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悠
久
の
歴
史
の
な
か
で

大
国
に
隣
接
す
る
つ
ら
さ

ア
ジ
ア
的
秩
序
の
感
覚

朝
鮮
の
文
字
・モ
ン
ゴ
ル
の
文
字

文
字
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
帝
国

中
国
は
〝文
章
〟の
国

匈
奴
の
武
器
・漢
族
の
武
器

モ
ン
ゴ
ル
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

「高
麗
女
に
気
を
つ
け
ろ
」

こ
う
ら
い

「山
東
大
漢
」の
謎

時
代
が
変
れ
ば
、美
人
も
変
る

ま
ぼ
ろ
し
の
「
オ
ラ
ン
ケ
」

中
華
思
想
と
文
明
主
義

朝
鮮
の
文
化
主
義

大
家
族
制
と
「
寄
親
・寄
子
」

よ
り
お
や

よ

り

こ

朝
鮮
と
中
国
の
苗
字

文
明
主
義
の
お
お
ら
か
さ

中
国
は
文
明
の
る
つ
ぼ

Ⅱ

風
土
と
習
俗

全
羅
道
は
穀
倉
地
帯

東
学
党
の
乱
の
失
敗

多
様
性
が
あ
っ
た
日
本
の
「藩
」

薩
摩
藩
の
特
殊
性

養
子
相
続
の
効
用

骨
品
制
に
つ
い
て

こ
っ
ぴ
ん

（
下
の
段
に
続
く
）

『
歴
史
の
交
差
路
に
て

日
本
・中
国
・朝
鮮

司
馬
遼
太
郎
・陳
舜
臣
・金
達
寿
』

キ
ム
タ
ル
ス

弁
髪
と
さ
か
や
き
の
習
俗

「客
家
」と
は
何
か

ハ
ッ
カ

科
挙
試
験
を
め
ぐ
っ
て

武
の
思
想
・文
の
思
想

Ⅲ

食
の
文
化
を
探
る

料
理
は
い
つ
成
立
し
た
か
？

火
と
料
理
と
や
き
も
の

「備
長
炭
使
用
の
店
」

び
ん
ち
ょ
う
ず
み

道
元
禅
師
と
椎
茸

し
い
た
け

所
変
れ
ば
、料
理
も
変
る

味
覚
の
ル
ー
ツ
を
た
ど
れ
ば

お
茶
の
習
慣
と
ニ
ン
ニ
ク

Ⅳ

近
代
へ
の
足
ど
り

儒
教
は
〝近
代
化
〟の
さ
ま
た
げ

社
会
を
固
定
化
す
る
儒
教

サ
ー
ビ
ス
の
悪
い
社
会

サ
ー
ビ
ス
精
神
の
源
流
は
茶
道

融
通
無
碍
の
よ
し
悪
し

ゆ

う

ず

う

む

げ

ト
ッ
プ
に
い
く
ほ
ど
悪
く
な
る

欧
米
列
強
に
対
す
る
態
度

東
学
と
西
学

国
対
国
の
ク
ー
ル
な
関
係

蘭
学
か
ら
英
学
へ

変
わ
り
身
の
早
い
日
本
人

歴
史
を
相
対
化
す
る
視
点

鼎
談
を
終
え
て

両
氏
と
私
ー
司
馬
遼
太
郎

東
ア
ジ
ア
の
三
国
ー
陳
舜
臣

本
書
の
来
歴
に
つ
い
て
ー
金
達
寿

社
会
は
、
人
間
が
暮
ら
す
箱
で
、
箱
で
あ
る
以
上
は
ひ

と
び
と
が
暮
ら
し
や
す
く
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
も

と
朝
鮮
人
が
使
い
始
め
た
「
在
日
」
と
い
う
言
葉
を
つ
か

う
と
す
れ
ば
、
私
自
身
も
、
日
本
社
会
で
は
在
日
日
本
人

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
規
定
は
す
こ
し
も
な
い
。
た
だ
私

が
、
こ
の
社
会
で
圧
倒
的
に
多
数
民
族
で
あ
る
日
本
人
の

側
に
い
る
た
め
に
感
情
的
に
は
気
楽
で
、
一
方
、
か
れ
ら

は
少
数
者
で
あ
る
た
め
に
法
的
・
慣
習
的
に
損
を
し
て
い

る
。
そ
れ
も
す
こ
し
ず
つ
よ
く
な
っ
て
ゆ
く
に
ち
が
い
な

い
。し

か
し
気
楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
毅
然
と

き

ぜ

ん

せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
う
い
う
精
神
を
、
自
分
自
身

の
中
で
育
て
る
上
で
か
な
ら
ず
し
も
結
構
と
は
い
え
な
い
。

一
方
、
少
数
者
は
、
つ
ね
に
、
そ
の
民
族
の
名
誉
と
伝
統

の
代
表
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
で
、
意
識
が
野
の

あ
ら
風
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
に
耐

え
ら
れ
ず
に
自
暴
自
棄
に
な
る
ひ
と
も
出
て
く
る
し
、
ま

た
そ
う
で
な
い
ひ
と
た
ち
は
、
つ
ね
に
し
ゃ
ん
と
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
背
骨
を
さ
さ
え
る
起
立
筋

が
と
き
に
疲
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

し
か
し
作
家
で
あ
る
場
合
、
そ
の
こ
と
は
決
し
て
負
で

ふ

は
な
い
。
そ
の
人
を
作
家
た
ら
し
め
て
い
る
唯
一
の
も
の
ー

磊
塊
あ
る
い
は
冰
心
ー
が
、
気
楽
な
多
数
者
よ
り
も
、
よ

ら
い
か
い

ひ
ょ
う
し
ん

り
多
く
精

神
に
含
有

し
、
油
断

が
な
け
れ

ば
減
る
こ

と
が
な
い

は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。

「
鼎
談
を
終
え
て
」
両
氏
と
私
ー
司
馬
遼
太
郎

よ
り

傍
線
は
編
集
委
員
の
加
筆

講談社文庫新装版表紙



前３世紀頃 箕氏（きし）朝鮮成立

前195頃 衛満、箕氏朝鮮を滅ぼし衛氏朝鮮を建国

前108
●衛氏朝鮮、前漢の武帝によって滅亡。前漢4郡（楽浪・玄
菟・真番・臨屯）を設置

前37頃 朱蒙（しゅもう）、半島北部に高句麗（こうくり）を建国

後204頃 ●後漢、帯方郡を設置

313
●高句麗、楽浪郡・帯方郡を滅ぼし、半島北部を支配（中国
による郡県支配終了）

4世紀中頃
馬韓の地に百済、辰韓の地に新羅が建国。弁韓の地にも加
羅諸国が成立。三国時代始まる

372 高句麗に仏教伝来

391 高句麗、広開土王（好太王）即位

527 新羅、仏教を公認。仏教文化隆盛

538 ●百済の聖明王、日本に仏教を伝える。５５２年説も

562 新羅、加羅諸国を滅ぼす

611－14 ●高句麗、隋の煬帝に攻撃される

644－48 ●高句麗、唐の太祖に攻撃される

660 ●新羅・唐連合軍、百済を滅ぼす

663
●新羅・唐連合軍、百済を支援する日本軍を破る（白村江の
戦い）

668 ●新羅・唐連合軍、高句麗を滅ぼす

676 ●新羅、唐の勢力を追放し、半島を統一

698
大祚栄、中国東北地方に震国を建国し、朝鮮半島北部を支
配（713年渤海と改称→926遼に滅ぼされる）

9世紀末 新羅、内乱により分裂し、新羅、後百済、後高句麗が分立

918 王建、高麗建国

1274 ●●高麗軍、元軍に服属して日本に侵攻（文永の役）

1281 ●●高麗軍、元軍に服属して日本に侵攻（弘安の役）

1380 ●高麗の武将李成桂、倭寇を撃退

1392 李成桂、高麗を滅ぼし朝鮮を建国

1446 訓民正音（ハングル）の頒布

1592 ●壬辰・丁酉の倭乱（～98　日本の侵略　文禄・慶長の役）

1636 ●清に服属

1643 中国より天主教（キリスト教）が伝来

1811 洪景来の乱（窮民を指導、専制政治の打破を唱え蜂起）

1860頃 崔済愚、儒仏道三教を融合した東学を創始

1875 ●江華島事件

1876 ●日朝修好条規（江華条約）

1882 ●●壬午軍乱

1884 ●●甲申事変

1885 ●●天津条約（朝鮮への出兵は日・清互いに事前通告する）

1894 ●●甲午農民戦争（東学党の乱）

●●日清戦争　朝鮮半島の一部も戦場となる。
（～95　下関条約）

1897 高宗、国号を大韓と改め、皇帝に即位

1904
●日露戦争　朝鮮半島の一部も戦場となる。
（～05　ポーツマス条約）

1909 ●安重根、初代韓国統監伊藤博文を暗殺

1910 ●日本、韓国を併合

1919 ●三･一独立運動（万歳事件）

1937～
●日本が朝鮮人の皇民化政策（神社参拝、日本語常用、創
氏改名、強制連行ほか）を施行

1945 ●8月14日、日本、ポツダム宣言受諾

●9月2日、日本、降伏文書調印

1948 大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国成立

　　　　　　　　　　　　　　朝鮮史　　　　　　●中国が関係　●日本が関係

●●親清派・親日派・攘夷派の対立抗争激化

●高句麗、漢と盛んに抗争

　半島南部に三韓（馬韓・辰韓・弁韓）成立。三韓時代始まる

高麗、新羅及び後百済を滅ぼし、半島統一
●中国王朝などへ服属（963北宋、994遼、1126金、1259モンゴル）

　両班制の確立
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画
像
①
③
は
、『
図
説
世
界
史
』

（
東
京
書
籍
）
よ
り
転
載
。
②
は

編
集
委
員
撮
影
。年
表
は
、同
著

を
参
考
に
編
集
委
員
作
成

朝鮮史概略 ー『歴史の交差路にて』理解の一助にー

編集委員作成

①
訓
民
正
音
（
ハ
ン
グ
ル
）

く
ん
み
ん
せ
い
お
ん

③
李
舜
臣
と
亀
甲
船

②承徳避暑山荘正門の石刻。右から、満州文字、
チベット文字、漢字、ウイグル文字、モンゴル文字
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陳

順
帝
の
嫁
さ
ん
が
高
麗
な
ん

で
す
よ
。

清
朝
の
最
初
の
ヌ
ル
ハ
チ
が
満
州

族
の
部
族
統
一
を
す
る
で
し
ょ
う
。

そ
れ
に
一
番
最
後
ま
で
エ
ラ
ホ
ナ
と

い
う
部
族
が
抵
抗
し
た
ん
で
す
。
歴

代
、
エ
ラ
ホ
ナ

の
女
は
皇
后
に

す
る
な
、
と
い

わ
れ
て
い
た
そ

う
で
す
。
と
こ

ろ
が
清
末
の
西

太
后
は
エ
ラ
ホ

ナ
出
な
ん
で
す
。

結
局
、
彼
女
が

清
を
ほ
ろ
ぼ
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
、
モ
ン
ゴ
ル

の
場
合
も
、
高
麗
は
抵
抗
が
一
番
激

し
か
っ
た
の
で
、
高
麗
の
女
は
宮
廷

に
入
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
ん
で

す
。
（p.39

）

■
順
帝
（
一
三
二
〇
～
一
三
五
〇
）

恵
宗
と
も
い
う
。
元
朝
最
後
の
皇
帝
。

国
事
を
か
え
り
み
ず
酒
宴
に
ふ
け
っ

て
ば
か
り
い
た
た
め
、
国
は
乱
れ
、

明
に
滅
ぼ
さ
れ
た
と
い
う
。

陳
さ
ん
の
発
言
、
エ
ラ
ホ
ナ
は
エ

ホ
ナ
ラ
の
間
違
い
で
す
。
漢
字
で
は

葉
赫
那
拉
と
書
き

y
e
he

na
la

と

発
音
し
ま
す
。
陳
舜
臣
さ
ん
が
言
い

間
違
え
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
が

…

。 編
集
者
の
文
字
起
し
ミ
ス
？

『歴史の交差路にて』 いくつかの補足
司馬遼太郎は学生時代から能弁。この鼎談の発言量、印象としては、６割は司馬さん、３割が金さんで、

残りの１割が陳さん。これは知識量の比ではない。陳舜臣さんは、大阪外国語学校時代を回想して、

福田定一（司馬遼太郎の本名）などは、論客として早くから知られていたのである。「あの男は話術の天

才ではないか」と、皆は感心していたものだ。（『道半ば』p.84-85）と記している。

下の枠内、いくつかの補足です。傍線は編集委員の加筆。

西
太
后

金

朝
鮮
で
は
血
縁
第
一
で
す
か
ら
。
「
族
譜
」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
て
、
一
種
の
家
系
図
で
す
が
、
そ
れ
が
い
ま

だ
に
非
常
に
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
ぼ
く
も
実
は
今
年
、
韓
国

に
行
っ
た
と
き
に
、
わ
が
家
の
族
譜
の
あ
り
か
が
や
っ
と
わ

か
り
ま
し
て
、
来
年
正
式
に
受
け
取
り
に
行
く
つ
も
り
で
す

が
、
受
け
取
る
の
に
も
セ
レ
モ
ニ
ー
が
要
る
ん
で
す
。
お
ま

え
は
本
当
に
受
け
取
る
資
格
の
あ
る
者
か
ど
う
か
、
審
査
し

な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。(p.67)

映
画
『
族
譜
』
■
日
本
統
治
時
代
の
朝
鮮
で
幼
少
期
を
過

ご
し
た
梶
山
季
之
の
同
名
小
説
を
原
作
と
す
る
一
九
七
九
年

の
韓
国
映
画
。
画
像
は/

a
m
e
b
lo
.
j
p
/
j
k
-
n
e
x
t
f
i
l
m
/

よ
り
。

日
本
統
治
時
代
の
朝
鮮
、
大
地
主
の
一
族
の
長
で
あ
る
薜へ

い

鎮
英
は
、
一
族
の
氏
を
日
本
式
の
も
の
に
変
え
る
こ
と(

創

氏
改
名)

を
拒
む
。
命
令
に
従
う
よ
う
薜
を
説
得
す
る
た
め

に
、
京
畿
道
庁
の
日
本
人
職
員
で
あ
る
谷
六
郎
が
派
遣
さ
れ

る
。
谷
は
、
自
分
の
使
命
と
、
朝
鮮
文
化
へ
の
敬
意
、
そ
し

て
薜
の
娘
へ
の
ほ
の
か
な
思
い
と
の
間
で
、
葛
藤
す
る
。

遂
に
薜
は
、
役
所
に
出
向
き
、
「
草
壁
」
と
い
う
日
本
姓

で
創
氏
改
名
の
手
続
き
を
済
ま
せ
る
。
し
か
し
、
届
主
で
あ

る
彼
の
日
本
名
は
空
欄
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
夜
、
薜
は
、

古
井
戸
に
、
石
を
抱
い
て
投
身
す
る
。

画
像
は
、
映
画
の
一
シ
ー

ン
。
薜
の
娘
は
葬
儀
の
衣

裳
を
着
け
て
い
る
。
谷
は
、

薜
の
谷
宛
の
手
紙
を
読
ん

で
い
る
。
「…

私
一
代
に

て
、
伝
統
あ
る
薜
一
族
の

族
譜
も
無
用
の
長
物
と
な

り
た
る
は
、
ま
こ
と
に
残

念
な
れ
ど
、
さ
り
と
て
こ
の

資
料
を
焼
却
す
る
に
も
忍
び

が
た
く
候
。
就
き
て
は
、…

」

朝
鮮
社
会
に
お
け
る
「
族
譜
」

司
馬

姜
在
彦
さ
ん
の
『
朝
鮮
近
代
史
』
を
読

カ
ン
ジ
ェ
オ
ン

ん
で
い
た
ら
、
よ
み
な
が
ら
当
時
の
朝
鮮
を
思
っ

て
絶
望
的
な
思
い
に
か
ら
れ
る
の
は
、
ち
ゃ
ん
と

近
代
へ
の
す
ぐ
れ
た
芽
が
い
く
つ
も
出
て
い
る
の

に
、
も
う
芽
が
出
た
ら
摘
み
と
ら
れ
て
し
ま
う
。

た
だ
、
逆
な
面
で
い
う
と
、
い
ま
の
朝
鮮
半
島

を
見
て
い
る
と
、
韓
国
が
ど
う
あ
ろ
う
が
、
あ
そ

こ
の
経
済
を
動
か
し
て
い
る
連
中
、
大
き
な
工
場

を
動
か
し
て
い
る
連
中
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り

世
界
に
目
が
ち
ゃ
ん
と
届
い
て
い
て
、
世
界
の
い

わ
ゆ
る
ビ
ジ
ネ
ス
の
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
で
も
何

に
し
て
も
、
そ
れ
の
三
年
先
、
四
年
先
を
我
々
は

見
な
い
と
商
売
で
き
ま
せ
ん
、
こ
の
工
場
は
動
き

ま
せ
ん
、
製
鉄
所
は
動
き
ま
せ
ん
と
い
う
、
そ
う

い
う
世
界
に
通
じ
る
目
は
持
っ
て
る
わ
け
で
す
よ
。

だ
か
ら
、
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
だ
と
思
う
。

（p.215-216

）

そ
の
典
型
は
、
世
界
企
業
サ
ム
ス
ン

電
子
な
ん
で
し
ょ
う
。

サ
ム
ス
ン
電
子
の
売
上
げ
は
、
韓
国

Ｇ
Ｄ
Ｐ
の
五
分
の
一
を
占
め
、
資
産
は

韓
国
国
富
の
三
分
の
一
に
迫
る
と
い
う
。

一
つ
ビ
ッ
ク
リ
す
る
こ
と
が
あ
る
。
サ

ム
ス
ン
電
子
の
発
行
済
株
式
の
五
五
・

四
％
を
、
な
ん
と
あ
の
世
界
平
和
統
一

家
庭
連
合
が
保
有
し
て
い
る
と
い
う
。

(

ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
よ
り)

■
現
在
の
韓
国
経
済
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
サ

ム
ス
ン
グ
ル
ー
プ
、
Ｌ
Ｇ
グ
ル
ー
プ
、
Ｓ
Ｋ
グ
ル
ー

プ
お
よ
び
、
分
割
さ
れ
た
現
代
財
閥
、
解
体
さ
れ

た
大
宇
財
閥
の
系
列
企
業
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

韓
国
の
世
界
企
業
サ
ム
ス
ン
電
子
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金

司
馬
さ
ん
や
陳
さ
ん
も
経
験
し
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
ぼ
く
は
韓

国
へ
行
っ
て
、
飛
行
機
の
中
で
ま
ず
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
た
。
も
の
ご
と
の
返
答
の
仕
方

と
か
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
デ
ス
の
サ
ー
ビ
ス
の

悪
い
の
に
び
っ
く
り
し
た
。
日
本
で
の
サ
ー

ビ
ス
に
な
れ
て
い
た
目
に
は
、
一
種
の
カ

ル
チ
ャ
ー･

シ
ョ
ッ
ク
で
す
よ
。
ソ
ウ
ル

へ
行
っ
て
も
店
々
の
サ
ー
ビ
ス
は
悪
い
。

司
馬

サ
ー
ビ
ス
悪
い
で
す
ね
。

陳

そ
れ
は
、
日
本
が
過
剰
な
ん
や
。
中

国
で
も
ず
い
ぶ
ん
悪
い
。

司
馬

愛
想
が
悪
い
ど
こ
ろ
じ
ゃ
な
い
。

不
機
嫌
そ
の
も
の
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

あ
ん
な
に
不
機
嫌
を
持
続
で
き
る
も
の
か

と
思
う
（
笑
）
。

金

お
ど
ろ
い
た
で
す
よ
。
そ
れ
も
み
ん

な
儒
教
で
す
。

陳

サ
ー
ビ
ス
業
な
ん
か
は
儒
教
の
モ
ラ

ル
か
ら
い
え
ば
だ
め
な
ん
で
す
。

（p.184-185

）

■
金
さ
ん
も
陳
さ
ん
も
、
サ
ー
ビ
ス
の
悪

さ
を
儒
教
の
せ
い
に
し
て
い
る
が
、
私
は
、

こ
う
い
う
一
刀
両
断
的
な
文
明
観
に
は
疑

義
を
感
じ
る
。

左
の
新
聞
記
事
は
、
私
（
橘
）
の
中
国

旅
行
の
見
聞
記
だ
け
れ
ど
、
銀
行
、
レ
ス

ト
ラ
ン
な
ど
中
国
社
会
で
経
験
し
た
サ
ー

ビ
ス
の
悪
さ
を
報
告
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
、
中
国
人
の
友
人
、
王
さ
ん
は
「
社
会

主
義
が
そ
う
さ
せ
て
い
ま
す
」
と
言
う
。

司
馬

ぼ
く
は
、
北
京
図
書
館
へ
行
っ
た

と
き
に
感
心
し
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
。

こ
の
図
書
館
は
ア
メ
リ
カ
が
義
和
団
事
件

の
際
に
寄
付
し
て
で
き
た
も
の
で
す
。
燕

京
大
学
と
と
も
に
寄
付
し
た
も
の
で
、
ア

メ
リ
カ
は
義
和
団
事
件
の
賠
償
金
を
一
切

自
分
の
財
布
に
入
れ
ず
に
、
そ
う
い
う
形

で
文
化
の
た
め
に
中
国
に
寄
付
し
た
わ
け

で
す
。
（p.205-206

）

神
戸
に
は
数
校
の
華
僑
の
学
校
が
あ
り
、

最
も
大
き
い
「
同
文
学
校
」
は
、
広
東
語

で
教
え
て
い
た
。
華
僑
の
学
校
が
統
合
し

て
、
す
べ
て
北
京
語
で
授
業
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
一
年
ほ
ど
の
ち
の
こ
と
で

あ
る
。
日
本
が
中
国
（
清
）
か
ら
取
り
あ

げ
た
義
和
団
事
件
の
賠
償
金
の
一
部
を
中

国
関
係
の
文
化
事
業
費
に
使
う
こ
と
に
な

り
、
華
僑
学
校
の
援
助
も
そ
れ
か
ら
な
さ

れ
、
そ
の
条
件
が
学
校
の
統
一
と
北
京
語

の
使
用
で
あ
っ
た
と
い
う
。
（
『
道
半
ば
』

p
.4
7

）

■
燕
京
大
学
は
、
か
つ
て
ア
メ

リ
カ
の
キ
リ
ス
ト
教
団
が
経
営

し
た
中
国
の
著
名
な
大
学
。
中

華
人
民
共
和
国
成
立
後
の
52
年
、

工
科
系
は
清
華
大
学
に
、
文･

理･

法
科
系
は
北
京
大
学
に
統

合
さ
れ
、
正
式
に
廃
校
と
な
っ

た
。

『歴史の交差路にて』 いくつかの補足(2) 傍線は編集委員の加筆

サ
ー
ビ
ス
の
悪
さ
は
儒
教
の
せ
い
？

神戸新聞

日
米
、義
和
団
賠
償
金
の
使
い
方

当時のキャンパス Wikipediaより


