
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-05-06

江華島事件から日韓併合、そして終戦 : 相剋を生ん
だものとは

(Citation)
歴史街道,379:38-45

(Issue Date)
2019-10-06

(Resource Type)
article

(Version)
Version of Record

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/90006525

木村, 幹



江
華
島
事
件
か
ら

H
韓
併
合
、
そ
し
て
終
戦
ェ

相
剋
を
生
ん
だ
も
の
と
は

近
現
代
史
に
お
け
る
8
朝
関
係
は
、
相
剋
の
連
続
と
い
っ
て
い
い
。
江
華
島
事
件
、

8
韓
併
合
、
そ
し
て
戦
後
…
…
。
朝
鮮
半
島
の
視
点
で
考
え
る
と
、
そ
の
原
因
が
見
え
て
く
る
。
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P
R
O
F
I
L
E

昭
和
四
十
＿
年
(
-
九
六
六
）
、
大
阪
府
生
ま
れ
。
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
。

博
士
（
法
学
）
。
専
門
は
比
較
政
治
学
、
朝
鮮
半
島
地
域
研
究
。
著
書
に
「
朝
鮮
半
島
を
ど
う
見
る
か
j
「
高
宗
•
閲
妃
」

『
朝
鮮
／
韓
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
「
小
国
」
意
識
j

「
日
韓
歴
史
認
識
問
題
と
は
何
か
」
な
ど
が
あ
る
。

H
本
と
朝
鮮
半
島
の
近
現
代
史
を
語

る
前
に
、
い
く
つ
か
押
さ
え
て
お
き
た

＿ 
情事距
報大離

I 
ル主感

卜義覚． ． ． 

い
こ
と
が
あ
る
。

東
京
と
、
韓
国
の
首
都
・
ソ
ウ
ル
と

の
直
線
距
離
を
ご
存
じ
だ
ろ
う
か
。

お
よ
そ
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
だ
が
、
実

ベ
キ
ン

は
ソ
ウ
ル
と
中
国
の
首
都
・
北
京
の
間

も
、
だ
い
た
い
同
じ
く
ら
い
に
な
っ
て
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特集10日本と朝鮮半島の2000年史

朝
鮮
半
島
の
歴
史
を
考
え
る
う
え

で
、
こ
の
距
離
感
覚
は
認
識
し
て
お
い

た
ほ
う
が
い
い
だ
ろ
う
。

、
ン
ソ
ン
フ

朝
鮮
王
朝
の
都
も
、
当
時
漢
城
府
と

称
し
た
ソ
ウ
ル
で
、
中
国
の
王
朝
で
あ

み

ん

し

ん

る
明
と
清
の
都
も
、
北
京
で
あ
っ
た
。

ソ
ウ
ル
か
ら
見
れ
ば
、
東
京
は
海
で

ヘ
だ隔

て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
北
京

は
陸
続
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
所

に
、
超
大
国
の
都
が
あ
る
の
だ
。
し
か

も
当
時
の
国
境
線
か
ら
ソ
ウ
ル
ま
で
は
、

三
五
0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
し
か
な
い
。

こ
れ
は
東
京
で
た
と
え
る
な
ら
ば
、

北
京
が
長
崎
あ
た
り
に
あ
っ
て
、
国
境

が
琵
琶
湖
あ
た
り
に
あ
る
よ
う
な
も
の

だ
。
朝
鮮
王
朝
が
い
か
に
厳
し
い
地
政

学
的
条
件
に
置
か
れ
て
い
た
か
が
、
わ

か
る
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
朝
鮮
半
島
の
王
朝
に
は
、

中
国
は
常
に
「
大
国
」
で
あ
り
、
そ
れ

と
く
ら
べ
る
と
、
朝
鮮
は
自
国
の
軍
事

力
だ
け
で
は
国
を
守
れ
な
い
「
小
国
」

で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。

た
だ
こ
れ
は
あ
く
ま
で
、
中
国
と
の

対
比
と
し
て
「
小
国
」
と
み
て
い
る
の

い
る
。

朝
鮮
王
朝
は
、
満
州
族
の
ほ
う
が
文

で
あ
り
、
朝
鮮
か
ら
み
れ
ば
、
日
本
も

同
じ
「
小
国
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
幕
末
の

H
本
人
は
、

H
本
を
中
国
と
同
格
の
存
在
と
し
、
朝

鮮
を
格
下
と
み
て
い
た
。
こ
の
中
国
に

対
す
る
考
え
と
、
自
国
の
位
置
に
対
す

る
理
解
の
相
違
が
、
近
現
代
に
お
け
る

両
国
の
歩
み
を
変
え
て
い
っ
た
と
い
え

る。
自
ら
を
小
国
と
み
る
朝
鮮
王
朝
は
、

十
四
世
紀
に
明
に
従
属
し
、
明
の
皇
帝

を
世
界
で
唯
一
の
皇
帝
と
認
め
、
そ
の

か
わ
り
に
、
自
ら
は
国
王
と
し
て
冊
封

さ
れ
る
道
を
選
ん
だ
。

中
国
の
冊
封
体
制
下
に
入
る
と
い
っ

ち
ょ
う
こ
う

て
も
、
朝
貢
使
節
を
送
る
以
外
に
特
段

か
ん
し
よ
う

の
干
渉
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の

分
、
軍
事
的
な
安
全
保
障
を
得
ら
れ
る

と
い
う
利
点
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

ま
ん
し
ゅ
う

明
が
衰
え
て
満
州
族
の
清
が
台
頭

す
る
と
、
朝
鮮
王
朝
は
そ
の
軍
事
力
に

よ
っ
て
徹
底
的
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
し

ひ
た
い

ま
う
。
一
六
三
七
年
、
朝
鮮
国
王
は
額

を
地
に
つ
け
て
、
謝
罪
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
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そ
れ
は
、
外
国
か
ら
の
情
報
ル
ー
ト

が
、
実
質
的
に
ひ
と
つ
、
つ
ま
り
清
か

お
く

化
的
に
後
れ
て
い
る
と
み
て
い
た
た
め

く
つ
ぶ
く

に
、
心
か
ら
屈
服
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
軍
事
的
に
対
抗
す
る

あ
き
ら

こ
と
は
完
全
に
諦
め
、
や
は
り
従
属
す

る
こ
と
を
選
ん
だ
。

も
っ
と
も
先
述
し
た
よ
う
に
、
中
国

の
王
朝
に
従
属
す
れ
ば
、
安
全
保
障
は

し
て
く
れ
る
。
中
国
の
王
朝
と
は
戦
わ

な
い
と
い
う
姿
勢
を
徹
底
す
る
こ
と

で
、
朝
鮮
王
朝
は
二
千
万
人
近
い
人
口

へ
い
ど
ん

を
中
国
に
併
呑
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
守

る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。

そ
う
し
た
朝
鮮
王
朝
の
外
交
姿
勢

じ
だ
い

は
、
「
事
大
主
義
」
と
い
わ
れ
る
。
自
分

が
「
小
国
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、

つ
か

小
国
だ
か
ら
「
大
国
に
事
え
る
し
か
な

い
」
と
す
る
考
え
方
だ
。
だ
が
隣
国
に

大
国
が
あ
れ
ば
、
む
や
み
に
こ
れ
に
敵

対
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
か
ら
、
そ

う
し
た
姿
勢
に
な
る
の
は
、
あ
る
意
味

で
合
理
的
な
選
択
と
い
え
る
。

朝
鮮
王
朝
を
考
え
る
う
え
で
、
も
う

ひ
と
つ
押
さ
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ

る。

H
本
に
朝
鮮
通
信
使
を
派
遣
し
て
い

た
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
、
派
遣
さ
れ
た
の
は

十
数
回
で
、
最
後
は
幕
末
よ
り
だ
い
ぶ

前
の
一
八
―
一
年
だ
っ
た
。
だ
か
ら
朝

鮮
通
信
使
に
、

H
本
を
通
じ
て
世
界
情

ら
の
ル
ー
ト
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
。

勢
に
つ
い
て
情
報
を
得
る
こ
と
を
期
待

す
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て

H
本
は
、
鎖
国
し
て

い
る
と
は
い
え
、
世
界
に
開
か
れ
た
四

で

じ

ま

つ
の
「
窓
」
が
あ
っ
た
。
出
島
の
オ
ラ
ン

ダ
商
館
、
琉
球
国
、
そ
し
て
北
海
道
の

松
前
藩
と
、
朝
鮮
と
の
交
流
を
担
当
す

る
対
馬
藩
で
あ
る
。
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1 伝統的世界観の違い I 

|8本人の世界観I

大国

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 朝・一貢 ◄ 111111111111111111111
小国

1朝鮮／韓国人の世界観 I

こ
の
情
報
ル
ー
ト
の
多
少
が
持
つ
意

味
は
、
一
八
四

0
年
に
清
と
イ
ギ
リ
ス

の
あ
い
だ
で
起
き
た
ア
ヘ
ン
戦
争
に
よ

っ
て
浮
き
彫
り
と
な
る
。

H
本
は
ア
ヘ
ン
戦
争
の
情
報
を
オ
ラ

て
ん
ぼ
う

ン
ダ
か
ら
得
て
、
そ
れ
は
天
保
の
改
革

に
も
活
か
さ
れ
た
。

一
方
、
朝
鮮
王
朝
は
清
に
使
者
を
派

／ス ↑ - 大国

I I I I I I I I I問貢II I I I I I朝夏111111111111111111111

小国
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遣
す
る
が
、
「
大
丈
夫
だ
」
と
い
わ
れ

る
ば
か
り
で
、
一
八
五
六
年
に
清
が
英

仏
と
戦
っ
た
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
（
ア

ロ
ー
戦
争
）
の
際
に
も
、
同
じ
よ
う
な

返
答
を
得
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

清
と
し
て
は
朝
貢
国
を
不
安
に
さ
せ

な
い
よ
う
、
当
然
の
対
応
を
し
た
ま
で

だ
ろ
う
が
、
結
果
と
し
て
朝
鮮
は
、
国

際
情
勢
に
関
わ
る
正
確
な
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
、

朝
鮮
王
朝
の
そ
の
後
の
選
択
に
影
響
を

与
え
た
の
は
明
ら
か
だ
。

＿＂＂知…
こ
う
し
た
前
提
を
踏
ま
え
た
う
え

で
、
近
現
代
以
降
の
日
本
と
朝
鮮
王
朝

た
ど

の
歩
み
を
辿
っ
て
い
こ
う
。

一
八
六
八
年
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て

近
代
主
権
国
家
と
し
て
の
道
を
歩
み
始

め
た
日
本
は
、
朝
鮮
王
朝
と
国
交
を
結

ぽ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
朝
鮮
王
朝
は
こ
れ
を
拒
絶

す
る
。
国
書
に
「
天
皇
」
と
あ
っ
た
た

め
、
冊
封
体
制
下
に
あ
り
、
清
の
皇
帝

を
唯
一
の
皇
帝
と
す
る
朝
鮮
王
朝
と
し

て
は
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

か
ら
だ
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
日
朝
関
係
は
一
時

的
に
断
交
す
る
わ
け
だ
が
、
日
本
に
も

言
い
分
は
あ
っ
た
。
近
代
主
権
国
家
に

は
、
「
主
権
国
家
は
み
な
対
等
」
と
い

う
大
原
則
が
あ
る
。
そ
う
い
う
近
代
国

家
か
ら
す
る
と
、
清
の
冊
封
体
制
下
に

あ
る
朝
鮮
、
琉
球
国
、
ベ
ト
ナ
ム
と
い

っ
た
国
々
が
、
こ
う
し
た
「
主
権
国
家
」

な
の
か
判
然
と
し
な
い
。

カ

ン

フ

ア

ド

日
本
が
江
華
島
事
件
を
起
こ
す
前

に
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
が
朝
鮮
を

開
国
さ
せ
よ
う
と
攻
撃
を
加
え
て
い
る

か
ん
か
つ

が
、
清
に
対
し
て
「
あ
な
た
の
管
轄
下

の
朝
鮮
が
開
国
し
な
い
」
と
注
文
を
付

け
る
と
、
清
は
「
あ
れ
は
別
の
国
だ
」

と
応
じ
る
よ
う
な
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
。

台
湾
で
起
き
た
事
件
に
つ
い
て
日
本
に

抗
議
さ
れ
た
際
に
も
、
清
は
「
台
湾
は

化
外
の
地
」
と
答
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
中
、
近
代
国
家
で
あ
る
8

本
と
し
て
は
、
国
境
の
画
定
と
同
時
に
、

冊
封
体
制
下
の
国
々
の
位
置
｀
つ
け
を
明

確
に
し
て
い
く
作
業
が
必
要
に
な
っ
た
。

そ
の
過
程
で
起
き
た
の
が
、
一
八
七

五
年
の
江
華
島
事
件
で
あ
る
。
日
本
は

こ
れ
を
機
に
、
朝
鮮
を
開
国
さ
せ
、
日

朝
修
好
条
規
に
は
「
朝
鮮
は
独
立
国
」

と
い
う
一
文
を
入
れ
さ
せ
た
。

江
華
島
事
件
前
、

8
本
は
一
八
七
二

年
に
琉
球
国
を
廃
し
て
琉
球
藩
と
し
、

一
八
七
九
年
に
沖
縄
県
を
置
く
こ
と
で
、

完
全
に
併
合
し
て
い
る
。
一
八
七
四
年

に
は
台
湾
に
出
兵
し
て
い
る
が
、
こ
れ

も
沖
縄
の
領
有
を
確
定
す
る
中
で
生
ま

れ
た
も
の
だ
。

だ
が
清
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
日
本

か
ん
か

の
動
き
は
看
過
で
き
な
い
。
朝
貢
国
を

守
れ
な
け
れ
ば
、
清
国
皇
帝
の
正
統
性

が
揺
ら
い
で
し
ま
う
か
ら
だ
。

け
ん
せ
い

そ
こ
で
清
は
、

H
本
を
牽
制
す
る
た

コ
ジ
ョ
ン

め
に
、
朝
鮮
王
朝
の
国
王
・
高
宗
に
対

し
て
、
西
洋
列
強
に
開
国
し
た
う
え
で
、

何
か
事
が
起
こ
っ
た
際
に
は
清
の
命
令

に
従
う
べ
き
だ
と
圧
力
を
か
け
る
。

こ
う
し
て
朝
鮮
王
朝
は
開
国
す
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
高
宗
の
政
策
に
不

い
だ

満
を
抱
く
勢
力
が
出
て
く
る
。
彼
ら
は
、

当
時
失
脚
し
て
い
て
、
政
権
を
取
り
戻

そ
う
と
し
て
い
た
高
宗
の
生
父
・
大
院

グ
ン君

と
結
び
つ
い
て
い
く
。

そ
の
結
果
起
き
た
ク
ー
デ
タ
ー
が
、

じ
ん
ご

一
八
八
二
年
の
壬
午
軍
乱
で
あ
る
。
反

乱
の
成
功
に
よ
っ
て
、
大
院
君
は
王
宮

に
入
っ
て
政
権
を
取
り
戻
す
。
し
か
し
、

日
本
公
使
館
を
襲
撃
す
る
こ
と
を
容
認

し
て
い
た
こ
と
か
ら
、

H
本
人
に
も
死

者
が
出
た
。

こ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
状
況
の
中
、

一
部
の
朝
鮮
の
人
々
は
日
本
と
清
に
出

兵
を
要
請
す
る
。
先
に
朝
鮮
に
到
着
し

た
の
は
清
の
ほ
う
だ
っ
た
。
清
は
ま
た
た

て
ん
し
ん

く
ま
に
大
院
君
を
と
ら
え
て
天
津
へ
と

拉
致
し
、
そ
の
ま
ま
の
勢
い
で
反
乱
軍

を
鎮
圧
し
た
。

こ
の
事
件
で
何
よ
り
重
要
な
の
は
、

ち
ゅ
う
と
ん

こ
れ
に
よ
り
清
軍
が
漢
城
府
に
駐
屯
す

る
こ
と
と
な
り
、
朝
鮮
王
朝
が
そ
の
強

い
圧
力
下
に
置
か
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

注
意
し
な
い
と
い
け
な
い
の
は
、
こ

の
よ
う
な
状
況
は
中
華
帝
国
と
朝
貢
国

の
関
係
に
お
い
て
す
ら
「
異
例
」
の
こ

と
だ
っ
た
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま

で
は
形
式
的
に
中
国
に
従
属
し
て
も
、

お
う
か

実
質
的
に
は
内
政
面
で
の
自
由
を
謳
歌

し
て
い
た
朝
鮮
王
朝
に
と
っ
て
、
戦
時
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で
も
な
い
の
に
中
華
帝
国
の
軍
隊
が
駐

屯
し
自
ら
を
圧
迫
す
る
と
い
う
の
は
、

過
去
に
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
「
そ

れ
は
約
束
が
違
う
」
と
い
う
不
満
を
抱

く
人
々
が
出
て
く
る
。

キ
ム
オ
ッ
キ
ュ
ン

そ
の
―
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
金
玉
均
を

代
表
と
す
る
「
日
本
党
」
と
言
わ
れ
た

人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
日
本
を
近
代

化
の
モ
デ
ル
と
し
、

H
本
の
支
援
を
求

め
よ
う
と
し
て
、
清
国
の
力
を
利
用
し

て
改
革
を
進
め
よ
う
と
す
る
「
清
国
党
」

と
対
立
す
る
。

こ
の
時
点
で
、

H
本
党
が
軍
事
力
と

し
て
期
待
で
き
る
の
は
、
日
本
し
か
な

い
。
そ
し
て
日
本
党
は
日
本
の
力
を
借

り
て
、
ク
ー
デ
タ
ー
を
起
こ
す
。

こ
う
し
ん

そ
れ
が
、
一
八
八
四
年
の
甲
申
政
変

で
あ
る
。
日
本
党
と

8
本
軍
は
、
一
時

は
王
宮
を
占
領
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ

を
容
認
で
き
な
い
清
軍
の
攻
撃
に
あ

い
、
あ
っ
さ
り
と
敗
退
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
の
朝
鮮
半
島

に
お
け
る
日
清
両
国
の
軍
事
力
に
は
大

き
な
差
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
朝
鮮
王
朝
に
対
す
る

清
の
影
響
力
は
さ
ら
に
強
ま
る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
朝
鮮
王
朝
内

で
、
清
に
対
す
る
不
満
は
ま
す
ま
す
高

ま
る
こ
と
と
な
る
。

は
く
し
や

こ
の
不
満
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、

え
ん
せ
い
が
い

清
軍
を
指
揮
す
る
哀
世
凱
で
あ
っ
た
。

清
国
皇
帝
の
代
理
人
と
し
て
、
朝
鮮
王

朝
よ
り
も
上
位
の
存
在
で
あ
る
か
の
よ

う
に
振
る
舞
う
哀
世
凱
は
、
高
宗
に
す

れ
ば
自
ら
の
権
威
を
損
な
う
憎
む
べ
き

存
在
だ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
高
宗
は
、
こ
の
ま
ま
で

は
本
当
に
国
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
危
機
感
を
抱
い
た
。
し
か
し
清
を

牽
制
す
る
に
し
て
も
、
敗
れ
た
ば
か
り

の
日
本
を
あ
て
に
す
る
こ
と
は
で
き
な

、。
し

そ
こ
で
選
択
肢
と
し
て
出
て
き
た
の

が
、
ロ
シ
ア
だ
っ
た
。
高
宗
は
ロ
シ
ア
を

引
き
込
も
う
と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
密

約
を
む
す
ほ
う
と
試
み
た
。
大
事
な
の

は
こ
れ
が
朝
鮮
王
朝
の
主
体
的
選
択
だ

っ
た
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
自
ら

が
外
国
を
引
き
込
む
こ
と
で
、
自
ら
の

独
立
を
守
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
時
点
で
は
、
ロ
シ
ア
に

清
と
全
面
衝
突
す
る
ほ
ど
の
余
裕
は
な

か
っ
た
。
清
は
ま
だ
力
が
あ
る
と
み
ら

れ
て
い
た
し
、
物
資
を
東
ア
ジ
ア
に
送

る
た
め
の
シ
ベ
リ
ア
鉄
道
も
完
成
し
て

い
な
か
っ
た
。

結
局
、
密
約
は
成
立
せ
ず
、
清
は
西

洋
列
強
を
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
高
宗

の
動
き
を
警
戒
し
、
さ
ら
に
圧
力
を
強

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、

朝
鮮
半
島
に
お
け
る
清
の
覇
権
が
一
時

的
に
確
立
さ
れ
る
。

朝
鮮
王
朝
か
ら
す
れ
ば
、
壬
午
軍
乱

で
清
軍
を
ソ
ウ
ル
に
引
き
入
れ
た
後
、

そ
の
影
響
力
を
排
除
し
よ
う
と
、
日
本
、

ロ
シ
ア
を
頼
ろ
う
と
し
た
も
の
の
失
敗

し
、
そ
の
た
び
に
、
清
の
覇
権
を
強
め

る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

＿且ら
こ
う
し
て
清
の
覇
権
の
も
と
、
朝
鮮

半
島
に
一
時
的
な
平
穏
が
訪
れ
る
。
し

か
し
、
民
衆
の
間
に
外
国
勢
力
へ
の
反

と、

1
か
く

発
が
高
ま
り
、
一
八
九
四
年
に
東
学
党

の
乱
が
起
き
る
。

焦
っ
た
高
宗
は
、
鎮
圧
の
た
め
に
清

に
派
兵
要
請
を
す
る
。
そ
れ
に
対
抗
す

る
か
た
ち
で

H
本
が
出
兵
し
、
朝
鮮
王

お
も
わ
く

朝
の
思
惑
を
こ
え
て
、
朝
鮮
半
島
を
舞

ぼ
つ
ば
つ

台
と
し
て
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
こ
と

と
な
る
。

勝
利
し
た
の
は
日
本
だ
が
、
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
日
本
の
覇
権
が
確
立
さ
れ
た
わ
け

で
は
な
い
こ
と
だ
。

戦
後
、
日
本
は
ロ
シ
ア
を
中
心
と
す

る
三
国
干
渉
に
よ
っ
て
、
日
清
戦
争
で

り

よ

う

と

う

か

ん

ぷ

得
た
遼
東
半
島
を
、
清
に
還
付
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
こ
れ
を
み
た
高
宗
は
、
日

本
は
恐
る
る
に
足
ら
ず
と
判
断
し
、
日

本
か
ら
背
を
向
け
始
め
る
。

そ
こ
で
現
地
の
日
本
公
使
館
が
、
日

本
へ
の
反
対
勢
力
の
中
核
と
み
な
し
た

ミ
ン
ピ

高
宗
の
妻
•
関
妃
を
殺
害
し
、
事
態
は

逆
に
ま
す
ま
す
悪
化
し
た
。

す
る
と
高
宗
は
、

H
本
の
圧
力
か
ら

逃
れ
る
た
め
に
、
自
ら
家
族
と
共
に
ロ

シ
ア
公
使
館
へ
逃
げ
込
む
と
い
う
思
い

切
っ
た
手
に
出
る
。

つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
を
引
き
込
む
こ
と

き
つ
こ
う

で
、
パ
ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
を
拮
抗
さ
せ
よ

う
と
し
た
の
だ
。
こ
う
し
て
高
宗
は
、
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一
八
九
七
年
、
国
王
か
ら
皇
帝
と
な
り
、

国
号
を
大
韓
帝
国
と
す
る
。
朝
鮮
史
上
、

皇
帝
を
称
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

た
だ
日
本
は
、
ロ
シ
ア
が
朝
鮮
半
島

に
影
響
力
を
お
よ
ぽ
す
の
は
、
防
衛
上

の
脅
威
だ
と
考
え
た
。
対
す
る
ロ
シ
ア

に
し
て
も
、
満
州
ま
で
影
響
力
を
及
ぽ

し
か
ね
な
い
日
本
の
存
在
は
愉
快
で
は

な
か
っ
た
。

か
く
し
て
一
九
0
四
年
、
日
露
戦
争

が
勃
発
し
、
大
方
の
予
想
を
覆
し
て
、
日

本
が
勝
利
す
る
。
こ
の
戦
い
に
よ
っ
て
、

日
本
は
朝
鮮
半
島
の
覇
権
を
確
立
し
、

列
強
も
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

よ
う
す
る
に
、
高
宗
が
ど
こ
か
の
国

を
引
き
入
れ
て
日
本
に
対
抗
し
よ
う
に

も
、
そ
の
よ
う
な
国
も
な
い
状
態
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

強
い
て
引
き
込
め
る
可
能
性
が
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
日
露
戦
争
前
の
ア
メ
リ

力
だ
っ
た
ろ
う
が
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ

は
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ハ
ワ
イ
を
お
さ
え
た

ば
か
り
で
、
真
珠
湾
に
は
ま
だ
軍
港
が

存
在
し
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
太
平

洋
に
お
い
て
日
本
に
対
抗
す
る
の
は
難

し
く
、
だ
か
ら
こ
そ
日
露
戦
争
の
講
和

を
仲
介
す
る
立
場
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

か

高
宗
は
最
後
の
賭
け
と
し
て
、
一
九

0
七
年
に
ハ
ー
グ
平
和
会
議
に
密
使
を

;i 
J ．ー、ししこ＂彎『一長 91霞 lrn-・;コ--̀1 』.,っ

高宗（写真：近現代PL)

派
遣
し
て
、
日
本
の
圧
力
を
訴
え
よ
う

と
す
る
が
、
列
国
か
ら
は
参
加
す
ら
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
し
て
一
九
一

0
年
、
日
本
は
大
韓

帝
国
を
併
合
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は

あ
る
意
味
で
は
、
ポ
ー
ツ
マ
ス
講
和
条

約
の
必
然
的
結
果
だ
と
言
え
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
西
洋
的
近
代
的
秩

序
が
徐
々
に
ア
ジ
ア
に
浸
透
し
、
彼
ら

の
世
界
観
に
合
わ
せ
て
「
整
理
」
さ
れ

て
い
く
。
そ
の
力
は
、
香
港
、
日
本
へ

と
お
よ
び
、
最
後
に
行
き
つ
い
た
の
が
、

朝
鮮
半
島
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

朝
鮮
王
朝
が
こ
の
流
れ
に
抗
え
な
か

っ
た
の
は
、
結
局
、
独
自
の
軍
事
力
を
養

成
で
き
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
清
の
冊
封

体
制
下
に
あ
っ
た
こ
ろ
は
、
北
か
ら
の

脅
威
は
中
国
と
の
関
係
さ
え
安
定
し
て

い
れ
ば
心
配
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
徳

こ
う
り
ん

川
幕
府
と
も
交
隣
関
係
に
あ
り
、
南
も

安
全
だ
っ
た
。
だ
か
ら
、
自
前
の
大
き
な

軍
事
力
を
持
つ
必
要
が
な
か
っ
た
。

一
方
で
近
代
化
の
波
が
訪
れ
た
時
、

軍
事
力
を
持
と
う
と
し
て
も
、
朝
鮮
王

朝
に
は
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
財
政

的
基
盤
も
、
社
会
的
基
盤
も
存
在
し
な
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か
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
朝
鮮
半
島
の
国
が
、
中

国
に
対
抗
で
き
る
だ
け
の
軍
事
力
を
持

と
う
と
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。
だ

か
ら
こ
そ
、
朝
鮮
王
朝
は
自
ら
を
守
っ

て
く
れ
る
国
を
探
し
続
け
た
の
で
あ
り
、

彼
ら
に
と
っ
て
そ
れ
は
、
合
理
的
な
選

択
だ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
頼
る
べ
き
大

国
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
時
、
彼
ら
は

日
本
に
の
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

江華島事臀［霜謡ぶ合ての流れl

こ
う
し
て
日
韓
併
合
へ
と
い
た
っ
た

わ
け
だ
が
、
日
本
の
朝
鮮
半
島
統
治
に

つ
い
て
は
、
様
々
な
見
方
が
あ
る
。

「
肯
定
的
」
な
観
点
か
ら
、
経
済
成
長

を
も
た
ら
し
た
な
ど
と
し
て
、
西
洋
列

＿ゎ

“慧韮 ； あ
門リ 召

it 
えン

象 l~
． 

「
否
定
的
」
な
観
点
か
ら
、
労
働
者
や

「
慰
安
婦
」
を
動
員
し
た
と
し
て
、
西

洋
列
強
よ
り
「
悪
辣
」
と
す
る
も
の
な

ど
で
あ
る
。

総
じ
て
見
る
と
、
日
本
の
植
民
地
支

配
は
、
西
洋
列
強
の
そ
れ
と
大
き
く
異

な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

何
よ
り
重
要
な
の
は
、
朝
鮮
半
島
や

強
の
植
民
地
支
配
よ
り
「
よ
い
」
と
す

る
も
の
。

台
湾
に
は
大
H
本
帝
国
憲
法
す
ら
施
行

さ
れ
ず
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
権
利
義

務
関
係
が
、
日
本
に
住
む
人
々
よ
り
大

き
く
劣
っ
て
い
た
こ
と
だ
。

同
化
政
策
を
と
り
、
「
日
本
人
と
一
緒

だ
よ
」
と
い
い
つ
つ
、
実
際
に
は
同
じ
権

利
を
与
え
な
い
の
だ
か
ら
、
明
ら
か
な

矛
盾
と
い
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の

統
治
が
現
地
の
人
々
か
ら
歓
迎
さ
れ
な

か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
よ
う
。

咋

乱

変

品

温

干

害

播

国

戦

日

マ

日

密

日

合

↓
,
＊
殺
'
*
'
↓
帝
’
↓
'
↓
次
＇
↓
ツ
＇
↓
次
＇
↓
グ
＇
↓
次
＇
↓
併

皿
↓

T
ふ
↓

ffmt"
国

妃

館

韓

江

壬

甲

第

露

東

旧

日

三

問

露

大

日

第

＊

第

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 

日本が朝鮮を開国させる

軍乱後、清軍が漢城府に駐屯。

清の朝鮮への影響力が強まる

日本党によるクーデターを、清が鎮圧。

清の影響力がさらに強まる

高宗がロシアと提携しようとして失敗。

朝鮮半島における清の覇権が確立

日本と清が開戦 (~95年）

三国干渉によって日本の影響力が低下。

ロシアの影響力拡大

親露派の閲妃殺害により、

日本の影響力がさらに低下

高宗がロシア公使館に逃げ込み、

ロシアの影響力が強まる

朝鮮史上初の皇帝が誕生

日本とロシアが開戦 (~05年）

日本が日露戦争に勝利し、

朝鮮半島における覇権を確立

大韓帝国を朝鮮と改称し、

朝鮮総督府が置かれる
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特集l(0日本と朝鮮半島の2000年史

朝
鮮
半
島
の
人
々
に
フ
ラ
ス
ト
レ
ー

シ
ョ
ン
を
残
し
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。
「
支
配
の
終
わ
り
方
」
も
、
彼

ら
に
と
っ
て
は
問
題
だ
っ
た
。

一
九
四
五
年
、
連
合
軍
に
敗
れ
た
日

本
が
撤
退
し
た
結
果
、
朝
鮮
半
島
の
北

緯
三
十
八
度
線
を
挟
ん
で
、
北
を
ソ
連

軍
が
、
南
を
ア
メ
リ
カ
軍
が
占
領
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
見
方
を
変
え
れ
ば
、
朝
鮮
半

島
の
人
々
が
自
力
で
日
本
支
配
を
打
ち

破
り
、
自
ら
の
独
立
と
民
族
の
プ
ラ
イ

ド
を
回
復
す
る
貴
重
な
機
会
が
失
わ
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
他
の
多
く
の
植
民

地
で
は
、
民
族
運
動
が
展
開
さ
れ
、
こ

の
運
動
に
勝
利
す
る
こ
と
で
、
宗
主
国

か
ら
の
独
立
を
果
た
し
た
。

イ
ギ
リ
ス
と
イ
ン
ド
の
関
係
は
、
そ

の
典
型
だ
。
そ
し
て
独
立
に
向
け
た
最

終
局
面
で
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ

っ
た
。初

代
イ
ン
ド
首
相
と
な
る
ネ
ル
ー
ら

イ
ン
ド
議
会
の
代
表
団
が
、
イ
ン
ド
総

督
マ
ウ
ン
ト
バ
ッ
テ
ン
卿
の
も
と
を
訪

れ
、
独
立
イ
ン
ド
の
初
代
内
閣
を
構
成

e
 

す
る
閣
僚
名
簿
を
手
渡
す
。
す
る
と
マ

ウ
ン
ト
バ
ッ
テ
ン
は
、
杯
を
あ
げ
「
イ

ン
ド
に
I.
」
と
乾
杯
し
、
ネ
ル
ー
は
「
ジ

ョ
ー
ジ
六
世
に
I.
」
と
乾
杯
し
た
の
だ
。

敵
対
関
係
に
あ
っ
た
両
者
が
一
堂
に

会
す
る
こ
と
で
、
植
民
地
支
配
と
い
う

「
物
語
」
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
確
認
し

た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
人
と
朝
鮮
半
島
の
人

々
に
そ
の
よ
う
な
場
面
は
訪
れ
ず
、
独

立
運
動
の
「
物
語
」
は
未
完
に
終
わ
る

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
の

民
族
的
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
が
払
拭

さ
れ
る
機
会
は
失
わ
れ
、
そ
の
鬱
憤
は

失
わ
れ
た
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
求
め
て
、

今
な
お
さ
ま
よ
い
続
け
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。

現
在
に
い
た
る
ま
で
、
日
本
と
韓
国

が
「
過
去
」
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
こ
じ

れ
続
け
て
い
る
最
大
の
原
因
は
、
こ
の

一
点
に
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
。

日
本
と
朝
鮮
半
島
の
戦
後
の
関
係

は
、
最
初
の
段
階
か
ら
、
ボ
タ
ン
を
掛

け
違
え
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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