
金
東
仁

「
赤
い
出
」

と
万
宝
由
事
件

l

i

一
九
三

0
年
代
の
小
説
に
現
れ
た
満
洲

i

i

鄭

恵、

英

は
じ
め
に

金
東
仁
の
小
説
は
、
殺
人
や
不
倫
な
ど
の
よ
う
な
非
日
常
的
な
題
材
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
点
は
、
金
東
仁
文
学
の
歴
史

意
識
の
欠
如
と
芸
術
至
上
主
義
的
な
傾
向
と
し
て
す
で
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
先
行
論
の
指
輔
の

よ
う
に
、
金
東
仁
自
身
が
社
会
現
実
に
全
く
無
関
心
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
側
面
が
あ
る
。
私
達
は
そ
の
よ

う
な
一
例
を
「
赤
い
山
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
赤
い
山
」
は
、
「
馬
鈴
薯
」
「
ベ
タ
ラ
ギ
」
な
ど
他
の
代
表
的
な
短
編
に
比
べ
る
と
、
作
品
の
構
成
力
と
文
体
の
洗
練
度
の
側
語
に
お
い
て

一
段
落
ち
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
金
東
仁
研
究
の
な
か
で
も
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
当
然
、
印
刷
究
者
た
ち
に

も
ほ
と
ん
ど
注
話
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
動
向
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
赤
い
山
」
は
、
韓
国
近
代
短
縮
小
説
の

さ
き
が
け
と
言
わ
れ
る
金
東
仁
文
学
を
代
表
す
る
作
品
と
し
て
、
韓
国
の
中
等
国
語
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
な

理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
中
学
校
の
酪
語
教
師
岡
指
導
蓄
に
よ
る
と
、
こ
の
作
品
の
主
題
は
「
我
が
民
族
の
心
の
中
に
は
民
族
罰
有
の
愛
国
心

が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
作
品
鑑
賞
の
項
目
で
は
、
「
祖
閉
山
愛
と
民
族
意
識
」
の
鼓
吹
に
解
釈
の
主
眼
点
が
置
か
れ
て
い
る
。

金
東
仁
「
赤
い
山
」
は
一
九
七

O
、
八

0
年
代
を
経
て
、
反
日
意
識
を
示
し
た
代
表
的
な
作
品
と
し
て
、
「
祖
国
愛
」
を
鼓
吹
し
得
る
教
訓
的

な
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
、
中
学
校
の
教
科
書
に
ま
で
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
は
た
し
て
、
中
学
校
教
科
書
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
評
舗
は
正
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
一
九
三
三
年
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の
時
代
的
な
状
況
を
考
え
る
と
、
中
等
教
科
警
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
評
価
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
が
残
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
金
東
仁
「
赤

い
山
」
が
警
か
れ
た
一
九
三

0
年
代
の
時
代
状
況
と
他
の
開
時
代
文
学
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
が
持
つ
新
た
な
一
側
面
を
考

察
す
る
。

万
宝
山
事
件
の
文
学
的
受
容

日
帝
下
の
満
州
移
民
史
は
、
一
九
一
三
年
発
生
し
た
万
宝
山
事
件
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
の
大
ま
か
な
輪
郭
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
万

宝
山
事
件
は
、
「
中
国
東
北
地
方
長
春
の
北
方
万
宝
山
で
朝
鮮
人
入
植
に
よ
る
中
国
農
民
と
の
紛
糾
が
日
中
両
国
警
察
の
発
砲
事
件
と
な
り
、

さ
ら
に
朝
鮮
に
お
け
る
大
規
模
な
排
華
暴
動
を
惹
起
し
た
事
件
」
で
あ
る
。
日
本
、
中
層
、
朝
鮮
の
そ
れ
ぞ
れ
の
利
害
が
錯
綜
す
る
な
か
で
起

こ
っ
た
こ
の
事
件
を
整
理
す
る
た
め
、
ま
ず
、
朝
鮮
人
の
満
州
移
民
史
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

朝
鮮
人
の
満
州
移
住
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
の
は
、
一
八
九
五
年
頃
か
ら
の
戚
鏡
道
住
民
た
ち
に
よ
る
間
島
問
開
拓
か
ら
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

い
る
。
も
と
も
と
、
国
境
地
帯
の
住
民
や
民
族
運
動
家
な
ど
と
い
っ
た
特
定
の
人
々
に
よ
る
満
州
移
住
は
、
呂
韓
合
併
を
き
っ
か
け
に
全
国
的

規
模
に
拡
大
し
、
特
に
一
九
二
五
年
か
ら
は
そ
の
数
が
急
激
に
増
加
す
る
。
朝
鮮
人
の
満
州
移
住
と
日
韓
合
併
と
の
連
関
性
は
、
両
者
の
簡
の

密
接
な
密
果
関
河
内
を
充
分
予
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
日
韓
合
併
と
相
候
っ
て
そ
の
植
民
地
政
策
の
一
環
と
し
て
一
九
一

O
年
東
洋
拓
殖
会
社

が
設
立
さ
れ
、
日
本
政
府
の
庇
護
下
に
多
数
の
日
本
人
移
民
が
押
し
寄
せ
て
く
る
。
朝
鮮
総
督
府
の
土
地
調
査
令
と
関
連
し
て
い
た
日
本
人
移

民
た
ち
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
朝
鮮
経
済
は
崩
壊
の
危
機
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
「
豆
油
な
ど
で
灯
火
を
と
も
し
て
ゐ
た
の
が
、
い
つ
し
か
石

油
を
寅
ひ
、
革
粧
が
ゴ
ム
靴
に
代
り
、
機
械
で
織
っ
て
ゐ
た
自
家
製
の
布
木
も
、
邑
内
で
金
を
出
し
て
貿
」
う
な
ど
、
資
本
主
義
の
急
速
な
浸

透
と
日
本
移
民
の
進
出
に
よ
っ
て
朝
鮮
経
済
は
没
落
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
朝
鮮
人
農
民
は
中
国
の
東
北
地
方
に
追
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
民
族
移
動
の
過
程
は
、
一
九
三
二
年
発
表
さ
れ
た
張
赫
宙
の
「
追
は
れ
る
人
々
」
の
中
で
細
か
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
翌
春
、
回
日
洞
イ
は
家
財
道
真
を
売
り
払
っ
て
、
北
側
向
島
ヘ
行
く
と
一
一
一
一
口
っ
て
、
村
を
離
れ
て
行
っ
た
の
だ
。
回
目
、
将
イ
の
他
に
、
二
三
戸

あ
っ
た
。
彼
等
は
亡
者
の
や
う
に
、
衰
へ
た
体
を
引
き
ず
っ
て
、
村
か
ら
姿
を
消
し
た
。
去
っ
た
後
に
は
、
家
屋
を
致
し
て
そ
の
跡
を
畑

に
し
た
。
そ
の
代
り
に
、
双
岩
洞
の
村
の
前
方
の
丘
の
麓
に
、
見
慣
れ
な
い
農
業
の
藁
葺
と
違
っ
て
、
麦
藁
葺
の
角
ば
っ
た
家
だ
っ
た
。



「
倭
人
が
来
た
だ
」

「
昌
調
イ
ら
の
田
さ
耕
し
て
居
る
だ
よ
。
」

村
の
人
が
話
し
合
っ
た
。

村
を
去
っ
た
者
達
の
小
作
地
は
、
そ
れ
ら
の
黒
い
着
物
を
着
た
見
慣
れ
な
い
農
民
連
に
依
っ
て
耕
や
さ
れ
た
。
頬
か
む
り
を
し
て
、
膏
い

股
引
を
は
い
て
、
着
物
の
お
尻
を
め
く
っ
て
、
立
ち
働
い
た

0

・
・
・
伏
字
・
・
・
。
回
目
洞
イ
等
が
村
を
追
は
れ
た
や
う
に
、
彼
等
も
畠

分
遠
の
故
郷
を
×
×

X
X
(奪
わ
れ
た
、
筆
者
注
)
農
民
だ
っ
た
。

新
来
の
農
民
と
は
全
然
交
渉
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
の
農
民
が
殖
え
る
毎
に
白
衣
の
農
民
が
間
島
に
流
れ
た
。

押
し
寄
せ
て
く
る
日
本
人
移
民
と
追
わ
れ
る
朝
鮮
人
農
民
と
い
う
構
図
の
な
か
で
、
万
宝
山
事
件
は
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し

た
よ
う
に
、
万
宝
山
事
件
は
一
九
三
二
年
七
月
三
宮
、
中
関
東
北
地
域
の
長
春
北
方
の
万
宝
山
で
起
こ
っ
た
も
の
で
、
朝
鮮
人
入
植
者
に
対
す

る
現
地
中
国
農
民
の
反
発
が
日
・
中
響
察
の
発
砲
事
件
に
拡
大
し
た
事
件
で
あ
る
。
一
九
三
ご
年
四
月
、
朝
鮮
人
農
民
約
二

O
O人
が
中
国
人

地
主
と
十
年
の
借
地
契
約
を
結
び
、
万
宝
出
の
荒
地
に
入
植
し
て
種
蒔
き
に
取
り
か
か
る
が
、
水
田
経
蛍
の
た
め
の
伊
通
河
に
つ
な
ぐ
用
水
路

開
掘
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
中
田
農
民
と
対
立
す
る
。
こ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
、
日
中
共
同
調
査
委
員
会
が
設
立
さ
れ
調
査
に
取
り
か
か
る
も

の
の
、
な
ん
ら
具
体
的
な
解
決
策
も
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
二
日
に
か
け
て
中
国
人
農
異
数
百
人
が
実
力
行

使
に
及
び
、
用
水
路
を
破
壊
す
る
こ
と
で
衝
突
に
な
り
、
警
戒
し
て
い
た
中
国
側
の
警
察
勝
と
日
本
の
領
事
館
警
察
と
の
発
砲
事
件
と
し
て
拡

大
す
る
。
日
本
側
で
は
現
地
の
軍
の
保
護
を
要
請
す
る
ほ
ど
の
緊
迫
し
た
事
件
で
あ
っ
た
が
、
事
件
自
体
は
人
命
の
被
害
な
し
で
収
ま
る
も
の

の
、
朝
鮮
で
は
大
規
模
な
反
中
暴
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

万
宝
山
事
件
発
生
藍
後
の
七
月
三
日
、
一

0
0
0人
の
示
威
群
衆
が
集
ま
っ
た
仁
川
を
皮
切
り
に
、
水
原
、
元
山
な
ど
を
経
て
全
国
的
に
広

が
っ
た
こ
の
反
中
暴
動
は
、
七
月
六
百
、
平
壌
に
お
い
て
そ
の
最
高
潮
に
達
す
る
。
激
怒
し
た
三
千
人
の
群
衆
が
支
那
人
収
容
所
を
襲
撃
し
、

こ
れ
に
対
す
る
警
察
の
発
砲
に
ま
で
つ
な
が
っ
た
こ
の
平
壌
暴
動
は
、
殺
紳
刻
さ
れ
た
支
那
人
八
二
名
、
負
傷
者
二
二
九
名
、
そ
れ
に
発
砲
に
よ

る
朝
鮮
人
死
者
八
名
と
い
う
惨
慌
た
る
結
果
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
暴
動
は
以
後
、
新
義
州
や
安
東
に
ま
で
拡
大
し
た
後
、
七
月
一

O
Bを
墳

に
し
て
鎮
静
化
し
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
、
在
満
額
鮮
人
に
対
す
る
中
国
側
の
圧
迫
が
一
段
と
厳
し
く
な
っ
た
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
万
宝
山
事
件
に
対
す
る
客
観
的
な
検
証
な
し
で
、
た
だ
の
流
言
飛
語
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
朝
鮮
の
暴
動
は
、
在
満
朝
鮮
人
の
立
場
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を
悪
化
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
・
中
由
人
農
民
間
の
些
細
な
衝
突
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
の
事
件
が
大
き
く
拡
大
し
た
の
は
、
日
本
と
朝
鮮
に
お
け
る
一
言
論
の
刺
激
的
な

助
長
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
な
く
、
朝
鮮
人
移
民
に
対
す
る
植
民
地
の
制
度
と
い
う
、
よ
り
本
質
的
な
問
題
か
ら
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
一
端
を
、
平
壌
事
件
勃
発
の
一
日
前
の
一
九
一
一
二
年
七
月
五
告
に
犬
速
か
ら
急
い
で
平
壌
に
到
着
し
た
、
日
本
プ
ロ
文
学
代
表
作
家
、
中

西
伊
之
助
の
「
満
州
に
漂
泊
す
る
朝
鮮
人
」
と
い
う
一
文
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
中
部
伊
之
助
は
、
在
満
靭
鮮
人
に
対
す
る
中
国
側
の
迫

害
の
原
留
と
し
て
、
在
満
朝
鮮
人
の
帰
化
問
題
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
彼
は
、
「
万
宝
山
事
件
と
鮮
農
」
(
吋
中
央
公
論
』
、
一
九
一
ニ
一
・
八
)

と
い
う
一
文
の
中
で
も
こ
の
間
題
を
取
り
上
げ
町
い
る
。
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
本
格
的
に
始
ま
っ
た
朝
鮮
人
の
満
州
移
住
は
、
日
韓
合
併
を
起

点
に
し
て
よ
り
大
規
模
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
中
国
当
局
か
ら
も
警
戒
さ
れ
始
め
る
。
中
国
側
の
態
度
の
変
化
と
警
戒
は
、

す
で
に
中
西
伊
之
助
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
朝
鮮
人
の
帰
化
が
抱
え
る
、
い
わ
ば
二
重
国
籍
問
題
が
原
菌
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
旧
韓
国
の
毘

籍
法
に
は
「
外
国
民
ハ
外
留
ニ
移
住
シ
タ
ル
事
ニ
由
リ
テ
国
籍
ヲ
セ
ズ
」
と
あ
っ
て
そ
れ
な
り
に
自
本
帝
国
の
法
律
」
と
な
っ
て
お
り
、
朝
鮮

人
の
場
合
は
、
満
州
で

ω取
ら
の
権
益
の
た
め
「
た
と
ひ
中
国
に
帰
化
し
て
も
、
朝
鮮
の
、
日
本
国
籍
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
事

情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
朝
鮮
人
の
二
重
国
籍
が
中
盟
側
に
警
戒
さ
れ
た
の
は
、
「
満
州
移
住
の
鮮
農
が
、
全
く
中
国
に
帰
化
し
て
し
ま
へ

ば
、
土
地
の
所
有
権
も
確
認
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
中
西
伊
之
助
の
言
及
の
よ
う
に
、
二
重
国
籍
需
題
が
そ
の
ま
ま
土
地
所
有
権
の
問
問
題
、
す
な

わ
ち
、
領
土
問
題
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
中
国
側
か
ら
み
た
場
合
に
は
、
満
州
の
朝
鮮
農
民
は
す
べ
て
日
本
国
籍
を
持
つ

日
本
国
民
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
「
輯
鮮
人
が
二
重
国
籍
を
持
つ
の
は
授
略
行
動
」
と
し
か
受
け
取
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

こ
よ
う
な
問
題
は
、
一
万
宝
山
事
件
が
発
生
し
た
一
九
三
一
年
、
当
時
の
も
っ
と
も
窮
迫
な
懸
案
で
あ
っ
た
在
満
朝
鮮
人
の
権
益
と
保
護
の
た

め
、
東
亜
日
報
が
吉
林
省
の
省
長
代
理
と
お
こ
な
っ
た
会
見
の
中
で
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
会
見
で
中
国
側
は
在
満
朝
鮮
人
の
権
益
と
保
護
を

繰
り
返
し
て
約
束
は
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
在
満
輯
鮮
人
の
中
国
罰
籍
取
得
を
強
く
要
求
し
て
い
る
。
満
州
へ
と
勢
力
を

拡
張
し
て
行
こ
う
と
す
る
呂
本
と
そ
れ
を
必
死
に
阻
も
う
と
す
る
中
国
側
と
の
激
し
い
勢
力
争
い
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
在
満
朝
鮮
人
の

問
題
で
あ
り
、
そ
の
争
い
が
表
面
化
し
た
の
が
万
宝
山
事
件
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
一

O
月
に
発
表
さ
れ
た
伊
藤
永
之
介
の
「
万
宝
山
」
で
、

作
者
が
朝
鮮
農
民
と
中
国
農
民
と
の
衝
突
の
背
後
勢
力
と
し
て
中
国
政
府
を
指
摘
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
ろ
河
。

夕
方
、
近
く
万
宝
山
の
方
角
か
ら
一
団
の
黒
い
か
た
ま
り
が
験
野
を
動
い
て
来
た
。



段
々
そ
れ
は
支
那
農
民
の
群
で
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。
百
名
ば
か
り
の
人
数
で
、
だ
ら
だ
ら
と
後
か
ら
後
か
ら
続
い
て
ゐ
た
。

昨
夜
か
ら
、
水
路
の
開
撃
に
よ
っ
て
多
少
の
被
害
の
あ
る
上
流
方
面
の
農
民
が
、
非
常
に
激
昂
し
て
襲
撃
し
て
来
る
だ
ら
う
と
云
ふ
噂
が

あ
っ
た
。
堰
止
の
上
流
は
雨
季
に
な
れ
ば
、
洪
水
に
浸
さ
れ
る
し
、
た
だ
さ
へ
沿
岸
の
田
畑
は
水
門
の
完
成
と
同
時
に
浸
水
す
る
と
い

ふ
、
支
那
宮
憲
の
誇
大
な
一
扇
動
的
宣
伝
が
大
部
効
い
て
る
ら
し
か
っ
た
。
事
実
は
、
僅
か
一
天
地
ば
か
り
の
水
沼
に
浸
水
す
る
だ
け
だ
っ

た
が
・

万
宝
山
事
件
は
朝
鮮
人
の
開
墾
地
の
放
棄
と
い
う
形
で
一
段
落
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
こ
そ
日
韓
合
併
と
と
も
に
本
格
化
し
て
き
た
朝

鮮
人
の
満
州
移
住
の
本
質
的
な
一
商
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
、
「
故
郷
を
追
わ
れ
、
国
墳
を
さ
迷
ひ
出
で
、
渡
し
な
い
満
州
の
広
野
を

あ
討
な
く
歩
い
て
来
た
」
在
満
朝
鮮
人
達
に
と
っ
て
は
そ
の
流
浪
が
「
ま
た
始
ま
っ
た
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
流
浪
の
基
底
に
な
っ
た
の
が
、
自
本
の
満
州
進
出
へ
の
意
志
で
あ
り
、
そ
の
意
志
が
現
実
化
し
て
現
れ
た
の
が
事
件
二
ヶ
月
後
に

勃
発
し
た
満
州
事
変
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
扱
う
金
東
仁
の
「
赤
い
山
」
も
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
時
代
と
背
景
の
下
で
創
作
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
以
下
、
そ
れ
を
具
体
的
に
考
察
し
て
見
ょ
う
。

「
赤
い
山
」
と
溝
州

(
げ
)

「
赤
い
山
」
は
、
一
九
三
三
年
四
月
、
吋
三
千
里
」
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
〈
私
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
赤
い
山
」
の
内
容
を
ま
と

め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

医
者
と
し
て
風
土
病
を
調
査
す
る
た
め
満
州
を
旅
行
し
て
い
た
〈
私
〉
は
、
あ
る
朝
鮮
人
の
集
落
を
訪
れ
、
そ
こ
で
〈
山
猫
〉
と
い
う
あ
だ

名
の
人
物
に
出
会
う
。
〈
山
猫
〉
は
毎
日
を
寝
曜
と
暴
力
で
暮
ら
す
一
種
の
「
癌
腫
」
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
、
村
の
朝
鮮
入
社
会
か
ら
は
大

変
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
あ
る

B
、
小
作
料
の
こ
と
で
中
罰
人
の
地
主
に
呼
ば
れ
て
行
っ
た
村
人
が
致
り
殺
さ
れ
て
遺
体
に
な
っ
て
戻
っ

て
く
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
る
。
こ
れ
に
朝
鮮
人
の
村
人
は
憤
激
す
る
が
、
小
作
と
い
う
立
場
上
、
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
。
そ
ん
な
翌
告
、

〈
山
猫
〉
が
殆
ど
瀕
死
の
状
態
で
村
に
戻
り
、
村
人
は
初
め
て
、
彼
が
中
国
人
地
主
に
抗
議
し
に
行
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
臨
終
を
迎
え
た

〈
山
猫
〉
は
、
最
後
に
故
郷
の
「
赤
い
山
」
を
見
た
い
と
つ
ぶ
や
く
。
〈
私
〉
と
村
人
は
彼
の
た
め
に
「
愛
国
歌
」
を
合
唱
し
、
〈
山
猫
〉
は
そ
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の
散
を
聞
き
な
が
ら
臨
終
を
迎
え
る
。

以
上
の
内
容
か
ら
見
る
よ
う
に
、
「
赤
い
山
」
で
は
〈
私
〉
の
規
総
に
よ
っ
て
、
満
州
を
さ
ま
よ
う
朝
鮮
人
浮
浪
者
の
〈
山
猫
〉
の
話
が
語

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
設
定
に
よ
っ
て
、
在
満
朝
鮮
人
の
現
実
的
な
問
題
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
し
か
し
、
作
品
全
体
か
ら
見

る
と
、
語
り
手
で
あ
る
〈
私
〉
の
役
割
が
非
常
に
稀
薄
で
あ
る
。
作
品
冒
頭
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
満
州
の
風
習
と
風
土
病
の
観
察
の
た
め
に
、

一
年
の
予
定
で
満
州
の
旅
に
立
っ
た
」
と
い
う
こ
と
が
、
〈
私
〉
に
関
す
る
記
述
の
す
べ
て
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
記
述
も
〈
山
猫
〉

を
諮
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
〈
私
〉
の
存
在
の
稀
薄
さ
は
、
「
赤
い
山
」
を
理
解
す
る
に
お
い
て

な
に
よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
〈
私
〉
と
い
う
人
物
に
対
す
る
考
察
は
、
一
九

O
五
年
か
ら
始
ま
っ
た
満
州
移
民
史
に
お
い
て
、

こ
の
作
品
、
が
持
つ
時
間
的
あ
る
い
は
空
間
的
な
背
景
を
窺
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

万
宝
山
事
件
と
平
壌
事
件
を
き
っ
か
け
に
、
朝
鮮
移
住
民
に
対
す
る
中
盟
側
の
圧
迫
は
、
満
州
事
変
に
到
っ
て
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
く
。
と

く
に
、
事
変
勃
発
後
、
在
満
朝
鮮
人
に
対
す
る
敗
残
中
国
共
遠
の
略
奪
、
放
火
、
殺
裁
は
深
刻
な
も
の
で
、
各
地
域
ご
と
に
は
避
難
民
間
胞
臨

時
救
済
会
が
設
置
さ
れ
、
ま
た
大
連
と
奉
天
に
お
い
て
は
在
満
斡
鮮
人
大
会
が
関
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
東
京
に
お
い
て
も
虐
殺
朝

鮮
人
追
悼
会
が
関
か
れ
、
満
州
へ
の
関
心
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
三
一
年
一

O
R、
在
満
朝
鮮
人
問
題
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
中
西
伊
之
助
は

大
連
を
経
て

μ

虐
殺
が
深
刻
に
一
行
わ
れ
た
中
極
東
北
地
方
に
入
り
、
そ
の
虐
殺
の
実
態
を
調
査
し
て
発
表
し
た
「
惨
た
り
、
在
満
朝
鮮
同
胞
」
と

(
凶
)

い
う
一
文
は
、
こ
の
事
件
の
惨
状
を
生
々
し
く
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
虐
殺
は
「
奉
天
を
中
心
と
す
る
、
繊
嶺
、
蕪
順
、
清
涼
、
関

原
等
の
諸
地
方
」
で
行
わ
れ
、
そ
の
中
で
も
大
多
数
の
中
国
兵
士
の
脱
走
路
で
あ
っ
た
蕪
般
が
最
も
深
刻
で
あ
っ
た
と
い
う
。
中
西
の
よ
っ
て
「
城

を
洗
う
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
虐
殺
劇
は
す
べ
て
朝
鮮
人
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
あ
る
村
の
場
合
は
、
一

O
O
人
以
上
の
村
人

全
員
が
殺
さ
れ
た
事
例
も
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
中
国
人
兵
士
に
よ
る
虐
殺
劇
は
、
朝
鮮
と
日
本
に
お
い
て
甚
大
な
怒
り
と
多
大
な
関
心

を
呼
び
起
こ
し
、
そ
の
結
果
、
多
く
の
知
識
人
が
事
件
の
実
態
調
査
の
た
め
中
国
東
北
地
方
の
視
察
を
願
い
で
る
。
中
西
も
そ
の
中
の
一
人
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
背
景
か
ら
考
察
す
る
と
、
「
赤
い
山
」
の
〈
私
〉
の
旅
行
の
性
格
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
多
少
類
推
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。
満
州
事
変
勃
発
以
降
、
満
州
内
の
朝
鮮
人
集
陸
居
住
地
域
へ
の
旅
行
は
、
中
西
の
話
に
よ
る
と
「
軍
人
か
警
察
官
の
や
う

(
山
口
)

に
数
十
名
が
武
装
し
て
行
か
ね
ば
危
険
至
極
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
生
命
の
危
険
を
伴
う
旅
行
が
行
わ
れ
る
時
期
に
遊
覧
の
雰
囲

気
さ
え
を
匂
わ
せ
る
風
習
研
究
の
た
め
の
満
州
旅
行
と
い
う
の
は
、
現
実
的
に
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
患
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、



風
習
研
究
の
た
め
満
州
を
旅
す
る
と
い
う
〈
私
〉
の
旅
行
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
有
効
な
答
え
の
一

つ
が
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
中
西
の
よ
う
な
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
虐
殺
事
件
の
実
態
調
査
旅
行
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
赤

い
山
」
の
〈
私
〉
の
旅
行
は
、
朝
鮮
人
虐
殺
事
件
が
政
治
的
な
問
題
に
な
り
、
対
内
外
的
に
活
発
に
進
行
し
た
事
件
の
実
態
調
査
の
動
き
と
連

動
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
赤
い
山
」
を
通
じ
て
金
東
仁
が
認
識
し
た
一
九
三

0
年
代
の
満
州
は
、
中
西
伊
之
助
ら
に
よ
っ

て
認
識
さ
れ
た
満
州
と
は
全
く
異
質
的
な
空
調
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、
作
品
の
葛
藤
の
中
心
人
物
で
あ
る

〈
山
猫
〉
、
す
な
わ
ち
、
村
の
癌
麗
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
鄭
益
錦
の
寝
歴
で
あ
る
。

益
鏑
と
い
ふ
人
物
の
故
郷
が
何
処
で
あ
る
か
は
、
×
×
村
で
誰
も
知
っ
て
ゐ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
説
り
か
ら
す
れ
ば
、
京
畿
説
り
ら
し

く
も
思
へ
る
が
、
平
口
で
ま
く
し
た
て
る
時
は
嶺
南
説
か
と
思
は
れ
る
節
も
あ
り
、
賠
一
時
で
も
や
っ
て
ゐ
る
時
は
西
北
詑
り
が
出
る
時
も

あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
、
詑
り
で
彼
の
故
郷
を
推
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
易
し
い
内
地
の
言
葉
も
知
っ
て
居
り
、
漢
字
に
も
心

得
が
あ
り
、
支
部
の
言
葉
は
素
よ
り
相
当
な
も
の
だ
し
、
そ
れ
に
ロ
シ
ヤ
の
一
一
一
一
口
葉
も
出
来
る
こ
と
な
ど
で
、
方
々
を
数
多
く
波
り
歩
い
た

(
初
)

と
い
ふ
こ
と
は
、
大
体
見
当
が
つ
く
の
で
あ
る
が
、
彼
の
経
歴
を
仔
細
に
知
っ
て
ゐ
る
者
は
な
か
っ
た
。

描
写
さ
れ
た
〈
山
猫
〉
の
臆
歴
は
、
総
じ
て
い
え
ば
、
〈
流
浪
〉
と
い
う
一
言
に
圧
縮
さ
れ
る
。
「
漂
泊
す
る
朝
鮮
人
」
と
い
う
中
西
伊
之
助

の
表
現
の
中
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
植
民
地
の
朝
鮮
人
を
描
写
す
る
に
お
い
て
は
、
〈
流
浪
〉
の
イ
メ
!
ジ
は
殆
ど
必
須
的
な
も
の
で
あ
っ

た
。
事
憶
と
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
生
き
方
の
表
面
的
な
形
式
の
速
い
は
あ
る
も
の
の
、
〈
山
猫
〉
や
村
人
の
朝
鮮
人
た
ち
を
初
め
、
医
者
で

あ
る
〈
私
〉
に
至
る
ま
で
の
、
「
赤
い
山
」
の
す
べ
て
の
朝
鮮
人
が
〈
流
浪
〉
と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
疑

問
に
な
る
の
は
、
医
者
で
あ
る
〈
私
〉
と
村
人
の
流
浪
は
、
歴
史
的
な
意
味
合
い
の
中
で
考
え
ら
れ
る
が
、
満
州
を
さ
ま
よ
う
不
良
者
で
あ
る

〈
山
猫
〉
の
生
き
方
も
詞
様
の
意
味
合
い
で
考
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
流
浪
〉
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い

る
も
の
の
、
「
賭
博
打
ち
喧
嘩
因
縁
付
け
、
刃
物
三
昧
な
ど
」
に
明
け
暮
れ
、
「
婦
女
子
に
飛
び
か
か
る
こ
と
は
、
朝
飯
前
の
こ
と
」
で
、
朝
鮮

人
の
村
人
か
ら
、
「
癌
鍾
」
と
し
か
忠
わ
れ
な
い
〈
山
猫
〉
の
〈
流
浪
〉
を
、
正
誌
で
誠
実
な
部
落
民
の
〈
流
浪
〉
と
同
様
に
把
握
す
る
の
は

い
く
つ
の
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
こ
の
作
品
か
ら
見
る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
が
加
害
者
と
被
害
者
と
い
う
相
反
す
る
立
場

に
置
か
れ
て
い
る
時
に
は
、
な
お
さ
ら
そ
う
で
あ
る
。
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と
の
よ
う
な
歴
史
的
な
意
味
合
い
か
ら
「
赤
い
山
」
を
考
察
し
た
場
合
、
〈
山
猫
〉
だ
け
で
は
な
く
、
村
人
か
ら
も
万
宝
山
事
件
と
満
州
事

変
以
降
の
朝
鮮
移
住
民
の
現
実
的
な
状
況
を
窺
う
こ
と
は
難
し
い
。
〈
山
猫
〉
は
い
た
ず
ら
に
村
人
に
暴
力
を
振
る
い
、
村
人
は
た
だ
そ
れ
に

樹
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
〈
山
猫
〉
が
村
人
を
い
じ
め
て
威
張
り
ち
ら
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
反
対
に
村
人
が
〈
山
猫
〉
の
暴
力
の
ひ
た
す
ら

耐
え
る
し
か
な
い
、
こ
う
し
た
奇
妙
な
支
配
と
屈
従
の
時
代
的
な
根
拠
が
殆
ど
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
結
果
、
〈
山
猫
〉
の
〈
流
浪
〉
は

彼
個
人
の
履
歴
と
し
て
、
ま
た
彼
の
悪
行
は
偶
人
的
な
性
格
欠
陥
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
支
配
と
題
従
は
中
巨

人
地
主
と
朝
鮮
小
作
農
と
の
隠
に
も
起
こ
っ
て
い
る
。
年
貢
を
納
め
に
行
っ
た
宋
老
人
が
中
国
人
の
地
主
に
殴
り
殺
さ
れ
る
が
、
朝
鮮
人
小
作

農
達
は
抗
議
す
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
土
地
小
作
権
の
問
題
は
満
州
移
民
史
を
理
解
す
る
な
に
よ
り
重
要
な
問
題
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

作
品
の
中
で
は
物
語
展
開
の
た
め
の
補
助
的
な
役
割
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
赤
い
山
」
の
問
題
点
は
、
同
じ
く
在
満
朝
鮮
人
の
内

(
幻
)

部
の
葛
藤
を
描
い
た
安
審
吉
の
「
翻
覚
村
」
と
比
べ
て
み
る
と
よ
り
明
確
に
認
識
で
き
る
。
そ
こ
に
も
「
赤
い
山
」
の
〈
山
猫
〉
同
様
の
韓
翼

椙
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
樹
党
村
」
の
韓
翼
椙
と
い
う
人
物
は
、
「
現
れ
さ
え
す
れ
ば
、
必
ず
な
に
か
を
し
で
か
す
」
村
の
「
癌
耀
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
そ
れ

で
、
村
人
は
「
彼
を
虫
け
ら
の
よ
う
に
思
っ
て
は
い
る
が
、
彼
に
腕
ま
れ
て
は
一
日
も
休
め
な
く
、
そ
れ
で
し
か
た
な
く
、
阿
糊
さ
れ
る
の
を
知

り
な
が
ら
も
、
つ
い
つ
い
お
金
を
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
」
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
「
問
問
覚
村
」
で
は
、
韓
翠
一
相
と
村
人
と
の
こ
の
よ
う
な
奇

妙
な
関
係
が
時
代
的
な
現
実
と
う
ま
く
結
合
し
て
い
る
。
祖
父
の
代
か
ら
満
州
に
暮
ら
し
、
そ
の
土
地
の
女
性
と
結
婚
し
、
中
国
国
籍
を
持
っ

て
い
る
韓
翼
椙
は
満
州
の
事
情
に
明
る
く
、
ま
た
言
葉
も
流
暢
で
あ
る
。
村
人
に
数
限
り
の
悪
行
を
働
く
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
彼
の
こ
の
よ

う
な
履
歴
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
川
れ
を
壁
史
的
に
裏
付
け
る
の
が
、
北
京
政
府
か
ら
東
三
省
の
各
省
長
と
道
罪
、
各
県
知
事
に
伝
達
さ
れ
た
「
在

(
沼
)

満
韓
人
駆
逐
秘
密
指
令
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
「
借
主
は
中
国
人
蕗
舗
、
ま
た
は
地
方
に
居
住
し
、
帰
化
し
て
三
年
以
上
を
経
過
し

た
朝
鮮
人
を
も
っ
て
保
証
人
と
し
、
中
国
人
の
地
主
が
秘
密
裏
に
土
地
を
朝
鮮
人
に
貸
出
し
た
り
、
売
却
し
た
場
合
は
、
国
土
盗
売
罪
と
し
て

処
罰
し
、
土
地
賃
貸
後
の
監
視
と
責
任
を
負
わ
せ
る
」
と
い
う
部
分
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
韓
翼
相
と
い
う
人
物
の
権
力
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

実
際
に
韓
翼
椙
は
留
党
村
人
の
土
地
購
入
の
際
、
中
国
国
籍
を
持
た
な
い
彼
ら
の
代
わ
り
に
買
入
主
に
な
っ
た
り
、
租
税
決
定
に
お
い
て
決
定

的
な
役
割
を
す
る
作
量
報
告
者
に
な
る
。
結
局
、
韓
翼
椙
の
権
力
と
い
う
の
は
、
彼
が
取
得
し
た
中
国
国
籍
に
拠
る
も
の
で
、
よ
り
根
源
的
に

は
、
日
本
の
満
州
進
出
と
中
国
側
の
必
死
的
な
抵
抗
と
い
う
歴
史
の
狭
間
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
韓
翼
相
の
生
き
方
は
こ
の

よ
う
な
時
代
性
か
ら
根
拠
し
、
ま
た
閤
党
村
人
の
流
浪
も
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
土
台
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
「
国
覚
村
」
の
韓
翼
相
に
対
す



る
以
上
の
考
察
は
、
「
赤
い
山
」
で
は
見
逃
さ
れ
て
い
る
鄭
翼
錆
を
取
り
ま
く
時
代
的
な
現
実
を
も
よ
り
明
確
に
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
韓
翼
栴
の
権
力
の
根
源
で
あ
り
、
村
人
の
屈
従
の
原
密
で
あ
る
国
籍
と
土
地
相
租
権
と
の
関
係
は
、
〈
山
猫
〉
と
村
人
と
の
関
係
だ

け
で
は
な
く
、
中
国
人
地
主
に
対
す
る
朝
鮮
人
小
作
た
ち
の
崩
従
の
藤
留
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
赤
い
山
」
で
は
在

満
朝
鮮
人
の
帰
化
問
題
、
土
地
相
租
権
な
ど
の
現
実
的
な
問
題
は
ほ
と
ん
ど
捨
象
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
万
宝
出
事
件
、
満
州
事
変
直
後
の
一
九

三
三
年
と
い
う
そ
の
発
表
年
代
に
も
関
わ
ら
ず
、
在
満
朝
鮮
人
の
諮
問
題
が
殆
ど
看
過
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
赤
い
山
」
で
見

ら
れ
る
の
は
、
満
州
移
民
史
の
複
雑
な
跨
題
の
根
源
を
ひ
た
す
ら
中
国
人
と
報
鮮
人
の
対
立
の
関
係
か
ら
認
識
し
よ
う
と
す
る
金
東
仁
の
単
続

的
な
視
線
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
単
線
的
な
視
線
は
、
す
で
に
一
九
二
五
年
発
表
さ
れ
た
代
表
作
づ
馬
鈴
薯
」
の
中
か
ら
も
よ
り
明
確
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

中
国
人
の
王
書
房
と
朝
鮮
人
の
福
女
の
対
立
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
「
馬
鈴
薯
」
の
中
で
、
中
昌
人
王
書
房
は
福
女
を
死
に
至
ら
せ
る
悪
ら
つ

な
加
害
者
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
加
害
者
と
し
て
の
中
国
人
と
被
害
者
と
し
て
の
朝
鮮
人
と
い
う
「
馬
鈴
薯
」
で
の
対
立
構
図
は
、
一
九

三
四
年
発
表
さ
れ
た
「
水
平
線
の
向
こ
う
に
」
の
中
で
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
対
立
構
図
は
、
時
代
と
満
州
と
い
う

背
景
の
遠
い
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
「
赤
い
山
」
の
中
で
も
そ
の
ま
ま
投
影
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
「
赤
い
山
」
の
背
景
は
必
ず
し
も
満
州
で

な
く
と
も
構
わ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
金
東
仁
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
満
州
の
歴
史
的
な
現
実
で
は
な
く
、
中
国
人
と
朝
鮮
人
と
の

対
立
的
な
構
図
に
こ
そ
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
概
念
は
万
宝
山
事
件
直
後
、
中
国
人
虐
殺
の
暴
動
に
走
っ
た
平
壌
人
の

感
情
と
基
本
的
に
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
0
8
1
た
、
彼
自
身
、
「
安
重
根
を
始
め
多
く
の
刺
客
を
排
出
し
た
多
血
性

の
平
壌
人
の
一
人
」
、
つ
ま
り
ね
っ
こ
か
ら
の
平
壌
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
赤
い
山
)
は
金
東
仁
自
身
の
概
念
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
満
州
移
民
の
問
題
の
背
後
に
あ
る
日
本
の
満
州
進
出

に
対
す
る
認
識
な
ど
は
全
く
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
「
赤
い
山
」
は
、
中
医
人
地
主
が
朝
鮮
人
の
小
作
を
一
方
的
に
搾
取
す
る

対
立
構
図
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
典
型
化
さ
れ
た
当
時
の
日
本
帝
国
の
祝
線
と
さ
ほ
ど
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
赤
い
山
」
が

翻
訳
さ
れ
て
い
る
申
建
訳
「
朝
鮮
代
表
小
説
集
」
(
教
材
社
、
一
九
四

O
年
)
の
考
察
か
ら
そ
の
模
様
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
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四

朝
鮮
文
学
の
日
本
的
な
受
容

一
九
部

O
年
前
後
に
な
る
と
、
日
本
文
学
で
は
朝
鮮
文
学
へ
の
興
味
が
急
増
し
、
朝
鮮
文
学
概
訳
集
の
出
版
や
文
芸
雑
誌
に
よ
る
耕
鮮
文
学

特
集
号
な
ど
が
頻
繁
に
組
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
朝
鮮
文
学
選
集
」
一
ニ
巻
(
赤
塚
書
房
、
一
九
四

O
年
)
、
『
朝
鮮
代
表
小
説
集
』
(
申
建
訳
、

教
材
社
、
一
九
題
。
年
)
、
李
光
株
の
「
嘉
実
」
(
モ
ダ
ン
自
本
社
、
一
九
四

O
年
)
な
ど
が
翻
訳
出
版
さ
れ
、
ま
た
、
『
文
学
案
内
」
(
一
九
三

七
年
二
月
)
、
吋
文
芸
』
(
一
九
自

O
年
七
月
)
な
ど
で
は
朝
鮮
文
学
特
集
号
が
組
ま
れ
、
「
改
造
」
で
は
「
朝
鮮
文
学
通
信
」
と
い
う
固
定
紹
介

織
が
設
け
ら
れ
た
り
す
る
。
金
史
良
の
「
光
の
中
に
」
(
吋
文
芸
首
都
」
一
九
三
九
年
一

O
月
)
が
芥
川
賞
候
補
作
と
し
て
選
ば
れ
た
の
も
こ
の

時
期
で
あ
る
。
吋
朝
鮮
日
報
い
と
吋
東
亜
日
報
」
の
廃
刊
(
一
九
四

O
年
八
月
)
、
朝
鮮
語
文
芸
誌
「
文
章
}
や
「
人
文
評
論
』
の
廃
刊
、
さ
ら

に
文
学
者
思
想
動
員
と
日
本
語
雑
誌
「
臣
民
文
学
い
の
創
刊
(
一
九
四
一
年
一
一
月
)
な
ど
と
い
う
朝
鮮
文
学
の
急
激
な
変
化
か
ら
考
察
し
て

み
る
と
、
朝
鮮
文
学
に
対
す
る
日
本
文
壇
の
突
発
的
な
関
心
は
、
「
朝
鮮
文
学
特
集
」
を
組
ん
だ
「
文
芸
」
の
編
集
後
記
か
ら
も
窺
え
る
よ
う

に
、
「
文
学
の
世
界
を
越
え
た
強
力
な
事
情
が
根
本
的
に
動
い
て
」
い
た
と
言
え
る
。
そ
の
「
強
力
な
事
情
」
を
こ
の
編
集
後
記
は
、
日
中
戦

争
以
降
、
日
本
全
体
が
、
内
地
と
外
地
と
の
灰
一
加
な
く
、
よ
り
大
き
い
国
民
的
な
情
調
と
し
て
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
そ
の
原
因
を
指
織
し

て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
後
記
で
い
う
日
本
と
朝
鮮
の
親
密
な
結
語
に
よ
る
一
体
化
し
た
情
調
は
、
植
民
地
朝
鮮
の
立
場
か
ら
み
る
と
、
一
切
の

朝
鮮
的
な
も
の
を
捨
て
る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
九
三
七
年
か
ら
始
ま
る
日
中
戦
争
、
一
九
三
八

年
の
志
願
兵
制
度
、
一
九
四

O
年
の
創
氏
改
名
な
ど
の
一
連
の
事
件
は
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
雰
岡
山
気
を
十
分
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
代
相
か
ら
見
る
と
、
一
九
四

O
年
前
後
に
日
本
文
学
で
起
こ
っ
た
朝
鮮
文
学
に
対
す
る
興
味
の
底
流
に
は
、
「
日
本
の
大
陸

授
略
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
の
朝
鮮
関
心
」
が
あ
っ
た
と
い
う
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
期
に
翻
訳
さ
れ
た
殆
ど
の
作
品
が
翻
訳
側
の
論
理
、

い
わ
ば
「
そ
の
内
容
面
で
体
制
側
の
意
図
を
充
分
に
満
足
さ
せ
る
か
、
も
し
く
は
ぎ
り
ぎ
り
の
所
で
も
そ
の
論
理
に
と
っ
て
、
無
害
で
あ
る
と

認
定
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
」
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
金
東
仁
の
「
赤
い
山
」
が
翻
訳
掲
載
さ
れ
て
い
る
吋
朝
鮮
小
説
代
表
集
』

も
こ
の
よ
う
な
雰
盟
気
の
中
で
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
四

O
年
教
材
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
こ
の
作
品
集
に
は
、
李
光
株
、
金
東
仁
を
始

め
、
一
三
人
の
朝
鮮
の
代
表
的
な
小
説
家
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
家
と
作
品
を
呉
体
的
に
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

金
南
天
「
少
年
行
」
、
李
箕
永
「
苗
木
」
、
李
孝
石
「
鯨
」
、
食
鎮
午
「
治
浪
亭
記
」
、
禁
高
槌
「
童
話
」
、
朴
泰
遠
「
窪
老
人
伝
抄
録
」
、
安



懐
南
「
軍
鶏
」
、
金
東
里
「
野
蓄
破
片
履
明
賀
川
「
逆
説
」

軍」

金
東
仁
「
赤
い
山
」
、
李
光
沫
「
見
え
ざ
る
女
」
、
李
箱
「
翼
」
、
李
泰
陵
「
農

こ
の
よ
う
に
、
作
品
集
に
は
韓
国
近
代
文
学
の
大
御
所
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
李
光
沫
を
始
め
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
代
表
的
な
作
家
で
あ
る
李
箕

永
や
金
南
天
、
さ
ら
に
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
を
代
表
す
る
李
箱
、
朴
泰
速
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
の
作
品
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
李

箱
の
「
翼
」
を
例
外
に
す
る
と
、
こ
こ
で
収
録
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
選
別
基
準
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
か
疑
問
を
抱
か
ざ
る

を
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
が
そ
の
個
別
作
家
の
お
も
な
特
徴
を
代
表
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
作
品
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。

と
く
に
金
南
天
や
李
箕
永
の
場
合
は
、
朝
鮮
の
撞
民
地
的
な
現
実
批
判
を
主
眼
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
と
し
て
の
特
敏
か
ら
す
る
と
、
そ

の
収
録
作
品
は
甚
だ
距
離
が
あ
る
も
の
が
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
金
東
仁
や
太
子
泰
俊
の
場
合
は
、
彼
ら
の
作
品
傾
向
か
ら
見
る
と
意
外

な
ほ
ど
時
代
的
な
現
実
を
取
り
上
げ
た
作
品
が
選
ば
れ
て
い
る
。
収
録
過
程
で
発
生
し
た
こ
の
よ
う
な
奇
妙
な
転
倒
過
程
を
李
泰
俊
の
「
農
箪
」

か
ら
考
察
し
て
み
よ
う
。

一
九
三
七
年
発
表
さ
れ
た
李
泰
俊
の
「
農
軍
」
は
金
東
仁
の
「
赤
い
山
」
罰
様
、
朝
鮮
人
満
州
移
民
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ

の
作
品
は
そ
の
ま
ま
直
接
万
宝
山
事
件
を
扱
っ
て
い
る
。
金
東
仁
の
「
赤
い
山
」
の
場
合
は
、
直
接
万
宝
山
事
件
を
扱
つ
て
は
い
な
い
が
、
そ

の
発
表
年
代
と
中
国
人
と
朝
鮮
人
に
よ
る
同
様
の
葛
藤
か
ら
、
万
宝
山
事
件
が
大
き
く
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
せ
る
。
つ
ま
り
、
吋
朝

鮮
代
表
小
説
集
」
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
二
作
は
、
在
満
朝
鮮
人
の
問
題
と
万
宝
山
事
件
の
影
響
と
い
う
一
部
か
ら
同
一
系
統
の
作
品
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
こ
の
二
作
が
ど
の
よ
う
な
側
部
か
ら
、
前
述
し
た
条
件
、
つ
ま
り
「
体
制
側
の
意
図
」
と
関
連
し
て
い
る
か

の
こ
と
で
あ
る
。

万
宝
山
事
件
は
、
事
件
発
生
ま
も
な
く
の
一
九
三
二
年
、
伊
藤
永
之
介
の
短
編
「
万
宝
山
」
を
通
じ
て
小
説
化
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
四
一
年

に
は
張
赫
寝
の
長
編
「
開
墾
」
に
よ
っ
て
作
口
開
化
さ
れ
て
い
る
。
李
泰
俊
の
「
農
軍
」
は
、
発
表
年
度
か
ら
見
る
と
、
こ
の
二
作
の
中
間
地
点

に
位
置
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
李
泰
俊
の
「
農
軍
」
が
す
で
に
伊
藤
永
之
介
の
「
万
宝
山
」
の
よ
う
な
、
事
件
自
体
に
対
す
る
多
様
な
分
析
作

業
の
土
台
の
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
す
れ
ば
、
満
州
移
民
史
に
対
す
る
当
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
検
証
資
料
は
、
こ
の
作
品

に
お
い
て
、
一
体
ど
の
く
ら
い
反
映
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
内
容
を
見
て
み
よ
う
。

主
人
公
魚
昌
権
一
家
は
故
郷
の
土
地
を
全
部
売
り
払
っ
て
、
満
州
の
地
に
夢
を
抱
い
て
、
長
春
の
あ
る
朝
鮮
人
部
落
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
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る
。
そ
こ
で
一
家
は
、
村
人
と
と
も
に
中
国
側
か
ら
払
い
下
げ
ら
れ
た
土
地
を
本
由
化
す
る
た
め
水
路
作
業
に
取
り
か
か
る
が
、
水
由
化
に
対

す
る
中
国
農
民
の
持
続
的
な
反
対
に
よ
っ
て
、
水
路
作
業
は
さ
ま
ざ
ま
な
難
関
に
ぶ
つ
か
る
。
し
か
し
、
朝
鮮
人
村
人
は
そ
の
難
関
を
乗
り
越

え
、
つ
い
に
水
路
を
完
成
す
る
に
至
る
。

こ
の
よ
う
な
内
容
か
ら
克
る
よ
う
に
、
作
品
全
体
は
土
地
の
開
墾
に
対
す
る
朝
鮮
人
の
強
い
意
志
で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
意
志
の
設
定
は
、
関
撃
の
成
功
を
予
想
し
、
そ
れ
を
正
当
化
す
る
論
理
構
造
に
裏
打
ち
さ
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
時
代
的
な
現
実
が
ほ
と
ん

ど
看
過
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
開
墾
に
対
す
る
朝
鮮
人
の
強
い
意
志
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
意
志
を
妨
害
す
る
対
立
概
念

の
悪
役
が
必
要
に
な
り
、
そ
れ
を
中
関
農
民
が
担
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
作
品
の
中
に
登
場
す
る
中
国
農
民
は
い
ず
れ
も
無

知
で
、
か
つ
悪
ら
つ
な
人
間
と
し
て
描
写
さ
れ
て
お
り
、
中
国
富
憲
な
ど
は
朝
鮮
人
か
ら
の
熊
賂
ば
か
り
要
求
す
る
腐
敗
し
た
人
鰐
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
九
=
二
年
、
伊
藤
永
之
介
の
「
万
宝
山
」
で
す
で
に
認
識
さ
れ
た
問
題
、
例
え
ば
、
水
路
作
業
を
妨
害
す
る
中
国

農
民
の
背
後
と
し
て
の
中
国
政
府
、
朝
鮮
人
に
対
す
る
中
国
政
府
の
し
つ
こ
い
牽
制
理
由
な
ど
が
、
こ
の
作
品
で
は
殆
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
「
農
箪
」
に
お
い
て
も
、
金
東
仁
の
「
赤
い
山
」
罰
様
、
在
満
朝
鮮
人
の
現
実
的
な
問
題
の
根
源
と
し
て
日
本
帝
国

の
本
震
が
見
逃
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
農
箪
」
が
こ
の
よ
う
に
現
実
を
無
視
し
て
ま
で
開
墾
の
成
功
だ
け
に
こ
だ
わ
っ
た
の
は
、
当
時
の

時
代
的
な
状
況
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
の
満
州
移
民
は
、
一
九
三
二
年
以
降
、
数
次
に
渡
る
試
験
移
民
を
経
て
、
三
七
年
か
ら
大
量
移
民
の
時
代
に
突
入
し
て
い
る
。

一
九
三
二
年
満
州
国
が
建
設
さ
れ
た
後
、
日
本
は
満
州
支
配
の
安
定
と
強
化
の
た
め
、
軍
事
治
安
上
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
そ
の
役
割
の
一
環
と

し
て
満
州
移
民
が
国
策
と
し
て
定
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
的
な
要
求
に
応
え
る
か
た
ち
で
、
「
新
天
地
、
新
世
界
へ
の
憧
憶
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
大
経
開
拓
文
学
が
ブ
!
ム
に
な
っ
て
い
く
。
大
陸
開
拓
に
関
心
を
持
つ
文
学
者
が
関
係
当
局
と
緊
密
な
提
携
の
も
と
で
、
「
臣
家
的

事
業
達
成
の
一
助
に
参
与
し
、
文
章
報
国
の
実
を
挙
げ
る
」
た
め
、
一
九
三
九
年
に
は
「
大
陸
開
拓
文
芸
懇
話
会
」
が
設
立
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

満
州
移
民
の
国
策
化
と
そ
の
奨
励
の
た
め
、
開
拓
文
学
が
要
求
さ
れ
は
じ
め
た
の
が
、
一
九
三
七
年
頃
か
ら
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
年
に
李

泰
俊
の
「
農
軍
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
上
の
一
致
は
、
「
農
軍
」
が
日
本
の
満
州
大
経
進
出
の
一
環
と
し
て
成

立
さ
れ
た
開
拓
文
学
の
一
種
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
金
東
仁
の
「
赤
い
山
」
が
加
害
者
と
し
て
の
中
国
の
イ

メ
ー
ジ
を
極
度
に
誇
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
立
市
の
満
州
進
出
正
当
化
に
一
助
し
た
と
す
れ
ば
、
李
泰
俊
の
「
農
軍
」
は
開
拓
の
幻
影
を
造

り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
か
ら
ず
大
陸
進
出
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
二
作
が
一
九
四

O
年
の
申
建
訳
「
朝
鮮
代
表
小
説
集
』



に
掲
載
さ
れ
た
背
景
に
は
こ
の
よ
う
は
理
由
が
大
き
く
働
い
て
い
た
と
い
え
る
。

五

結
器4
日開

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
赤
い
山
」
は
日
帝
下
の
満
州
移
民
史
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
に
は
、
当
時
の
多
く

の
韓
国
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
が
持
つ
時
代
へ
の
認
識
と
変
革
の
意
志
な
ど
は
見
あ
た
ら
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
当
代
の
現
実
を
歪
曲
・
隠
ぺ
い
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
帝
側
の
意
図
に
添
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
点
、
逆
に
、
こ
の
作
品
を
通
し
て
体
制
側
の
意
図
を
読
み
と

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

「
赤
い
山
」
の
発
表
さ
れ
た
一
九
三
三
年
と
い
う
の
は
、
日
本
の
満
州
侵
略
の
意
図
が
現
実
化
さ
れ
た
万
宝
山
事
件
と
満
州
事
変
が
起
こ
っ

た
直
後
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
期
に
、
金
東
仁
は
当
時
の
敏
感
な
政
治
的
な
懸
案
に
な
っ
て
い
る
満
州
と
在
満
朝
鮮
人
の
問
題
を
寂
り
上
げ

て
い
る
。
耽
美
の
世
界
に
閉
じ
込
も
っ
て
い
た
今
ま
で
の
彼
の
文
学
世
界
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
素
材
の
選
択
は
、
非
常
に
突
飛
的
な
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
素
材
の
急
変
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
赤
い
山
」
の
中
で
は
、
依
然
と
し
て
耽
美
的
な
作
品
で
み

せ
た
以
前
の
非
現
実
性
や
観
念
性
は
そ
の
ま
ま
露
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
植
民
地
現
実
の
一
つ
の
核
心
と
い
う
べ
き
満
州
移
民
史
問
問
題
を
、

金
東
仁
は
中
国
人
と
朝
鮮
人
の
対
立
と
い
う
彼
自
身
の
観
念
を
通
じ
て
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
金
東
仁
の
規
線
は
、
一
九
西

二
年
発
表
さ
れ
た
安
需
吉
の
「
関
覚
村
」
と
の
比
較
か
ら
一
一
層
き
わ
だ
つ
。
「
圏
覚
村
」
の
場
合
は
、
在
満
朝
鮮
人
と
中
国
人
の
対
立
の
根
源

と
し
て

E
本
の
満
州
進
出
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
金
東
仁
の
「
赤
い
山
」
に
お
い
て
は
、
加
害
者
の
中
国
と
被
害
者
の
朝
鮮
と
い
う
観
念
的
な

対
立
構
図
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
作
品
は
、
在
満
朝
鮮
人
問
題
の
背
後
勢
力
と
し
て
の
日
帝
の
存
在
が
看
過

さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
満
州
侵
略
を
正
当
化
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
一
九
四

O
年
、
「
赤
い
山
」
が
羽

鮮
代
表
小
説
集
い
に
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
作
品
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
親
体
制
約
な
性
格
を
証
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

注(l)
金
東
仁
小
説
に
お
い
て
の
、
歴
史
意
識
の
欠
如
と
装
術
至
上
的
な
傾
向
を
指
縞
、
批
判
す
る
主
な
論
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

金
允
植
「
反
歴
史
主
義
志
向
の
過
誤
」
(
吋
文
学
思
想
町
一
九
七
二
年
一
一
月
号
)
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金
春
美
「
金
東
仁
研
究
い
(
高
路
大
学
校
民
族
文
化
研
究
所
、
一
九
八
五
年
)

李
康
彦
「
金
東
仁
と
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
の
限
界
」
(
「
轍
南
語
文
学
町
一
九
七
五
年
一
一
月
)

長
崎
吉
『
朝
鮮
斡
凶
器
文
学
」
(
河
出
議
房
新
社
、
一
九
八
九
年
)

(2)
韓
国
教
育
開
発
院
編
「
中
学
校
国
語
教
師
舟
指
導
響
2
i
1
」
(
大
韓
教
科
欝
株
式
会
社
、
一
九
八
四
年
)

(3)
注

(2)
に
同
じ
。

(4)
吋
国
史
大
事
典
・
一
(
国
史
大
事
典
繍
集
委
員
会
、
古
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
)

(5)
朴
、
永
錫
「
万
宝
出
事
件
研
究
』
(
亜
縦
亜
文
化
社
、
一
九
七
八
年
、
ソ
ウ
ル
)

(6)
張
赫
宙
「
追
は
れ
る
人
々
」
(
「
改
造
」
、
一
九
三
二
年
一

O
丹
)

(7)
註

(6)
に
同
じ
。

(8)
本
文
中
の
万
宝
山
事
件
の
経
過
に
対
す
る
記
述
は
、
お
も
に
朝
日
新
聞
一
九
=
二
年
七
月
一
一
一
告
か
ら
七
汚
八
日
ま
で
の
記
事
を
参
考
に
し
た
。

(9)
中
西
伊
之
助
「
満
州
に
.
漂
泊
す
る
朝
幹
人
」
(
宗
主
芝
、
一
九
一
一
一
一
年
八
月
)

(
印
)
注

(5)
の
朴
、
永
錫
『
万
宝
山
事
件
研
究
」
に
よ
る
と
、
一
九
世
紀
初
め
ま
で
は
鎖
菌
政
策
の
よ
っ
て
開
島
問
墾
が
厳
絡
に
統
制
さ
れ
た
が
、
一
八
八
三
年
西
北
経

略
使
魚
充
中
の
建
議
(
越
江
罪
人
不
可
尽
殺
)
に
よ
り
、
処
罰
を
中
止
し
、
地
券
を
発
布
し
て
法
定
主
民
に
な
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
中
愚
政
府
は
間

島
地
域
に
畑
山
ら
ず
、
自
国
の
制
利
益
の
た
め
、
未
開
制
即
応
地
問
墾
と
稲
作
に
長
け
て
い
る
朝
鮮
人
を
優
先
的
に
受
け
入
れ
る
。
ま
た
、
清
の
吉
林
省
で
は
越
江
流
民
に
中

国
の
籍
を
与
え
た
と
い
う
。

(
日
)
注

(9)
に
同
じ
。

(
ロ
)
注

(9)
に
同
じ
。

(
日
)
刊
朝
鮮
日
報
』
一
九
三
二
年
七
月
一
九
日
付
記
事
。

(
は
)
こ
の
会
見
は
、
吉
林
省
駐
在
朝
鮮
人
に
対
す
る
中
国
人
の
迫
害
を
謝
罪
す
る
形
式
で
は
あ
る
も
の
の
、
中
国
側
は
在
満
朝
鮮
人
の
国
籍
に
関
す
る
開
題
を
お
も
に
取

り
上
げ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
中
国
側
は
朝
鮮
人
の
満
州
移
住
を
日
本
の
満
州
侵
略
の
先
兵
と
見
な
し
、
こ
の
間
題
の
解
決
は
朝
鮮
人
の
中
国
国
籍
取
得
に
あ
る
と

言
及
し
て
い
る
0

2
東
亜
日
報
」
一
九
三
二
年
一
一
月
二
九
日
付
参
照
)

(
日
)
伊
藤
永
之
合
「
万
宝
山
」
(
『
改
造
』
、
一
九
}
一
二
年
一

O
月
号
)

(
時
)
註
(
日
)
に
同
じ
。

(
口
)
「
赤
い
出
」
の
発
表
年
代
は
、
現
在
刊
行
さ
れ
て
い
る
吋
三
千
里
』
影
印
本
で
は
一
九
三
二
年
四
月
に
な
っ
て
い
る
が
、
す
べ
て
の
論
著
の
ゅ
で
は
一
九
三
三
年
四

月
と
し
て
通
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
開
題
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
疑
問
と
し
て
提
示
し
て
い
こ
う
と
思
う
が
、
取
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
一
般
的
な
慣
例
に
従
っ
た
。

(
凶
)
中
西
伊
之
助
「
楼
た
り
!
在
満
朝
鮮
同
胞
」
(
吋
改
造
」
、
一
九
=
二
年
一
二
月
)
(
拍
)
波
(
時
)
と
同
じ
。

(
却
)
本
稿
に
お
い
て
の
「
赤
い
山
」
か
ら
の
本
文
引
用
は
、
申
建
訳
吋
朝
鮮
代
表
小
説
集
」
(
教
材
社
、
一
九
西
O
年
)
に
依
っ
た
。



(
幻
)
安
詩
吉
「
圏
覚
村
」
(
「
国
民
文
学
可
一
九
回
二
年
二
月
号
)

(
幻
)
「
東
亜
日
報
い
一
九
二
七
年
一
二
月
一
一
一
一
日
付
。

(
お
)
注

(9)
に
同
じ
。

(
担
)
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
朴
春
日
「
増
補
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る
朝
鮮
像
」
(
未
来
社
、

(2)
」
(
「
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
」
六
号
、
一
九
八
二
年
)
に
詳
し
い
。

(
お
)
編
集
後
記
「
文
芸
」
ご
九
四
O
年
八
月
)

(
お
)
田
中
明
「
朝
鮮
文
学
へ
の
日
本
人
の
か
か
わ
り
方
」
(
明
文
学
」
、
一
九
七

O
年
一
一
月
)

(
訂
)
梶
井
砂
「
現
代
朝
鮮
文
学
へ
の
日
本
人
の
対
応

(2)
」
(
安
岡
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
六
号
、
九
八
二
年
)

(
お
)
参
考
的
に
朝
鮮
文
学
が
初
め
て
日
本
語
翻
訳
さ
れ
た
の
は
、
一
九
二
五
年
九
月
「
文
章
倶
楽
部
」
に
翻
訳
さ
れ
た
玄
鎖
建
「
火
事
」
で
あ
る
。
以
降
、

一
O
月
号
に
は
、
金
東
仁
の
「
馬
鈴
薯
」
が
伺
雑
誌
に
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
。
注
(
幻
)
参
照
。

(
却
)
日
本
で
の
満
州
移
民
は
、
一
九
三
七
年
か
ら
「
二
十
年
間
、
百
万
戸
送
出
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
五
百
万
人
の
送
出
を
計
画
し
た
。
こ
の
計
画
に
お
い
て
は
、
移

民
の
規
模
、
形
態
な
ど
の
よ
っ
て
、
農
業
集
団
移
民
と
自
由
移
民
と
分
け
ら
れ
、
お
も
に
前
者
の
移
民
に
主
娘
点
を
置
い
た
。
農
業
集
部
移
民
は
徴
兵
検
査
後
の
成

人
男
子
を
募
集
対
象
に
し
て
お
り
、
こ
の
移
民
に
対
す
る
統
治
者
の
期
待
と
重
要
性
を
窺
わ
せ
る
。
白
取
道
博
吋
満
蒙
開
拓
青
少
年
義
勇
軍
関
係
資
料
l
」
(
不
二

出
版
者
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。

(
却
)
尾
崎
秀
樹
「
近
代
文
学
の
傷
痕
!
担
植
民
地
文
学
論
」
(
岩
波
書
届
開
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

一
九
八
五
年
)
、
梶
井
捗
「
現
代
朝
鮮
文
学
へ
の
日
本
人
の
対
硲

一
九
二
七
年

一
九
九
一
年
)

付
記
・
・
稿
を
成
す
に
捺
し
て
、
終
始
、
名
波
弘
彰
先
生
の
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
心
か
ら
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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