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入
門

　
朝
鮮
史
へ
の
関
心
が
多
く
の
人
々
か
ら
向
け
ら

れ
は
じ
め
た
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
特
に
一

九
六
五
、
六
年
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
日
韓
条
約

締
結
の
問
題
が
大
き
な
政
治
問
題
と
し
て
世
論
を

二
分
し
た
中
で
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
朝
鮮
観
へ

の
反
省
を
ふ
ま
え
て
朝
鮮
史
の
正
し
い
理
解
は
何

か
、
朝
鮮
史
研
究
の
正
し
い
観
点
と
現
代
的
諜
題

は
何
か
、
が
広
く
論
じ
は
じ
め
ら
れ
た
。

　
本
書
は
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
反
省
を
、
い

わ
ば
目
本
人
研
究
者
と
し
て
最
も
寧
く
か
ら
持
ち

続
け
て
来
た
朝
鮮
史
研
究
会
（
一
九
五
九
年
結
成
）

に
結
集
す
る
人
々
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
朝
鮮
に
お
け
る
旧
石
器
時
代
文
化
か
ら
朝

鮮
戦
争
後
の
現
代
ま
で
を
二
二
篇
に
わ
か
ち
、
そ

れ
ぞ
れ
分
撞
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
最
初
に
総

論
と
し
て
旗
頒
魏
「
朝
鮮
史
研
究
の
課
題
」
が
含

ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
総
論
部
分
は
い
わ
ば
罠
本
人
の
こ
れ
ま
で

の
朝
鮮
史
研
究
へ
の
思
想
的
反
省
と
も
い
う
べ
き

も
の
で
、
戦
前
・
戦
後
の
研
究
の
中
に
あ
っ
た
、

朝
鮮
史
の
主
体
性
を
否
認
し
、
　
「
他
律
性
史
観
扁

と
「
後
進
性
扁
「
縛
世
羅
」
史
観
に
よ
る
朝
鮮
史

理
解
へ
の
反
省
、
批
判
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
と

同
時
に
な
お
こ
の
よ
う
な
古
い
朝
鮮
鳶
色
を
打
破

す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
る
入
々
の
い
る
こ
と
も

紹
介
し
つ
㌧
、
な
お
そ
れ
が
ま
だ
新
し
い
朝
鮮
史

筆
を
提
示
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
指

摘
し
て
い
る
。

　
一
三
篇
の
各
時
代
別
、
問
題
別
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
こ
Σ
で
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
次
に

目
次
の
み
を
列
挙
し
て
紹
介
に
か
え
さ
せ
て
い
た

だ
く
。

　
「
考
古
学
か
ら
み
た
朝
鮮
」
「
古
朝
鮮
・
辰
国

・
妊
那
・
三
国
」
「
奴
隷
制
と
封
建
制
」
門
土
地

所
有
関
係
－
公
田
論
批
判
］
　
「
国
家
機
梅
と
社

会
形
態
」
「
政
治
過
程
i
新
羅
・
高
麗
・
李
朝
」

「
対
外
関
係
一
外
圧
と
抵
抗
」
　
「
近
代
朝
鮮
へ

の
思
想
変
革
i
1
実
学
と
開
化
思
想
偏
　
「
資
本
主

義
繭
芽
の
問
題
と
封
建
宋
期
の
農
民
闘
争
」
　
「
開

国
と
植
民
地
化
の
過
程
」
　
「
艮
本
邸
圏
主
義
の
朝

鮮
支
配
偏
「
近
代
に
お
け
る
民
族
開
放
闘
争
」
「
解

放
後
の
朝
鮮
」

　
以
上
の
昌
次
か
ら
も
明
ら
か
な
と
お
り
、
ほ
父

朝
鮮
全
史
に
わ
た
り
、
し
か
も
総
論
に
お
い
て
反

省
さ
れ
て
い
る
娘
く
、
朝
鮮
史
の
自
立
的
発
展
を

中
心
に
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
隈
に
よ

っ
て
、
従
来
の
研
究
史
が
概
括
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
最
近
の
朝
鮮
に
お
け
る
研
究
に
も
充
分
注
意

が
払
わ
れ
て
い
る
点
が
本
書
の
重
要
な
点
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
意
図
が
す
べ
て
の
論

文
に
充
分
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
は
い
㌧
が
た

い
が
、
と
も
か
く
現
在
ま
で
何
一
つ
類
書
が
な
く
、

お
よ
そ
独
立
し
た
一
越
燭
史
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
朝
鮮
史
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
い

わ
ば
研
究
入
門
が
公
刊
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

そ
し
て
各
論
の
間
に
あ
る
見
方
の
相
違
や
研
究
史

総
括
の
視
点
の
相
違
は
と
り
も
な
お
さ
ず
現
在
の

朝
鮮
史
学
界
の
状
況
の
反
映
だ
と
君
う
ほ
か
な
い
。

と
す
れ
ば
本
書
の
公
刊
は
成
果
は
勿
論
不
充
分
な

点
も
ふ
く
め
て
、
真
に
科
学
的
な
朝
鮮
の
歴
史
を

日
本
人
と
し
て
、
そ
の
責
任
に
お
い
て
築
き
上
げ

よ
う
と
す
る
者
の
鐵
発
点
と
も
な
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
。
執
筆
老
の
方
々
に
敬
意
を
表
す
る
と
と

も
に
今
後
研
究
を
進
め
よ
う
と
す
る
我
々
に
責
任

の
重
大
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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