
あ
と
が
き
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日
本
が
韓
国
（
大
韓
帝
国
）
を
併
呑
し
植
民
地
化
し
た
一
九
一

O
年
か
ら
、
一

O
O年
の
月
日
が
流
れ
た
。
本
来
な
ら
、

日
韓
関
係
は
も
ち
ろ
ん
日
中
関
係
に
つ
い
て
も
、
歴
史
の
完
全
な
「
清
算
」
が
、
と
う
に
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
清
算
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
近
年
、
日
本
の
、
朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
を
始
め
と
す
る
ア
ジ
ア
と
の

、
、
、
、
、

関
わ
り
に
つ
い
て
、
多
方
面
で
歴
史
の
偽
造
が
進
ん
で
い
る
。
最
近
の
例
で
は
、

N
H
K
に
よ
る
、
司
馬
遼
太
郎
『
坂
の

上
の
雲
』
の
足
か
け
三
年
に
わ
た
る
放
映
が
、
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う

（本
書

「
解
説
」
を
参
照
の
こ
と
）
。

思
想
史
で
の
そ
れ
ー
ー
と
は
い
え
問
題
は
単
な
る
思
想
史
に
で
は
な
く
明
治
国
家
の
方
向
づ
け
に
、
し
た
が
っ
て
日
本

近
代
史
の
中
心
論
点
に
関
わ
る
の
だ
が
｜
｜
は
、
何
よ
り
福
沢
諭
吉
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
最
大
の
偽
造
は
、
福
沢

は
対
朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
論
に
お
い
て
、
初
期
の
「
啓
蒙
主
義
」
的
立
場
と
な
ん
ら
変
わ
る
こ
と
な
く

一
貫
し
た
姿
勢
を

貫
い
た
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
種
の
偽
造
を
超
え
て
真
実
の
福
沢
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
私
た
ち
に
不
可

欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
が
犯
し
た
対
外
的
な
罪
を
深
く
認
識
し
、
そ
れ
を
心
に
刻
む
こ
と
に
通
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
も
、
福
沢
の
対
朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
論
説
が
も
っ
と
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

だ
が
、
「
学
問
の
す
す
め
』
「
文
明
論
の
概
略
』
以
外
の
福
沢
の
著
作
・
論
説
が
読
ま
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
近
代
日
本
の
基
本
方
向
を
決
定
し
た
一
八
七
0
年
代
以
降
の
対
外
政
策
、
特
に
対
朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
政

、
、
、
、

策
に
お
い
て
、
福
沢
が
果
た
し
た
あ
ま
り
に
大
き
な
負
の
役
割
は
、
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
実

際
、
対
朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
に
関
す
る
明
治
政
府
の
政
策
立
案
・
決
定
に
多
く
の
影
響
を
与
え
、
自
他
と
も
に
「
〔
明
治
〕

政
府
の
お
師
匠
様
」
と
認
め
る
福
沢
の
肖
像
が
、
四
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
最
高
額
紙
幣
に
刻
印
さ
れ
続
け
て
い
れ
ば
、
む



し
ろ
福
沢
は
「
日
本
に
と
っ
て
良
い
こ
と
を
し
た
人
物
」
（
私
の
知
る
韓
国
人
留
学
生
の
こ
と
ば
）
と
誤
解
さ
れ
続
け
、

ひ
し、

時

て
は
わ
れ
わ
れ
の
、

日
本
の
負
の
歴
史
に
対
す
る
理
解
も
清
算
も
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
に
見
る
よ
う
に
、

ナ
チ
に
さ
え
匹
敵
す
る
政
策
論
・
ア
ジ
ア
観
を
呼
号
し
続
け
た
福
沢
が
「
良
い
こ
と
を
し
た
」
人
物
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
侵

略
主
義
的

・
帝
国
主
義
的
な
主
張
・
行
為
が
免
罪
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
主
張

・
行
為
こ
そ
、
日

本
の
負
の
歴
史
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
が
正
確
に
認
識
し
、
心
に
刻
み
、

記
憶
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
当
の
も
の
で

あ
る
。

そ
れ
故
私
は
、
韓
国
併
合
一

O
O年
の
い
ま
、
「
脱
亜
論
」
を
始
め
と
す
る
福
沢
の
侵
略
主
義
的
・
帝
国
主
義
的
な
対

朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
論
を
一
冊
に
ま
と
め
て
出
版
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
確
信
し
、
こ
の
論
説
集
を
編
む
こ

と
に
し
た
。
日
本
の
対
外
的
な
歴
史
に
深
い
関
心
を
有
す
る
読
者
の
手
に
、
こ
れ
が
届
く
こ
と
を
切
望
す
る
。

＊ 

＊ 

＊ 

あとがき

と
こ
ろ
で
、
対
朝
鮮
・
中
国
・
台
湾
論
に
お
い
て
も
初
期
「
啓
蒙
主
義」

的
立
場
を
貫
い
た
、
明
治
に
お
け
る
血

ι的

な
市
民
的
自
由
主
義
者
と
い
う
福
沢
像
を
偽
造
し
た
の
は
、
丸
山
真
男
で
あ
る
（
『福
沢
諭
吉
の
哲
学
』
岩
波
文
庫
、
山
）。

一
般
に
自
国
の
思
想
を
持
ち
上
げ
た
く
な
る
心
理
は
、
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
o

特
に
丸
山
の
よ
う
に
、
超
国
家
主
義
的

な
思
想
一
色
に
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
時
代
を
生
き
抜
い
た
学
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
と
は
別
種
の
思
想
が
日
本
に
あ
っ
た
と
見

な
し
た
い
心
理
は
、
痛
い
ほ
ど
分
か
る
。

だ
が
、
そ
う
し
た
単
な
る
期
待
と
願
望
に
基
づ
く
真
実
の
隠
蔽
・
歴
史
の
担
造
は
、
断
じ
て
学
者
の
す
る
こ
と
で
は
な

い
。
し
か
し
丸
山
真
男
が
福
沢
に
つ
い
て
行
っ
た
こ
と
は
、
結
局
こ
の
種
の
担
造
で
あ
る
。
福
沢
の
思
想
は
む
し
ろ
、
丸

山
が
嫌
っ
た
超
国
家
主
義
の
原
型
を
示
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
丸
山
は
そ
れ
を
典
型
的
に
示
す
『
時
事
新
報
』
論
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説
を
ほ
と
ん
ど
無
視
す
る
こ
と
で
、
偽
り
の
福
沢
像
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
に
い
た
る
日
本
の
超
国
家
主
義

J
、
単
に
政
府
軍
の
中
枢
に
生
長
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
強
く
支
え
る
思
想
と
と
も
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
本
書
に

見
る
よ
う
に
そ
の
思
想
の
最
大
の
担
い
手
の
一
人
が
福
沢
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

！
ゅ
山
は
、
学
問
研
究
の
厳
し
さ
を
明
確
に
自
覚
し
た
学
者
で
あ
っ
た
。
客
観
性
を
め
ざ
し
て
、
「
希
望
や
意
欲
に
よ
る

官
同
の
く
も
り
を
不
断
に
警
戒
す
る
」
必
要
を
説
い
て
い
た
の
は
、
丸
山
で
あ
っ
た

（『丸
山
真
男
集
第
三
巻
』
岩
波
書
店
、

日）
。

だ
が
そ
の
丸
山
自
身
が
、
実
は
、
少
な
く
と
も
福
沢
像
形
成
に
お
い
て
「
希
望
や
意
欲
に
よ
る
認
識
の
く
も
り
」

と
い
う
誘
惑
を
、
（
お
そ
ら
く
）
そ
う
と
知
り
つ
つ
払
拭
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
日
本
思
想
研
究
史
上
の
最
大
の

汚
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
丸
山
の
学
問
的
成
果
そ
れ
自
体
の
真
価
を
疑
わ
し
め
る
に
十
分
で
あ
る
。
依
然
と
し
て
丸
山
真

男
の
後
進
へ
の
影
響
は
大
き
い
が
、
「
丸
山
神
話
」
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

真
実
の
福
沢
像
が
、
し
た
が
っ
て
日
本

の
真
実
の
歴
史
像
が
探
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（安
川
寿
之
輔

『福
沢
諭
吉
と
丸
山
真
男
』）。

な
お
、
偽
り
の
福
沢
像
の
形
成
と
い
う
点
で
は
、
歴
史
学
者
・
羽
仁
五
郎
の
責
任
も
大
き
い
。
羽
仁
は
『
白
石
・
諭

士
口
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
七
年
刊
）
で
、
福
沢
の
言
葉
を
多
量
に
引
用
し
つ
つ
当
時
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
体
制
を
批
判
し
た

（百

以
下
）

O

歴
史
的
に
見
た
と
き
、
そ
れ
は
一
定
の
意
義
を
有
し
て
は
い
た
。
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
と
福
沢
の
実
像
い
れ

ん
は
、
お
の
ず
か
ら
別
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
羽
仁
は
戦
後
、
少
な
く
な
い
著
書
で
、
福
沢
を

「原
理
（
原
十

の
あ
る
思
想
家
」
と
持
ち
上
げ
続
け
た
の
で
あ
る
。
だ
が
実
は
、
福
沢
ほ
ど
「
原
理
・
原
則
」
を
欠
い
た

「思
想
家
」
も

め
ず
ら
し
い
。
確
か
に
福
沢
に
原
理
・
原
則
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
そ
れ
は
、
無
条
件
に
明
治
政
府
の
後
押

し
を
し
、
時
に
は
そ
れ
を
超
国
家
主
義
的
な
方
向
へ
と
煽
動
す
る
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
羽
仁
も
ま
た
丸
山
と
同
様
に
汁

福
沢
像
の
形
成
に
お
い
て
、
「
希
望
や
意
欲
に
よ
る
認
識
の
く
も
り
を
不
断
に
警
戒
す
る
」
こ
と
を
怠
っ
た
と
言
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。

＊ 

＊ 

＊ 

い
ま
新
た
な
福
沢
美
化
論
が
出
回
っ

て
い
る
（
井
田
進
也

『歴
史
と
テ
ク
ス
ト
』
、
平
山
洋

『福
沢
諭
吉
の
真
実
』
）
。
井
田
－
平
山
は
、
福
沢
の
侵
略
主
義
的
な
対
朝

鮮
・
中
国
－
台
湾
論
説
を
書
い
た
の
は
福
沢
自
身
で
は
な
く
、
そ
の
弟
子
筋
で
あ
る
と
主
張
す
る

o

だ
が
、
「
解
説
」
で

質
に
お
い
て
丸
山
の
研
究
と
は
と
う
て
い
比
較
に
な
ら
な
い
水
準
の
も
の
だ
が
、

詳
論
し
た
よ
う
に
、
福
沢
が
立
案
し
弟
子
に
起
草
さ
せ
た
後
に
添
削
し
て
仕
上
げ
た
論
説
が
一
部
に
あ
る
の
は
事
実
だ
と

そ
れ
さ
え
紛
れ
も
な
く
福
沢
の
思
想
の
表
現
で
あ
る
。
絵
描
き
工
房
を
指
揮
す
る
親
方
1
1
1そ
れ
が
レ
オ
ナ
ル

ド
の
師
匠
た
る
ヴ
エ
ロ
ツ
キ
オ
で
あ
ろ
う
と
、

し
で
も
、

乃
午
口
口
こ
は
、
工
房
職
人
の
手
が

有
名
な
ル
1
ペ
ン
ス
で
あ
ろ
う
と
1
1
1次

そ
れ
を
知
っ
て
い
れ
ば
こ
う
し
た
勧
め
骨
骨
は
提
出
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
の
だ
が
。

入
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、

紙
上
に
お
い
て
だ
が
、

同
紙
は
い
わ
ば
福
沢

「工

『
時
事
新
報
』

『
時
事
新
報
』
紙
上
の
社
説
は
、

福
沢
が
朝
鮮
・
中
国

・
台
湾
論
説
を
公
表
し
た
の
は

房
」
に
お
い
て
、

親
方
で
あ
る
福
沢
の
宰
領
下
に
お
い
て
発
行
さ
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

福
沢
の
思
想
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

で
か
な
り
ペ

l
ジ
を
使
っ
て
批
判
し

井
田
・
平
山
の
研
究
手
法
の
ず
さ
ん
さ
（
特
に
後
者
の
）
に
つ
い
て
は
、
「
解
説
」

，声、ミ晶、

ナ
h
A
M

さ
ら
に
言
う
べ
き
こ
と
は
多
々
あ
る
。
幸
い

「
あ
と
が
き
」
を
書
く
余
白
が
得
ら
れ
た
の
で
一
点
、
だ
け
付
け
加
え

『
時
事
新
報
』
紙
上
に
公
表
さ
れ
た
論

あとがき

一
八
九
八
年
九
月
に
福
沢
が
脳
卒
中
で
倒
れ
て
以
降
、

均
一
昨
日
行

U
H叫ん』も両日日一弓日開文字汗針小棒大なやり方
で

（
し
か
も

h
在
さ
え
確
認
で
き
な
い
典
拠
を
持
ち
出
す
こ
と
で
）
上
記
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
カ

れ
ば
、

例
え
ば
平
山
は
、

『
福
沢
諭
吉
伝
』
で
は
話
を
し
て
い

こ
れ
ら
の
、

ほ
と
ん
ど
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臆
断
｜
｜
む
し
ろ
肥
大
し
た
妄
想
ー
ー
に
も
と
づ
く
主
張
が
、
学
問
の
名
の
下
に
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
に
、
暗
潅
た
る

気
持
ち
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
し
た
擬
似
学
問
を
、
福
沢
の
専
門
家
・
日
本
思
想
史
の
研
究
者
が
ま
と
も
に
取
り
上
げ
な
い
の
は
、
あ
る
意
味
で

当
然
で
あ
ろ
う
が
（
唯
一

の
例
外
は
安
川
寿
之
輔
『
福
沢
諭
吉
の
戦
争
論
と
天
皇
制
論
』
）
、
し
か
し
そ
う
や
っ
て
擬
似
学
問
を
放

置
す
る
と
、
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
マ
ス
コ
ミ
の
話
題
と
な
り
、
論
壇
に
浸
透
し
、
結
局
世
間
に
流
布
し
て
し
ま
う
こ
と

を
、
私
は
恐
れ
る
。
そ
の
危
険
を
い
み
じ
く
も
示
し
た
の
が
、
評
論
家
・
佐
高
信
の
「
福
沢
諭
吉
伝
説
』
だ
が
、
管
見
で

は
こ
の
擬
似
学
問
の
影
響
は
、
他
に
も
目
立
た
ぬ
形
で
及
ん
で
い
る
。
福
沢
専
門
家
は
も
ち
ろ
ん
日
本
思
想
史
の
研
究
者

は
、
井
田
お
よ
び
平
山
の
説
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
私
の
批
判
を
虚
心
に
検
討
す
る
よ
う
、
強
く
望
む
。
井
田

・
平

山
が
行
っ
た
の
は
擬
似
学
問
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
自
体
、
学
問
的
な
検
討
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
問
は
真

理
の
探
究
を
通
じ
て
歴
史
・
社
会
に
奉
仕
す
べ
き
だ
が
、
擬
似
学
問
を
放
置
す
れ
ば
歴
史
は
偽
造
さ
れ
、

社
会
は
再
び
誤

っ
た
道
を
歩
ま
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

＊ 

＊ 

＊ 

私
は
、
朝
鮮
を
含
む
ア
ジ
ア
史
の
専
門
家
で
は
な
い
。
本
書
で
、
福
沢
が

『時
事
新
報
』
論
説
で
論
及
し
た
、
も
し
く

は
自
ら
関
係
し
た
歴
史
的
諸
事
件
に
つ
い
て
、
注
等
で
詳
し
く
論
及
し
た
が
、

第

一
次
史
料
な
ら
び
に
た
く
さ
ん
の
碩
学

た
ち
の
文
献
に
依
拠
し
た
と
は
い
え
、
私
の
論
及
に
思
わ
ぬ
誤
り
が
な
い
か
ど
う
か
を
恐
れ
る
。
読
者
の
忌
俸
の
な
い
ご

批
判
・
ご
指
摘
を
、
お
願
い
す
る
。

二
O

一O
年
九
月
二
七
日

杉

田

聡
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