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月

論　

説

　
　
　

満
洲
「
水
稲
作
」
の
嚆
矢
に
関
す
る
一
考
察

　
　
　　
　
　
　
　
　

朝
鮮
と
満
洲
の
日
本
人
技
術
者
の
「
乾
稲
」
認
識
の
差
異
に
着
目
し
て　
　

湯　

川　
　

真　

樹　

江

　
　
　
　
　

は　

じ　

め　

に

　

本
稿
で
は
、
朝
鮮
と
満
洲
の
日
本
人
技
術
者
の
乾
稲
に
対
す
る
認
識
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
一
八
七
五
年
頃
の
い
わ
ゆ

る
満
洲
「
水
稲
作
」
の
嚆
矢
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
乾
稲
は
朝
鮮
在
来
種
の
京
租
、
大
邱
租
、
龍
川
租
な
ど
の
品
種
を
指
し
、
乾
畓

（
ト
ウ
）
用
品
種
と
も
称
さ
れ
る
。
乾
稲
は
耐
旱
性
を
有
し
て
い
た
た
め
に
、
乾
田
（
乾
畓
）
に
播
種
し
梅
雨
の
時
期
に
天
水
を
待
っ
て

灌
水
田
に
移
行
す
る
と
い
う
特
殊
な
栽
培
法
が
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
乾
稲
は
朝
鮮
北
西
部
の
日
本
人
技
術
者
に
よ
っ
て
水
稲

や
陸
稲
と
は
分
け
て
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
管
見
の
限
り
満
洲
で
は
乾
稲
が
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
す
べ
て
水
稲
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
満
洲
の
米
作
史
研
究
に
お
い
て
も
乾
稲
に
つ
い
て
の
言
及
は
極
め
て
少
な
い
。
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満
洲
水
稲
作
の
嚆
矢
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
、
一
九
世
紀
後
半
に
南
満
洲
各
地
で
水
稲
の
栽
培
が
成
功
し
、
各
地
で
普
及
し
た
と
す

る
認
識
が
主
流
で
あ
っ
た
。
衣
保
中
は
、
朝
鮮
移
民
が
満
洲
で
行
っ
た
米
作
の
歴
史
は
長
く
、
彼
ら
が
満
洲
に
渡
っ
て
き
て
か
ら
の
時

間
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
し
た
。
水
稲
の
栽
培
に
つ
い
て
は
、
一
八
四
五
年
に
朝
鮮
移
民
が
水
稲
耕
作
の
跡
を
発
見
し
た
こ
と
や
、
一

八
七
五
年
に
金
姓
の
朝
鮮
移
民
が
「
現
在
の
遼
寧
省
桓
仁
県
下
甸
子
地
方
に
お
い
て
水
稲
を
播
種
し
、
成
功
さ
せ
た
」
こ
と
を
指
摘
し

た
）
1
（

。
ま
た
金
穎
は
、
一
八
七
五
年
に
鴨
緑
江
上
流
の
通
化
県
上
甸
子
一
帯
に
お
い
て
朝
鮮
移
民
が
水
稲
を
播
種
し
成
功
さ
せ
た
こ
と
が
、

以
降
の
水
田
発
展
の
契
機
と
な
っ
た
と
述
べ
た
）
2
（

。
そ
し
て
于
春
英
は
、
一
八
六
五
年
に
通
化
県
上
甸
子
や
下
甸
子
に
移
住
し
た
朝
鮮
人

が
水
稲
を
栽
培
し
た
と
述
べ
、
こ
の
地
域
一
帯
で
の
水
稲
栽
培
を
指
摘
し
た
）
3
（

。

　

朝
鮮
か
ら
満
洲
へ
の
稲
作
の
伝
播
に
言
及
し
た
研
究
に
は
、
松
村
高
夫
と
朴
敬
玉
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
松
村
は
一
九
二
〇
年
代

後
半
に
、
朝
鮮
北
部
農
民
は
畑
作
技
術
を
媒
体
と
し
て
満
洲
（
北
間
島
地
方
）
に
移
住
し
、
朝
鮮
南
部
農
民
は
水
田
米
作
技
術
を
媒
体
と

し
て
満
洲
（
西
間
島
、
中
・
北
満
洲
地
方
）
に
移
住
し
た
と
指
摘
し
た
）
4
（

。
そ
れ
に
対
し
朴
は
、
水
稲
と
陸
稲
の
伝
播
は
よ
り
複
雑
な
過
程

を
経
て
満
洲
に
持
ち
込
ま
れ
た
と
説
明
し
、
松
村
の
「
二
系
列
の
移
動
説
」
だ
け
で
は
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
主
張
し
た
）
5
（

。
朴
も

「
一
八
七
五
年
に
は
通
化
の
下
甸
子
で
も
水
稲
が
つ
く
ら
れ
」
た
と
述
べ
）
6
（

、
満
洲
米
作
史
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
研
究
者
の
多
く
が
、
一

八
七
五
年
を
水
稲
栽
培
の
重
要
な
一
つ
の
契
機
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
研
究
者
が
こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
背
景

に
は
、
朝
鮮
北
部
と
南
満
洲
で
は
畑
作
中
心
の
農
業
が
古
く
か
ら
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
（
面
的
条
件
）、
一
九
世
紀
後
半
の
満
洲
の
封
禁

政
策
の
形
骸
化
や
越
江
罪
の
廃
止
を
契
機
と
し
て
（
時
間
的
条
件
）、
朝
鮮
移
民
が
南
満
洲
に
水
稲
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
こ
と
（
ヒ
ト
・

モ
ノ
の
移
動
）
が
共
通
の
認
識
と
し
て
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
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そ
れ
に
対
し
筆
者
は
、
一
八
七
五
年
頃
に
朝
鮮
移
民
に
よ
る
水
稲
の
試
作
が
「
成
功
」
し
た
こ
と
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
満
洲
に

水
稲
作
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
み
る
従
来
の
考
え
と
は
、
や
や
異
な
る
見
解
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
満
洲
の
米
作
を
乾
稲
に
言
及
す

る
こ
と
の
な
い
ま
ま
水
稲
と
陸
稲
の
二
分
類
で
理
解
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
始
ま
り
に
つ
い
て
誤
っ
た
形
で
認
識
し
か
ね
な
い
か
ら
で

あ
る
。
乾
稲
を
加
え
た
水
稲
、
陸
稲
の
三
分
類
は
、
主
に
朝
鮮
の
技
師
武
田
総
七
郎
）
7
（

を
筆
頭
に
し
て
、
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
西
鮮

支
場
の
技
術
者
た
ち
の
間
で
共
有
さ
れ
た
認
識
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
乾
稲
と
い
う
区
分
を
用
い
て
分
析
の
糸
口
と
し
、
満
洲
「
水

稲
作
」
の
嚆
矢
に
つ
い
て
再
検
討
を
試
み
る
。
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
満
洲　
　

と
り
わ
け
鴨
緑
江
一
帯　
　

で
栽
培
さ
れ
て
い
た

朝
鮮
在
来
種
の
「
水
稲
」
は
多
く
が
乾
稲
で
あ
り
、
乾
稲
栽
培
の
歴
史
を
踏
ま
え
る
と
、
一
八
七
五
年
以
前
の
栽
培
が
十
分
に
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　

満
洲
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
在
来
種
の
多
く
が
乾
稲
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
筆
者
は
金
穎
の
説
に
対
し
て
新
た
な

見
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
金
は
「
一
九
世
紀
中
期
に
朝
鮮
移
民
が
入
境
し
水
田
を
開
発
す
る
前
は
、
東
北
に
は
お
そ
ら

く
水
田
農
業
は
な
か
っ
た
。
一
八
七
五
年
に
通
化
上
甸
子
で
初
め
て
水
稲
の
試
作
が
成
功
す
る
前
に
、
東
北
に
移
住
し
て
き
た
関
内
移

民
が
広
く
栽
培
し
て
い
た
〝
稲
〞
は
お
そ
ら
く
陸
稲
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
す
る
）
8
（

。
ま
た
金
は
、
渤
海
国
期
の
「
盧
城
之
稲
」
は
水
稲
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
後
「
何
故
だ
か
わ
か
ら
な
い
が
、
渤
海
国
が
滅
び
て
か
ら
東
北
地
区
に
は
基
本
的
に
水
稲
を
栽

培
し
た
記
録
が
な
く
、
水
稲
の
栽
培
は
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
一
つ
の
歴
史
の
謎
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
）
9
（

。
こ
う
し
た
金
の

指
摘
に
対
し
、
乾
稲
の
性
質
を
理
解
し
た
上
で
満
洲
の
状
況
を
考
え
れ
ば
、
一
九
世
紀
中
期
以
前
に
乾
稲
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
。
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な
お
金
は
、
乾
稲
と
そ
の
主
な
栽
培
法
で
あ
っ
た
乾
田
直
播
法
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。「
二
〇
世
紀
初
乾
田
直
播
法
が
朝
鮮
平

安
南
北
地
区
の
水
稲
耕
作
の
主
な
方
法
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
平
安
南
北
道
西
部
海
岸
の
平
地
に
は
乾
田
直
播
の
水
田
総
面
積
が
五
万
町
歩

あ
り
、
一
〇
〇
種
の
耐
旱
性
乾マ

マ稲
品
種
が
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
こ
の
乾
田
直
播
法
は
近
代
朝
鮮
移
民
の
東
北
へ
の
移
住
に
伴
い
持
ち
込
ま

れ
た
）
10
（

」。
こ
の
よ
う
に
金
は
「
乾
稲
品
種
」
に
言
及
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
分
類
、
考
察
し
て
は
お
ら
ず
、
水
稲
と
し
て
一
括
に

捉
え
て
お
り
、
乾
田
直
播
法
と
い
う
農
法
が
満
洲
に
伝
え
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
金
の
認
識
に
よ
る
と
、
朝
鮮
移
民
は
満
洲
へ

の
移
住
に
際
し
、
水
稲
を
持
ち
込
み
乾
田
直
播
法
な
ど
の
農
法
に
よ
っ
て
栽
培
が
「
成
功
」
し
た
た
め
、
そ
れ
が
以
後
の
水
稲
作
展
開

の
契
機
と
な
っ
た
と
み
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
こ
れ
ま
で
他
の
研
究
者
の
間
に
も
共
有
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ

は
後
述
す
る
よ
う
に
、
代
表
的
な
史
料
で
あ
っ
た
南
満
州
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
、
満
鉄
）
関
係
資
料
そ
の
も
の
が
乾
稲
を
水
稲
と
み
な

し
、
乾
田
直
播
法
と
い
う
農
法
を
持
ち
込
ん
だ
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
満
鉄
関
係
資
料
に
は
満
洲
水
稲
作
の
嚆
矢
が
一

八
七
五
年
頃
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
倣
っ
た
先
行
研
究
も
多
い
。
そ
の
た
め
満
鉄
関
係
資
料
の
記
述
は
、
現
代
の
研
究
者
の
認
識

に
一
定
程
度
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　

参
考
ま
で
に
、
朝
鮮
農
業
史
側
の
研
究
状
況
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
朝
鮮
の
著
名
な
古
農
書
で
あ
る
『
農
事
直
説
』
に
お
い
て
は
、

稲
は
水
稲
の
ほ
か
に
陸
稲
を
意
味
す
る
旱
稲
（
ま
た
は
山
稲
）
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
管
見
の
限
り
乾
稲
と
い
う
語
は
確
認
で
き
な
い
）
11
（

。

ま
た
、
日
本
人
が
一
九
〇
七
年
に
刊
行
し
た
初
の
朝
鮮
全
土
の
調
査
で
あ
る
『
韓
国
土
地
農
産
調
査
報
告
』
に
お
い
て
も
、
稲
は
水
稲

と
陸
稲
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
報
告
書
の
執
筆
を
担
当
し
た
本
田
幸
介
（
勧
業
模
範
場
初
代
場
長
）
は
、
水
稲
の
項
目
に
て

特
殊
な
栽
培
法
の
稲
を
「
陸
稲
ニ
似
」
た
も
の
と
記
述
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
著
名
な
日
本
人
技
術
者
も
乾
稲
に
つ
い
て
の
認
識
を

三
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有
し
て
い
な
か
っ
た
と
み
ら
れ
る
）
12
（

。
な
お
、
植
民
地
期
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
の
中
心
部
分
と
な
る
た
め
、
後
に
詳
述
す
る
。

　

戦
後
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
の
元
試
験
場
技
術
者
ら
が
編
纂
し
た
資
料
『
旧
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
農
業
試
験
研
究
の
成
果
』（
農
林
省

熱
帯
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
資
料
で
は
、
当
時
大
部
分
の
日
本
人
技
術
者
が
朝
鮮
在
来
の
農
業
を
軽

視
し
て
き
た
こ
と
を
省
み
つ
つ
、
積
極
的
に
乾
畓
直
播
法
と
乾
稲
品
種
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
価
値
を
評
価
し
て
い
る
）
13
（

。
そ
れ
は
、

総
論
、
総
合
考
察
な
ど
を
担
当
し
た
嵐
嘉
一
が
、
西
鮮
支
場
長
高
橋
昇
の
下
で
勤
務
し
て
い
た
こ
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
。
嵐
は
本
書
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
説
明
に
多
く
の
紙
幅
を
さ
い
て
お
り
、
戦
前
あ
ま
り
知
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
乾
稲
が
、
戦
後
こ
う
し
た
資
料
の
刊
行

に
よ
っ
て
知
識
が
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
朝
鮮
農
業
史
研
究
に
お
い
て
は
、
乾
稲
に
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
在
来
農
法
の
重
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
李
朝
後
期

の
朝
鮮
農
法
を
検
討
し
た
宮
嶋
博
史
は
、
農
法
の
発
展
を
水
田
と
旱
田
に
分
け
て
考
察
し
、
水
田
農
法
の
発
展
方
向
を
二
つ
の
点
で
確

認
し
た
）
14
（

。
一
つ
は
直
播
法
か
ら
移
植
法
（
田
植
法
）
へ
の
移
行
で
、
も
う
一
つ
は
乾
畓
法
技
術
（
稲
の
乾
田
直
播
法
）・
乾
秧
法
技
術
（
陸

苗
代
法
）
の
確
立
で
あ
っ
た
。
宮
嶋
は
、「
第
二
の
発
展
方
向
は
、
稲
の
播
種
か
ら
幼
苗
育
成
ま
で
の
過
程
を
乾
田
の
状
態
で
管
理
す
る

き
わ
め
て
特
徴
的
な
農
法
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
水
稲
作
へ
の
対
旱
農
法
の
適
用
は
、
移
秧
法
導
入
に
際
す
る
危
険
防
止
策
と
し
て
、

移
秧
法
を
普
及
さ
せ
る
要
因
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
）
15
（

、
乾
畓
直
播
法
が
乾
燥
地
に
お
け
る
「
危
険
防
止
策
」
と
し
て
重
要
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
朝
鮮
農
業
史
に
お
い
て
も
、
乾
稲
は
朝
鮮
北
部
の
稲
作
を
説
明
す
る
際
に
簡
潔
に
言
及
さ
れ
る

程
度
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
水
稲
と
陸
稲
の
二
分
類
で
検
討
さ
れ
る
の
が
主
流
で
あ
っ
た
。

　

現
在
の
韓
国
側
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
洪
鐘
佖
の
研
究
が
挙
げ
ら
れ
る
。
洪
は
陸
稲
と
水
稲
を
分
け
て
考
察
し
て
い
な
い
も
の
の
、

三
〇
九
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そ
の
分
析
手
法
は
興
味
深
い
。
洪
は
、
も
と
も
と
平
安
北
道
と
咸
鏡
南
道
の
農
民
が
「
稲
作
農
業
」
を
知
っ
て
い
た
こ
と
、
朝
鮮
人
が

清
の
官
吏
を
殺
傷
し
た
「
三
道
溝
事
件
」
の
処
刑
者
の
中
に
平
安
北
道
の
水
田
地
帯
で
あ
る
安
州
出
身
者
が
い
た
こ
と
を
述
べ
、
満
洲

水
稲
作
の
嚆
矢
を
「
通
説
」
よ
り
一
八
四
年
早
い
一
六
八
六
年
（
三
道
溝
事
件
の
次
の
春
）
と
し
た
。
彼
は
、
満
鉄
資
料
で
あ
る
『
満
洲

ノ
水
田
』
お
よ
び
『
満
洲
の
水
田
』
に
あ
る
「
嚆
矢
」
の
記
述
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
満
鉄
が
「
満
洲
水
稲
作
の
起
源
」

を
「
一
八
六
〇
〜
一
八
七
〇
、
一
八
七
五
年
と
し
た
の
は
、
朝
鮮
で
「
越
江
罪
」
が
廃
止
さ
れ
た
の
が
一
八
七
〇
年
（「
庚
辰
開
拓
」）
で

あ
る
こ
と
、
日
本
と
通
商
条
約
を
締
結
し
た
の
が
一
八
七
五
年
で
あ
る
こ
と
」
が
関
係
す
る
と
み
ら
れ
る
）
16
（

。
こ
う
し
た
朝
鮮
・
満
洲
境

界
史
か
ら
み
た
洪
の
指
摘
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
「
稲
作
農
業
」
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
朝
鮮
北
部
農
民

に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
態
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
満
洲
水
稲
作
の
嚆
矢
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
水
稲
と
陸
稲
の
二
分
類
に
よ
る
栽
培
史
や
、
朝
鮮

在
来
農
法
へ
の
考
察
、
朝
鮮
・
満
洲
境
界
史
か
ら
の
検
討
が
有
効
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
筆
者
が
乾
稲
と
い
う
品
種
群
の
特

徴
に
着
目
す
る
理
由
は
、
そ
の
特
殊
な
性
質
が
満
洲
水
稲
作
の
嚆
矢
を
考
え
る
上
で
、
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
戦
前
に
行
わ
れ
た
満
洲
と
朝
鮮
の
稲
作
研
究
に
着
目
し
、
乾
稲
に
関
す
る
知
識
を
紹
介
す
る
（
一
章
お
よ
び
二

章
）。
次
に
満
洲
で
乾
稲
が
広
く
栽
培
さ
れ
て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
、
満
洲
で
乾
稲
が
水
稲
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
理
由
を
考
察

す
る
（
三
章
）。
お
わ
り
に
で
は
、
乾
稲
の
存
在
を
ふ
ま
え
た
満
洲
「
水
稲
作
」
像
を
提
示
す
る
。
筆
者
は
、
乾
稲
の
特
徴
は
ま
さ
に
水

稲
日
本
種
が
移
入
さ
れ
る
以
前
の
状
況
を
、
自
然
の
栽
培
環
境
や
朝
鮮
人
の
農
耕
条
件
に
お
い
て
「
支
え
て
」
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う

し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
当
該
地
域
に
お
け
る
稲
作
が
「
近
代
的
」
な
も
の
へ
と
移
行
す
る
一
つ
の
結
節
点
に
な
っ
た
と
考
え

三
一
〇
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水
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嚆
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す
る
一
考
察
　
　
湯
川

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

一
．
満
洲
に
お
け
る
当
時
の
研
究
状
況
と
水
稲
作
の
嚆
矢
に
関
す
る
記
述

　

本
章
で
は
満
洲
に
お
け
る
水
稲
試
験
研
究
の
状
況
と
、
満
鉄
が
認
識
し
て
い
た
満
洲
水
稲
作
の
嚆
矢
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
満
洲
米

作
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
現
地
檔
案
の
ほ
か
に
満
鉄
関
係
資
料
が
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
中
心
に
分
析
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
満
洲
米
作
研
究
の
展
開

　

一
九
世
紀
、
清
朝
は
「
龍
興
之
地
」
と
し
て
満
洲
へ
の
移
民
の
流
入
を
禁
じ
て
い
た
が
、
朝
鮮
人
に
よ
る
人
参
の
窃
取
が
行
わ
れ
て

い
た
。
一
八
六
五
年
に
三
道
溝
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
朝
鮮
・
満
洲
間
の
越
境
の
取
り
締
ま
り
が
厳
格
化
し
た
）
17
（

。『
東
三
省
紀

略
』
に
は
、「
率
皆
春
夏
過
江
。
聚
族
開
墾
。
収
穫
後
裹
糧
南
渡
。
仍
梄
旧
居
。」（〈
朝
鮮
人
が
〉
一
斉
に
春
と
夏
に
川
を
渡
り
、
一
族
が
集

ま
っ
て
開
墾
し
、
収
穫
の
後
に
荷
を
携
え
て
南
に
渡
り
、
し
ば
ら
く
旧
居
に
住
む
）
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
冬
季
に
帰
郷
す
る
生
活
形
態
が
朝
鮮

人
に
よ
っ
て
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
）
18
（

。
そ
れ
に
よ
り
、
一
九
世
紀
末
に
は
南
満
洲
各
地
で
朝
鮮
人
に
よ
る
開
田
が
増
加
し
た
。

　

日
本
人
に
よ
る
研
究
は
、
日
露
戦
争
後
の
一
九
〇
六
年
に
関
東
都
督
府
農
事
試
験
場
で
行
わ
れ
た
陸
稲
・
水
稲
試
験
が
始
ま
り
で
、

こ
れ
は
日
本
人
技
術
者
が
日
本
種
と
内
地
の
米
作
に
関
す
る
知
識
（
お
よ
び
分
類
法
）
を
持
ち
込
ん
だ
第
一
の
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

一
九
一
二
年
に
は
農
商
務
省
技
師
の
木
下
彌
八
郎
が
南
満
洲
各
地
で
五
週
間
の
調
査
を
行
い
、
後
に
「
南
満
洲
各
地
ニ
於
ケ
ル
水
田
耕

作
状
況
」
と
題
し
た
報
告
書
を
外
務
省
に
提
出
し
た
）
19
（

。
こ
の
報
告
書
で
は
灌
漑
状
況
や
栽
培
面
積
、
栽
培
品
種
（
日
本
種
、
朝
鮮
種
）、

三
一
一
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各
地
域
の
水
田
状
況
等
が
つ
ま
び
ら
か
に
記
さ
れ
て
お
り
、
南
満
洲
に
お
け
る
水
田
の
規
模
を
把
握
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
一
九
一
四
年
に
は
、
南
満
洲
の
熊
岳
城
に
位
置
す
る
満
鉄
産
業
試
験
場
（
一
九
一
八
年
に
農
事
試
験
場
と
改
称
）
が
陸
稲
と
水

稲
の
試
験
を
開
始
し
、
そ
の
後
も
数
々
の
稲
作
研
究
資
料
を
発
表
し
た
。

　
『
南
満
洲
米
作
概
況
』
は
一
九
一
四
年
に
大
正
二
年
版
が
、
一
九
一
五
年
に
大
正
三
年
版
（
産
業
資
料
其
一
）
が
、
一
九
一
八
年
に
産

業
資
料
其
十
が
刊
行
さ
れ
た
）
20
（

。
ま
た
『
満
洲
ノ
水
田
』
は
一
九
二
一
年
に
第
一
版
が
、
一
九
二
六
年
に
第
二
版
が
、
一
九
三
二
年
に
第

三
版
が
出
さ
れ
た
）
21
（

。
一
九
二
〇
年
代
後
半
以
降
は
『
吉
敦
沿
線
水
田
候
補
地
調
査
報
告
書
』（
一
九
二
九
年
）
や
『
中
満
地
方
ニ
於
ケ
ル

水
田
経
営
収
支
』（
一
九
三
八
年
）、『
在
満
鮮
農
ノ
移
住
入
植
過
程
ト
水
田
経
営
形
態
』（
一
九
四
一
年
）
な
ど
の
調
査
資
料
も
次
々
と
刊

行
さ
れ
、
各
地
に
お
け
る
米
作
状
況
や
水
田
経
営
の
主
な
担
い
手
で
あ
っ
た
朝
鮮
人
に
つ
い
て
の
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
）
22
（

。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
水
稲
作
の
嚆
矢
に
関
す
る
記
述

　
『
南
満
洲
米
作
概
況
（
大
正
二
年
）』
に
は
、
満
洲
水
稲
作
の
嚆
矢
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
近
古
朝
鮮
人
ノ
点
々
満

洲
東
部
地
方
ニ
移
住
ス
ル
ニ
及
ヒ
山
間
渓
流
ノ
付
近
乃
至
ハ
低
湿
ノ
地
ヲ
ト
シ
テ
水
稲
耕
作
ヲ
始
メ
之
ヲ
以
テ
唯
一
ノ
生
業
ナ
ト
セ
シ

カ
如
ク
、
口
碑
伝
フ
ル
所
ニ
ヨ
レ
ハ
通
化
県
上
甸
子
、
下
甸
子
附
近
ニ
ハ
今
ヲ
去
ル
四
十
年
前
ノ
頃
ヨ
リ
既
ニ
朝
鮮
人
ノ
来
リ
テ
稲
作

ニ
従
事
セ
シ
モ
ノ
ア
リ
シ
ト
云
フ
（
傍
線
：
筆
者
、
以
下
同
）
23
（

）」、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
満
洲
ノ
水
田
』（
第
一
版
）
で
は
、「
満
洲

ニ
於
ケ
ル
水
田
発
達
ノ
沿
革
ニ
就
テ
ハ
固
ヨ
リ
記
録
ノ
之
ヲ
徴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
又
口
碑
伝
説
ノ
之
ヲ
伝
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
欠
如
ス
ト
雖

モ
今
ヲ
遡
ル
大
凡
ソ
五
六
十
年
前
鴨
緑
江
上
流
地
方
ニ
移
住
シ
来
レ
ル
鮮
人
カ
通
化
県
上
甸
子
地
方
ニ
於
テ
水
稲
ヲ
試
作
シ
タ
ル
ヲ
嚆

三
一
二
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矢
ト
ナ
ル
カ
如
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
24
（

。

　

こ
れ
ら
の
満
鉄
関
係
資
料
で
は
刊
行
年
よ
り
四
〇
〜
五
、
六
〇
年
前
の
一
八
七
〇
年
代
頃
に
朝
鮮
人
に
よ
っ
て
水
稲
作
が
行
な
わ
れ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
三
二
年
刊
行
の
『
満
洲
の
水
田
』（
第
三
版
）
で
は
、
水
稲
作
が
始
め
ら
れ
た
時
期
に
つ
い

て
さ
ら
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
即
ち
今
よ
り
約
六
十
年
前
（
光
緒
元
年
即
ち
明
治
八
年
頃
）
通
化
県
上
甸
子
、
下
甸

子
に
開
田
せ
ら
れ
た
る
を
濫
腸マ
マ

と
し
」
と
あ
り
、
開
始
年
が
一
八
七
五
年
頃
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
）
25
（

。
こ
の
よ
う
に
満
鉄
関
係
資

料
に
は
、
一
八
七
〇
年
代
（
一
八
七
五
年
頃
）
に
水
稲
作
が
始
ま
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

敗
戦
間
際
に
刊
行
さ
れ
た
『
満
洲
水
稲
作
の
研
究
』（
河
出
書
房
、
一
九
四
五
年
）
に
お
い
て
も
、
米
作
の
嚆
矢
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
。
著
者
で
あ
る
横
山
敏
男
は
、「
満
洲
に
於
け
る
水
田
耕
作
は
、
凡
そ
七
、
八
十
年
以
前
に
鴨
緑
江
上
流
地
方
に
移
住
し
来
つ
た
移
住

鮮
人
が
通
化
県
上
甸
子
地
方
に
於
て
水
稲
を
試
作
せ
る
の
が
其
の
始
め
で
あ
つ
て
、
其
後
之
等
移
住
鮮
人
に
よ
つ
て
東
部
蒙
古
、
海
林
、

穆
稜
、
吉
林
、
額
穆
等
の
各
地
に
発
展
せ
し
め
ら
れ
、
更
に
は
間
島
を
起
点
と
し
て
現
在
の
図
佳
線
に
沿
つ
て
全
満
至
る
と
こ
ろ
に
普

及
発
達
せ
し
め
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
お
り
）
26
（

、
満
鉄
地
方
部
勧
業
課
刊
行
『
満
洲
ノ
水
田
』（
第
一
版
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
一
九
四
〇
年
代
の
知
識
人
も
満
鉄
関
係
資
料
を
も
と
に
水
稲
作
史
を
記
述
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
満
洲
に
お
け
る
朝
鮮
人
農
業
に
対
す
る
認
識

　

満
鉄
農
事
試
験
場
で
は
一
九
一
四
年
よ
り
水
稲
試
験
研
究
が
始
め
ら
れ
た
。
当
初
試
験
場
の
技
術
者
は
内
地
よ
り
日
本
種
を
持
ち
込

み
、
そ
の
土
地
に
適
す
る
か
否
か
の
試
験
（
適
否
試
験
）
を
行
っ
た
。
そ
の
目
的
は
朝
鮮
在
来
種
で
は
な
く
、
日
本
種
を
満
洲
で
栽
培
す

三
一
三
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る
こ
と
に
あ
っ
た
）
27
（

。

　

一
九
二
一
年
に
満
鉄
が
刊
行
し
た
『
満
洲
ノ
水
田
』（
第
一
版
）
で
は
、
朝
鮮
在
来
の
耕
作
法
（
播
種
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
。「
春
期
播
種
ニ
当
リ
旱
魃
ノ
為
メ
灌
漑
水
ニ
欠
乏
シ
タ
ル
場
合
等
ハ
耕
起
後
土
塊
ヲ
破
砕
シ
整
地
ヲ
行
ヒ
シ
所
ニ
覆
土
天

水
ヲ
俟
ツ
所
謂
乾
田
式
ト
称
ス
ル
耕
作
法
ヲ
行
フ
モ
ノ
ア
リ
。
現
ニ
松
樹
東
方
地
方
及
奉
天
西
方
公
太
堡
方
面
ノ
水
田
ニ
ハ
近
時
主
ト

シ
テ
此
方
法
ニ
依
レ
リ
）
28
（

」。
著
者
の
石
津
半
治
は
、
朝
鮮
か
ら
移
入
さ
れ
た
満
洲
の
在
来
農
法
と
し
て
「
乾
田
式
」
な
る
も
の
が
あ
る
と

指
摘
し
て
い
た
（
一
九
二
六
年
の
第
二
版
も
同
様
）。

　

一
九
三
二
年
に
『
満
洲
の
水
田
』（
第
三
版
）
を
執
筆
し
た
黒
澤
謙
吾
は
、
在
来
農
法
に
対
し
て
朝
鮮
独
自
の
漢
字
「
畓
」
を
取
り
入

れ
て
乾
畓
式
栽
培
、
乾
畓
直
播
と
い
う
名
称
を
用
い
た
。
黒
澤
は
満
洲
各
地
の
「
水
稲
耕
作
法
」
は
栽
培
品
種
や
民
族
、
地
域
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
述
べ
つ
つ
も
、
在
来
の
耕
作
法
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
用
水
の
潤
沢
な
と
こ
ろ
で
は
灌

水
式
が
、
春
期
に
用
水
が
不
足
し
が
ち
な
と
こ
ろ
で
は
乾
畓
式
が
行
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
29
（

。
乾
畓
式
栽
培
で
最
も
特
徴
的
で

あ
る
播
種
と
灌
漑
水
に
つ
い
て
は
次
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。「
乾
畓
式
に
於
て
は
、
僅
か
に
浸
漬
し
た
種
籾
か
、
又
は
其
儘
の
も
の
を

七
、
八
寸
乃
至
一
尺
位
（
或
は
一
尺
四
、
五
寸
位
）
の
作
條
に
播
下
鉄
朳
子
に
て
覆
土
し
鎮
圧
す
る
か
整
地
後
の
地
表
に
撒
播
し
鉄
朳
子

に
て
掻
き
均
ら
し
覆
土
を
終
り
鎮
圧
す
る
」、
ま
た
「
乾
畓
式
栽
培
の
方
法
は
、
素
よ
り
灌
漑
水
に
不
足
勝
な
箇
所
で
あ
る
か
ら
、
雨
期

の
降
水
を
待
た
な
け
れ
ば
充
分
な
灌
漑
を
な
し
得
ざ
る
を
普
通
と
す
る
。
此
式
の
栽
培
に
於
て
も
、
出
来
れ
ば
発
芽
後
は
充
分
に
灌
水

し
た
方
が
好
結
果
で
あ
る
が
、
断
続
す
る
灌
漑
は
寧
ろ
せ
ざ
る
方
が
良
好
で
あ
る
）
30
（

」。
満
鉄
で
は
在
来
の
耕
作
法
に
つ
い
て
、
乾
田
式
、

乾
畓
式
栽
培
、
乾
畓
直
播
と
い
う
名
称
を
用
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
水
稲
が
栽
培
さ
れ
た
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
水
田
耕
作
の
一

三
一
四
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形
態
と
み
て
い
た
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。
満
鉄
の
日
本
人
技
術
者
は
満
洲
の
稲
作
を
調
査
し
た

際
に
、
水
稲
を
乾
田
で
行
う
朝
鮮
在
来
の
耕
作
法
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
。

　
【
表
一
】
は
『
満
洲
ノ
水
田
』
に
記
さ
れ
て
い
る
、
満
洲
の
栽
培
品
種
で
あ
る
。
下
線
の
も
の

は
在
来
種
を
指
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
日
本
種
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
満
洲
の
栽
培
品

種
に
は
大
き
く
分
け
て
日
本
種
と
在
来
種
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
日
本
種
に
は
日
本
の
東

北
部
や
北
海
道
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
亀
ノ
尾
や
札
幌
赤
毛
な
ど
が
、
在
来
種
に
は
朝
鮮
在
来
種

で
あ
る
京
租
や
大
邱
租
、
麦
租
な
ど
が
み
ら
れ
る
）
31
（

。
日
本
種
は
耐
寒
性
を
も
つ
た
め
に
、
寒
冷

な
満
洲
各
地
に
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
同
書
に
よ
る
と
、
在
来
種
の
う
ち
京
租
、
大
邱
租
、
紅

粳
子
、
麦
租
が
「
重
要
品
種
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
）
32
（

。
ま
た
上
記
の
品
種
（
日
本
種
と
在
来

種
）
は
、『
満
洲
ノ
水
田
』
に
て
す
べ
て
水
稲
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
管
見
の
か
ぎ
り
、
他

の
満
鉄
関
係
資
料
に
お
い
て
も
「
乾
稲
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に

満
洲
で
は
、
水
稲
の
在
来
種
（
主
に
朝
鮮
在
来
種
と
日
本
種
）
が
各
地
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
と
い

う
認
識
が
も
た
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　

二
．
朝
鮮
に
お
け
る
当
時
の
研
究
状
況
と
乾
稲
に
関
す
る
記
述

　

本
章
で
は
朝
鮮
に
お
け
る
水
稲
試
験
研
究
の
状
況
と
試
験
場
の
乾
稲
認
識
に
つ
い
て
確
認
す

【表一】1920年頃における満洲の栽培品種

関東州 出雲早生、大邱租、龍川租、多々租、弁慶糯
安東地方 紅粳子、亀ノ尾、関山、丁租、粘租
熊岳城　松樹地方 早生大野、亀ノ尾、紅粳子、大邱租
奉天　撫順地方 京租、衣笠
公主嶺地方 麦租、大邱租、札幌赤毛
長春地方 朝鮮糯、札幌赤毛、麦租
蒙古地方 札幌赤毛、京租、大邱租
北満地方 札幌赤毛

（出典）『満洲ノ水田』1921年、43頁より作成。

三
一
五
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る
。
朝
鮮
の
米
作
に
関
す
る
研
究
は
、
試
験
場
と
朝
鮮
農
会
の
刊
行
資
料
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
れ
を
中
心
に
検
討
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
日
本
人
に
よ
る
朝
鮮
米
作
研
究
の
展
開

　

朝
鮮
で
は
一
九
〇
六
年
に
韓
国
統
監
府
勧
業
模
範
場
が
設
立
さ
れ
、
一
九
〇
七
年
に
刊
行
し
た
初
の
朝
鮮
全
土
の
調
査
で
あ
る
『
韓

国
土
地
農
産
調
査
報
告
』
で
は
、
朝
鮮
各
地
の
特
徴
や
農
産
物
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。

　

一
九
一
〇
年
に
は
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
と
名
称
が
変
え
ら
れ
、
一
九
二
九
年
に
は
朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
と
名
称
が
変
え
ら

れ
た
。
朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
本
場
（
水
原
）
で
は
、
日
本
内
地
の
優
良
品
種
を
繁
殖
さ
せ
つ
つ
も
、
人
工
交
配
や
純
系
淘
汰
法
に

よ
り
、
朝
鮮
の
風
土
に
適
す
る
品
種
の
育
成
を
行
っ
て
い
た
）
33
（

。
一
九
二
六
年
に
は
事
業
を
拡
張
し
、
一
九
三
〇
年
に
は
南
鮮
支
場
を
新

設
し
、
朝
鮮
南
部
地
方
に
適
す
る
新
品
種
の
育
成
に
力
を
入
れ
て
い
た
）
34
（

。
米
作
研
究
の
中
心
は
朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
本
場
お
よ
び

温
暖
な
南
部
地
方
で
あ
っ
た
。

　

米
に
関
す
る
書
物
に
関
し
て
は
、
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
か
ら
『
朝
鮮
稲
品
種
一
覧
』（
一
九
一
三
年
）、『
朝
鮮
ニ
於
ケ
ル
稲
ノ
優

良
品
種
分
布
普
及
ノ
状
況
』（
一
九
二
四
年
）、『
水
稲
在
来
耕
作
法
ト
改
良
耕
作
法
ト
ノ
経
済
比
較
』（
一
九
二
八
年
）
な
ど
が
、
朝
鮮
総

督
府
農
事
試
験
場
本
場
お
よ
び
支
場
か
ら
『
水
稲
銀
坊
主
に
就
て
』（
一
九
三
四
年
）、『
水
稲
新
品
種
の
来
歴
と
特
性
に
就
て
』（
一
九
三

六
年
）
な
ど
が
刊
行
さ
れ
た
。
満
洲
で
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
は
、
各
地
域
の
米
作
可
耕
地
帯
を
調
査
す
る
も
の
や
、
稲
作
に
従
事
し
た

朝
鮮
農
民
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
、
朝
鮮
で
は
朝
鮮
在
来
種
の
説
明
や
在
来
耕
作
法
の
解
説
、
改
良
耕
作
法

三
一
六



13

満
洲
「
水
稲
作
」
の
嚆
矢
に
関
す
る
一
考
察
　
　
湯
川

と
の
比
較
研
究
が
多
い
の
が
特
徴
と
い
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
朝
鮮
に
お
け
る
乾
稲
研
究
の
展
開

　

朝
鮮
に
お
い
て
も
日
本
人
に
よ
っ
て
各
地
の
水
田
状
況
が
調
査
さ
れ
、
内
地
と
同
様
、
水
稲
と
陸
稲
の
二
分
類
に
よ
っ
て
研
究
が
行

わ
れ
て
い
た
が
、
朝
鮮
北
西
部
の
試
験
場
を
中
心
に
伝
統
農
法
に
対
す
る
関
心
と
乾
稲
に
つ
い
て
の
知
識
の
萌
芽
が
み
ら
れ
た
。
以
下
、

『
朝
鮮
農
会
報
』
な
ど
の
記
述
か
ら
乾
稲
や
乾
畓
の
認
識
に
つ
い
て
の
変
遷
を
確
認
す
る
。

　
『
朝
鮮
農
会
報
』
第
六
巻
八
号
「
平
安
北
道
の
稲
作
法
」（
一
九
一
一
年
）
に
は
、「
直
播
に
二
法
あ
り
、
一
は
水
田
法
の
整
地
を
な
し

て
播
種
し
、
一
は
陸
田
法
の
整
地
を
な
し
て
播
種
す
）
35
（

」
と
あ
り
、
栽
培
法
が
異
な
る
稲
作
法
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、『
朝

鮮
農
会
報
』
第
八
巻
一
号
「
乾
畓
に
就
て
」（
一
九
一
三
年
）
に
は
、「
乾
畓
は
そ
の
用
水
不
足
の
為
、
下
種
当
時
に
は
普
通
畓
の
如
く
灌

水
す
る
こ
と
を
得
ず
、
雨
季
降
雨
を
俟
ち
初
め
て
瀦
留
灌
漑
を
行
ひ
得
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
）
36
（

、
乾
畓
式
は
播
種
時
に
灌
水
せ
ず
に
、

雨
季
の
天
水
を
待
っ
て
灌
漑
栽
培
へ
と
移
行
す
る
栽
培
法
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
一
九
一
三
年
に
は
既
に
「
乾
畓
」
と
い
う
言

葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
が
執
筆
し
た
『
朝
鮮
稲
品
種
一
覧
』（
一
九
一
三
年
）
に
は
朝
鮮
各
地
に
お

け
る
栽
培
品
種
が
記
さ
れ
て
お
り
、
代
表
的
な
乾
稲
品
種
で
あ
る
朝
鮮
在
来
種
の
大
邱
租
や
龍
川
租
、
麦
租
な
ど
は
、
水
稲
に
も
陸
稲

に
も
分
類
さ
れ
て
い
た
）
37
（

。
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
調
査
時
期
に
よ
っ
て
、
田
の
状
況
が
変
化
（
雨
季
に
乾
田
か
ら
灌
水
田
へ
と
移
行
）
し
た

為
に
、
調
査
者
の
認
識
に
ズ
レ
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、『
朝
鮮
農
会
報
』
第
一
一
巻
五
号
「
学
理
上
よ
り
見
た
る
乾
畓
栽
培
法
」（
一
九
一
六
年
）
で
は
勧
業
模
範
場
の
技
術
者
で
あ
っ

三
一
七
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た
武
田
総
七
郎
が
、「
大
邱
稲
及
龍
川
稲
は
乾
稲
中
に
て
は
優
良
な
り
と
雖
之
を
内
地
の
優
良
な
る
品
種
に
比
す
れ
ば
甚
だ
劣
等
な
る
を

免
れ
ず
）
38
（

」
と
述
べ
、
こ
の
頃
に
は
乾
稲
と
い
う
名
称
に
て
特
定
の
品
種
が
言
明
さ
れ
て
い
た
。
武
田
は
乾
稲
に
つ
い
て
、「
今
日
乾
稲
と

称
す
る
も
の
必
ず
し
も
乾
畓
の
み
に
限
り
て
栽
培
せ
ら
る
ゝ
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
多
く
は
普
通
畓
に
も
栽
培
せ
ら
れ
」、「
乾
畓マ
マ

と
水

稲
と
は
栽
培
の
方
法
こ
そ
異
る
も
両
者
の
間
に
性
質
上
特
異
の
点
あ
る
に
あ
ら
ず
、
平
安
南
道
平
安
郡
永
柔
面
に
於
て
水
稲
日
の
出
、

陸
稲
オ
イ
ラ
ン
を
乾
畓
に
栽
培
し
た
る
に
其
結
果
敢
て
不
良
な
ら
ざ
り
し
と
い
ふ
」
と
述
べ
、
そ
の
性
質
が
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
）
39
（

。
武
田
は
乾
稲
が
普
通
畓
（
す
な
わ
ち
灌
水
田
）
で
も
栽
培
で
き
る
こ
と
、
ま
た
水
稲
と
陸
稲
が
乾
畓
で
も
栽
培
で
き
る
こ

と
を
伝
え
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
九
二
四
年
の
『
朝
鮮
農
会
報
』
第
一
九
巻
七
号
に
は
「
黄
海
道
の
水
田
に
乾
稲
米
移
植
計
画
）
40
（

」
が
、

一
九
二
五
年
の
『
朝
鮮
農
会
報
』
第
二
〇
巻
六
号
に
は
「
黄
海
道
の
乾
稲
奨
励
）
41
（

」（
一
九
二
五
年
）
が
掲
載
さ
れ
る
な
ど
、
こ
の
頃
に
は

黄
海
道
で
計
画
的
に
乾
稲
を
移
植
、
奨
励
す
る
活
動
も
み
ら
れ
た
。

　

ま
た
、
武
田
は
退
官
後
の
一
九
二
七
年
に
『
実
験　

稲
作
新
説
』（
明
文
堂
）
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
乾
稲
に
つ
い
て
次
の
説

明
を
し
て
い
る
。

朝
鮮
に
は
水
稲
と
陸
稲
の
外
に
、
乾
稲
と
称
せ
ら
れ
て
居
る
稲
が
あ
る
。
之
れ
も
植
物
学
的
に
は
水
稲
、
陸
稲
と
区
別
す
べ
き
何

等
の
特
徴
も
な
い
け
れ
ど
も
、
特
に
乾
燥
地
に
於
け
る
特
殊
の
栽
培
法
に
適
す
る
稲
種
と
し
て
、
実
用
的
に
区
別
せ
ら
れ
て
居
る

の
で
あ
る
。
此
稲
の
栽
培
法
は
、
特
に
乾
稲マ

マ

栽
培
法
と
云
は
れ
て
、
平
安
南
、
北
、
両
道
の
西
部
海
岸
地
方
の
平
坦
部
の
乾
畓
（
畓

は
田
地
の
意
な
り
）
で
行
は
れ
て
居
る
の
で
、
其
の
要
領
は
、
種
子
を
畑
地
状
態
の
下
に
、
畑
作
物
と
同
様
に
下
種
し
、
雨
季
即
ち

七
八
両
月
の
至
る
を
待
ち
、
雨
水
を
瀦
留
し
て
、
田
地
状
態
と
す
る
の
で
、
即
ち
生
活
初
期
約
二
ヶ
月
間
は
、
畑
地
生
活
を
な
し
、

三
一
八
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後
期
約
四
ヶ
月
間
は
田
地
生
活
を
な
す
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
栽
培
に
供
す
る
稲
種
を
総
称
し
て
乾
稲
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
乾
稲

の
品
種
は
其
の
数
が
甚
だ
多
く
て
、
乾
畓
の
総
面
積
約
五
万
町
歩
に
対
し
て
、
殆
ど
百
種
に
及
ん
で
居
る
。
是
等
は
何
れ
も
耐
旱

性
が
強
き
も
の
で
あ
つ
て
、
水
稲
か
ら
区
別
せ
ら
れ
て
は
居
る
け
れ
ど
も
、
矢
張
り
田
地
に
も
栽
培
せ
ら
れ
る
の
で
、
多
く
は
田

地
、
乾
畓
両
用
の
品
種
で
あ
る
。
又
之
れ
を
陸
稲
と
比
べ
て
見
る
と
、
七
、
八
月
以
後
に
於
て
は
、
彼
は
普
段
の
灌
水
を
喜
ば
ぬ

け
れ
ど
も
、
之
れ
は
水
稲
と
同
様
灌
漑
を
絶
へ
さ
ぬ
を
必
要
と
す
る
の
で
、
即
ち
生
活
の
前
期
に
は
陸
稲
に
類
す
る
生
活
を
好
み
、

後
期
に
は
水
稲
に
類
す
る
生
活
を
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
而
し
て
前
期
の
耐
旱
性
の
強
弱
に
よ
り
、
田
地
、
乾
畓
兼
用
の
品
種
と
、
純

乾
畓
品
種
と
の
区
別
が
生
ず
る
の
で
あ
る
）
42
（

。

　

一
九
二
八
年
に
は
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
に
て
『
平
安
南
道
に
於
け
る
乾
畓
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、「
乾
畓
に
栽
培
さ

る
ゝ
品
種
は
耐
旱
性
耐
水
性
共
に
一
般
に
強
き
が
如
き
も
水
稲
及
び
陸
稲
に
於
け
る
品
種
も
亦
乾
畓
用
と
し
て
供
用
さ
れ
得
る
も
の
な

り
）
43
（

」、「
而
し
て
こ
れ
が
栽
培
法
は
普
通
の
水
稲
及
び
陸
稲
と
は
全
く
そ
の
趣
を
異
に
し
用
水
は
概
ね
他
よ
り
灌
漑
す
る
の
設
備
な
く
殆

ど
降
雨
を
待
ち
こ
れ
を
潴
溜
し
て
生
育
せ
し
む
る
特
殊
の
稲
作
に
し
て
当
地
方
の
如
き
乾
燥
地
帯
に
於
け
る
耕
作
法
と
し
て
は
合
理
的

な
る
方
法
を
講
ず
る
も
の
な
り
）
44
（

」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
乾
稲
は
朝
鮮
の
日
本
語
雑
誌
に
お
い
て
度
々
言
及
さ
れ
て
お
り
、

乾
稲
に
対
す
る
認
識
は
武
田
個
人
の
理
解
の
み
に
留
ま
ら
ず
、
朝
鮮
勧
業
模
範
場
の
技
術
員
や
朝
鮮
農
会
に
も
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と

が
わ
か
る
。

　

ま
た
、
一
九
三
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
成
績
要
覧
』
で
は
、「
水
稲
、
陸
稲
及
ビ
乾
稲
ノ
発
芽
ノ
差
異
」
と

い
う
項
目
が
も
う
け
ら
れ
、
研
究
成
果
が
報
告
さ
れ
て
い
た
。
京
畿
道
水
原
の
本
場
刊
行
資
料
に
お
い
て
も
、
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い

三
一
九
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た
こ
と
が
確
認
で
き
る
）
45
（

。
本
成
果
書
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
他
の
試
験
で
は
水
稲
と
陸
稲
の
み
記
述
し
て
い
る
の
に
対
し
、
時
折

水
稲
・
陸
稲
・
乾
稲
と
三
分
類
で
の
試
験
成
果
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
乾
稲
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
具
体
的
説
明
は
み
ら
れ
な
い
。
本
書
が
植
民
地
朝
鮮
で
の
研
究
成
果
報
告
と
い
う
性
格
上
、
内
地
の
研
究
者
も
読
者

対
象
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
し
い
説
明
が
み
ら
れ
な
い
の
は
乾
稲
の
位
置
づ
け
が
極
め
て
小
さ
く
、
局
地
的
な
も
の
と
認
識

さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
本
場
と
朝
鮮
北
部
の
支
場
と
の
温
度
差
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
乾
稲
品
種
の
特
徴

　

朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
刊
行
の
『
平
安
南
道
に
於
け
る
乾
畓
』
に
記
さ
れ
た
一
九
二
二
年
の
調
査
で
は
乾
稲
品
種
の
数
が
六
十
余

種
に
も
達
し
、
平
安
南
道
で
は
数
多
く
の
乾
稲
品
種
が
存
在
し
て
い
た
）
46
（

。
本
書
に
は
、
満
洲
で
み
ら
れ
る
大
邱
租
、
龍
川
租
、
麦
租
、

京
租
な
ど
の
品
種
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
品
種
の
由
来
と
特
徴
、
栽
培
方
法
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る

（【
表
二
】）。

　

乾
稲
の
中
に
は
大
邱
租
や
龍
川
租
の
よ
う
に
数
十
年
か
ら
百
数
十
年
の
歴
史
を
有
す
る
品
種
も
あ
り
、
そ
の
栽
培
法
も
朝
鮮
農
民
に

よ
っ
て
李
朝
後
期
か
ら
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
龍
川
租
は
「
純
乾
畓
種
」
と
し
て
認
識
さ
れ
た
の
に
対
し
、
大
邱
租
は
「
普
通

畓　

乾
畓
何
れ
に
も
栽
培
す
る
に
適
す
」
と
兼
用
が
可
能
な
品
種
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。
大
邱
租
が
「
水
稲
品
種
」
と
し
て
移
入

さ
れ
た
と
い
う
経
緯
も
興
味
深
い
。
ま
た
、
龍
川
租
は
耐
塩
性
を
有
し
、
海
岸
地
方
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、『
平
安
北
道

ニ
於
ケ
ル
乾
畓
ノ
調
査
』
の
付
表
に
示
さ
れ
て
い
る
、
朝
鮮
半
島
西
側
海
岸
地
帯
に
乾
畓
が
多
か
っ
た
点
に
も
符
合
し
て
い
る
（【
図

三
二
〇
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一
】）。
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
は
一
九
二
八
年
に

灌
漑
畓
に
適
す
る
品
種
が
牟
租
、
灌
漑
畓
と
乾
畓
の

い
ず
れ
に
も
適
す
る
品
種
が
大
邱
租
、
乾
畓
に
適
す

る
品
種
が
龍
川
稲
と
芮
租
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ら
を

奨
励
品
種
に
指
定
し
て
い
た
）
47
（

。

　

一
九
二
九
年
、
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
は
各
道

に
て
農
事
試
験
場
を
設
立
し
た
。
ど
の
品
種
を
乾
稲

と
す
る
か
は
時
期
ご
と
に
違
い
が
み
ら
れ
る
が
）
48
（

、
乾

稲
に
関
す
る
研
究
は
主
に
平
安
南
道
農
事
試
験
場
で

行
な
わ
れ
て
い
た
。
一
九
三
六
年
お
よ
び
一
九
三
八

年
の
平
安
南
道
農
事
試
験
場
の
事
業
報
告
書
を
み
る

と
、
試
験
成
績
が
一
．
水
稲
、
二
．
乾
稲
、
三
．
陸

稲
、
と
三
つ
に
分
類
さ
れ
）
49
（

、
各
種
ご
と
に
試
験
が
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
西
鮮

支
場
長
で
あ
っ
た
高
橋
昇
も
現
地
の
農
法
を
重
視
し
、

乾
稲
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
っ
て
い
た
。
高
橋
昇
に

【表二】朝鮮側資料にみられる品種の由来と特徴

龍川租
由来

平安北道より約百数十年前漂流民の携へ来りたるものと云い
又二百年前なりと云ふものあり

特徴
純乾畓種にして耐旱性強く他の品種に比し比較的痩地に好適
し塩分に対する抵抗力強きがため海岸地方に多く栽培さる

大邱租

由来
水稲品種として慶尚北道大邱付近より数十年前移入したり
と云ふ

特徴
比較的肥沃なる地に適し乾畓にありては稍ゝ水湿多き地域に
栽培され収量品質共に良好なり　本種は普通畓乾畓何れにも
栽培するに適す

京租 特徴
栽培面積極めて狭く中生種に属す　籾は中粒にして長き黒褐
色の芒を有す　節は黒色を呈す　収量品質共に中位にあり

麦租 特徴

本道安州郡地方に於て往々龍川租と交互に輪作栽培せらるゝ
品質劣等なる早生種なり　籾は細長にして淡黄色　芒は極め
て長くして同色なり　茎葉共に淡青にして草丈大邱稲に相類
似するも節が黒色なる為め他の品種との識別容易なるを以て
輪作栽培により他種との混淆防止をなす目的のために貴重せ
らる　性強健ならざるも分蘖可良なる点に於て他種に優れり

粘租 特徴 茎葉共に淡青色　籾は黒味ある赤褐色
（出典）『平安南道に於ける乾畓』4–5、28–29、33–34頁をもとに作成。本道と
は平安南道を指す。京租、麦租、粘租について由来の記述はない。満洲でも
栽培されている品種に絞って作成した。

三
二
一
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朝
鮮

満
洲

鴨
緑
江

平
安
北
道

平
安
南
道

清
川
江

国
境
　
　
　
　
　
　
　
河
川

道
境
　
　
　
　
　
　
　
湿
畓

鉄
道
　
　
　
　
　
　
　
乾
畓

（
出
典
）
平
安
北
道
種
苗
場
『
平
安
北
道
ニ
於
ケ
ル
乾

畓
ノ
調
査
』

1923年
、
付
図
「
平
北
の
乾

畓
地
分
布
状
況
図
」
よ
り
作
成
。
通
化
県
上
甸
子
は
鴨
緑
江
上
流

域
北
側
に
位
置
す
る
。

【
図
一
】
朝
鮮
平
安
北
道
に
お
け
る
乾
畓
の
分
布

三
二
二
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よ
る
調
査
（
昭
和
一
五
年
）
に
よ
る
と
、
平
安
北
道
龍

川
郡
の
乾
畓
は
主
に
山
岳
地
帯
の
水
利
が
不
便
で
あ
っ

た
場
所
に
あ
っ
た
と
の
記
述
が
あ
る
）
50
（

。
こ
の
よ
う
に
、

朝
鮮
で
は
乾
稲
に
つ
い
て
の
研
究
が
進
ん
で
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　

三
．
南
満
洲
の
米
作
状
況

　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
乾
稲
栽
培
の
連
続
性

　

次
に
、
満
洲
で
の
栽
培
実
態
を
検
討
す
る
。【
表

三
】
は
筆
者
が
【
表
一
】
を
も
と
に
し
て
在
来
種
を

さ
ら
に
乾
稲
と
水
稲
と
に
分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
満
洲
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
在
来
種
に

は
乾
稲
品
種
が
多
か
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
当

時
満
洲
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
在
来
種
九
種
の
う
ち
、

五
種
が
『
平
安
南
道
に
於
け
る
乾
畓
』
で
紹
介
さ
れ

て
い
た
乾
稲
品
種
（
別
名
も
含
め
る
と
七
種
）
で
あ
っ

【表三】1920年頃における満洲の乾稲品種

栽培地域 日本種
在来種

乾稲 水稲

南満洲

関東州 出雲早生　弁慶糯 大邱租　龍川租 多々租
安東地方 亀ノ尾　関山 丁租　粘租 紅粳子

熊岳城　松樹地方 早生大野　亀ノ尾 大邱租　 紅粳子
奉天　撫順地方 衣笠 京租 　　

中満洲
公主嶺地方 札幌赤毛 麦租　大邱租 　　
長春地方 札幌赤毛 麦租　朝鮮糯 　　

北満洲
蒙古地方 札幌赤毛 京租　大邱租 　　
北満地方 札幌赤毛 　　 　　

（出典）『満洲ノ水田』1921年、43頁および『平安南道に於ける乾畓』28–29
頁より作成。日本種はすべて水稲である。どの品種を乾稲と呼ぶかは時期等
によって多少の違いがあるが、筆者は最も乾稲の説明が詳しい『平安南道に
於ける乾畓』を参考にして分類した。なお、南満洲鉄道地方部農務課『農事
試験場報告　第32号　満洲に於ける水稲栽培』1931年、82頁、および『朝鮮
稲品種一覧』付録によると、朝鮮糯の別名は粘租、京租の別名は丁稲である
ため、乾稲に分類した。『朝鮮稲品種一覧』を分析する研究者によると、多々
租は朝鮮にて「言わば、この時代の数少ない“普及品種”であった」という（穐
本洋哉『日本農業近代化の研究　　近代稲作農業の発展論理　　』藤原書店、
2015年、220頁）。紅粳子（別名は光頭児）は不明な点が多いため、便宜上水
稲に分類した。

三
二
三
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た
。

　
【
表
四
】
で
は
、
満
洲
側
の
資
料
に
て
乾

稲
品
種
が
ど
の
程
度
栽
培
、
評
価
さ
れ
て

い
た
の
か
を
確
認
す
る
。
こ
の
よ
う
に
満

洲
に
お
い
て
は
、
京
租
と
大
邱
租
が
重
要

な
品
種
で
あ
り
、
京
租
に
至
っ
て
は
一
九

三
〇
年
代
初
頭
に
お
い
て
満
洲
中
部
地
方

の
栽
培
面
積
の
九
割
九
分
を
占
め
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
資
料
で
は
満
洲
中
部
地
方
一

帯
が
「
京
租
地
帯
」
で
あ
る
と
記
載
さ
れ

て
い
る
）
51
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
寒
冷
な
満
洲

に
て
栽
培
さ
れ
る
乾
稲
品
種
の
数
は
、
朝

鮮
に
比
べ
か
な
り
少
な
く
な
っ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
栽
培
地
は

満
洲
南
部
と
中
部
で
あ
っ
た
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
龍
川
租
、
大
邱
租
、

【表四】満洲側の資料にみられる品種（乾稲）の特徴

品種名* 主な特徴及び栽培状況
龍川租 「品質稍可ナリ」（註 1）

大邱租
〔赤大邱租〕

「米質佳良なり在来種中の優良品種として推奨するに足る主
なる栽培地方関東州熊岳城盤山地方」（註 2）であり、安東米、
松樹米としても流通していた。松樹米は関東州産の代表的銘
柄であった（註 3）。

京租

奉天では奉天米（とくに早生京租を指す）、撫順では撫順米、
興京では興京米として市場に出回っていた。とりわけ奉天米
の中の北陵産は満洲取引所で標準米に指定されていた。（註 3）
「特に京租が最広く栽培せられ本地方に於ける栽培面積の殆
ど九割九分を占めてゐる状態である。是れ即ち地理的に観る
ときは中部地方と云ひ栽培品種より見るときは之れを京租地
帯と称へ得る所以である。」（註 4）

朝鮮糯
〔粘租〕

「収量品質稍良好」「長春、吉林地方に稀に栽培さるゝを見る。」
（註 5）

＊〔　〕内は別名を表す。
（註 1）南満洲鉄道株式会社農事試験場『農事試験場彙報　第12号　満洲ニ於
ケル水稲栽培ノ研究』大正11年序、16頁、同書には麦租についての言及があ
るものの、紅光頭に酷似しているため調査中とある（17頁）。

（註 2）『満洲ノ水田』1921年、43–44頁。
（註 3）「満洲米作と品種　総収穫予想高は百九十五万六千余石」『中外商業新報』

1926年 3月 8日。
（註 4）『満洲に於ける水稲栽培』63頁。
（註 5）『満洲に於ける水稲栽培』82、85頁。
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京
租
な
ど
は
一
九
一
〇
年
代
に
す
で
に
、
朝
鮮
の
平
安
南
北
道
に
て
栽
培
さ
れ
て
い
た
）
52
（

。
当
時
こ
れ
ら
の
品
種
が
南
満
洲
で
栽
培
さ
れ

て
い
た
こ
と
や
、
龍
川
租
の
百
数
十
年
と
い
う
歴
史
を
踏
ま
え
る
と
、
一
九
世
紀
に
は
す
で
に
鴨
緑
江
一
帯
に
分
布
し
て
い
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
満
洲
で
「
水
稲
」
研
究
が
進
め
ら
れ
た
理
由

　

こ
の
よ
う
に
乾
稲
が
長
ら
く
満
洲
で
栽
培
さ
れ
、
一
九
三
〇
年
代
初
頭
に
は
そ
の
面
積
も
広
大
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
技
術

者
は
な
ぜ
京
租
な
ど
を
水
稲
と
し
て
理
解
し
た
の
か
。
果
た
し
て
彼
ら
は
乾
稲
と
い
う
用
語
に
触
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
認
識
し
た
う
え
で
水
稲
と
し
て
み
な
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
ら
が
在
来

の
品
種
を
水
稲
と
し
て
理
解
す
る
に
十
分
な
理
由
が
、
満
洲
独
自
の
自
然
環
境
と
灌
漑
設
備
の
需
要
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時

の
特
徴
を
把
握
し
て
い
こ
う
。

　

朝
鮮
人
は
満
洲
へ
の
移
住
後
、
荒
地
や
窪
地
な
ど
の
低
湿
地
に
て
稲
作
を
行
っ
て
い
た
）
53
（

。
満
洲
各
地
方
に
お
い
て
は
河
川
の
水
が
灌

漑
に
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
用
水
カ
自
然
ニ
満
ツ
ル
様
河
水
ト
耕
地
ト
ノ
高
低
ヲ
考
慮
シ
河
中
一
定
ノ
場
所
ニ
石
堰
ヲ
作
リ

水
ノ
流
入
ニ
便
ナ
ラ
シ
ム
而
シ
テ
若
シ
一
朝
洪
水
ア
ル
時
ハ
石
垣
ヲ
破
壊
シ
水
害
ヲ
免
ル
ル
ノ
装
置
ヲ
為
シ
居
レ
ト
甚
タ
不
完
全
ナ
リ
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
）
54
（

。
そ
の
た
め
、
朝
鮮
人
は
移
住
後
に
田
の
近
隣
に
住
み
、
天
気
の
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
日
常
的
に
稲
作
管
理

を
し
て
い
た
）
55
（

。

　

一
九
一
二
年
に
は
、
農
商
務
省
技
師
木
下
彌
八
郎
に
よ
る
満
洲
の
実
地
調
査
が
行
わ
れ
、
米
作
可
耕
地
が
五
八
万
町
歩
と
報
告
さ
れ

三
二
五
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た
。
そ
の
規
模
は
、
南
満
洲
土
地
総
面
積
一
八
六
六
万
二
〇
〇
〇
町
歩
に
対
し
、
約
一
三
％
に
あ
た
る
と
み
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
鴨
緑
江
や
遼
河
、
松
花
江
な
ど
の
河
川
流
域
が
開
田
可
耕
地
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、
広
大
な
土
地
と
豊
富
な
水
源
が
「
水

稲
」
栽
培
を
支
え
る
と
み
ら
れ
て
い
た
）
56
（

。

　

一
九
一
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
南
満
洲
米
作
概
況
』
で
は
、「
南
満
米
作
ノ
一
大
欠
陥
ト
称
ス
ヘ
キ
ハ
降
水
量
ノ
不
足
」
で
あ
る
け
れ

ど
も
、「
人
工
ニ
ヨ
リ
天
然
ヲ
利
用
シ
テ
灌
漑
ノ
方
法
ヲ
講
ス
ル
時
ハ
南
満
ノ
地
如
何
ニ
乾
燥
甚
タ
シ
ト
雖
モ
穣
々
タ
ル
美
田
ヲ
見
ル
コ

ト
必
ス
シ
モ
困
難
事
ニ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
し
て
、
灌
漑
設
備
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
た
）
57
（

。
試
験
場
で
は
こ
の
地
の
乾
燥
気
候
（
な

ら
び
に
満
洲
に
広
が
る
塩
性
、
ア
ル
カ
リ
土
壌
）
を
如
何
に
「
克
服
」
し
、
水
稲
を
栽
培
す
る
か
が
開
発
研
究
の
焦
点
で
あ
っ
た
た
め
に
、

積
極
的
に
農
場
に
て
掘
削
式
の
灌
漑
設
備
を
用
い
た
。
灌
漑
設
備
に
よ
っ
て
土
壌
を
十
分
に
潤
し
、
塩
分
を
洗
い
流
す
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
満
洲
の
開
田
可
耕
地
を
開
発
す
る
た
め
の
総
工
費
は
一
億
五
六
三
四
万
一
五
〇
〇
円
を
必
要
と

し
、
平
均
一
反
歩
収
量
を
一
石
八
斗
と
し
た
場
合
、
毎
年
一
〇
五
六
万
三
二
一
〇
石
の
玄
米
を
収
穫
す
る
こ
と
が
可
能
と
み
ら
れ
て
い

た
）
58
（

。

　

と
り
わ
け
間
島
は
満
洲
の
他
の
乾
燥
地
帯
と
異
な
り
、
河
川
が
多
く
灌
漑
が
比
較
的
容
易
で
あ
っ
た
）
59
（

。
一
九
一
〇
年
頃
、
朝
鮮
人
は

間
島
地
域
で
殆
ど
水
稲
の
栽
培
を
し
て
い
な
か
っ
た
が
）
60
（

、
こ
の
地
は
「
平
地
ニ
ア
リ
テ
ハ
灌
漑
水
ノ
便
ヲ
得
ザ
ル
ノ
地
殆
ド
之
ナ
シ
」

と
い
う
ほ
ど
灌
漑
設
備
の
設
置
が
容
易
で
、「
頗
ル
良
好
」
と
評
価
さ
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
）
61
（

。
間
島
の
環
境
は
、
東
洋
拓
殖
株
式
会
社
の

調
査
関
係
者
に
と
っ
て
も
魅
力
的
に
映
っ
て
お
り
、
水
稲
耕
作
の
発
展
が
大
い
に
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
満
洲
奉
天
以
南
の
「
温
暖
に
し
て
生
育
期
間
長
く
挿
秧
及
灌
水
田
直
播
、
乾
畓
直
播
何
れ
に
も
能
く
適
す
る
地
方
に
あ
り
て

三
二
六
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は
、
之
れ
等
栽
培
法
を
適
宜
併
せ
行
ふ
こ
と
が
最
も
有
利
」
で
あ
っ
た
た
め
に
）
62
（

、
朝
鮮
人
は
移
住
先
の
土
地
状
況
に
応
じ
て
、
栽
培
法

を
選
ん
で
い
た
。

　

こ
の
時
期
、
水
稲
日
本
種
も
各
地
で
輸
入
さ
れ
て
い
た
。
満
洲
で
は
日
本
の
東
北
地
方
な
ど
か
ら
小
田
代
、
亀
ノ
尾
や
早
生
大
野
、

札
幌
赤
毛
な
ど
の
耐
寒
性
を
も
つ
品
種
が
多
く
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
）
63
（

。
こ
れ
ら
の
品
種
は
水
田
に
て
多
収
の
好
成
績
を
示
し
、
満
洲
南

部
の
み
な
ら
ず
中
部
や
北
部
で
の
栽
培
も
可
能
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
人
は
、
従
来
の
京
租
や
大
邱
租
な
ど
の
乾
稲
品
種
を
乾
畓
や
水
田
で

栽
培
す
る
一
方
で
、
水
稲
日
本
種
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
米
作
へ
の
期
待
と
灌
漑
設
備
を
支
え
る
技
術
的
・
環
境
的
な
背
景
は
、
水
田
の
拡
大
を
も
た
ら
し
、
技
術
者
ら
に
と
っ

て
、
京
租
な
ど
の
品
種
を
乾
稲
と
水
稲
に
分
け
る
必
要
性
が
低
下
し
た
）
64
（

。
ま
た
満
洲
中
部
や
北
部
の
寒
冷
地
帯
に
お
い
て
は
、
灌
水
田

の
保
温
機
能
が
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
広
大
な
未
開
拓
地
が
控
え
る
な
か
で
、
満
洲
の
技
術
者
は
灌
漑
設
備
の
充
実
や
、
耐
寒
性
・

多
収
性
を
高
め
る
新
品
種
の
開
発
と
普
及
が
、
朝
鮮
在
来
種
の
研
究
よ
り
も
重
要
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
後
の
稲
作
研
究
は
主
に
水
稲

日
本
種
を
対
象
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
）
65
（

。
そ
れ
は
、
満
洲
の
乾
稲
作
が
水
稲
作
と
見
做
さ
れ
る
一
つ
の
重
要
な
契
機

と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　

お　

わ　

り　

に

　

本
稿
で
は
、
満
洲
と
朝
鮮　
　

と
く
に
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
西
鮮
支
場
お
よ
び
平
安
南
道
農
事
試
験
場　
　

で
は
品
種
に
対
す

る
認
識
が
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
満
洲
で
は
朝
鮮
在
来
種
の
龍
川
租
や
大
邱
租
、
京
租
な
ど
を
水
稲
と
み
な
し
て
い

三
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た
の
に
対
し
、
朝
鮮
北
西
部
の
試
験
場
で
は
こ
れ
ら
を
乾
稲
（
史
料
に
よ
っ
て
は
乾
畓
用
品
種
な
ど
と
表
記
）
と
し
、
適
応
す
る
田
も
分
類

し
て
い
た
。
さ
ら
に
は
乾
稲
品
種
の
歴
史
（
大
邱
租
は
数
十
年
、
龍
川
租
に
至
っ
て
は
百
数
十
年
）
を
も
把
握
し
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
、

満
洲
の
技
術
者
た
ち
は
乾
稲
に
つ
い
て
の
認
識
が
殆
ど
深
ま
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　

日
本
人
が
満
洲
に
渡
っ
た
当
初
、
彼
ら
は
日
本
に
親
し
み
の
あ
る
分
類
法
（
水
稲
と
陸
稲
）
を
用
い
て
現
地
農
業
を
観
察
し
、
そ
の
嚆

矢
に
つ
い
て
記
録
し
た
。
日
本
人
技
術
者
は
現
地
に
近
代
農
業
試
験
研
究
の
手
法
を
導
入
し
、
慣
れ
親
し
ん
だ
水
稲
品
種
を
日
本
か
ら

取
り
寄
せ
、
そ
の
開
発
に
力
を
注
い
だ
。
開
発
は
保
水
・
保
温
の
効
果
を
も
つ
灌
漑
設
備
を
整
え
る
こ
と
を
緊
要
の
課
題
と
し
、
企
業

規
模
の
大
規
模
な
工
事
と
連
動
し
て
い
た
。
一
方
で
、
京
租
な
ど
の
乾
稲
品
種
は
朝
鮮
人
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
、
そ
の
栽
培
率
は
満

洲
中
部
に
お
い
て
九
割
九
分
を
占
め
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、
満
洲
の
試
験
場
に
お
い
て
乾
稲
に
関
す
る
認
識
は
殆
ど
深
ま
る
こ
と
が
な

か
っ
た
）
66
（

。

　

朝
鮮
に
お
い
て
も
当
初
は
、
同
様
の
展
開
が
み
ら
れ
て
い
た
。
宮
嶋
博
史
は
「
二
十
世
紀
初
頭
以
降
の
朝
鮮
農
業
を
指
導
し
た
主
体

は
言
う
ま
で
も
な
く
日
本
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
朝
鮮
に
独
特
な
様
々
の
慣
行
技
術
の
意
味
を
、
十
分
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
つ
ま
り
、
湿
潤
地
に
属
す
る
日
本
で
の
農
業
体
験
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
彼
ら
は
、
セ
ミ
ド
ラ
イ
な
自
然
条
件
へ
の
対
応

を
主
眼
と
し
た
朝
鮮
農
法
の
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
植
民
地
期
の
日
本
に
よ
る
農
業
技

術
指
導
は
、
お
の
ず
と
日
本
農
法
の
朝
鮮
へ
の
移
植
に
主
眼
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
67
（

。
宮
嶋
が
言

う
よ
う
に
、
朝
鮮
に
お
け
る
大
部
分
の
日
本
人
技
術
者
は
、
在
来
の
稲
作
法
を
追
求
す
る
と
い
う
方
向
に
は
進
ん
で
い
か
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

三
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し
か
し
な
が
ら
、
朝
鮮
に
は
珍
し
く
現
地
の
農
法
に
着
目
す
る
武
田
総
七
郎
や
高
橋
昇
の
よ
う
な
「
異
色
」
の
技
師
が
お
り
、
彼
等

は
徐
々
に
現
地
の
稲
の
特
徴
を
把
握
し
て
い
っ
た
）
68
（

。
た
だ
し
、
そ
の
成
果
は
刊
行
資
料
を
通
し
て
朝
鮮
や
内
地
に
紹
介
さ
れ
る
程
度
で
、

帝
国
圏
内
で
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
戦
前
に
お
い
て
、
乾
稲
と
乾
畓
栽
培
法
は
朝
鮮
北
西
部
に
お
け
る
実
用
的
な
用
法

と
し
て
共
有
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
乾
稲
認
識
の
差
異
に
つ
い
て
、
満
洲
の
技
術
者
と
、
朝
鮮
北
西
部
の
技
術
者
と
の
間
に
数
十
年
の
研
究
蓄
積
を
経
て
差

が
生
じ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
満
洲
と
朝
鮮
は
鴨
緑
江
や
図
們
江
を
挟
ん
で
隣
接
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
の
研
究
交

流
は
殆
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）
69
（

。

　

こ
う
し
た
研
究
者
間
の
事
情
と
は
関
係
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
乾
稲
は
朝
鮮
北
部
と
南
満
洲　
　

特
に
鴨
緑
江
一
帯　
　

に
て
長
ら
く

存
在
し
て
い
た
。
乾
稲
の
特
徴
は
ま
さ
に
乾
燥
し
た
土
地
で
の
栽
培
や
、
大
規
模
な
灌
漑
の
設
置
が
困
難
で
あ
っ
た
朝
鮮
人
の
農
耕
条

件
に
お
い
て
適
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
後
に
水
稲
日
本
種
な
ど
が
多
く
移
入
さ
れ
る
「
土
台
」
に
な
っ
て
い
た
）
70
（

。
こ
の
よ
う
な

乾
稲
の
特
徴
お
よ
び
歴
史
を
踏
ま
え
る
と
、
満
鉄
記
載
資
料
（
一
八
七
五
年
頃
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
満
洲
「
水
稲
作
」
の
嚆
矢
の
状
況

は
、
封
禁
政
策
の
形
骸
化
や
越
江
罪
の
廃
止
等
に
よ
っ
て
朝
鮮
人
が
「
定
住
」　　

冬
期
は
朝
鮮
に
帰
郷
す
る
生
活
形
態
で
あ
っ
た　
　

し
た
こ
と
に
よ
り
、
日
常
的

4

4

4

に
稲
作
管
理
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
大
き
な
要
因
と
し
て
み
ら
れ
、
そ
の
背
景
に
南
満
洲
で
の

水
源
（
河
川
敷
や
低
湿
地
な
ど
）
利
用
と
、
耐
旱
性
や
耐
塩
性
を
有
す
る
乾
稲
品
種
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
そ
の
た
め
、

一
八
七
五
年
頃
と
い
う
記
録
は
水
稲
作
が
「
成
功
」
し
た
画
期
的
な
年
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
封
禁
政
策
の
形
骸
化
等
と
い
う
契

機
を
経
て
、
長
ら
く
朝
鮮
と
満
洲
で
栽
培
さ
れ
て
い
た
乾
稲
な
ど
が
日
常
的
に
管
理
・
栽
培
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
年
代
と
み
る
方
が

三
二
九
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第
四
号

自
然
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
栽
培
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
一
九
一
〇
年
代
に
至
る
ま
で
殆
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、「
水
稲
作
」
の

嚆
矢
に
つ
い
て
の
史
料
は
乏
し
く
、「
満
洲
ニ
於
ケ
ル
水
田
発
達
ノ
沿
革
ニ
就
テ
ハ
固
ヨ
リ
記
録
ノ
之
ヲ
徴
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ク
又
口
碑
伝

説
ノ
之
ヲ
伝
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
欠
如
ス
」
と
い
っ
た
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
）
71
（

。

　

こ
の
よ
う
に
満
洲
「
水
稲
作
」
の
嚆
矢
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
曖
昧
」
な
特
徴
を
も
つ
乾
稲
を
十
分
に
理
解
し
、
朝
鮮
側
の
資
料
と

朝
鮮
北
部
お
よ
び
南
満
洲
の
環
境
的
側
面
か
ら
踏
ま
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
72
（

。
筆
者
は
乾
稲
そ
の
も
の
の
特
徴
と
朝
鮮
の
在
来

農
業
技
術
は
、
乾
燥
し
た
満
洲
に
て
掘
削
式
灌
漑
を
設
置
し
、
水
稲
日
本
種
が
輸
入
さ
れ
普
及
し
て
い
く
と
い
う
「
近
代
的
」
な
展
開

が
な
さ
れ
る
時
期
に
お
い
て
、
結
節
点
と
い
う
重
要
な
役
割
を
有
し
て
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

註（1
）　

衣
保
中
『
朝
鮮
移
民
与
東
北
地
区
水
田
開
発
』
長
春
、
長
春
出

版
社
、
一
九
九
九
年
、
一
八
頁
。

（
2
）　

金
穎
『
近
代
東
北
地
区
水
田
農
業
発
展
史
研
究
』
北
京
、
中
国

社
会
科
学
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
頁
。

（
3
）　

于
春
英
「
偽
満
時
期
水
稲
発
展
研
究
」『
社
会
科
学
輯
刊
』
二
〇

〇
九
年
三
期
、
一
四
七
頁
。

（
4
）　

松
村
高
夫
「
日
本
帝
国
主
義
下
に
お
け
る
「
満
州
」
へ
の
朝
鮮

人
移
動
に
つ
い
て
」『
三
田
学
会
雑
誌
』
六
三
巻
六
号
、
一
九
七
〇

年
、
六
七
―
六
八
頁
。

（
5
）　

朴
敬
玉
「
朝
鮮
人
移
民
の
中
国
東
北
地
域
へ
の
定
住
と
水
田
耕

作
の
展
開　
　

一
九
一
〇
〜
二
〇
年
代
を
中
心
に　
　

」『
現
代
中

国
』
八
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、
七
七
頁
。

（
6
）　

同
右
、
七
八
頁
。
注
で
の
記
述
。
朴
は
『
朝
鮮
族
簡
史
』（
延
辺

人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
を
参
考
と
し
て
い
る
。

（
7
）　

武
田
総
七
郎
は
一
八
九
二
年
七
月
に
東
京
帝
国
大
学
農
学
科
を

卒
業
後
、
一
八
九
九
年
に
愛
知
県
農
事
試
験
場
技
師
か
ら
場
長
へ
昇

進
し
、
一
九
〇
二
年
九
月
に
農
事
試
験
場
山
陰
支
場
長
、
一
九
〇
五

年
に
農
事
試
験
場
畿
内
支
場
に
在
勤
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。
一
九
一

四
年
に
は
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
本
場
の
技
師
と
し
て
勤
務
、
一

三
三
〇
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湯
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九
二
〇
年
に
朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
西
鮮
支
場
の
場
長
に
就
任
し
、

一
九
二
四
年
に
退
官
し
た
。

（
8
）　
『
近
代
東
北
地
区
水
田
農
業
発
展
史
研
究
』
一
八
頁
。

（
9
）　

同
右
、
一
頁
。

（
10
）　

同
右
、
一
二
七
―
一
二
八
頁
。

（
11
）　

鄭
招
『
農
事
直
説
』（
等
受
命
編
）、
享
和
年
間
。

（
12
）　

農
商
務
省
農
務
局
編
『
韓
国
土
地
農
産
調
査
報
告　

平
安
道
』

一
九
〇
七
年
、
一
八
四
頁
。
執
筆
は
、
本
田
幸
介
（
執
筆
当
時
、
東

京
帝
国
大
学
農
科
大
学
教
授
兼
農
商
務
技
師
農
学
博
士
）
と
原
凞
（
東

京
帝
国
大
学
農
科
大
学
助
教
授
）
が
農
業
部
分
を
担
当
し
た
。
水
稲

の
項
目
の
な
か
に
特
殊
の
栽
培
法
の
説
明
が
あ
り
、「
苗
立
陸
稲
ニ
似

テ
稈
粗
剛
、
収
米
質
脆
弱
色
澤
不
良
ナ
リ
」「
此
ニ
栽
培
ス
ル
品
種
ハ

一
般
水
田
ニ
栽
培
ス
ル
モ
ノ
ニ
異
ナ
ラ
サ
ル
ナ
リ
」
と
書
か
れ
て
い

る
。
そ
の
特
徴
は
当
初
か
ら
着
目
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
13
）　

農
林
省
熱
帯
農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
『
旧
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の

農
業
試
験
研
究
の
成
果
』
農
林
統
計
協
会
、
一
九
七
六
年
。

（
14
）　

宮
嶋
博
史
「
李
朝
後
期
に
お
け
る
朝
鮮
農
法
の
発
展
」『
朝
鮮
史

研
究
会
論
文
集
』
第
一
八
集
、
一
九
八
一
年
。

（
15
）　

宮
嶋
博
史
「
李
朝
後
期
の
農
業
水
利　
　

提
堰
（
溜
池
）
灌
漑

を
中
心
に　
　

」『
東
洋
史
研
究
』
第
四
一
巻
第
四
号
、
一
九
八
三

年
、
二
頁
。

（
16
）　

洪
鐘
佖
「
満
洲　

朝
鮮
人　

移
民
水
田　

開
拓
小
考　
　

一
九

二
〇
年
代　

満
洲　

朝
鮮
人 　

移
民
史　

이
해
를 

위
하
여
」『
明
知

史
論
』
第
三
巻
一
号
、
一
九
九
三
年
、
七
五
―
七
六
頁
。

（
17
）　

山
本
進
「
清
代
鴨
緑
江
流
域
の
開
発
と
国
境
管
理
」『
九
州
大
学

東
洋
史
論
集
』
三
九
号
、
二
〇
一
一
年
。

（
18
）　

徐
曦
『
東
三
省
紀
略
』
上
海
、
商
務
印
書
館
、
一
九
一
五
年
、

巻
七
、「
邊
塞
紀
略
下
」「
鴨
緑
江
上
游
右
岸
」「
墾
務
」、
三
四
五
頁
。

（
19
）　

一
九
一
三
年
三
月
七
日
、
在
奉
天
総
領
事
落
合
謙
太
郎
↓
外
務

大
臣
男
爵
牧
野
伸
顕
「
南
満
洲
ニ
於
ケ
ル
水
田
経
営
ニ
関
ス
ル
調
査

一
件 

第
一
巻　

分
割
一
」JA

C
A

R

（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
）

R
ef.B

04011166700

、
三
八
画
像
目
。

（
20
）　

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部
地
方
課
『
南
満
洲
米
作
概
況
（
大

正
二
年
）』
一
九
一
四
年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部
地
方
課

『（
産
業
資
料
其
一
）
南
満
洲
米
作
概
況
（
大
正
三
年
）』
一
九
一
五

年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部
地
方
課
『（
産
業
資
料
其
十
）
南

満
洲
米
作
概
況
』
一
九
一
八
年
。

（
21
）　

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部
勧
業
課
『（
産
業
資
料
其
十
四
）

満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
南
満
洲
鉄
道
興
業
部
農
務
課
『（
産
業

資
料
其
十
四
）
満
洲
の
水
田
』
一
九
二
六
年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会

社
地
方
部
農
務
課
『
満
洲
の
水
田
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
地
方
部

農
務
課
、
一
九
三
二
年
。
第
二
版
か
ら
書
名
の
「
ノ
」
が
ひ
ら
が
な

三
三
一
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表
記
と
な
っ
た
。

（
22
）　

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
臨
時
経
済
調
査
委
員
会
『
吉
敦
沿
線
水

田
候
補
地
調
査
報
告
書
』
一
九
二
九
年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
北

満
経
済
調
査
所
『
中
満
地
方
ニ
於
ケ
ル
水
田
経
営
収
支
』
一
九
三
八

年
、
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
調
査
部
『
在
満
鮮
農
ノ
移
住
入
植
過
程

ト
水
田
経
営
形
態
』
一
九
四
一
年
。

（
23
）　
『
南
満
洲
米
作
概
況
（
大
正
二
年
）』
一
頁
。

（
24
）　
『
満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
一
頁
。
第
一
版
と
第
二
版
は
石

津
半
治
が
執
筆
し
、
第
三
版
は
黒
澤
謙
吾
が
執
筆
し
た
。

（
25
）　
『
満
洲
の
水
田
』
一
九
三
二
年
、
一
頁
。

（
26
）　

横
山
敏
男
『
満
洲
水
稲
作
の
研
究
』
河
出
書
房
、
一
九
四
五
年
、

四
頁
。

（
27
）　

湯
川
真
樹
江
「
満
洲
に
お
け
る
米
作
の
展
開
一
九
一
三
―
一
九

四
五　
　

満
鉄
農
事
試
験
場
の
業
務
と
そ
の
変
遷　
　

」『
史
学
』
第

八
〇
巻
第
四
号
、
三
田
史
学
会
、
二
〇
一
一
年
。

（
28
）　
『
満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
五
八
頁
。

（
29
）　
『
満
洲
の
水
田
』
一
九
三
二
年
、
七
〇
頁
。

（
30
）　

同
右
、
七
一
頁
。

（
31
）　
『
満
洲
の
水
田
』
一
九
二
六
年
、
五
五
頁
。

（
32
）　
『
満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
四
五
頁
。

（
33
）　

純
系
淘
汰
法
（
別
名
：
純
系
分
離
法
）
と
は
、「
主
と
し
て
在
来

種
で
、
あ
る
形
質
に
つ
い
て
分
離
が
み
ら
れ
る
と
き
、
あ
る
い
は
優

良
な
特
性
を
も
つ
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
と
き
、
い
く
つ
か
の
純
系

に
分
離
し
て
選
抜
す
る
方
法
」
で
あ
る
（
農
業
事
典
編
纂
委
員
会
編

著
『
最
新
農
業
小
事
典
』
農
業
図
書
株
式
会
社
、
一
九
八
六
年
、
一

三
一
頁
）。

（
34
）　

朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
『
朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
成
績
要

覧
』
一
九
三
二
年
、
一
一
頁
。

（
35
）　

成
瀬
利
貞
「
平
安
北
道
の
稲
作
法
」『
朝
鮮
農
会
報
』
第
六
巻
八

号
、
一
九
一
一
年
、
三
五
頁
。

（
36
）　

八
尋
生
男
「
乾
畓
に
就
て
」『
朝
鮮
農
会
報
』
第
八
巻
一
号
、
一

九
一
三
年
、
一
九
頁
。

（
37
）　

朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
『
朝
鮮
稲
品
種
一
覧
』
一
九
一
三
年
、

二
七
九
、
二
八
三
―
二
八
四
、
二
八
七
―
二
八
八
、
二
八
九
―
二
九

二
、
二
九
五
、
二
九
七
―
二
九
八
、
三
〇
八
―
三
一
〇
頁
。
原
本
に

は
麦
稲
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
38
）　

武
田
総
七
郎
「
学
理
上
よ
り
見
た
る
乾
畓
栽
培
法
」『
朝
鮮
農
会

報
』
第
一
一
巻
五
号
、
一
九
一
六
年
、
四
九
頁
。

（
39
）　

同
右
、
四
九
頁
。

（
40
）　

武
田
総
七
郎
「
黄
海
道
の
水
田
に
乾
稲
米
移
植
計
画
」『
朝
鮮
農

会
報
』
第
一
九
巻
七
号
、
一
九
二
四
年
、
五
九
頁
。

（
41
）　

武
田
総
七
郎
「
黄
海
道
の
乾
稲
奨
励
」『
朝
鮮
農
会
報
』
第
二
〇

三
三
二
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巻
六
号
、
一
九
二
五
年
、
八
一
頁
。

（
42
）　

武
田
総
七
郎
『
実
験　

稲
作
新
説
』
明
文
堂
、
一
九
二
七
年
、

一
六
一
―
一
六
二
頁
。
武
田
は
水
稲
と
陸
稲
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。「
水
稲
と
陸
稲
と
は
、
植
物
学
上
か
ら
は
、
区
別
す
べ
き
何

等
の
特
徴
な
く
、
只
其
の
栽
培
地
及
び
栽
培
法
を
異
に
す
る
丈
け
の

も
の
で
、
畢
竟
実
用
的
に
区
別
し
た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

即
ち
田
地
の
栽
培
に
適
す
る
も
の
を
水
稲
と
云
ひ
、
畑
地
の
栽
培
に

適
す
る
も
の
を
陸
稲
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
但
し
此
区
別
は
、
左
程
厳

密
な
る
も
の
で
は
な
く
、
陸
稲
も
之
れ
を
田
地
に
栽
培
す
る
こ
と
が

出
来
る
の
み
な
ら
ず
、
時
と
し
て
は
畑
地
に
於
け
る
よ
り
も
、
却
つ

て
収
量
が
多
か
つ
た
り
、
又
水
稲
も
之
れ
を
畑
地
に
栽
培
す
る
こ
と

が
出
来
て
、
陸
稲
よ
り
も
収
量
が
多
い
と
云
ふ
様
な
こ
と
も
あ
る
の

で
あ
る
。
要
す
る
に
此
両
者
の
区
別
は
、
其
の
旱
魃
に
耐
ゆ
る
の
強

弱
に
基
づ
い
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
の
で
、
其
の
栽
培
地
に
関
し
て
も
、

気
候
が
大
い
に
之
れ
に
関
与
し
て
居
る
の
で
あ
る
」（
一
六
〇
頁
）。

（
43
）　

朝
鮮
総
督
府
勧
業
模
範
場
『
平
安
南
道
に
於
け
る
乾
畓
』
一
九

二
八
年
、
二
六
頁
。

（
44
）　

同
右
、
一
頁
。

（
45
）　

朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
『
朝
鮮
総
督
府
農
事
試
験
場
成
績
要

覧
』
一
九
三
二
年
、
一
三
頁
。

（
46
）　
『
平
安
南
道
に
於
け
る
乾
畓
』
二
八
―
三
〇
頁
。
当
資
料
で
は
大

邱
租
を
大
邱
稲
、
龍
川
租
を
龍
川
稲
、
麦
租
を
麦
稲
と
記
載
さ
れ
て

い
る
が
、
同
じ
品
種
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
乾
稲
を
指
す

言
葉
も
統
一
さ
れ
て
お
ら
ず
、
他
に
「
乾
畓
に
栽
培
さ
る
ゝ
品
種
」

「
乾
畓
栽
培
品
種
」「
乾
畓
用
種
子
」「
乾
畓
品
種
」「
乾
畓
種
」
と
い

う
表
現
も
あ
る
。
品
種
の
記
載
に
つ
い
て
、
例
え
ば
京
租
に
つ
い
て

み
て
み
る
と
、
前
掲
『
朝
鮮
稲
品
種
一
覧
』（
一
九
一
三
年
）、
三
〇

四
頁
（
平
安
北
道
定
州
郡
）
に
は
京
稲
と
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

前
掲
『
平
安
北
道
ニ
於
ケ
ル
乾
畓
ノ
調
査
』（
一
九
二
三
年
）、
一
〇

頁
（
平
安
北
道
定
州
郡
）
に
は
京
租
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
〇

年
間
と
い
う
同
一
地
域
で
の
名
称
変
更
か
ら
、
調
査
者
に
よ
る
理
解

の
深
化
が
確
認
で
き
る
。

（
47
）　
『
平
安
南
道
に
於
け
る
乾
畓
』
三
四
頁
。

（
48
）　

一
九
二
三
年
に
は
大
邱
租
、
龍
川
租
、
黒
大
邱
、
芮
租
が
乾
稲

と
し
て
試
験
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
一
九
三
六
年
で
は
龍
川
租
と

芮
租
が
乾
稲
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
（
平
安
南
道
種
苗
場
『
大
正
十

一
年
度
事
業
報
告
』
一
九
二
三
年
、
七
六
―
七
七
頁
お
よ
び
朝
鮮
総

督
府
農
事
試
験
場
西
鮮
支
場
『
朝
鮮
主
要
作
物
奨
励
品
種
特
性
表
』

一
九
三
六
年
、
一
三
頁
）。

（
49
）　

平
安
南
道
農
事
試
験
場
『
昭
和
拾
年
度　

事
業
報
告
』
一
九
三

六
年
、
お
よ
び
平
安
南
道
農
事
試
験
場
『
昭
和
十
二
年
度　

平
安
南

道
農
事
試
験
場
事
業
報
告
書
』
一
九
三
八
年
。

三
三
三
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東
　
　
洋
　
　
学
　
　
報

第
一
〇
五
巻
　

第
四
号

（
50
）　

高
橋
昇
著
、
飯
沼
二
郎
、
高
橋
甲
四
郎
、
宮
嶋
博
史
編
『
朝
鮮

半
島
の
農
法
と
農
民
』
未
来
社
、
一
九
九
八
年
、
一
一
四
一
頁
。
平

安
北
道
龍
川
郡
は
鴨
緑
江
の
南
側
に
位
置
し
、
対
岸
は
満
洲
、
安
東

（
現
在
は
丹
東
）
市
で
あ
る
。

（
51
）　
『
満
洲
に
於
け
る
水
稲
栽
培
』
六
二
―
六
三
頁
。

（
52
）　
『
朝
鮮
稲
品
種
一
覧
』
一
九
一
三
年
、
二
九
一
、
三
〇
〇
―
三
〇

一
頁
。

（
53
）　
『
満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
一
頁
。

（
54
）　

南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
総
務
部
調
査
課
編
『
調
査
資
料
第
二
輯

　

間
島
ニ
於
ケ
ル
水
稲
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
総
務
部
調
査
課
、

一
九
一
八
年
、
六
頁
。
こ
こ
で
は
「
甚
タ
不
完
全
ナ
リ
」
と
評
し
て

い
る
が
、
一
方
で
同
書
前
編
に
あ
る
資
料
に
は
「
山
間
ノ
傾
斜
地
ヲ

開
拓
ス
ル
ニ
ハ
鮮マ

マ人
独
特
ノ
能
力
ニ
依
ラ
サ
ル
へ
カ
ラ
ス
彼
等
ハ
甚

シ
キ
ハ
三
十
度
以
上
四
十
度
ノ
傾
斜
地
ト
雖
克
ク
牛
ヲ
使
役
シ
テ
之

ヲ
開
墾
シ
頗
ル
巧
妙
ヲ
極
ム
ル
モ
ノ
ア
リ
」
と
、
そ
の
技
術
を
評
価

し
て
い
た
（
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
総
務
部
調
査
課
編
『
調
査
資
料

第
二
輯　

間
島
事
情
』
南
満
洲
鉄
道
株
式
会
社
総
務
部
調
査
課
、
一

九
一
八
年
、
五
頁
）。

（
55
）　

一
九
〇
九
年
の
「
満
洲
及
び
間
島
に
関
す
る
日
清
協
約
」（
間
島

協
約
）
以
後
は
、「
永
住
」
の
考
え
を
有
す
る
朝
鮮
人
も
い
た
と
記
さ

れ
て
い
る
（
同
右
『
調
査
資
料
第
二
輯　

間
島
事
情
』
六
頁
）。

（
56
）　
『
満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
八
五
、
八
七
頁
。

（
57
）　
『（
産
業
資
料
其
十
）
南
満
洲
米
作
概
況
』、
四
三
頁
。

（
58
）　
『
満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
八
七
頁
。

（
59
）　

白
田
拓
郎
「
東
部
満
洲
地
域
に
お
け
る
農
業
振
興
と
米
作
」『
東

洋
大
学
人
間
科
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
。
白

田
は
一
九
一
〇
〜
二
〇
年
代
に
お
け
る
間
島
と
そ
の
北
部
地
域
に
水

田
事
業
が
普
及
し
た
要
因
と
し
て
、
①
簡
易
な
灌
漑
施
設
の
建
設
、

②
優
良
品
種
の
配
布
、
③
水
稲
栽
培
技
術
を
持
つ
朝
鮮
人
の
広
範
な

移
住
、
④
朝
鮮
人
小
作
人
に
対
す
る
地
主
の
優
遇
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
60
）　

統
監
府
間
島
臨
時
派
出
所
に
よ
る
と
、
一
九
一
〇
年
頃
の
間
島

地
域
で
は
大
豆
や
麦
、
高
粱
な
ど
が
栽
培
の
中
心
で
あ
り
、
水
稲
の

栽
培
は
依
然
と
し
て
九
八
町
歩
と
極
め
て
小
規
模
で
あ
っ
た
（
統
監

府
臨
時
間
島
派
出
所
残
務
整
理
所
『
間
嶋
産
業
調
査
書
』
一
九
一
〇

年
、
一
九
〇
頁
）。
ま
た
、『
間
島
ニ
於
ケ
ル
水
稲
』
一
頁
に
よ
る
と
、

元
来
朝
鮮
北
部
よ
り
間
島
に
移
住
し
た
農
民
の
多
数
は
稲
作
の
経
験

が
無
く
、
畑
作
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
こ
に
は
、「
偶
々
」
朝
鮮

南
部
地
方
並
び
に
咸
鏡
南
道
定
平
郡
方
面
よ
り
移
住
し
て
き
た
農
民

が
低
湿
地
を
耕
し
水
田
と
な
し
た
と
あ
り
、
朝
鮮
か
ら
の
移
住
民
が

稲
の
品
種
を
持
ち
込
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
筆
者
は
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
間
島
地
域
で
は
朝
鮮
の
各
地
か
ら

移
住
民
が
渡
っ
て
来
た
た
め
に
、
水
稲
の
品
種
が
増
え
て
い
っ
た
と

三
三
四
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満
洲
「
水
稲
作
」
の
嚆
矢
に
関
す
る
一
考
察
　
　
湯
川

考
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
本
稿
で
は
、
歴
史
的
に
栽
培
さ
れ
て
き

た
鴨
緑
江
流
域
の
乾
稲
と
、
朝
鮮
人
の
稲
作
技
術
を
利
用
し
た
二
〇

世
紀
初
頭
の
日
本
の
開
発
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

（
61
）　

東
洋
拓
殖
株
式
会
社
京
城
支
店
編
『
間
島
事
情
』
東
洋
拓
殖
株

式
会
社
京
城
支
店
、
一
九
一
八
年
、
三
八
六
―
三
八
七
頁
。

（
62
）　
『
満
洲
に
於
け
る
水
稲
栽
培
』
一
三
四
頁
。

（
63
）　
「
満
洲
に
お
け
る
米
作
の
展
開
一
九
一
三
―
一
九
四
五　
　

満
鉄

農
事
試
験
場
の
業
務
と
そ
の
変
遷　
　

」。

（
64
）　

満
洲
に
多
く
の
日
本
人
が
移
住
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
米
（
水

稲
日
本
種
）
の
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
65
）　
「
満
洲
に
お
け
る
米
作
の
展
開
一
九
一
三
―
一
九
四
五　
　

満
鉄

農
事
試
験
場
の
業
務
と
そ
の
変
遷　
　

」。

（
66
）　

言
う
な
れ
ば
京
租
は
、
陸
田
で
も
水
田
で
も
栽
培
が
可
能
で
、

一
定
程
度
の
耐
旱
性
、
耐
寒
性
を
有
す
る
た
め
に
、
農
民
に
と
っ
て

汎
用
性
が
高
い
品
種
で
あ
っ
た
。

（
67
）　
「
李
朝
後
期
に
お
け
る
朝
鮮
農
法
の
発
展
」
九
一
頁
。

（
68
）　

河
田
宏
は
高
橋
昇
が
朝
鮮
の
在
来
農
法
を
重
視
し
、
先
見
性
を

有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
河
田
宏
『
朝
鮮
全
土
を
歩
い
た

日
本
人　
　

農
学
者
・
高
橋
昇
の
生
涯　
　

』
日
本
評
論
社
、
二
〇

〇
七
年
）。

（
69
）　

朝
鮮
と
満
洲
で
の
試
験
場
勤
務
を
経
験
し
た
人
物
と
し
て
泉
有

平
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
経
験
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
は
見
当
た

ら
な
い
。

（
70
）　

飯
沼
二
郎
は
朝
鮮
の
老
農
技
術
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
説
す

る
。
老
農
技
術
は
「
い
わ
ゆ
る
『
篤
農
技
術
』
と
し
て
、
長
く
農
村

に
存
続
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
急
速
に
整
備
さ
れ
た
学
理
農
法

（
試
験
場
技
術
）
か
ら
、
そ
の
「
精
密
技
術
」
に
対
す
る
「
粗
雑
技

術
」
と
し
て
蔑
視
さ
れ
な
が
ら
も
、
村
に
お
け
る
「
受
け
皿
」
と
し

て
、
試
験
場
の
部
分
的
な
技
術
を
綜
合
し
実
用
化
す
る
役
割
を
果
た

し
つ
づ
け
た
」。
こ
の
点
は
満
洲
に
お
い
て
も
、「
土
台
」
と
言
い
換

え
る
こ
と
で
適
用
で
き
よ
う
（
飯
沼
二
郎
『
朝
鮮
総
督
府
の
米
穀
検

査
制
度
』
未
来
社
、
一
九
九
三
年
、
四
〇
―
四
一
頁
）。

（
71
）　
『
満
洲
ノ
水
田
』
一
九
二
一
年
、
一
頁
。
つ
ま
り
、
水
稲
作
の
嚆

矢
の
記
録
が
欠
如
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
背
景
に
乾
稲
が

も
と
も
と
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
72
）　

本
稿
は
、
湯
川
真
樹
江
「
満
洲
米
作
再
考　
　

朝
鮮
人
農
民
が

持
ち
込
ん
だ
品
種
は
水
稲
か　
　

」（
第
二
八
回
東
北
ア
ジ
ア
文
化
学

会
・
東
ア
ジ
ア
日
本
学
会
春
季
連
合
国
際
学
術
大
会
、
西
南
学
院
大

学
、
二
〇
一
四
年
五
月
）
等
の
学
会
報
告
を
も
と
に
作
成
し
て
い
る
。

（
東
京
女
子
大
学
女
性
学
研
究
所
・
客
員
研
究
員
）

三
三
五
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A Study on the Origins of Manchurian “Paddy Rice Cultivation”:

Focusing on How Japanese Engineers in Korea and Manchuria Perceive

“Dry Rice” Differently

YUKAWA Makie

     In this study, the author focuses on the difference in Japanese engineers’ 

perspectives on dry rice in Korea and Manchuria and reevaluates the theory in 

regards to the beginning of rice cultivation in Manchuria in 1875. Dry rice 

(kantō/geondo 乾稻) is one of the varieties of various species, such as the na-

tive species of rice found in Korea, including Yongcheon-se 龍川租, Daegu-se 

大邱租, and Gyeyong-se 京租. Due to dry rice’s resistance towards droughts, 

it was possible to use a special cultivation method which involved sowing in a 

dry field and then moving to a wet field while waiting for the rain in the rainy 

season. Therefore, the dry rice was recognized as the wet field rice among the 

Japanese engineers in Manchuria. On the other hand, however, Japanese engi-

neers in the northwestern part of Korea thought of it to be separate from the 

wet field rice and the land rice.

     In past research on rice cultivation in Manchuria, most researchers 

agreed that the cultivation of wet field rice was successful around 1875, along 

with the spread of wet field rice cultivation in various parts of South Manchu-

i



ria. The author presents an alternative view and argues that wet field rice cul-

tivation spread to Manchuria via Korean immigrants during 1875. This led to 

Korean immigrants settling, arranging irrigation facilities, cultivating the dry 

rice, and “stabilizing” their cultivation skills by the end of the 19th century.

In this paper, we focus on the rice cultivation research between Manchuria and 

Korea before the second world war, and point out that dry rice was historical-

ly cultivated in northwestern Korea and South Manchuria, while introducing 

the differences in knowledge between the two regions. In this paper, the char-

acteristics of dry rice implemented the situation before wet field rice was im-

ported, such as with Japanese species, and we clarify that the feature was one 

of the important nodes that shifted from native rice cultivation to modern rice 

cultivation.

The Anti-fascist Discourse of the Chinese Communist Party, 1943–1947

YOSHIDA Kazuki

     Japan’s declaration of war against the United States and the United 

Kingdom on December 8, 1941, connected the Sino-Japanese war with the 

war in Europe. It is well-known that this declaration established the so-called 

International Anti-fascist United Front, an alliance of the United States, the 

United Kingdom, the Soviet Union, and China. However, studies have failed 

to mention that the Chinese Communist Party (CCP) consistently applied the 

logic of the Allied powers’ anti-fascism up to the time of the Second Civil War. 

Moreover, the CCP’s criticism of the Nationalist government and American 

“imperialism” was also rooted in anti-fascist rhetoric. This study reveals the 

history of the CCP’s expanded logic of anti-fascism up until 1947.

     The anti-fascist discourse of this period, which criticized the Kuomin-

tang based on the logic of the Allied powers, emerged from the CCP’s strategic 

appeal to the Allied powers, anti-Chiang Kai-shek forces within the Kuomin-

ii
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