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書
紹
介

　
さ
て
、
日
本
に
最
も
近
い
韓
国
に

つ
い
て
、
私
達
は
ど
れ
く
ら
い
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
「
韓
国
人
の
心
」
の
著
者
、
李
御

寧
（
イ
ー
・
オ
リ
’
ソ
）
氏
は
、
「
縮

み
志
向
の
日
本
人
」
を
書
い
て
一
躍

日
本
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

人
だ
。

　
　
「
縮
み
志
向
の
日
本
人
」
で
日
本

と
韓
国
を
比
較
し
た
作
者
は
、
食
物

や
衣
裳
、
歌
、
遊
び
、
習
慣
、
な
ど

五
一
項
目
を
通
し
て
、
韓
国
の
風
土

を
著
し
て
い
る
。
欧
米
や
日
本
と
の

比
較
も
か
な
り
で
て
く
る
。
例
え

ば
、
『
「
生
か
し
て
く
れ
」
と
「
ヘ
ル

プ
ー
ミ
ー
」
』
で
は
。
民
族
的
思
考

方
式
の
違
い
を
み
て
い
る
。
助
け
を

求
め
る
場
合
。
英
国
人
は
「
ヘ
ル
プ
ー

ミ
ー
（
Ｈ
ｅ
ｌ
ｐ
’
m
e
）
」
、
日
本
人
は
「
助

け
て
く
れ
」
、
韓
国
人
は
「
人
を
生

か
し
て
く
れ
」
で
あ
る
。
西
洋
人
は

　
「
私
」
を
押
し
立
て
て
い
る
が
、
東

洋
人
で
あ
る
日
本
人
は
「
私
」
が
な

く
個
人
意
識
が
薄
い
。
そ
れ
に
比
べ

て
韓
国
人
は
、
個
人
の
自
我
意
識
よ

り
も
人
間
の
全
体
意
識
に
訴
え
る
。

い
わ
ば
集
団
的
な
人
間
意
識
が
強
く

反
映
し
て
る
と
い
え
る
。
だ
か
ら
英

語
の
「
私
」
の
位
置
に
、
「
人
」
と

い
う
言
葉
が
置
か
れ
る
と
説
く
。

　
同
じ
よ
う
に
『
「
わ
れ
わ
れ
」
と

私
」
』
で
も
、
韓
国
人
は
「
ナ
（
私
）
」

と
い
う
語
の
代
わ
り
に
「
ウ
リ
（
わ

れ
わ
れ
）
」
と
い
う
語
を
用
い
る
こ

と
が
多
い
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ

も
個
人
意
識
が
不
在
で
、
個
々
人
の

権
利
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は

な
い
の
か
、
そ
の
た
め
独
裁
者
の
黒

い
手
が
忍
び
寄
っ
て
く
る
と
い
う
の

だ
。
『
韓
国
の
悲
劇
は
、
そ
の
大
半

が
「
私
」
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
。
主
語
を
隠
し
て
生

き
て
き
た
た
め
に
、
真
正
の
「
わ
れ

わ
れ
」
も
発
展
で
き
な
か
っ
た
』

と
結
ん
で
い
る
。

　
食
物
か
ら
考
え
る
項
目
『
飲
み
物

文
化
諭
』
も
あ
る
。
コ
ー
ラ
、
ワ
イ

ン
、
ビ
ー
ル
、
紅
茶
、
番
茶
と
比
較

し
た
「
お
こ
げ
湯
」
の
味
。
『
熱
く

も
冷
た
く
も
な
い
お
こ
げ
湯
の
、
そ

の
生
温
い
感
触
こ
そ
が
韓
国
人
の
体

温
で
あ
る
』
と
い
う
。
濁
酒
も
『
ウ

イ
ス
キ
ー
や
パ
イ
カ
ル
の
よ
う
に
強

く
な
い
。
透
明
で
も
な
い
。
…
…
味

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
味
の
な
い
味
」

と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
逆
説
的
な

味
覚
で
あ
る
。
…
…
執
一
情
を
発
散
さ

せ
な
が
ら
も
抑
制
し
、
泣
き
な
が
ら

も
笑
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
従
順
で

あ
り
な
が
ら
も
反
抗
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
自
国
を
守
り
な
が
ら
も
他
国

の
機
嫌
を
窺
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
の
風
俗
か
ら
、
「
お
こ
げ

湯
の
味
」
の
よ
う
な
も
の
が
生
じ
て

き
た
』
と
、
自
国
の
飲
み
物
を
分
析

し
て
い
る
。

　
　
『
玩
具
な
き
歴
史
』
の
項
で
は
、

韓
国
に
は
幼
い
子
供
に
与
え
る
玩
具

が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
な
ぜ

か
『
玩
具
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
子
供
た
ち
に
強
い
関
心
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し

て
子
供
た
ち
に
強
い
関
心
が
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
未
来
に

た
い
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
』
と
い
い
切
っ

て
い
る
。

　
そ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら

の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
あ
り
、
韓
国
民
衆

の
息
づ
か
い
、
つ
ぶ
や
き
が
聞
き
と

れ
る
よ
う
な
印
衆
を
与
え
る
。
南
北

に
分
断
さ
れ
た
国
家
の
一
方
の
民
衆

の
生
き
方
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
国
際
化
の
大
切
な
視
点
と
し
て
欧

米
崇
拝
、
ア
ジ
ア
蔑
視
で
な
く
、
異

質
な
も
の
を
認
め
合
う
こ
と
に
、
日

本
に
最
も
近
い
国
を
理
解
す
る
上
で

こ
の
本
が
役
に
立
て
ば
よ
い
と
思
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今
年
は
、
Ｙ
Ｌ
Ａ
Ｐ
開
催
や
教
科

書
検
定
問
題
な
ど
を
め
ぐ
り
、
今
ま

で
よ
り
随
分
ア
ジ
ア
と
日
本
と
の
か

か
お
り
を
考
え
る
機
会
が
多
か
っ
た

と
思
う
。
国
際
交
流
が
盛
ん
に
な
り

国
際
化
が
声
高
に
い
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
久
し
い
が
、
日
本
人
に
は
、

ま
だ
ま
だ
欧
米
が
中
心
で
、
ア
ジ
ア

軽
視
の
風
潮
が
強
い
中
で
、
よ
い
機

会
に
な
っ
た
。

　
ア
ジ
ア
軽
視
は
言
葉
の
面
に
も
表

わ
れ
て
い
る
。
英
語
を
知
っ
て
い
る

人
は
多
く
、
仏
語
、
独
語
も
か
な
り

い
る
し
、
ス
ペ
イ
ン
語
、
ロ
シ
ア
語

も
い
る
。
中
国
語
も
最
近
は
増
え
て

き
た
。
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
語
は
ど
う

か
。
タ
イ
語
は
、
ビ
ル
マ
語
は
、
朝

鮮
語
は
…
…
…
。
圧
倒
的
に
多
い
の

は
欧
米
語
、
少
な
い
の
は
ア
ジ
ア
の

言
葉
だ
と
気
付
く
。
「
今
日
は
」
の

裴
康
煥
訳

九
八
○
円

挨
拶
を
朝
鮮
語
で
話
せ
る
人
は
ど
れ

く
ら
い
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
か

ら
一
番
近
い
国
。
隣
国
の
韓
国
で
「
今

日
は
」
を
何
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

　
日
本
か
ら
韓
国
ま
で
は
五
三
㎞
。

九
州
対
馬
か
ら
の
距
離
だ
。
秋
冬
に

は
、
対
馬
か
ら
韓
国
の
山
々
が
よ
く

見
え
る
。
こ
の
対
馬
で
、
八
月
の
第

一
土
、
日
曜
日
に
「
み
な
と
祭
」
が

行
わ
れ
行
列
が
く
り
だ
す
。
江
戸
時

代
の
、
日
本
と
朝
鮮
と
の
友
好
使
節

李
朝
通
信
使
を
再
現
し
た
行
列
だ
。

　
今
年
も
八
月
六
日
（
日
）
、
対
馬
の

厳
原
町
で
は
、
チ
マ
（
下
衣
）
、
チ
Ｅ

ゴ
リ
（
上
衣
）
な
ど
を
″
ど
う
や
っ

て
着
る
ん
だ
ろ
う
″
と
い
い
な
が
ら

着
換
え
て
、
二
〇
〇
人
余
の
町
人
達

が
、
二
時
間
に
わ
た
っ
て
町
を
お
り

歩
い
た
。
韓
国
舞
踊
団
も
参
加
し
て

踊
り
を
披
露
し
た
。
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