︑
彼
ら
が
た
と
え
ば
漢
城
に
行
く
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
そ
し

て
︑
家
康
以
降
の
江
戸
幕
府
の
将
軍
は
︑
自
ら
は
朝
鮮
に
直
接
使
節
を
送
る
こ
と
は
な
く
︑
宗
氏
を
あ
い
だ
に
お
い
て
の
間

接
的
・
実
質
的
関
係
を
も
つ
に
と
ど
ま
っ
た
︒

　

一
方
︑
朝
鮮
か
ら
日
本
へ
の
使
節
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
の
が
︑
朝
鮮
通
信
使
で
あ
っ
た
︒「
日
本
国
王
」（
こ
の
場
合
︑
将

軍
を
指
す
）
へ
の
国
書
を
手
交
す
る
使
節
と
し
て
の
朝
鮮
通
信
使
は
︑
乙
酉
約
定
が
締
結
さ
れ
る
二
年
前
の
一
六
〇
七
年
に

最
初
に
派
遣
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
と
一
六
一
七
年
︑
一
六
二
四
年
の
三
回
は
︑「
倭
乱
」
の
時
に
日
本
に
連
行
さ
れ
た
朝
鮮
人

の
送
還
を
目
的
と
し
た
た
め
︑「
回
答
兼
刷
還
使
」
と
よ
ば
れ
た
︒

そ
し
て
︑
一
六
三
六
年
の
四
回
目
か
ら
は
通
信
使
と
よ
ば
れ
る
よ
う

に
な
り
︑「
日
本
国
大
君
」
に
宛
て
た
国
書
を
担
っ
た
︒
こ
の
時
期
︑

一
六
三
三
年
か
ら
一
六
三
九
年
に
か
け
て
︑
一
連
の
鎖
国
令
が
出
さ

れ
︑
日
本
は
︑
禁
止
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
警
戒
心
か
ら
︑
布

教
し
な
い
こ
と
を
約
束
し
た
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に

門
を
閉
ざ
し
た
た
め
︑
日
本
の
対
外
関
係
は
︑
中
国4
＊

お
よ
び
オ
ラ
ン

ダ
と
の
通
商
関
係
︑
朝
鮮
お
よ
び
琉
球5
＊

と
の
通
信
関
係
に
限
定
さ
れ

釜山・龍頭山公園の李舜臣像
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た
︒
朝
鮮
通
信
使
は
そ
の
後
︑
一
六
四
三
年
︑
一
六
五
五
年
︑
一
六
八
二
年
︑
一
七
一
一
年
︑
一
七
一
九
年
︑
一
七
四
八
年
︑

一
七
六
四
年
︑
一
八
一
一
年
の
計
一
二
回
派
遣
さ
れ
た
が
︑
そ
の
う
ち
八
回
は
︑
江
戸
幕
府
に
お
け
る
新
将
軍
の
襲
職
時
に

な
さ
れ
た
︒
通
信
使
は
一
回
あ
た
り
︑
総
勢
が
数
百
人
に
も
な
り
︑
釜
山
か
ら
江
戸
ま
で
を
往
復
し
た
が
︑
日
本
の
儒
者
な

ど
は
そ
の
道
中
︑
随
員
か
ら
教
え
を
う
け
る
な
ど
し
て
︑
日
本
文
化
に
も
影
響
を
与
え
た
︒
た
だ
︑
日
本
側
に
と
っ
て
そ
の

負
担
は
決
し
て
少
な
く
は
な
く
︑
六
代
将
軍
徳
川
家
宣
の
政
治
顧
問
で
あ
っ
た
新
井
白
石
は
一
七
一
一
年
の
時
︑
通
信
使
の

受
入
れ
の
簡
素
化
お
よ
び
立
場
の
対
等
化
を
め
ざ
し
た
︒
た
だ
︑
白
石
は
︑「
古
代
の
三
韓
＝
本
朝
の
西
藩
」
と
か
「
朝

鮮
＝
狡
猾
」
と
い
っ
た
倒
錯
し
た
悪
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
︑
そ
の
こ
と
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
る6
＊

︒

鎖
国
と
開
国

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
︑
一
六
四
八
年
締
結
の
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
に
お
け
る
対
等
な
国
家
間

関
係
が
き
ず
か
れ
た
も
の
の
（
そ
の
一
方
で
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
あ
る
い
は
欧
米
の
外
に
対
し
て
は
不
平
等
な
関
係
を
求
め
る
こ
と
に
な

る
）︑
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
︑
そ
う
で
は
な
か
っ
た
︒
中
国
（
清
）
を
宗
主
国
︑
周
辺
地
域
を
朝
貢
国
と
す
る
一
種
の
上

下
関
係
が
存
在
す
る
冊
封
体
制
で
あ
る
東
ア
ジ
ア
国
際
シ
ス
テ
ム
が
あ
り
︑
朝
貢
国
と
し
て
は
朝
鮮
︑
ベ
ト
ナ
ム
（
越
南
）︑

琉
球
な
ど
が
あ
っ
た
︒
日
本
は
︑「
大
陸
（
中
国
）
│
半
島
（
朝
鮮
）
│
島
国
（
日
本
）」
と
い
う
東
ア
ジ
ア
国
際
シ
ス
テ
ム

内
の
序
列
に
お
い
て
は
下
位
に
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
の
︑
正
に
海
を
隔
て
た
島
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
枠
の
外
に
も

お
か
れ
︑
中
国
の
影
響
は
朝
鮮
な
ど
の
中
国
と
地
続
き
の
国
と
は
ち
が
い
︑
直
接
に
は
及
ば
な
か
っ
た
︒
朝
鮮
な
ど
の
朝
貢

国
は
︑
自
国
の
国
王
が
代
わ
っ
た
時
な
ど
に
使
節
を
中
国
に
送
り
︑
恭
順
の
意
を
示
し
た
一
方
︑
中
国
は
︑
朝
貢
国
に
贈
物





12

の
派
遣
に
よ
る
「
砲
艦
外
交
」
に
よ
っ
て
︑
翌
年
に
は
日
米
和
親
条
約
を
締
結
し
て
日
本
を
開
国
さ
せ
︑
さ
ら
に
一
八
五
八

年
の
日
米
通
商
修
好
条
約
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
先
ん
じ
て
日
本
と
締
結
し
た
︒
そ
し
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
︑
米
国

に
引
き
続
い
て
日
本
と
条
約
を
結
び
（
一
八
五
八
年
の
日
米
修
好
通
商
条
約
後
︑
英
仏
露
蘭
と
も
修
好
通
商
条
約
を
結
び
︑「
安
政

の
五
カ
国
条
約
」
と
さ
れ
る
）︑
日
本
も
︑
西
欧
国
際
法
シ
ス
テ
ム
に
編
入
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

　

一
方
︑
朝
鮮
で
は
︑
朝
鮮
王
朝
に
お
け
る
封
建
体
制
が
動
揺
を
見
せ
る
中
︑
実
子
が
な
か
っ
た
前
国
王
哲
宗
の
遠
縁
に
あ

た
る
李
熙
が
一
八
六
三
年
︑
高
宗
と
し
て
国
王
に
即
位
し
た
が
︑
わ
ず
か
一
二
歳
だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
彼
の
父
親
で
あ
る
李

昰
応
が
後
見
役
と
な
り
︑
李
昰
応
に
は
「
大
院
君
」
の
称
号
が
与
え
ら
れ
た
︒
大
院
君
は
︑
そ
れ
ま
で
の
「
勢
道
政
治
」

（
王
妃
一
族
な
ど
の
門
閥
や
貴
族
階
級
に
あ
た
る
「
両
班
」
に
よ
る
政
治
）
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
一
方
︑
自
ら
も
︑
封
建
的
性

格
を
も
ち
︑
対
外
的
に
は
徹
底
的
な
異
国
排
除
の
姿
勢
を
と
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
中
︑
一
八
六
六
年
に
は
米
国
の
武
装
商
船

の
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
シ
ャ
ー
マ
ン
号
が
平
壌
を
流
れ
る
大
同
江
を
㴑
行
し
︑
朝
鮮
側
が
退
去
を
求
め
た
も
の
の
砲
撃
や
朝
鮮
人

の
拉
致
な
ど
を
行
な
っ
た
た
め
︑
民
衆
が
攻
撃
を
し
て
沈
没
さ
せ
船
員
二
四
人
全
員
が
死
亡
す
る
と
い
う
事
件7
＊

︑
フ
ラ
ン
ス

人
カ
ト
リ
ッ
ク
宣
教
師
が
処
刑
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
同
年
に
フ
ラ
ン
ス
艦
隊
が
江
華
島
を
侵
攻
し
た
も
の
の
撃
退
さ

れ
た
事
件＊
＊

（
韓
国
・
朝
鮮
で
は
「
丙
寅
洋
擾
」
と
い
う
）︑
一
八
六
八
年
に
は
ド
イ
ツ
系
商
人
の
オ
ッ
ペ
ル
ト
（E

rnst Jakob 

O
ppert

）
が
大
院
君
の
父
・
南
延
君
の
墓
を
盗
掘
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
未
遂
に
終
わ
っ
た
事
件
が
お
こ
っ
た
︒
ま
た
︑
一

八
七
一
年
に
は
シ
ャ
ー
マ
ン
号
事
件
に
対
す
る
報
復
と
し
て
米
ア
ジ
ア
艦
隊
司
令
官
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
（John R

ogers

）
提
督
が

率
い
る
五
隻
か
ら
な
る
米
艦
隊
が
江
華
島
を
砲
撃
し
︑
江
華
島
の
一
部
を
占
拠
し
て
朝
鮮
側
に
大
き
な
被
害
を
与
え
た
も
の

の
朝
鮮
側
の
持
久
戦
へ
の
引
込
み
に
よ
っ
て
攻
め
き
れ
な
い
ま
ま
で
撤
退
に
終
わ
っ
た
事
件
（
韓
国
・
朝
鮮
で
は
︑「
辛
未
洋
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擾
」
と
い
う
）
も
発
生
し
た
︒
こ
れ
ら
の
「
洋
擾
（
欧
米
諸
国
に
よ
る
襲
撃
）」
に
お
い
て
朝
鮮
が
欧
米
の
攻
勢
を
退
け
た
た

め
︑
大
院
君
政
権
は
︑「
斥
和
碑
」
を
全
国
各
地
に
建
立
し
て
︑
鎖
国
攘
夷
の
不
動
の
意
思
を
内
外
に
誇
示
し
た
︒
し
か
し
︑

ま
さ
に
そ
の
た
め
に
︑
朝
鮮
は
︑
と
り
わ
け
日
本
と
比
べ
て
開
国
が
遅
れ
て
し
ま
っ
た
︒

　

日
本
は
︑
も
ち
ろ
ん
開
国
は
望
ま
な
か
っ
た
が
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
開
国
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
︑
単
な
る
藩
レ
ベ
ル

を
こ
え
て
︑「
黒
船
」
に
し
て
や
ら
れ
た
と
い
う
危
機
意
識
︑
被
害
者
意
識
も
も
つ
に
い
た
り
︑「
国
際
政
治
＝
道
理
が
通
用

せ
ず
︑
力
が
も
の
を
い
う
世
界
」︑「
日
本
の
開
国
は
︑
力
が
足
り
な
か
っ
た
せ
い
」︑「
日
本
も
︑
力
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
な
ど
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
︑
こ
れ
ら
の
認
識
は
そ
の
後
︑
朝
鮮
を
は
じ
め
と
す
る
近
隣
ア
ジ
ア
諸
国
・
地

域
に
対
す
る
姿
勢
や
政
策
の
基
盤
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
︒
欧
米
が
出
没
し
︑
開
国
を
要
求
す
る
と
い
う
状
況
の
中
で
︑
産

業
の
国
有
化
や
貿
易
の
振
興
な
ど
を
唱
え
て
い
た
佐
藤
信
淵
は
す
で
に
日
本
の
開
国
前
︑
国
防
の
観
点
か
ら
ア
ジ
ア
諸
国
へ

の
侵
攻
の
必
要
性
を
唱
え
︑
一
八
五
〇
年
代
に
は
吉
田
松
陰
が
征
韓
を
唱
え
︑
一
八
五
九
年
に
安
政
の
大
獄
に
よ
っ
て
処
刑

さ
れ
た
後
は
︑
彼
が
現
在
の
山
口
県
萩
で
運
営
し
た
松
下
村
塾
に
お
い
て
弟
子
で
あ
っ
た
人
た
ち
に
征
韓
の
考
え
が
引
き
継

が
れ
た
と
さ
れ
る
︒

2

　日
本
に
お
け
る
倒
幕
・
明
治
維
新
と
朝
鮮

　

江
戸
幕
府
は
︑
一
八
五
〇
年
代
の
開
国
に
よ
っ
て
自
ら
が
定
め
た
鎖
国
と
い
う
掟
を
自
ら
が
破
る
こ
と
を
行
な
い
︑
ま
た

開
国
後
の
経
済
的
混
乱
や
社
会
的
不
安
の
増
大
に
よ
っ
て
︑
統
治
に
お
け
る
正
統
性
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
結
局
︑
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紆
余
曲
折
を
へ
て
︑
薩
摩
藩
や
長
州
藩
な
ど
と
の
争
い
の
中
で
︑
一
八
六
七
年
一
一
月
に
第
一
五
代
将
軍
の
徳
川
慶
喜
に
よ

る
大
政
奉
還
︑
翌
一
二
月
の
王
政
復
古
の
大
号
令
が
行
な
わ
れ
︑
明
治
維
新
が
成
っ
た
︒

明
治
維
新
と
「
征
韓
」
の
主
張

　

そ
の
よ
う
な
中
で
︑
戊
辰
戦
争
が
新
政
府
と
旧
幕
府
と
の
あ
い
だ
で
戦
わ
れ
︑
結
局
は
一
八
六
九
年
︑
薩
長
や
土
佐
藩
︑

肥
前
藩
な
ど
が
率
い
る
「
官
軍
」
の
勝
利
に
終
わ
る
が
︑
そ
の
終
結
前
後
の
時
期
︑
長
州
藩
を
軍
事
的
に
率
い
た
大
村
益
次

郎
（
村
田
蔵
六
）︑
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
木
戸
孝
允
（
桂
小
五
郎
）
は
︑
い
ず
れ
も
「
征
韓
」
を
主
張
し
た
︒
特
に
︑

木
戸
は
旧
暦
の
一
八
六
八
年
一
二
月
一
四
日
︑「
使
節
を
朝
鮮
に
遣
わ
し
︑
彼
の
無
礼
を
問
い
︑
彼
若
し
不
服
の
時
は
︑
其

の
土
を
攻
撃
し
︑
大
い
に
威
を
伸
長
せ
ん
を
願
う
」
と
日
記
に
記
す
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒

　

日
本
で
は
一
八
六
八
年
二
月
二
五
日
︑
外
政
機
関
と
し
て
外
国
事
務
局
が
設
置
さ
れ
た
が
︑
そ
れ
が
同
年
六
月
一
一
日
︑

外
国
官
と
な
り
︑
さ
ら
に
翌
一
八
六
九
年
八
月
一
〇
日
︑
外
務
省
が
設
置
さ
れ
た
︒
そ
の
中
で
︑
ま
だ
旧
幕
府
勢
力
と
戊
辰

戦
争
を
戦
っ
て
い
た
新
政
府
は
︑
戦
争
を
有
利
に
戦
う
中
で
︑
幕
府
時
代
に
調
印
さ
れ
た
諸
条
約
の
継
承
・
遵
守
を
確
認
し

て
︑
駐
日
公
使
館
か
ら
の
国
書
奉
呈
な
ど
に
よ
っ
て
欧
米
か
ら
の
承
認
を
え
た
︒
し
か
し
︑
新
政
府
は
︑
対
外
的
和
親
や
国

権
の
拡
張
な
ど
を
国
是
と
す
る
一
方
で
︑
早
く
も
一
八
六
八
年
に
は
不
平
等
条
約
を
改
正
す
る
意
向
を
表
明
し
て
い
た
︒

　

明
治
政
府
が
初
期
か
ら
欧
米
諸
国
と
の
あ
い
だ
で
外
交
的
課
題
と
し
た
「
条
約
改
正
問
題
」
は
そ
の
後
︑
難
航
し
︑
そ
の

解
決
は
結
局
︑
明
治
期
の
終
わ
り
ま
で
か
か
る
こ
と
に
な
る
が
︑
明
治
政
府
が
初
期
の
段
階
に
お
い
て
も
う
一
つ
外
交
的
課

題
と
し
た
も
の
が
︑
周
辺
地
域
と
の
関
係
︑
と
り
わ
け
国
境
の
画
定
お
よ
び
外
交
の
一
元
化
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑


	表紙
	目次
	はじめに
	第一章　朝鮮の開国と当時の国際情勢
	1　東アジア国際秩序の崩壊と朝鮮
	2　日本における倒幕・明治維新と朝鮮
	3　「征韓論」の台頭と日朝修好条規の締結
	4　朝鮮問題の「国際化」
	5　朝鮮をめぐる日清対立・清国の優越と朝鮮
	第二章　日清・日露戦争と朝鮮（韓国）
	1　日清戦争と朝鮮
	2　日清戦争後の朝鮮（韓国）におけるロシアの優越
	3　日英同盟・日露交渉と韓国問題
	4　日露戦争と韓国問題
	第三章　韓国における日本の支配権の確立と列国
	1　日本の韓国保護国化と国際関係
	2　韓国での「統監政治」の展開と列強
	3　日本の韓国併合と国際関係
	第四章　日本の朝鮮統治の開始と国際関係
	1　日本の朝鮮「武断統治」の開始と国際関係
	2　国際情勢の変動と三・一運動
	3　三・一運動の展開・鎮圧と国際関係
	4　日本の朝鮮「文化政治」の展開と朝鮮独立運動の継続
	5　ワシントン会議および「極東労働者大会」と朝鮮問題
	6　関東大震災と朝鮮人
	7 「文化政治」期の朝鮮と日本の対応
	第五章　国際情勢の緊迫と朝鮮の「大陸兵站基地」化
	1　万宝山事件および満州事変と朝鮮問題
	2　朝鮮の「大陸兵站基地」化と国際関係
	3　日中戦争の開始と朝鮮問題
	第六章　日本の朝鮮統治の終焉と朝鮮の南北分断
	1　日本の朝鮮「皇民化政策」と国際関係
	2　太平洋戦争の開戦と朝鮮
	3　太平洋戦争の展開と朝鮮をめぐる国際関係
	4　日本の敗戦・朝鮮統治の終焉と朝鮮問題
	おわりに
	注
	図版出典一覧
	あとがき
	主要参考・引用文献／さらに読み進めるための文献リスト
	索引



