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二
〇
一
五
年
一
月
二
〇
日　

開
催

韓
国
の
歴
史
教
科
書 

上
山
由
里
香

■
講
演
者
…
…
上
山
由
里
香
（
成
均
館
大
学
東
ア
ジ
ア
学
科
博

士
課
程
修
了
）

■
司　

会
…
…
豊
島
悠
里
（
本
学
ア
ジ
ア
言
語
学
科
准
教
授
）

一
．
は
じ
め
に

韓
国
で
は
、
現
在
ど
の
よ
う
な
歴
史
教
科
書
を
使
い
、
ど
の
よ
う
な

歴
史
教
育
を
行
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
ど
の

よ
う
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

昨
今
の
日
本
と
韓
国
と
の
間
に
は
歴
史
認
識
に
関
す
る
問
題
が
慢
性

的
に
存
在
し
、
そ
れ
ら
諸
問
題
が
主
と
し
て
日
本
の
歴
史
教
育
や
歴
史

教
科
書
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
周
知
の
事
実
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
韓
間
で
「
歴
史
教
育
」
や
「
歴
史
教
科

書
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
横
た
わ
る
時
、
ま
ず
問
題
視
さ
れ
る
対
象

は
日
本
の
実
態
で
あ
り
、
そ
の
視
線
が
韓
国
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
こ
れ

ま
で
多
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
人
々
の
関
心
が
韓
国
に
向
け

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
よ
り
現
実
的

に
考
え
る
な
ら
ば
、
韓
国
の
歴
史
教
育
や
歴
史
教
科
書
に
接
す
る
た
め

の
手
段
が
あ
ま
り
に
も
限
定
的
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ひ
と
つ
理
由
と

し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

よ
っ
て
、
本
講
演
で
は
、「
歴
史
教
育
」
や
「
歴
史
教
科
書
」
と
い
う

キ
ー
ワ
ー
ド
を
据
え
つ
つ
も
、
そ
の
焦
点
を
韓
国
に
向
け
、
日
本
で
は

広
く
知
ら
れ
て
い
な
い
、
植
民
地
体
制
解
放
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
の

韓
国
の
歴
史
教
科
書
の
歴
史
に
つ
い
て
概
観
し
ま
す
。
韓
国
の
歴
史
教

科
書
の
変
遷
を
辿
る
な
か
で
、
そ
の
都
度
ど
の
よ
う
な
社
会
状
況
の
下

で
教
育
環
境
が
整
備
さ
れ
、
韓
国
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
で

歴
史
教
育
に
接
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
一
面
を
確
認
す
る
こ
と
を
そ
の

目
的
と
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
そ
の
時
々
で
韓
国
国
内
で
発
生
し
た
歴
史

教
育
及
び
歴
史
教
科
書
問
題
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
も
触
れ
な
が
ら
、
そ

の
よ
う
な
諸
問
題
の
延
長
線
上
に
今
後
韓
国
の
歴
史
教
育
及
び
歴
史
教

科
書
に
お
い
て
発
生
し
う
る
諸
問
題
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
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二
．
現
在
の
韓
国
の
歴
史
教
科
書
と
そ
の
構
成
要
素

現
在
韓
国
で
は
、
国
定
教
科
書
、
検
定
教
科
書
、
認
定
教
科
書
と
い

う
三
種
類
の
教
科
書
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
定
教
科
書
は
、
教
育

部
が
著
作
権
を
持
つ
教
科
書
で
あ
り
、
教
育
部
で
編
纂
し
、
ひ
と
つ
の

科
目
当
た
り
一
種
類
の
教
科
書
を
教
育
部
が
委
託
し
た
各
出
版
社
が
販

売
を
担
当
し
て
い
ま
す
。
検
定
教
科
書
は
、
教
育
部
長
官
の
検
定
を
受

け
た
教
科
書
の
こ
と
で
あ
り
、
民
間
の
出
版
社
が
著
作
し
た
教
科
書
を

国
家
機
関（
韓
国
教
育
課
程
評
価
院
、
国
史
編
纂
委
員
会
）が
検
定
し
た

も
の
で
す
。
認
定
教
科
書
は
、
各
市
・
道
の
教
育
官
の
認
定
を
受
け
た

教
科
用
図
書
で
あ
り
、
民
間
の
出
版
社
が
著
作
し
た
図
書
を
国
家
機
関

が
審
査
、
認
定
し
た
も
の
で
す
。
歴
史
関
連
の
教
科
書
は
、〈
表
１
〉の

通
り
、
小
学
校
以
外
は
す
べ
て
検
定
教
科
書
で
す
。

ど
の
教
科
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
教
科
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
る
か
は
、

教
科
書
を
構
成
す
る
諸
要
素
と
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。
そ
の
構
成
要

素
を
概
観
し
て
み
る
と
、
次
の
五
つ
の
要
素
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。第

一
は
、
制
度
的
基
準
で
す
。
教
育
全
般
及
び
教
科
書
編
纂
の
基
本

的
な
枠
組
み
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
大
韓
民
国
憲
法
、
教
育
法
、

教
育
課
程
（
教
育
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
教
育
内
容
な
ど
を
体
系
的

に
編
成
し
た
も
の
）、
教
科
書
編
纂
に
関
わ
る
諸
制
度
な
ど
で
す
。

上山由里香氏

司会の豊島悠里先生
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第
四
は
、
政
治
的
な
要
因
で
す
。
韓
国
で
は
特
に
大
統
領
が
代
わ
る

ご
と
に
対
内
外
の
政
治
・
経
済
政
策
が
大
き
く
変
化
し
、
そ
の
波
及
効

果
が
教
育
政
策
に
ま
で
及
ん
で
い
ま
す
。
朴
正
煕
大
統
領
の
時
、
新
た

に
制
定
さ
れ
た
第
三
次
教
育
課
程（
一
九
七
三
年
二
月
）で
、
歴
史
教
育

に
大
き
く
関
わ
る
事
項
と
し
て
国
史
科
目
の
独
立
化
が
提
案
さ
れ
、
国

史
の
必
須
化
、
国
史
教
科
書
の
国
定
化
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は

政
治
的
な
方
針
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
六
次
教
育
課
程
（
一

九
九
二
〜
一
九
九
七
年
）
頃
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。

第
五
は
、
社
会
的
な
欲
求
で
す
。
こ
れ
は
昨
今
、
特
に
歴
史
教
科
書

で
特
徴
的
に
表
れ
て
い
る
要
素
だ
と
言
え
ま
す
。
政
治
史
を
歴
史
叙
述

の
主
軸
と
し
な
が
ら
も
、
文
化
史
、
人
物
史
、
民
衆
の
歴
史
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
側
面
か
ら
歴
史
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま

す
。
中
心
に
あ
る
主
流
の
歴
史
事
象
の
み
を
そ
の
立
場
か
ら
の
み
描
く

の
で
は
な
く
、
周
辺
の
歴
史
を
い
か
に
歴
史
教
育
や
歴
史
教
科
書
に
ま

で
反
映
さ
せ
る
か
が
、
韓
国
国
内
で
も
問
題
提
起
さ
れ
つ
つ
あ
る
要
素

で
す
。
第
六
次
教
育
課
程
ま
で
国
史
教
科
書
が
国
定
だ
っ
た
も
の
が
、

第
七
次
教
育
課
程（
一
九
九
七
年
一
二
月
）を
機
に
検
定
へ
と
移
行
し
た

の
も
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
潮
流
に
合
っ
た
教
科
書
の
在
り
方
が
反
映

さ
れ
た
動
き
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
前
述
し
た
要
素
が
主
た
る
要
素
と
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
共
振
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
代
の
教
科
書
は
構
成
さ
れ
て
い
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

【表1】小中高校別、歴史教育関連科目の教科書種別。2015年 3月現在 
科目 対象 教科書 教科書の種類

小学校 社会 五、六年生 『社会』 国定
中学校 歴史 二、三年生 『歴史①』、『歴史②』 検定

高等学校
韓国史 一年生 『韓国史』 検定
世界史

二、三年生
『世界史』 検定

東アジア史 『東アジア史』 検定

第
二
は
、
政
策
決
定
者
や
各
分
野

の
研
究
者
な
ど
で
す
。
教
育
政
策
の

決
定
に
直
間
接
的
に
関
与
す
る
人
々

や
、
各
分
野
に
お
い
て
専
門
的
な
知

識
を
持
っ
て
い
る
人
々
が
ど
の
よ
う

に
関
わ
る
か
も
重
要
な
要
素
と
な
り

得
ま
す
。
歴
史
教
育
に
お
い
て
は
、

一
個
人
の
思
考
や
歴
史
認
識
や
歴
史

観
な
ど
が
影
響
し
、
歴
史
教
科
書
の

叙
述
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得

る
の
で
す
。

第
三
は
、
教
科
書
叙
述
で
す
。
こ

れ
は
教
科
書
内
容
を
直
接
構
成
す
る

要
素
で
あ
り
、
そ
の
内
容
構
成
と
不

可
分
の
関
係
に
あ
り
ま
す
。
国
家
レ

ベ
ル
で
使
用
さ
れ
て
い
る
教
科
書
と

い
う
観
点
か
ら
、
対
外
的
に
見
て
そ

の
国
の
一
定
の
研
究
成
果
及
び
歴
史

認
識
を
確
認
で
き
る
ツ
ー
ル
で
も
あ

る
た
め
、
時
に
教
科
書
叙
述
が
歴
史

認
識
問
題
へ
と
発
展
す
る
こ
と
も
あ

る
の
で
す
。
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三
．
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
の
変
遷

で
は
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
の
歴
史
教
育
や
歴
史
教
科
書
は
ど
の
よ
う

な
変
遷
を
経
て
、
現
在
に
至
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
は
特
に
現

在
の
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
と
直
接
的
な
始
点
と
も
い
え
る
時
期
を

中
心
に
概
観
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
朝
鮮
半
島
は
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら

解
放
さ
れ
ま
し
た
。
ま
も
な
く
朝
鮮
半
島
は
、
北
緯
三
八
度
線
を
境
界

と
し
て
以
北
を
ソ
連
が
、
以
南
を
ア
メ
リ
カ
が
占
領
す
る
と
い
う
分
割

占
領
の
時
期
に
入
り
ま
す
。
ソ
連
と
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
占
領
期
を
終
え

る
と
同
時
に
南
北
で
は
そ
れ
ぞ
れ
政
府
を
樹
立
し
、
分
断
状
態
が
継
続

さ
れ
、
朝
鮮
戦
争
を
経
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
分
断
状
態
が
常
態
化
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

韓
国
に
お
い
て
植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
以
降
、
教
育
の
政
策
的
側

面
に
お
い
て
現
在
に
繋
が
る
直
接
的
な
基
盤
を
確
立
で
き
た
の
は
、
解

放
を
迎
え
て
か
ら
約
九
年
後
の
一
九
五
四
年
で
す
。
そ
の
よ
う
な
状
況

の
中
で
現
実
的
な
課
題
と
し
て
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
が
、
①
行
政
組
織
の
改
編
、
②
教
育
課
程
の
設
置
、
③
学
校
の
開
校
、

④
人
材
の
育
成
（
教
師
）
な
ど
で
し
た
。

歴
史
教
育
に
お
い
て
は
、
植
民
地
支
配
か
ら
の
教
育
の
連
続
性
を
断

つ
と
い
う
意
味
で
も
、
解
放
直
後
か
ら
「
国
史
を
回
復
す
る
」
と
い
う

目
的
で
、
早
急
に
積
極
的
な
対
応
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
植
民
地
支

配
下
で
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
教
育
も
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い

2000年以降に出版された韓国の歴史教科書
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た
た
め
、
公
的
な
教
育
現
場
に
お
い
て
朝
鮮
の
歴
史
を
教
え
、
学
ぶ
環

境
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
国
史
教
育
環
境
を
整
備
す
る

第
一
歩
と
し
て
、
朝
鮮
の
歴
史
を
教
え
、
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
朝
鮮
の

言
葉
で
書
か
れ
た
教
材
を
編
纂
す
る
作
業
が
行
わ
れ
た
の
で
す
。
こ
の

時
、
教
材
を
編
纂
す
る
重
要
性
は
、
単
に
歴
史
を
学
ぶ
学
生
の
た
め
だ

け
に
実
施
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
当
時
歴
史
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る

教
師
自
体
も
不
足
し
て
い
た
た
め
、
教
師
育
成
の
た
め
の
教
材
と
し
て

も
有
効
活
用
さ
れ
た
の
で
し
た
。

植
民
地
支
配
か
ら
の
解
放
以
降
、
一
九
五
四
年
に
第
一
次
教
育
課
程

の
制
定
に
至
る
ま
で
、
朝
鮮
半
島
情
勢
は
混
乱
状
態
に
あ
り
、
教
育
施

策
に
お
い
て
も
常
に
応
急
処
置
的
な
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

当
初
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
現
実
が
目
前

に
あ
っ
た
た
め
、
植
民
地
期
の
残
滓
を
い
か
に
取
り
除
く
か
、
そ
し
て

自
ら
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
言
語
や
歴
史
を
回
復
さ
せ
る
こ

と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
迎
え
た
分

断
状
態
の
常
態
化
と
い
う
現
実
が
、
む
し
ろ
そ
の
後
の
韓
国
に
お
け
る

主
た
る
方
向
性
を
示
す
ひ
と
つ
の
指
標
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
国
家
の
方
針
や
教
育
政
策
を
方
向
付
け
る
際
、
分
断
状
態

の
常
態
化
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
、
対
北
を
意
識
す
る
指
標
が
そ
こ

に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
第
一
次
教
育
課
程
以
降
、
特
に

反
共
教
育
と
い
う
も
の
が
教
育
全
般
に
お
け
る
基
本
方
針
と
さ
れ
た
事

実
か
ら
も
そ
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

後
述
す
る
韓
国
で
起
こ
っ
た
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
問
題
と
も
密
接

に
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

四
．
韓
国
に
お
け
る
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
問
題

二
〇
〇
〇
年
代
に
入
り
、
韓
国
国
内
で
は
特
定
の
歴
史
教
科
書
（
高

等
学
校
）
を
め
ぐ
っ
て
あ
る
問
題
が
発
生
し
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
三
つ

の
歴
史
教
科
書
問
題
を
中
心
に
概
略
的
に
説
明
し
ま
す
。

①
金
星
出
版
社
『
韓
国
近
現
代
史
』
教
科
書
問
題

第
七
次
教
育
課
程
に
よ
り
、
高
校
で
は
「
韓
国
近
・
現
代
史
」
科
目

が
設
置
さ
れ
、
検
定
教
科
書
『
韓
国
近
・
現
代
史
』
が
編
纂
さ
れ
ま
し

た
。
二
〇
〇
二
年
七
月
、
編
纂
さ
れ
た
教
科
書
の
検
定
結
果
が
発
表
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
数
社
の
出
版
社
が
教
科
書
を
編
纂
し
検
定
さ
れ

ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
金
星
出
版
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
教
科
書
が
そ
の

後
主
に
話
題
の
中
心
と
な
り
ま
し
た
。
金
星
出
版
社
の
教
科
書
を
そ
の

話
題
の
中
心
に
し
た
の
は
、
保
守
メ
デ
ィ
ア
や
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
一
部
の

議
員
、
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
系
団
体
「
教
科
書
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
し

た
。
そ
れ
は
、「
金
星
出
版
社
版
教
科
書
が
親
北
、
反
米
、
反
財
閥
的
な

内
容
を
強
調
し
て
い
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
で
す
。

そ
の
よ
う
な
出
来
事
か
ら
端
を
発
し
、
そ
の
後
二
つ
の
出
来
事
が
発

生
し
ま
す
。
ひ
と
つ
は
教
育
科
学
技
術
部
（
以
下
、
教
科
部
と
す
る
。）

が
ハ
ン
ナ
ラ
党
の
一
部
の
議
員
や
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
系
列
団
体
の
影
響
を
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な
考
え
の
人
々
が
集
ま
っ
て
作
ら
れ
た
団
体
が
、
前
述
し
た
「
教
科
書

フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
系
の
人
々
は
い
く
つ
か
の
学

術
団
体
も
組
織
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
過
程
で
韓
国
の
歴
史
教
科
書

に
も
深
く
関
与
し
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
金
星
出
版
社
版
の
教
科

書
を
め
ぐ
る
諸
問
題
が
発
生
し
た
際
に
は
、
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
勢
力
は
問

題
提
起
す
る
に
留
ま
っ
て
い
ま
し
た
が
、
二
〇
一
三
年
に
な
る
と
直
接

彼
ら
が
教
科
書
執
筆
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
歴
史
教
育
に
直
接
影
響

を
及
ぼ
そ
う
と
し
て
き
ま
し
た
。

二
〇
一
三
年
八
月
三
〇
日
、『
韓
国
史
』
教
科
書
八
種
が
検
定
通
過

し
、
そ
の
中
に
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
系
の
韓
国
現
代
史
学
会
が
執
筆
し
た
教

学
社
版
『
韓
国
史
』
教
科
書
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
歴
史

学
術
団
体
な
ど
は
、
教
学
社
版
『
韓
国
史
』
教
科
書
の
歴
史
叙
述
の
誤

謬
を
指
摘
す
る
公
開
説
明
会
な
ど
を
実
施
し
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
動

き
に
反
応
し
て
、
教
育
部
は
検
定
通
過
し
た
す
べ
て
の
教
科
書
に
対
し
、

修
正
・
補
完
勧
告
事
項
を
発
表
し
ま
し
た
。
教
学
社
以
外
の
教
科
書
も

修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
修
正
案
を
も
っ
て
当
初
検
定
通
過
し
た
教
科

書
は
す
べ
て
最
終
的
に
教
科
書
と
し
て
承
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
、
韓
国
史
関
連
団
体
か
ら
は
、
修
正
後
の
教
学
社
版
教
科

書
に
も
依
然
と
し
て
多
く
の
誤
謬
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
つ
つ

も
、
教
科
書
採
択
の
時
期
を
迎
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
教
学
社
版

教
科
書
が
実
際
に
教
育
現
場
で
使
用
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
現
実

受
け
て
、
金
星
出
版
社
版
を
含
む
『
韓
国
近
・
現
代
史
』
教
科
書
六
種

に
対
し
、
再
度
不
当
な
修
正
を
指
示
す
る
と
い
う
行
政
措
置
を
行
っ
た

こ
と
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
の
過
程
で
教
科
部
が
金
星
出
版
社
に

対
し
て
要
請
し
た
『
韓
国
近
・
現
代
史
』
の
修
正
命
令
に
対
し
て
、
出

版
社
が
執
筆
者
の
同
意
な
く
修
正
し
た
教
科
書（
修
正
本
）を
教
科
部
に

提
出
す
る
と
い
う
、
教
科
書
執
筆
者
の
著
作
権
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う

事
態
が
生
じ
た
こ
と
で
す
。

金
星
出
版
社
『
韓
国
近
現
代
史
』
教
科
書
執
筆
者
陣
は
、
前
者
は
教

科
部
を
相
手
に
「
韓
国
近
現
代
史
教
科
書
修
正
指
示
の
不
当
性
に
対
す

る
行
政
訴
訟
」
を
提
起（
二
〇
〇
九
年
二
月
）し
、
後
者
は
出
版
社
を
相

手
に
「
著
作
権
侵
害
停
止
請
求
訴
訟
」
を
提
起（
二
〇
〇
九
年
一
月
）し

ま
し
た
。
結
果
、
前
者
は
原
告
勝
訴
、
後
者
は
原
告
敗
訴
と
な
り
、
こ

の
一
連
の
出
来
事
は
こ
れ
ら
の
判
決
を
も
っ
て
終
息
し
た
か
に
思
わ
れ

ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
か
ら
韓
国
の
歴
史
学
界
に
、
あ
る
程
度
の

規
模
を
も
っ
て
台
頭
し
て
き
た
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
勢
力
が
そ
の
後
さ
ら
に

力
を
発
展
さ
せ
て
歴
史
教
育
に
侵
入
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

②
教
学
社
『
韓
国
史
』
教
科
書

ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
と
は
、
伝
統
的
な
保
守
勢
力（
ラ
イ
ト
）に
新
た
な
テ

イ
ス
ト
を
加
え
た
勢
力
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。
そ
の
テ
イ
ス
ト
と
は
、

植
民
地
近
代
化
論
や
大
韓
民
国
成
功
史
な
ど
を
提
唱
す
る
計
量
経
済
学

史
観
に
よ
っ
て
歴
史
を
認
識
す
る
よ
う
な
考
え
方
を
指
し
、
そ
の
よ
う
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が
見
え
て
き
ま
し
た
。

こ
の
時
検
定
通
過
し
た
教
科
書
は
、
二
〇
一
四
年
三
月
一
日
よ
り
、

全
国
の
高
等
学
校
で
使
用
さ
れ
始
め
ま
し
た
が
、
教
学
社
版
『
韓
国
史
』

教
科
書
は
ゼ
ロ
採
択
と
い
う
結
果
に
な
り
ま
し
た
。
ゼ
ロ
採
択
と
い
う

結
果
で
、
一
時
的
に
そ
の
勢
い
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
現
在
、
ま
た
別
の
か
た
ち
で
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
勢
力
は
新
た
な
歩
み

を
始
め
て
い
ま
す
。

③
国
史
教
科
書
国
定
化
論
争

二
〇
一
四
年
に
入
り
、
セ
ヌ
リ
党
代
表
、
院
内
代
表
、
議
員
な
ど
が

立
て
続
け
に
、
歴
史
教
科
書
の
国
定
化
を
支
持
す
る
発
言
を
し
始
め
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
勢
力
に
助
力
を
得
た
か
た
ち
で
表
面

化
し
つ
つ
あ
る
発
言
と
い
う
背
景
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

り
、
韓
国
国
内
の
歴
史
学
者
の
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
国
定
教
科
書
へ
の
反

対
を
表
明
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
歴
史
教
科
書
を
使
っ
て
直
接
学
生
に

授
業
を
行
う
立
場
に
あ
る
高
校
の
歴
史
教
師
も
、
国
史
教
科
書
の
国
定

化
に
反
対
す
る
声
を
強
め
て
い
ま
す
。

国
定
化
論
争
は
現
在
進
行
形
の
問
題
で
あ
り
、
今
後
韓
国
の
国
史
教

科
書
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
動
向
が
非
常
に
気
に

な
る
と
こ
ろ
で
す
。

五
．
残
さ
れ
た
課
題

こ
れ
ま
で
日
本
で
の
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
問
題
と
は
少
し
性
格

の
異
な
る
、
韓
国
に
お
け
る
歴
史
教
科
書
を
め
ぐ
る
問
題
を
見
て
き
ま

し
た
。
最
後
に
、
今
後
韓
国
の
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
に
お
い
て
争

点
と
な
り
得
る
歴
史
事
象
を
検
討
事
項
と
し
て
提
案
し
た
い
と
思
い
ま

す
。現

代
に
起
こ
っ
た
戦
争
に
対
す
る
認
識
で
す
。
特
に
韓
国
が
直
接
的

に
関
わ
っ
た
戦
争
と
し
て
朝
鮮
戦
争
や
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
戦
争
は
時
間
の 

経
過
と
と
も
に
、
過
去
の
事

実
が
資
料
の
公
開
や
証
言
、
記
録
な
ど
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
て
き

て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
朝
鮮
戦
争
に
お
け
る
民
間
人
虐
殺
に
関
し
て
は
、
い
く
つ

か
の
歴
史
教
科
書
で
も
そ
の
叙
述
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
関
す
る
史
実
に
関
し
て
は
、
派
兵
、

参
戦
の
事
実
は
叙
述
さ
れ
て
い
て
も
、
民
間
人
虐
殺
、
枯
葉
剤
被
害（
後

遺
症
）な
ど
の
史
実
は
未
だ
叙
述
内
容
が
教
科
書
ご
と
に
大
き
く
異
な
っ

て
い
ま
す
。

前
述
し
た
教
科
書
を
構
成
す
る
諸
要
素
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
の
よ
う
な
史
実
が
今
後
ど
の
よ
う
に
叙
述
さ
れ
て
い
く
の
か
、
注
目

し
て
い
き
た
い
側
面
で
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
韓
国
自
ら
が
関
わ
っ

た
戦
争
を
自
国
史
の
な
か
で
い
か
に
認
識
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と

も
、
今
後
韓
国
の
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
の
中
で
問
い
続
け
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
問
題
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

現
在
の
韓
国
の
歴
史
教
科
書
の
現
状
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
歴
史
教

科
書
が
ど
の
よ
う
な
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
歴
史
教
科
書
は
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
経
て
現
在
に
至
り
、

そ
の
よ
う
な
変
遷
の
延
長
線
上
に
発
生
し
た
歴
史
教
育
及
び
歴
史
教
科

書
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
の
か
を

概
観
し
て
き
ま
し
た
。

自
身
の
力
不
足
で
、
限
ら
れ
た
時
間
内
で
大
き
な
枠
組
み
だ
け
を
説

明
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
よ
り
深
く
接
近
で
き
な
か
っ
た
点
が
非
常

に
心
残
り
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
を
機
に
、
新
た
な
角
度
か
ら
韓
国
に

目
を
向
け
た
り
、
韓
国
の
歴
史
教
育
・
歴
史
教
科
書
を
理
解
す
る
ひ
と

つ
の
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

質疑応答では、参加者からたくさんの質問
が寄せられた


