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韓
国
・
朝
鮮
の
近
代
史
を
掘
り
下
げ
て
い
く
と
日
本
近
代
史
の
水
脈
と
否

応
な
く
ぶ
つ
か
る
︒
そ
の
こ
と
は
こ
の
分
野
に
か
か
わ
っ
た
研
究
者
は
誰
し

も
知
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
︒
韓
国
に
お
け
る
近
代
的
学
問
の
形
成
を
め
ぐ
る
歴

史
も
そ
の
例
に
洩
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
日
本
の
影
響
の
も
と
で
自
国
の
知
識

体
系
や
高
等
教
育
シ
ス
テ
ム
が
産
み
だ
さ
れ
た
こ
と
は
︑
韓
国
の
大
学
人
・

研
究
者
に
と
っ
て
決
し
て
快
い
事
実
で
な
い
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
︒

た
と
え
ば
︑
植
民
地
期
に
創
設
さ
れ
た
京
城
帝
国
大
学
（
一
九
二
六
年
開
学
︒

以
下
︑
京
城
帝
大
と
略
記
）
が
現
在
の
ソ
ウ
ル
大
学
校
と
相
当
の
歴
史
的
系
譜

関
係
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
︑
現
在
の
ソ
ウ
ル
大
学
校
の
公
式
見
解
で

は
京
城
帝
大
を
前
身
と
す
る
見
方
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い（

1
）

︒

　
こ
の
よ
う
に
あ
る
種
の
タ
ブ
ー
と
な
っ
て
き
た
日
本
統
治
期
朝
鮮
に
お
け

る
近
代
的
学
問
編
成
の
問
題
は
︑
近
年
︑
韓
国
・
日
本
に
お
け
る
京
城
帝
大

研
究
の
進
展
に
と
も
な
い
︑
次
第
に
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
て
き
た
︒
本

書
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
応
え
よ
う
と
し
た
力
作
で
あ
る
︒
本
書

は
︑
植
民
地
期
︑
人
文
科
学
諸
分
野
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
学
問
体
系
の
分

化
が
進
ん
だ
か
︑
そ
の
も
と
で
産
み
だ
さ
れ
た
京
城
帝
大
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の

学
問
内
容
が
朝
鮮
人
知
識
人
の
学
術
研
究
と
ど
の
よ
う
な
対
照
を
な
し
た
か
︑

そ
し
て
そ
れ
ら
の
影
響
が
一
九
四
五
年
の
解
放
以
後
︑
い
か
に
継
続
・
変
容

し
て
い
っ
た
か
を
幅
広
く
論
じ
て
い
る
︒
以
下
︑
内
容
を
見
て
い
こ
う
︒

　
本
書
の
第
一
部
「
植
民
地
期
近
代
的
知
識
体
系
の
制
度
化
と
人
文
学
︑
そ

し
て
〝
朝
鮮
学
〟」
は
五
本
の
論
文
を
収
め
る
が
︑
そ
の
狙
い
は
︑
一
本
目
の

辛
珠
柏
「
近
代
的
知
識
体
系
の
制
度
化
と
植
民
地
公
共
性
」
に
明
確
に
示
さ

書 
評辛

珠
柏
編

『
韓
国
近
現
代
人
文
学
の
制
度
化
：
一
九
一
〇
～
一
九
五
九
年
』

신
주
백 

편
『
한
국 

근
현
대 

인
문
학
의 

제
도
화
：1910

～1959

』
혜
안
︑
二
〇
一
四
年

松
田
利
彦
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れ
て
い
る
︒
同
論
文
に
よ
れ
ば
︑「
伝
統
時
代
は
一
つ
だ
っ
た
経
史
子
集
の
知

識
体
系
が
︑
一
九
一
〇
年
の
主
権
喪
失
以
後
︑
研
究
と
教
育
の
対
象
た
る
朝

鮮
の
歴
史
・
文
学
・
哲
学
と
い
う
近
代
的
知
識
体
系
に
分
化
し
て
い
く
過
程

を
解
明
」
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
︑「
一
九
二
六
年
に
設
立
さ
れ
た
京
城
帝

大
法
文
学
部
を
通
じ
て
日
本
的
か
つ
植
民
地
的
な
文
・
史
・
哲
の
姿
を
整
理

し
︑
朝
鮮
人
が
習
得
し
た
分
科
学
問
︹
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
─
訳
注
︺
と
し
て
の
文
・

史
・
哲
と
の
間
に
い
か
な
る
差
異
が
あ
っ
た
か
を
考
察
」
す
る
と
さ
れ
て
い

る
（
二
十
一
頁
）︒
史
学
に
お
け
る
申
采
浩
︑
文
学
に
お
け
る
安
廓
の
よ
う
な

朝
鮮
人
に
よ
る
朝
鮮
研
究
と
︑
京
城
帝
大
法
文
学
部
の
「
朝
鮮
史
」「
朝
鮮
語

学
・
朝
鮮
文
学
」
講
座
を
拠
点
と
す
る
日
本
人
の
朝
鮮
研
究
と
の
「
敵
対
的

対
立
関
係
」
を
論
じ
て
い
る
︒

　
続
く
李
俊
植
「
京
城
帝
国
大
学
〝
朝
鮮
語
文
学
科
〟
の
言
語
学
」︑
張
信

「
京
城
帝
国
大
学
史
学
科
の
磁
場
」︑
辛
珠
柏
「〝
朝
鮮
学
〟
学
術
場
の
再
構

成
」
の
三
本
の
論
文
は
︑
人
文
科
学
系
諸
分
野
に
お
い
て
「
朝
鮮
」
が
学
問

対
象
と
し
て
定
立
さ
れ
制
度
化
さ
れ
る
過
程
を
描
い
て
い
る
︒
李
俊
植
論
文

は
京
城
帝
大
の
日
本
人
言
語
学
者
の
学
問
至
上
主
義
的
な
方
法
論
が
︑
学
問

至
上
主
義
の
故
に
政
治
性
を
帯
び
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
興
味
深
い
︒
ま
た
︑

辛
珠
柏
論
文
は
︑
一
九
三
〇
年
代
に
朝
鮮
を
対
象
と
し
た
学
問
集
団
を
︑
①

「
運
動
と
し
て
の
朝
鮮
学
」︑
②
考
証
学
的
朝
鮮
研
究
︑
③
マ
ル
ク
ス
主
義
の

立
場
か
ら
の
現
実
批
判
︑
④
「
制
度
と
し
て
の
朝
鮮
学
」
に
追
随
し
た
も
の
︑

⑤
「
制
度
と
し
て
の
朝
鮮
学
」（
京
城
帝
大
）
に
分
類
し
︑
こ
の
時
期
の
学
問

状
況
に
大
き
な
見
取
り
図
を
与
え
て
い
る
︒

　
次
に
︑
鄭
駿
永
「
京
城
帝
国
大
学
〝
大
学
自
治
論
〟
の
特
徴
と
解
放
後

〝
大
学
像
〟
の
衝
突
」
は
︑
京
城
帝
大
に
お
い
て
︑「
大
学
自
治
」
は
可
能

だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
追
究
し
た
も
の
で
あ
る
︒
一
九
三
〇
年
代
の
一

時
期
︑
自
治
が
一
応
達
成
さ
れ
た
が
︑
京
城
帝
大
の
研
究
者
は
植
民
地
社
会

の
現
実
か
ら
は
目
を
背
け
て
い
た
と
い
う
の
が
同
論
文
の
結
論
で
あ
る
︒
既

存
研
究
に
お
い
て
は
植
民
地
大
学
＝
国
策
大
学
と
い
う
見
方
が
強
い
中
︑「
大

学
自
治
」
と
い
う
側
面
を
追
究
し
よ
う
と
し
た
点
が
新
鮮
で
あ
る
︒

　
第
二
部
「
解
放
後
の
大
学
に
お
け
る
人
文
学
の
分
科
学
問
化
︑
そ
し
て

〝
国
学
〟」
に
移
ろ
う
︒
六
編
の
論
文
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
る
︒
植
民
地
支
配

か
ら
解
放
さ
れ
た
後
︑
韓
国
で
は
特
に
私
立
大
学
の
増
加
に
よ
っ
て
大
学
数

や
朝
鮮
人
教
職
員
・
学
生
数
が
急
膨
張
す
る
が
︑
そ
の
制
度
と
学
術
研
究
に

お
い
て
脱
植
民
地
化
が
な
し
遂
げ
ら
れ
た
か
を
問
う
て
い
る
︒
ま
ず
︑
制
度

的
側
面
で
は
︑
鄭
駿
永
「
学
科
制
（A

cadem
ic D

epartm
ent

）
の
導
入
と
大
学

社
会
」
が
解
放
後
韓
国
の
大
学
に
お
い
て
米
国
か
ら
導
入
さ
れ
た
学
科
制
を

検
討
し
︑
姜
明
淑
「
大
学
人
文
学
の
制
度
的
基
盤
と
学
術
条
件
」
が
「
文
理

科
大
学
」
の
設
置
︑
理
事
会
に
よ
る
大
学
ガ
バ
ナ
ン
ス
な
ど
を
検
討
す
る
︒

い
ず
れ
の
論
文
も
︑
諸
大
学
の
制
度
は
︑
日
本
の
旧
帝
国
大
学
の
影
響
を
抜

け
出
せ
ず
︑
解
放
後
の
制
度
改
革
は
学
問
の
質
的
発
展
や
学
問
活
動
の
自
律

的
規
律
の
形
成
を
う
な
が
す
基
盤
と
な
り
え
な
か
っ
た
︑
と
結
論
づ
け
て
い

る
︒
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つ
い
で
学
術
研
究
の
側
面
か
ら
︑
辛
珠
柏
「
史
学
科
の
三
分
科
体
制
と
歴

史
学
」
と
朴
鐘
隣
「
哲
学
科
の
設
置
と
運
用
」
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
主
要
大
学
の

史
学
科
と
哲
学
科
に
つ
い
て
︑
そ
の
設
置
過
程
・
教
員
構
成
・
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
を
検
討
し
て
い
る
︒
史
学
科
に
お
い
て
は
︑
日
本
の
帝
国
大
学
の
「
国
史
・

東
洋
史
・
西
洋
史
」
の
区
分
が
踏
襲
さ
れ
て
い
た
こ
と
︑
哲
学
科
に
お
い
て

は
ソ
ウ
ル
大
学
校
と
高
麗
大
学
校
で
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
の
比
重
に
差
が

あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
つ
い
で
︑
李
俊
植
「
言
語
民
族
主
義
と

〝
科
学
的
〟
言
語
学
─
─
不
安
な
同
居
か
ら
対
立
へ
」
は
︑
解
放
後
韓
国
に
お

け
る
言
語
学
者
の
潮
流
を
︑
漢
字
非
使
用
・
ハ
ン
グ
ル
専
用
を
主
張
し
た
民

族
主
義
的
な
周
時
経
学
派
と
科
学
的
言
語
学
を
標
榜
し
た
京
城
帝
大
朝
鮮
語

文
学
科
出
身
者
と
に
分
け
︑
両
者
の
関
係
の
推
移
を
追
う
︒
米
軍
政
期
に
お

い
て
は
両
者
は
共
存
し
て
い
た
が
︑
次
第
に
言
語
観
の
差
異
に
よ
り
対
立
が

顕
著
に
な
り
︑
一
九
六
〇
年
代
︑
朴
正
煕
政
権
期
に
大
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を

拠
点
と
し
た
科
学
的
言
語
学
の
一
派
が
言
語
民
族
主
義
を
圧
倒
し
て
い
っ
た

と
評
価
し
て
い
る
︒
最
後
の
板
垣
竜
太
「
越
北
学
者
金
壽
卿
の
言
語
学
の
国

際
性
と
民
族
性
」
は
︑
植
民
地
期
に
京
城
帝
大
に
学
び
解
放
後
は
朝
鮮
民
主

主
義
人
民
共
和
国
（
北
朝
鮮
）
の
言
語
学
を
主
導
し
た
言
語
学
者
・
金
壽
卿

の
軌
跡
を
跡
づ
け
る
︒
一
九
五
〇
年
に
ソ
連
の
ス
タ
ー
リ
ン
が
発
表
し
た
マ

ル
ク
ス
主
義
言
語
理
論
の
中
心
的
な
紹
介
者
と
な
っ
た
金
壽
卿
が
︑
や
が
て

一
九
五
八
年
の
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
を
契
機
と
し
た
北
朝
鮮
の
宗
派
闘
争
の
中

で
批
判
さ
れ
る
経
緯
に
は
︑
こ
の
時
期
の
北
朝
鮮
に
お
け
る
学
問
と
政
治
の

関
係
の
厳
し
さ
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
︒

　
以
上
の
よ
う
に
︑
本
書
は
︑
植
民
地
期
か
ら
解
放
後
を
包
括
的
に
と
ら
え

な
が
ら
︑
主
に
大
学
を
舞
台
と
し
て
近
代
的
学
問
分
野
が
ど
の
よ
う
に
編
成

さ
れ
て
い
っ
た
か
を
論
じ
て
い
る
︒

　
植
民
地
期
を
扱
っ
た
第
一
部
を
通
じ
て
み
る
と
︑
京
城
帝
大
の
学
問
研
究

の
内
在
的
分
析
よ
り
も
︑
そ
れ
を
朝
鮮
人
研
究
者
・
卒
業
生
と
の
関
係
か
ら

描
く
外
延
的
な
視
座
が
特
徴
的
で
あ
ろ
う
︒
特
に
︑
学
生
・
卒
業
生
研
究
は
︑

こ
れ
ま
で
の
植
民
地
大
学
研
究
に
お
い
て
（
親
日
派
朝
鮮
人
官
僚
育
成
と
い
う

側
面
以
外
で
は
）
手
薄
な
部
分
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
重
要
な
成
果
だ
と

い
え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
︑
朝
鮮
人
を
含
め
た
京
城

帝
大
出
身
者
の
学
術
研
究
と
そ
れ
以
外
の
朝
鮮
学
運
動
な
ど
の
系
列
の
学
問

と
に
競
合
関
係
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
に
お

け
る
〝
帝
国
の
学
知
〟
の
研
究
が
︑
や
や
も
す
れ
ば
日
本
帝
国
に
お
け
る
日

本
人
の
知
の
研
究
に
偏
重
し
て
し
ま
い
が
ち
な
傾
向
に
鑑
み
れ
ば
︑
そ
う
し

た
見
方
を
相
対
化
し
う
る
視
点
と
し
て
も
意
義
深
い（

2
）

︒

　
さ
ら
に
︑
そ
の
よ
う
な
植
民
地
期
に
お
け
る
学
知
の
重
層
性
が
︑
解
放
後

の
学
問
研
究
に
も
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
な

論
点
で
あ
る
︒
第
二
部
に
お
け
る
李
俊
植
論
文
は
︑
言
語
学
研
究
に
つ
い
て
︑

社
会
参
与
に
禁
欲
的
な
京
城
帝
大
出
身
研
究
者
と
ハ
ン
グ
ル
運
動
を
展
開
し

た
民
族
主
義
的
研
究
者
と
の
間
に
生
じ
た
対
立
が
植
民
地
期
か
ら
の
研
究
姿

勢
の
差
異
に
源
を
発
す
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
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と
は
い
え
︑
植
民
地
期
と
解
放
後
の
学
知
の
継
承
と
変
容
の
問
題
に
は
︑

な
お
掘
り
下
げ
る
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
と
り
わ
け
第
二
部
は
︑
第
一
部
に

比
し
︑
教
員
の
出
身
校
・
経
歴
や
各
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
な
ど
の
制
度
的

分
析
が
中
心
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
惜
し
ま
れ
る
︒
こ
れ
ら
は

デ
ー
タ
と
し
て
は
有
用
で
あ
る
が
︑
半
面
︑（
李
俊
植
論
文
・
板
垣
論
文
を
除
く

と
）
あ
ま
り
学
問
内
容
に
踏
み
こ
ん
で
い
な
い
た
め
に
︑
第
一
部
で
論
じ
ら

れ
た
植
民
地
下
に
お
け
る
学
知
の
競
合
状
況
と
の
対
応
関
係
は
見
え
に
く
く

な
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
こ
の
点
は
︑
第
一
部
と
第
二
部
の
間
の
視
角
の
ず
れ

を
も
招
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
す
な
わ
ち
︑
第
一
部
で
は
︑
大
学
に
お

け
る
制
度
編
成
が
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
形
成
と
表
裏
一
体
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
視
角
が
基
盤
に
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
第
二
部
で
は
︑
む
し
ろ
大
学
の
制
度

的
基
盤
の
整
備
と
︑
研
究
者
に
よ
る
内
発
的
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
形
成
と
が

乖
離
し
て
い
た
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
︒
全

体
と
し
て
は
比
較
的
一
貫
し
た
視
角
で
貫
か
れ
て
い
る
本
論
集
で
あ
る
が
︑

植
民
地
期
と
解
放
後
を
統
一
的
に
考
察
す
る
枠
組
み
に
は
さ
ら
な
る
検
討
が

必
要
だ
ろ
う
︒

　
ま
た
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
今
後
は
︑
本
書
が
扱
っ
た
一
九
五
〇
年
代
末
ま

で
の
時
期
を
超
え
︑
さ
ら
に
そ
の
後
の
時
期
に
韓
国
の
大
学
制
度
や
学
知
が

植
民
地
期
の
影
響
を
ど
の
よ
う
に
脱
し
て
い
く
の
か
も
論
じ
ら
れ
る
必
要
が

あ
ろ
う
︒
本
書
の
設
定
し
た
一
九
五
〇
年
代
半
ば
か
ら
同
年
代
末
と
い
う
時

期
は
︑
総
じ
て
制
度
的
整
備
に
学
術
研
究
の
中
身
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
時

期
と
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
現
代
韓
国
に
お
け
る
学
問
分
野
編
成
の

確
立
過
程
を
追
う
と
い
う
本
書
の
目
的
か
ら
す
る
と
や
や
物
足
り
な
い
評
価

だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
一
九
五
〇
年
代
が
過
渡
期
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
︑

現
代
韓
国
に
お
け
る
学
問
編
成
の
確
立
は
ど
の
時
期
に
求
め
る
べ
き
な
の
か
︒

そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
作
業
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
︒

　
大
学
制
度
と
学
問
分
野
の
定
立
の
関
係
︑
植
民
地
期
と
解
放
後
の
学
術
研

究
の
通
時
的
把
握
な
ど
︑
本
書
の
提
起
し
た
問
題
は
︑
日
本
植
民
地
帝
国
に

と
ど
ま
ら
な
い
射
程
を
も
つ
︒
本
書
が
呼
び
水
と
な
っ
て
さ
ら
な
る
研
究
が

進
む
こ
と
を
願
う
︒

注（
1
）  

旧
植
民
地
大
学
の
系
譜
を
引
く
韓
国
・
台
湾
の
大
学
に
お
け
る
大
学
史
編
纂
お
よ

び
本
文
で
以
下
言
及
す
る
京
城
帝
国
大
学
に
つ
い
て
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑
松
田

「
植
民
地
大
学
比
較
史
研
究
の
可
能
性
と
課
題
─
─
京
城
帝
国
大
学
と
台
北
帝
国
大
学

の
比
較
を
軸
と
し
て
」（
酒
井
哲
哉
・
松
田
編
『
帝
国
日
本
と
植
民
地
大
学
』
ゆ
ま
に

書
房
︑
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

（
2
）  

日
本
に
お
け
る
代
表
的
な
研
究
成
果
と
し
て
︑
酒
井
哲
哉
・
杉
山
伸
也
ほ
か
編
『
岩

波
講
座
「
帝
国
」
日
本
の
学
知
』
全
八
巻
（
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
六
年
）︒
特
に
︑
京

城
帝
大
の
日
本
人
研
究
者
が
形
成
し
「
京
城
学
派
」
を
評
価
す
る
視
角
が
近
年
現
れ

て
い
る
が
︑
こ
う
し
た
見
方
を
相
対
化
し
つ
つ
精
緻
化
し
て
い
く
た
め
に
も
︑
京
城

帝
大
の
学
問
的
営
み
と
そ
の
外
部
の
植
民
地
社
会
に
お
け
る
学
知
と
の
関
係
を
考
察

す
る
本
書
の
視
角
は
重
要
だ
ろ
う
︒
石
川
健
治
「
コ
ス
モ
ス
─
─
京
城
学
派
公
法
学
の

光
芒
」（
酒
井
哲
哉
編
︑
前
掲
『
岩
波
講
座
「
帝
国
」
日
本
の
学
知
』
第
一
巻
）︑
全
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京
秀
「
植
民
地
の
帝
国
大
学
に
お
け
る
人
類
学
的
研
究
─
─
京
城
帝
国
大
学
と
台
北

帝
国
大
学
の
比
較
」（
岸
本
美
緒
編
︑
同
前
︑
第
三
巻
）︑
参
照
︒




