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韓
国

マ
ン
ガ
に
お
け
る
日
本

の
位
置
付
け

ー

日
本
マ
ン
ガ
の
受
容
史
i

山
中

千
恵

〈要
旨

〉

本

稿

の
目
的

は
、

日
本

マ
ン
ガ

の
流

入
に
よ

っ
て
、
韓

国

の
マ
ン
ガ

に
対
す

る
言
説

の
中

で

「
日
本
」

が
ど

の
よ
う

に
位
置
付

け

ら
れ

て
い

っ
だ

の
か

に
注
目
し

な
が
ら
、

韓
国

マ
ン
ガ
の
歴
史

の
全
体
像
を
確
認
す
る

こ
と

に
あ
.る
。

韓

国

の
近
代

マ
ン
ガ

は
、
日
本

の
植

民
地

時
代

に
持

ち
込

ま
れ
た

マ
ン
ガ

が
始

ま
り

だ
と

さ
れ

て

い
る
ゆ
韓

国
で
は
、

五
十
年

代
頃

に
低
俗

な
日
本

マ
ン
ガ
が
流
入
し
た
た

め

、

マ
ン
ガ
は
低

俗
な
も

の
と

み
な

さ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
す

る
見
方

が
あ
る
。

こ

う

し
た
考
え
方

に
は
、

日
本
文
化
を
低

俗
な
も

の
と
と

ら
え

る
よ
う

な
、
韓

国
に
置
け

る
日
本
イ

メ
ー
ジ
が
影
響
し

て
い
る
。

し
か
し
、
.日
本

マ
ン
ガ

の
受

容
史
を
た
ど

る
と
、

マ
ン
ガ

の
低
俗
性
と

日
本
を
結

び

つ
け

る
思
考
方
式

は
、

八
十
七
年

の
民

主
化

以
降

に
完
成

さ
れ
た
と

い
う

こ
と
が
わ
か

る
。

民
主
化
以
前

は
、
海
外
渡

航
は
自
由
化

さ
れ

て
お

ら
ず
ハ

マ
.ン
ガ
の
読

者
が
得
ら

れ

る
日
本

の
情
報

は
、
限

ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
ま

た
、
公
式
的

な
日
本

マ
ン
ガ

の

輸
入

は
禁

止
さ

れ
て

い
た
。

そ

の
た
め

、
当

時
、

日
本

マ
ン
ガ
は
、
韓
国

人
作
家

の
作

「

品
と

し
て
読
ま
れ

た
。

マ
ン
ガ
は
、
か

な
ら
ず
し
も

「
日
本

」
と

い
う
要
素

と
ダ
イ

レ

ク
ト
に
結
び

つ
.い
て
は

い
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。
む

し
ろ

「
マ
ン
ガ
房

」
や
貸
本

の
イ

メ
ー
ジ
が
大
き
な
意

味
を
持

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

韓
国

の

マ
ン
ガ
と
、

日
本
イ

メ
ー
ジ

が
結
び

つ
く
過
程
を
確

認
し
よ
う
と

す
る
、
本

稿

の
試
み
は
、
韓

国
の
大

衆
文
化
観
と

、
日
本
イ

メ
ー
ジ
の
関
係
を
知

る
上

で
の
手

掛

か
り
と
な

る
だ
ろ
う

。
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は
じ
め

に

今
年
の
夏
、
離
散
家
族
の
面
会
が
、
ソ
ウ
ル
に
あ
る
韓
国
総
合
展
示
場
C
O

E
X

(
コ
エ
ッ
、ク
ス
)
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
様
子
は
各
国
に
放
送
さ
れ
、
人
々

は
歴
史
の
変
化
を
実
感
し
た
。

こ
れ
ほ
ど
劇
的
で
は
な
い
が
、
C
O
E
X
で
は
、
韓
国
で
起
こ
づ
て
い
る
も

う

一
つ
の
変
化
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
場
に
億
、
今
年
の
夏
に
オ
ー

プ
ン
し
た
巨
大
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
が
併
設
さ
れ
て
い
る
。
そ
.の
中
で
若

者
た
ち
に
特
に
人
気
な
の
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
グ
ッ
ズ
を
売
る
シ
ョ
ッ
プ
で
あ

る
。
『ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス
タ
ー
』
は
も
ち
ろ
ん
、
『と
な
り
の
ト
ト

ロ
』
や
、
『カ

ー
ド
キ
ャ
プ
タ
ー
さ
く
ら
』
な
ど

の
人
気
ア
ニ
メ
の
グ
ッ
ズ
が
並
ぶ
。
シ
ョ
ッ

プ
に
は

マ
ン
ガ
の
本
も
売
ら
れ
て
お
り
、
韓
国
で
人
気
の

『金
田

一
少
年
の
事

件
簿
』
や
、
『名
探
偵
コ
ナ
ン
』
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
。
現
在
韓
国
で
は
、
日
本
で

出
版
さ
れ
た
人
気

マ
ン
ガ
の
単
行
本
は
す
ぐ
に
翻
訳
さ
れ
、
そ
の
流
行
に
時
差

は
ほ
と
ん
ど
な

い
。
韓
国
で
の
マ
ン
ガ
を
語
る
と
き
、
い
ま
や
日
本

マ
ン
ガ
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
C
O
E
X
に
来
る
と
、
「
日
本
文
化
」
は
、
韓
国

に
こ
ん
な
に
も
浸
透
し
て
い
る
の
か
と
驚
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
ん
な
に
も

「日
本
文
化
」
は
お
お

っ
ぴ
ら
に
売
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
と
、
変
化
を
実

感
さ
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
韓
国
で
は
、
日
本

マ
.ン
ガ
は
人
気
を
博
す

一
方
ふ
市
民
団
体
の
影

響
調
査
報
告
書
な
ど
で
と
り
あ
げ
ら
れ
、
「暴
力
的
で
煽
情
的
な
、
低
俗
な
も
の

だ
」
と

い
う
非
難
を
浴
び
る
こ
と
も
多
か

っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
日
本
マ
ン
ガ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
「暴
力
的
で
煽
情
的
」
は
既
に

一
つ
の
決
ま

り
文
句
と
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

日
本
と
の
間
に
歴
史
的
問
題
を
抱
え
る
韓
国
の
人
々
に
と

っ
て
、
「日
本
」
や

「日
本
文
化
」
の
持

つ
意
味
合

い
は
複
雑
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
の
解
放
後
も
、

日
本
の
マ
ン
ガ
や
歌
謡
曲
は
韓
国
に
流
入
し
、
人
々
の
間
で
親
し
ま
れ
て
い
た
。

し
か
し
公
式
的
に
は
、
長

い
間
日
本
大
衆
文
化
の
輸
入
は
禁
止
さ
れ
て
き
た
。

輸
入
禁
止

の
根
拠
は
、
国
民
の
反
日
感
情
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の

人
々
は
、
親
し
み
と
反
発
が
混
ざ
り
合
う
感
情
の
中
で

「
日
本
」
や

「
日
本
文

化
」
を
と
ら
え
て
き
た
。

韓
国
マ
ン
ガ
の
状
況
も
例
外
で
は
な
い
。
韓
国
の
マ
ン
ガ
文
化
は
、
・韓
国
の

人
々
の
も

つ
文
化
の
見
方
と
、
「日
本
」
や

「日
本
文
化
」
に
対
す
る
複
雑
な
感

情
の
揺
ら
ぎ
の
な
か
で
作
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
現
在
行
わ
れ
て
い
る
日
本

大
衆
文
化
開
放
.、.
や
マ
ン
ガ
状
況
の
変
化
は
、
こ
う
し
た
歴
史

の
積
み
重
ね
の

中
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
、
日
本
で
行
な
わ
れ
て
い

る
研
究
の
中
で
、
韓
国
に
お
け
る
日
本
大
衆
文
化
の
受
け
入
れ
を
歴
史
的
に
考

察
し
た
も
の
は
少
な
い
、、.。
ま
た
、
ジ
ャ
パ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
.,.と
し
て
、
日

本
の
マ
ン
ガ
の
ア
ジ
ア
へ
の
影
響
が
関
心
を
集
め
て
も

い
る
が
、
現
状
で
は
韓

国
に
つ
い
て
は
マ
ン
ガ
に
特
化
し
た
研
究
は
な
い
。

そ
こ
で
こ
の
論
文
で
は
、
日
本

マ
ン
ガ
の
流
入
に
よ

っ
て
、
韓
国
に
お
け
る

マ
ン
ガ
に
つ
い
て
の
言
説
の
中
で

「日
本
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て

い
た
の
か
に
注
目
し
な
が
ら
、

一
九
四
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
後
半
ま
で
の
韓

国
マ
ン
ガ
の
歴
史
の
全
体
像
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

・
そ
の
際
、
民
主
化
以
前

の
資
料
が
少
な

い
た
め
、
論
文
で
は
、
韓
国
の
マ
ン
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ガ
研
究
家
孫
相
翼
の
ま
と
め
た
通
史
を
中
心
に
歴
史
を
追
う
こ
と
に
す
る
。
こ

れ
に
加
え
、
九
九
年
に
行

っ
た
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
調
奪

、.を
参
考
に
す
る
。

1

非
合
法
流
入
時
代
-民
主
化
宣

言
以
前

(
一
九

四
五
年
～

一
九
八
七
年
)

現
在
、
韓
国
の
マ
ン
ガ
の
原
型
は
新
聞
連
載
さ
れ
た
四
コ
マ
マ
ン
ガ
に
あ
る

と
さ
れ
、
日
帝
時
代
に
日
本
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

マ
ン
ガ
の
単
行
本
が
現
れ
た
の
は
、

一
九
四
五
年
の
解
放
か
ら
二
、
三
年
後
と

さ
れ
る
。
ま
た
、
韓
国
の
マ
ン
ガ
通
史
を
ま
と
め
た

マ
ン
ガ
評
論
家
孫
相
翼

(
ソ
ン

・
サ
ン
イ
ク
)
に
よ
れ
ば
、

こ
の
当
時
、
出
版
社
は
零
細
で
あ
り
、
流
通

網
は
局
地
的
な
も
の
で
あ

っ
た
た
め
、
書
店
に
単
行
本
が
並
ぶ
よ
う
な
こ
と
は

な
か

っ
た
よ
う
だ
。
む
し
ろ
マ
ン
ガ
は
、
文
房
具
屋
や
お
も
ち
ゃ
屋
の
店
先
に

置
か
れ
、
客
寄
せ
に
使
わ
れ
る
も
の
だ

っ
た

(孫
、
一8
0。
忌
O
b。
)。

こ
の
状
況
に
変
化
が
見
ら
れ
る

の
は

一
九
五
〇
年
か
ら
始
ま

っ
た
朝
鮮
戦
争

が
、
五
三
年
に
休
戦
を
迎
え
た
後

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
五
〇
年
代
半
ば
、

「チ
ャ
ッ
パ
ン
」
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
市
場
周
辺
で
マ
ン
ガ
を
並
べ
、
道

行
く

人
々
に
マ
ン
ガ
を
読
ま
せ
て
代
金
を
と
る
露
天
で
あ
る
。
「チ
ャ
ッ
パ
ン
」
の
店

主
は
、
当
初
、
書
店
か
ら
卸
値
で

マ
ン
ガ
を
購
入
し
、
そ
れ
を
道
に
並
べ
て
い

た
。
五
七
年
に
ソ
ウ
ル
に
総
販

(卸
売
店
)
が
出
現
す
る
と
、
出
版
社
か
ら
総

販
を
経
て

「チ
ャ
ッ
パ
ン
」

へ
供
給
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
の
マ
ン
ガ
の

流
通
ル
ー
ト
は
、
総
販
の
増
加
と
と
毛
に
全
国
規
模
に
広
が

っ
て
い
っ
た

(孫
、「

一
⑩
Φ。・
烏
O甲
膳
)。
流
通
網
の
拡
大

に
よ

っ
て

「チ
ャ
ッ
パ
ン
」
は
、
現
在
も
町

の
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
有
料
の

マ
ン
ガ
図
書
館
、
「
マ
ン
ガ
房
」
へ
と
発
展

し
て
い
く
。

五
〇
年
代
は
、
日
本

マ
ン
ガ
が
流
入
し
、
不
法
に
コ
ピ
ー
さ
れ
、
流

通
す
る

よ
う
に
も
な

っ
た
時
代
で
も
あ
る
。

当
時
、
日
本
と
韓
国
は
国
交
が
途
絶
え

て
い
た
。
韓
国
で
は
、
外
国
刊
行
物

の
輸
入
は
法
的
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、

マ
ン
ガ
を
輸
入
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ

て
い
た
。
し
か
七
、
両
国
の
問
で
は
密
輸
入
の
形
で
様
々
な
も
の
が
行
き
交
い
、

そ
の
中
に
日
本
の
マ
ン
ガ
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
《
日
本

マ
ン
ガ
は

地
下
で
や
り
取
り
さ
れ
る
貿
易
品
で
あ

っ
た
た
め
、
日
本

マ
ン
ガ
の
流
入
が
い

つ
始
ま

っ
た
の
か
、
ま
た
、
最
初
に
は
ど
の
よ
う
な
作
品
が
入

っ
て
き
た
の
か

を
確
定
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。

当
時
の
日
本
マ
ン
ガ
の
流
入
の
様
子
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
数
少
な

い
例
と

し
て
、
大
変
な
人
気
を
博
し
た

『ジ
ャ
ン
グ
ル
の
王
子
』
と

い
う
単
行
本
マ
ン

ガ
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
『ジ
ャ
ン
グ
ル
の
王
子
』
は
、
五
〇
年
代
に
、
釜

山
の
業
者
の
手
に
よ

っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
、

一
九
四
〇
年
代
の
日
本
の

マ
ン
ガ

『少
年
ケ
ニ
ア
』
・
の
不
法
コ
ピ
ー
版
で
あ
る
。
当
初
は
、
韓
国
の
マ
ン

ガ
家
に
原
本
を
模
写
加
筆
さ
せ
て
出
版
し
て
い
た
が
、
巻
が
進
む
と
完
全
な

コ

ピ
ー
に
な
る
。
こ
の
と
き
用
い
ら
れ
た
複
製
技
術
は
、
の
ち
の
不
法
コ
ピ
i
作

成
に
あ
た
っ
て
の
典
型
と
な

っ
た
。・
し
か
し
、
こ
の
マ
ン
ガ
は
高
級
化
を
目
指

し
て
製
本
さ
れ
た
た
め
、
印
刷
状
態
や
製
本
も
よ
く
、
韓
国

マ
ン
ガ
の
製
本
技

術
の
水
準
を
引
き
上
げ
た
と
言
う
面
も
あ

っ
た

(孫
、
お
Φ
。。
b
刈O
も
一)。

日
本

マ
ン
ガ
の
不
法

コ
ピ
ー
は
、
単
行
本
だ
け
で
な
く
子
供
向
け
の
雑
誌
な

ど
に
連
載
さ
れ
る
マ
ン
ガ
に
ま
で
及
ん
で
い
た
。

コ
ピ
ー

マ
ン
ガ
は
、
表
紙
に

あ
る
日
本
人
の
作
者
名
が
消
さ
れ
、
そ
の
う
え
に
韓
国
人
作
家
の
名
前
が
ハ
ン
.

グ
ル
で
書
き
足
さ
れ
て
い
た

(孫
、
Hり
O
o。
ロ
①Φ
)。
従

っ
て
、
流
入
し
て
き
た
日
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本

マ
ン
ガ
は
、
基
本
的
に
そ
う
と
は
知
ら
れ
ず
に
よ
ま
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

じ
か
し
、
韓
国
に
お
け
る
マ
ン
ガ
史
の
議
論
で
は
、

一
九
五
〇
年
代
が

「日
本

低
俗
マ
ン
ガ
の
流
入
期
」
と
位
置
付
け
ら
れ
、
日
本
の
低
俗

マ
ン
ガ
が
流
入
し

た
こ
と
で
、
低
質
不
良

マ
ン
ガ
の
論
議
が
は
じ
ま

っ
た
と
す
る
見
解
が
優
勢
で

あ
る

(文
化
体
育
部
、
お
Φ
刈
O
恕
)。
当
時
韓
国
国
内
で
流
通
し
て
い
た
マ
ン
ガ

の
中
で
、
、ど
れ
が
日
本

マ
ン
ガ
な

の
か
識
別
さ
れ
て
い
な
か
σ
た
以
上
、
低
質

不
良

マ
ン
ガ
が
日
本

マ
ン
ガ
で
あ

っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
だ
ろ
う
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た

マ
ン
ガ
史

の
見
方
轍
、
文
部
省
に
あ
た
る
韓
国
の
機
関
、

文
化
体
育
部
が

一
九
九
七
年
に
ま
と
め
た
報
告
書
や
、
出
版
政
策
資
料
集
の
記

述
に
も
み
ら
れ
、
広
く
共
有
さ
れ

て
い
る
。

一
体
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
韓
国
の
歴
史

の
見
方
が
影

響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

韓
国
哲
学
研
究
者

の
小
倉
紀
蔵

は
、
韓
国
に
は
、
特
徴
的
な
歴
史
の
見
方
と

し
て
、
「韓
国
で
は
歴
史
は
歴
史
解
釈
に
よ

っ
て
、
あ
る
べ
き
理
想
の
歴
史

へ
と

不
断
に
改
造
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

(小
倉
、
一㊤
O
。。
巳
刈
①
)」
と
い
う

…
つ
の
支
配
的
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
に
よ

れ
ば
、
歴
史
は
、
し
ば
し
ば
現
在

の
視
点
か
ら
新
た
に
意
味
を

つ
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
新
た
な
構
図
が

「創
出
」
さ
れ
続
け
て
い
る
と

い
え
る
。
マ
ン
ガ

に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
見
方
が

可
能
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
現
在
の
時
点
か
ら

語
ら
れ
る

マ
ン
ガ
史
に
は
、
日
本

の
低
俗
な

マ
ン
ガ
と
無
色
透
明
な
韓
国

マ
ン

ガ
と
い
う
、
後
に
な

っ
て

「創
出
」
さ
れ
た
見
方
が
前
提
と
し
て
す
で
に
入
り

込
ん
で
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

日
本

の
マ
シ
ガ
と
低
俗
を
結
び

つ
け
る
構
図
は
、
「日
本
の
マ
ン
ガ
」
と
い
う

認
識
な
く
マ
ン
ガ
を
読
ん
で
い
た
当
時
の
人
々
に
、
ど
れ
ほ
ど
共
有
さ
れ
た
概

念
で
あ

っ
た
の
か
わ
か
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
韓
国
に
お
け
る
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル

チ
ャ
ー

(韓
国
の
表
現
で
は
大
衆
文
化
)
自
体
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
日
本
イ
メ
ー

ジ
と
は
別
に
、
「
マ
ン
ガ
は
低
俗
だ
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
規
定
し
て
い
た
と
考

え
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
実
際
、
当
時
の
マ
ン
ガ
の
評
価
を
見
て
み
る
と
、
日
本
イ
メ
ー
ジ
と
は

切
り
放
さ
れ
た
所
で
、
不
道
徳
あ
る
い
は
、
悪
と

い
う
評
価
を
あ
た
え
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
六
〇
年
代
、
朴
正
熙
に
よ
る
軍
事
政
権
下
で
は
、
撤
去
す

べ
き
社
会
悪
に
は
何
が
あ
る
か
と

い
っ
た
こ
と
が
盛
ん
に
新
聞
な
ど
で
議
論
さ

れ
た
。
議
論
の
中
で
、
麻
薬
や
暴
力
、
詐
欺
、
密
輸
な
ど

「悪
」
が
次

々
あ
げ

ら
れ
て
い
く
な
か
で
、

マ
ン
ガ
も
社
会
悪
だ
、
と

い
う
者
も

い
た
と
い
う
。
こ

の
よ
う
な
話
か
ら
今
で
は
、
当
時

マ
ン
ガ
は
六
大
社
会
悪

の

一
つ
に
か
ぞ
え
ら

れ
た
、
.と

い
わ
れ
る
事
も
あ
る
。

マ
ン
ガ
は
こ
う
し
た
話
題
の
中
で
マ
ン
ガ
が

取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
や
、

マ
ン
ガ
の
事
前
審
議
制
度
が
こ
の
時
期
導
入
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

マ
ン
ガ
は
不
道
徳
な
も
の
、
と
い
う
評
価
は
か
な
り
定

着
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ン
ガ
は
こ
う
し
た
否
定
的
な
評
価
を
受
け
な
が
ら
も
、
人
々
に
読
ま
れ
て

い
た
。
七
〇
年
代
中
盤
、
日
本
の
マ
ン
ガ
の
不
法

コ
ピ
ー
で
あ
る

『キ

ャ
ン
デ

ィ
キ
ャ
ン
デ
ィ
』
は
、
中
高
校
生
を
含
む
幅
広
い
層
に
爆
発
的
人
気
を
得
た
。

「
『キ
ャ
ン
デ
イ
キ
ャ
ン
デ
イ
』
を
読
ん
だ
と
き
、
な
ん
て
面
白

い
マ
ン
ガ
だ

ろ
う
と
思

っ
た
。
作
家
の
名
前
を
覚
え
て
お
い
て
、
次
の
作
品
を
期
待
し
て

い
た
。
な
の
に
、
ぜ
ん
ぜ
ん
で
な

い
か
ら
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
」
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(
マ
ン
ガ

翻

訳

家

・
C
氏

)

上
の
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
も
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
『キ
ャ
ン
デ
イ
キ
ャ
ン
デ
イ
』

は
当
時
読
み
手
に
と

っ
て
韓
国
の

マ
ン
ガ
だ

っ
た
。
韓
国

マ
ン
ガ
の
な
か
の
、

日
本

マ
ン
ガ
の
位
置
付
け
は
、
五
〇
年
代
以
降
、
こ
の
頃
に
な

っ
て
も
変
化
し

て
い
な
い
。
「
日
本
」
の
部
分
を
隠
蔽
さ
れ
た
日
本

マ
ン
ガ
は
、
韓
国

マ
ン
ガ
の

一
部
と
な

っ
て
、
「潜
伏
」
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
キ
ャ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ン
デ
ィ
』
や
、
同
様
に
人
気
が
あ

っ
た

『ベ
ル
サ
イ
ユ

の
バ
ラ
』
は
、
韓
国
の
純
情

マ
ン
ガ
す
な
わ
ち
日
本
で
い
う
と
こ
ろ
の
少
女

マ

ン
ガ
に
、
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。

八
○
年
代
、
韓
国
の
純
情
マ
ン
ガ

に
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
内
面
を
描
く
た
め

の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
登
場
す
る
が
、

こ
れ
が
そ
の
影
響
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

る

(QQ
HO
>
悶
り刈
、
一
Φり
刈
O
bの
ω)。

内
面
の
表
現
方
法
を
手
に
入
れ
た
純
情

マ
ン
ガ
は
凸
従
来
の
母
子
も
の
中
心

の
物
語
か
ら
、
世
界
や
人
生
、
人
間
と

い
う

テ
ー

マ
を
扱
う
よ
う
に
な

っ
て
、

そ
の
世
界
を
深
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
純
情

マ
ン
ガ
は
、
テ
レ
マ
を
拡
大
す

る
と
と
も
に
、
新
し
い
読
み
手
も
開
拓
し
て
い
っ
た
。

八
○
年
代
に
は
、
成
人

マ
ン
ガ
も
ブ
ー
ム
を
迎
え
た
。
韓
国
の
成
人
マ
ン
ガ

は
、
日
本
の
成
人

マ
ン
ガ
の
よ
う

に
ポ
ル
ノ
マ
ン
ガ
を
示
す
の
と
は
異
な
る
。

む
し
ろ
日
本
で
い
う
少
年

マ
ン
ガ
や
、
青
年

マ
ン
ガ
に
分
類
さ
れ
る
よ
う
な
ジ

ャ
ン
ル
で
あ
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
当
時
人
気
を
獲
得
し
て
い
た
の
は
、
『明
日

の
ジ

ョ
i
』
に
代
表
さ
れ
る
宀
ち
ば
て
つ
や
の
作
品
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

ち
ば
の
作
品
も
、
日
本

マ
ン
ガ
と
は
知
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
。
こ
の
頃
人
気
を

博
し
た
成
人

マ
ン
ガ
は
、
日
本
マ
ン
ガ
の
不
法

コ
ピ
ー
だ
け
で
な
く
、
韓
国
人

作
家
の
手
に
よ
る
マ
ン
ガ
も
多

い
。
現
在
で
も
活
躍
す
る
マ
ン
ガ
家
イ

・
ヒ
ョ

ン
セ
の

『恐
怖
の
外
人
球
団
』
は
こ
の
頃
発
表
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
作

品
は
八
六
年
に
映
画
化
さ
れ
る
ほ
ど
、
人
気
を
得
た
。

七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
は
、
現
在
も
活
躍
す
る
韓
国
人

マ
ン
ガ
家
が
出
そ

ろ
い
、
純
情

マ
ン
ガ
や
成
人

マ
ン
ガ
が
充
実
し
た
。

マ
ン
ガ
は
軍
事
政
権
下
で

抑
圧
さ
れ
た
人
々
の
娯
楽
と
し
て
支
持
を
集
め
た
。
し
か
し
、

マ
ン
ガ
を
求
め

る
入
々
の
欲
望
を
全
斗
煥
政
権
の

「愚
民
化
」
政
策
に
操
作
さ
れ
た
結
果
と
す

る
考
え
方
も
あ
り
、
「ア
ク
シ
ョ
ン
も
の
、
貧
し
い
主
人
公
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
を

用
い
て
成
功
す
る
姿
を
描

い
た
財
閥
も
の
な
ど
の
氾
濫
は
、
物
議
を
か
も
し
た

(増
田
、
一り
Φ
⑩)」
と

い
う
。
人
々
が
娯
楽
と
し
て
求
め
る
マ
ン
ガ
と
、
社
会
の

道
徳
観
は
ぶ
つ
か
り
あ

っ
て
い
た
。
当
時
を
知
る
マ
ン
ガ
家
-
氏
は
、
「五
月
五

日
の
こ
ど
も
の
日
に
は
、
決
ま

っ
て
Y
M
C
A
な
ど
の
市
民
団
体
が

マ
ン
ガ
排

斥
運
動
を
し
て
い
ま
し
た
よ
。」
と
語
る
。

マ
ン
ガ
を
制
限
し
て
い
っ
た
の
は
、
杜
会
の
道
徳
観
念
だ
け
で
は
な
か

っ
た
。

軍
事
政
権
に
よ
る
、
表
現
の
規
制
も
大
き
な
問
題
だ

っ
た
。
韓
国
マ
ン
ガ
は
七

〇
年
代
以
前
か
ら
事
前
審
議
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
政
権
は
一
一
九
七
〇
年
に
は

刊
行
物
倫
理
委
員
会
を
整
備
し
て
、

マ
ン
ガ
の
描
写
を
特
に
厳
し
く
規
制
す
る

よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

「刊
行
物
審
議
倫
理
委
員
会
の
マ
ン
ガ
部
で
は
、
女
性
ア
ル
バ
イ
ト
が

マ
ン
ガ

を
見
て
検
査
し
て
い
ま
し
た
。
人
を
殺
す
シ
ー
ン
で
刀
を
か
い
た
ら
だ
め
な

ど
と
い
っ
た
基
準
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
七
〇
年

の
マ
ン
ガ
に

韓国マ ンガにおけ る日本 の位置付 け129



は
、
人
殺
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
に
刀
が
描
か
れ
て
な

い
ん
で
す
よ
。
他
に
も
、

兄
姉
で
も
男
女
が

一
緒
の
布
団

で
寝
て
い
た
ら
だ
め
だ
と

い
う
の
も
あ
り
ま

し
た
」
(
マ
ン
ガ
家

・
1
氏
)

こ
う
し
た
、
強
引
な
描
写

の
規
制
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
も
厳
し
く
制
限
さ

れ
た
。
そ
の
様
子
は
韓
国
で
最
も
人
気

の
あ
る

マ
ン
ガ
家
の

一
人
、
黄
美
那

(フ
ァ
ン

・
ミ
ナ
)
の
八
六
年

の
作

品

『わ
れ
ら
は
道
に
迷

っ
た
小
鳥
を
み
た
㎞

が
受
け
た
規
制
の
例
か
ら
う
か
が
え
る
。
黄
は
、
韓
国
の
実
生
活
を
背
景
に
し

た
純
情

(少
女
)

マ
ン
ガ
を
描
こ
う
と
し
た
が
、
「社
会
の
く
ら
い
面
を
子
供
に

見
せ
て
は

い
け
な

い
と

い
う
理
由

か
ら

(審
議
会
か
ら
の
)
ク
レ
ー
ム
が
多
発

し
た
。
(佐
島
、
}㊤
⑩
り
b
器
)」
と

い
う
。
そ
の
内
容
は
、
「父
母
の
離
婚
は
ダ
メ
。

板
小
屋
バ
ラ
ッ
ク
も
ダ
メ
。
貧
民
街
に
高
級
車
が
入

っ
て
く
る
シ
ー
ン
も
ダ
メ
。

不
正
に
我
慢
な
ら
ず
飛
び
か
か
る
主
人
公
は
暴
力
的
だ
か
ら
ダ
メ
。
力
な
く
う

つ
む

い
て
歩
く
シ
ー
ン
は
虚
無
的
だ
か
ら
ダ
メ
。
(佐
島
、
一8
0
葛
ω
)」
と

い

う
も
の
だ

っ
た
。
そ
の
上
で
、
黄
は
、
「総
て
書
き
直
し
あ
る
い
は
原
稿
破
棄
を

要
求
さ
れ
、
つ
い
に
は

『現
代
社
会

へ
の
批
判
は

一
切
禁
止
』
と
い
う
政
府
か

ら
の
警
告
文
を
受
け
る

(佐
島
、
一り
り
Φ
9
ω
)」
に
至

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

審
議
自
体
は
こ
の
よ
う
に
細
か
く
厳
し

い
も
の
だ

っ
た
が
、
審
議
の
対
象
は

限
定
さ
れ
て
い
た
。
日
本
日
本

マ
ン
ガ
の
不
法

コ
ピ
ー
は
、
文
化
の
輸
入
禁
止

を
建
て
前
と
す
る
政
府
の
政
策

の
た
め
、
存
在
し
な

い
も
の
と
み
な
さ
れ
、
審

議
対
象
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
た

(林
、
一8
0
)。
ま
た
、
事
前
審
議
は

マ
ン
ガ
房

用
の
マ
ン
ガ
に
設
定
さ
れ
て
い
た
た
め
、
大
人
向
け
の
書
店
用
単
行
本

マ
ン
ガ

も
審
議
の
対
象
外
だ

っ
た
。

八
○
年
代
以
降
、
大
学
生
以
上
の
男
性
顧
客
の
多
く
な

っ
て
き
た
マ
ン
ガ
房

は
、
客
の
求
め
に
応
じ
て
、
審
議
対
象
外
の
マ
ン
ガ
も
そ
ろ
え
る
よ
う
に
な

っ

て
い
た
。
大
人
達
に
よ

っ
て
、
審
議
外
の
マ
ン
ガ
が
指
向
さ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ

て
、

マ
ン
ガ
文
化
の
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
化
が
す
す
む
こ
と
に
な

っ
た
の
だ

っ
た
。

.孫
相
翼
は

「
マ
ン
ガ
房
は
路
地
ご
と
に
あ
る
と

い
う
ぐ
ら

い
、
無
分
別
に
表

れ
で
き
た
σ
学
校
周
辺
の
マ
ン
ガ
房
で
、
未
成
年

に
た
ば
こ
を
売
り
、
喫
煙
の

黙
認
が
行
わ
れ
た
。
駅
周
辺
の
マ
ン
ガ
房
は
、
家
出
少
年

の
た
ま
り
場
に
な
り
、

青
少
年

の
暴
力
事
故
の
震
源
地
に
も
な
る
。

マ
ン
ガ
房
の
内
部
に
密
室
を

つ
く

り
、
外
国
製
ポ
ル
ノ
を
放
映
す
る
と
こ
ろ
も
出
て
き
て
、
市
民
団
体
や
マ
ス
コ

ミ
の
非
難
の
的
に
な

っ
た
。
(孫
、
一㊤
O
。。
鳥
一
〇-=
)」
と
、
八
○
年
代

の
マ
ン

ガ
房
を
記
述
し
て
い
る
。
マ
ン
ガ
房
が
世
論
か
ら
青
少
年
犯
罪
の
温
床

の
よ
う

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
マ
ン
ガ
は
ど
こ
か
う
し
ろ
め
た
い
雰
囲
気
の
漂

う
、
「地
下
」
文
化
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
。

文
化
体
育
部
は
報
告
書
の
中
で
、
「八
○
年
代
に
入
る
と
大
部
分
の
淫
乱
な
日

本
マ
ン
ガ
は
非
公
式
的
な
ル
ー
ト
を
通
し
て
海
賊
出
版
さ
れ
、
流
通
し
た
。
(文

化
体
育
部
、
一Φ
雪

葛
㊤)」
と
ま
と
め
て
い
る
。
現
在
で
は
当
時
を
振
り
返

っ
て
、

審
議
を
す
り
ぬ
け
た
日
本

マ
ン
ガ
は
ポ
ル
ノ
が
中
心
だ

っ
た
と
す
る
見
方
は
強

い
。
そ
し
.て
、
そ
の
た
め
に
、

マ
ン
ガ
は

い
っ
そ
う
低
俗
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
・な
っ
た
の
だ
と
指
摘
さ
れ
る
。
.

マ
ン
ガ
を
読
ん
で
い
る
人
々
に
も
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
!
ジ
は
共
有
さ
れ
て

い
る
。
「日
本

マ
ン
ガ
と

い
え
ば
、
ポ
ル
ノ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ

っ
た
」
、
あ

る
い
は

「あ
の
こ
ろ

(八
○
年
代
頃
)
は
、
本
当
に
低
質
な
日
本

マ
ン
ガ
も
、
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儲
か
る
か
ら
と
言
う
理
由
で
は
い

っ
て
き
た
」
等
、
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
に
答
え
て

く
れ
た
人
達
は
当
時
を
振
り
返
る
。

し
か
し
、
ポ
ル
ノ
マ
ン
ガ
の
旦
ハ体
的
な
タ

イ
ト
ル
を
あ
げ
ら
れ
る
人
は
無
く
、
さ
ら
に
そ
う
し
光
マ
ン
ガ
を
実
際
に
は
見

た
こ
と
が
な

い
と

い
う
人
も
い
た
。

そ
の
た
め
、
彼
ち
の
言
う
ポ
ル
ノ
が
、

一

体
ど
の
よ
、つ
恋
マ
・ノ
ガ
を
き
し
て
い
た
の
か
轍
わ
か
ら
な

い
。

そ
も
そ
も
、
日
本

マ
シ
ガ
と
低
俗

を
結
び
つ
け
る
.議
論
北
は
、
あ

い
ま

い
な

点
が
あ
る
。
こ
う
し
た
議
論
で
は
、
低
俗
な
の
は

一
部
の
日
本
マ
ン
ガ
な
の
か

全
部
な
の
か
が
明
確
に
さ
れ
な

い
こ
と
が
多

い
。
そ
も
そ
も
、
「
マ
ン
ガ
の
な
か

で
、
兄
姉

で
も
男
女
が

一
緒
に
寝

て
は

い
け
な

い
」
と

い
う
規
制
を
引
い
て
い

た
韓
国
社
会
に
と

っ
て
、
な
に
が

「低
俗
」
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

h
大
部
分
の
淫
乱
な
日
本
マ
ン
ガ
」
に
は

『キ
ャ
ン
デ
イ
キ
ャ
ン
デ
イ
』
や
、

『明
月
の
ジ
ョ
i
』
等
の
人
気
マ
ン
ガ
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
、
当
時
人
気
を
集
め
た
日
本
マ
ン
ガ
の
受
容
の
様
子
を
見
る
限
り
、
韓

国
の
マ
ン
ガ
イ
メ
ー
ジ
の
悪
さ
の
原
因
は
、
日
本

マ
ン
ガ
の
流
入
に
あ
る
と
考

え
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

「
『
キ

ャ

ン
デ

イ
キ

ャ

ン

デ

イ
』

が

、
実

は

日
本

の

マ
ン
ガ

な

の
だ

と

、

ず

い

ぶ

ん
後

に

な

っ
て
知

っ
た

の
。

そ

の
と

き

は

シ

ョ

ッ
ク
だ

っ
た

わ

。

あ

な

た

だ

っ
て
、

子
供

の
頃

か

ら

官

分

が

慣

れ

親

し

ん

で
き

た
大

好

き

な

作

品

が

、

外

国

の
も

の
だ

っ
た

っ
て
知

ら

さ

れ
た

ら

シ

ョ

ッ
ク
じ

ゃ
な

い
?
」

(
マ
ン
ガ

翻

訳
家

・
C
氏

)

こ
の
意
見
に
も
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
読
み
手
は
、
低
俗
な
日
本

マ
ン
ガ
の

噂
を
聞

い
た
と
し
て
も
、
す
く
な
く
と
も
、
自
分
の
読
ん
で
い
る

『キ
ャ
ン
デ

ィ
キ
ャ
ン
デ
ィ
』
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
は
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら

に
と

っ
て
、
そ
れ
は
韓
国
人
作
家

の
手
に
よ
る
マ
ン
ガ
同
様
名
作
で
あ

っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
は
、
日
本
の
、マ
ン
ガ
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
き
、
「「
シ
ョ
ッ

ク
」
を
感
じ
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。

八
○
年
代
は
、
そ
れ
以
前
と
同
様
に
、
日
本

マ
ン
ガ
の
多
く
は
韓
国
マ
ン
.ガ

に

一
体
化
し
て
い
た
。
し
か
し
、

マ
ン
ガ
界
の

一
部
で
は
、
な
に
を
も

っ
て
低

俗
と
い
う
の
か
は
あ

い
ま
い
だ
が
、
「日
本
」
と
い
う
要
素
が
意
味
を
持
ち
始
め

て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

11

日
本
の
評
価
と
の
接
合
・民
主
化
以
後

(
一
九
八
七
年
～
)

韓
国
の
マ
ン
ガ
界
に
お
い
て
、
日
本

マ
ン
ガ
が

い
た
る
と
こ
ろ
に
広
ま
り
、

注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
民
主
化
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き

か
ら
、
韓
国
マ
ン
ガ
全
体
の
イ
メ
」
ジ
は

「日
本
」

の
部
分
に
引
き
ず
ら
れ
ゐ

よ
う
に
な
る
。

一
九
八
七
年
の
民
主
化
宣
言
以
降
の
時
代
は
、
八
八
年
ソ
ウ
ル

オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
、
八
九
年
海
外
渡
航
自
由
化
と
、
韓
国
社
会
と
世
界
を

つ
な
ぐ

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
増
加
し
た
時
代
で
あ
る
。
時
代
と
と
も
に
、
韓
国
に
流
入
す
る

情
報
は
増
大
し
て
い
た
。

こ
の
時
期
マ
ン
ガ
文
化
は
、

一
気
に

「地
上
」

へ
浮
上
す
る
。
し
か
し

マ
ン

ガ
は
、
韓
国
の
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ
ル
チ
ャ
i
観
の
た
め
に
、
不
道
徳
、
低
俗
、
さ

ら
に
は
青
少
年
犯
罪
の
温
床
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
て
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ

ウ
ン
卞
化
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
マ
ン
ガ
文
化
の
浮
上
は
、
低
俗
と
人
々
が
見

な
し
て
い
た
も
の
が
巷
に
あ
ふ
れ
る
と
言
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
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マ
ン
ガ
の
急
浮
上
に
手
を
貸
し
た
の
は
日
本

マ
ン
ガ
の
大
量
流
入
だ

っ
た
。

こ
の
時
期
、
『北
斗
の
拳
』
、
『
ド
ク
タ
ー
ス
ラ
ン
プ
』
、
『
シ
テ
ィ
ー

ハ
ン
タ
ー
』

な
ど
、
日
本
で
人
気
を
誇

っ
た
少

年

マ
ン
ガ
が
大
量
に
流
入
し
た
。
中
で
も

『ド
ラ
ゴ

ン
ボ
ー
ル
』
は
、
十
万
部
売
れ
れ
ば
大
ヒ
ッ
ト
と

い
う
韓
国
の
マ
ン
ガ

市
場
で
、
二
五
〇
万
部
と
い
う
売
れ
ゆ
き
を
示
七
、

マ
ン
ガ
を
読
ま
な
い
人
々

の
注
目
ま
で
も
集
め
た
。
ま
た
、

『ス
ラ
ム
ダ
ン
ク
』
も
人
気
が
高
く
、
売
上
に

よ
り
出
版
社
が
設
立
さ
れ
た
ほ
ど

の
成
功
を
収
め
た
。
現
在
、
数
種
類
の
マ
ン

ガ
専
門
雑
誌
を
出
版
す
る
そ
の
出
版
社
、
鶴
山
文
化
社
は
、

ソ
ウ
ル
文
化
社
、

テ
ウ
オ
ン
出
版
に
次
ぐ
大
手
出
版
社
と
な

っ
て
い
る
。

日
本
マ
ン
ガ
の
大
量
流
入
き

っ
か
け
は
、
マ
ン
ガ
専
門
誌
の
登
場
に
あ

っ
た
。

民
主
化
宣
言
以
後
、
出
版
自
由
化
を
受
け
て
、
『宝
島
』
を
先
駆
け
に
、
二
十
誌

余
り
の
マ
ン
ガ
専
門
誌
が
創
刊
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
、
韓
国
に
は

マ
ン
ガ
ば
か

り
を
掲
載
し
た
雑
誌
は
な
か
っ
た
。

マ
ン
ガ
は
、
学
習
雑
誌
の
付
録
や
、
紙
面

の

一
部
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
専
門
誌
の
登
場
に
よ

っ
て
、

「
マ
ン
ガ
は

マ
ス
メ
デ

」イ
ア
の

一
部
と
な

っ
た

(ω
HO
>
閃
㊤
α
、
お
8

葛
①
)」
と

言
わ
れ
て
い
る
Q

創
刊
さ
れ
た
マ
ン
ガ
専
門
誌
は
、
『ド
.ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』
や

『
ス
ラ
ム
ダ
ン
ク
』

を
翻
訳
し
、
連
載
す
る
こ
と
で
飛
躍
飼
に
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
た
。
こ
れ
ら
の

日
本

マ
ン
ガ
は
、
雑
誌
掲
載
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
単
行
本
と
し
て
も
出
版
さ

れ
た
。
そ
の
単
行
本
に
は
海
賊
版
も
出
て
、
学
校
周
辺
の
書
店
や
文
旦
ハ店
、
露

店
、

マ
ン
ガ
房
な
ど
で
大
量
に
出
回

っ
た
。
こ
れ
ら
の
マ
ン
ガ
は
、

マ
ン
ガ
専

門
誌
に
掲
載
さ
れ
た
時
点
か
ち
、

日
本
と
の
版
権
契
約
は
結
ば
れ
て
い
な
い
コ

ピ
ー
版
で
あ
る
。
出
発
点
か
ら
海
賊
版
で
あ

っ
た
日
本

マ
ン
ガ
は
、
次
々
に
コ

ピ
ー
さ
れ
、
雑
誌
以
外
も
巻
き
込
ん
で
、
あ
ら
ゆ
る
マ
ン
ガ
の
流
通
ル
ー
ト
を

321

通
じ
て
出
回
っ
た
の
だ

っ
た
。

韓
国
マ
ン
ガ
と

一
体
化
し
て

「地
下
」
を
流
通
し
て
い
た
日
本

マ
ン
ガ
の
不

法

コ
ピ
ー
は
、
『ド
ラ
ゴ
ン
ボ
:
ル
』
と

『
ス
ラ
ム
ダ
ン
ク
』
の
二
大
人
気

マ
ン

ガ
の
力
に
よ
っ
て
、
市
場
に
公
然
と
ひ
ろ
が
り
は
じ
め
た
。
こ
れ
は
、
従
来
と

は
決
定
的
に
異
な

っ
た
事
件
だ

っ
た
。
従
来
の
日
本

マ
ン
ガ
が
、
日
本

マ
ン
ガ

と
意
識
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
マ
ン
ガ
は
、
「日
本
」
の
マ

ン
ガ
だ
と
わ
か
っ
て
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
・こ
れ
ら
の
マ
ン
ガ
が
、
発

表
時
に
日
本
の
マ
ン
ガ
だ
と
断
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
海
外

渡
航
が
自
由
化
さ
れ
、
日
本
の
情
報
も
か

つ
て
よ
り
入
手
し
や
す
く
な

っ
て
い

た
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
情
報
が
急
速
に
広
が

っ
て
い
く
ほ
ど
に
多
く
の
人
々
が

こ
の
マ
ン
ガ
に
関
心
を
よ
せ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
が
重
な
り
合

っ
て
、
「日
本
」

の
マ
ン
ガ
は
広
が

っ
た
の
で
あ
る
。

韓
国
刊
行
物
倫
理
委
員
会
は
、
こ
の
状
況
を
無
視
で
き
な
く
な

っ
た
。
委
ロ貝

会
は
、
九

一
年
、
日
本
有
害

マ
ン
ガ
の
輸
入
防
止
を
目
的
に
外
国
マ
ン
ガ
審
議

制
度
を
準
備
し
て
、
日
本

マ
ン
ガ
の
審
議
を
は
じ
め
た
。
し
か
し
皮
肉
に
も
、

こ
の
措
置
に
よ

っ
て
輸
入
が
公
式
に
認
定
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
、
流
入
は
加
速

し
た
の
だ
っ
た
。

韓
国
マ
ン
ガ
市
場
は
、
日
本
マ
ン
ガ
の
人
気
に
よ
っ
て
拡
大
し
た
。
そ
れ
と

と
も
に
、
マ
ン
ガ
専
門
誌
は
売
れ
ゆ
き
を
伸
ば
し
た
が
、
マ
ン
ガ
房
を
駆
逐
す

る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。

マ
ン
ガ
が
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
化
し
た
こ
ろ
か
ら
、
マ
ン
ガ
房
は
青
少
年

犯
罪
の
温
床
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
た
。
九
〇
年
に
は
学
校
保
健
法
に
よ

っ
て
、



施
設
の
取
り
締
ま
り
対
象
に
指
定
さ
れ
る
ま
で
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
マ
ン
ガ
専
門
誌
は
、
衰
退
し
た
マ
ン
ガ
房
の
代
わ
り
に
勢
力

を
伸
ば
す
こ
と
は
出
来
な
か

っ
た
。
貸
与
店
と
よ
ば
れ
る
レ
ン
タ
ル
マ
ン
ガ
シ

ョ
ッ
プ
が
、

一
九
九
三
年
改
正
さ
れ
た
図
書
館
法
と
出
版
振
興
法
を
う
け
て
登

場
し
た
た
め
で
あ
る
。
貸
与
店
は
雑
誌
や
単
行
本
を
店
内
に
と
り
そ
ろ
え
、

一

冊
あ
た
り

一
旦

二
百
～
五
百
ウ
オ

ン
.,。、程
度
の
安
価
な
貸
与
料
を
設
定
し
、
マ

ン
ガ
房
に
取

っ
て
代
わ
る
勢
い
で
増
加
し
た
の
だ

っ
た
。

出
版
社
は
、
雑
誌
を
購
入
し
て
単
行
本
を
買
う
と

い
う
日
本
型
の
マ
ン
ガ
消

費
形
式

へ
の
移
行
を
試
み
て
き
た
が
、
競
合
す
る
貸
与
店
や
マ
ン
ガ
房

の
存
在

に
は
ば
ま
れ
続
け
た
。
韓
国
で
は
、

マ
ン
ガ
を
借
り
て
読
む
ど
い
う

ス
タ
イ
ル

が
定
着
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
九
〇
年
代
に
韓
国
で
は
、
雑
誌
、

マ
ン
ガ
房
、
貸
与
店
が
共
存
す
る

こ
と
で
、
雑
誌
の
読
み
捨
て
を
と
も
な
わ
な

い
マ
ン
ガ
の
大
量
消
費
形
式
が
完
成
し
た
。

韓
国
で
は
、
マ
ン
ガ
は
基
本
的
に

「借
り
て
」
読
む
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

マ
ン
ガ
房
や
貸
与
店
は
定
着
し
や
す
い
。
し
か
し
、
雑
誌
は

「買

っ
て
」
読
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
状
況

で
、
出
版
社
が
売
上
を
維
持
し
、
さ
ら
に
利

益
を
拡
大
し
て
い
く
の
は
困
難
な

こ
と
で
あ

っ
た
。

マ
ン
ガ
専
門
誌
を
売
り
続

け
る
た
め
に
は
、
ど
ん
ど
ん
新
し

い
、
か

つ
魅
力
的
な
作
品
を
連
発
す
る
よ
り

他
に
な

い
。
し
か
し
、
韓
国
人

マ
ン
ガ
作
家
の
数
は
少
な
く
、
需
要
に
追
い
つ

く
ほ
ど
多
く
の
作
品
を
作
り
出
せ
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、

マ
ン
ガ
専
門
雑
誌
に

は
、
競
合
す
る
マ
ン
ガ
房
や
貸
与
店
と
な
ら
ん
で
利
益
を
あ
げ
な
が
ら
、
国
内

作
家
を
育
て
る
場
と
し
て
機
能
で
き
る
ほ
ど

の
余
裕
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。

韓
国
マ
ン
ガ
市
場
は
、
供
給
が
需
要
に
答
え
ら
れ
ず
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
以
上

の
国
内
調
達
は
不
可
能
で
あ

っ
た
た
め
に
、
輸
入
に
た
よ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
翻
訳
日
本

マ
ン
ガ
は
、
ま
す
ま
す
増
加
し
た
。

日
本

マ
ン
ガ
の
流
入
は
、
雑
誌
が
読
者
の
需
要
に
答
え
た
だ
け
で
な
く
、
ジ

ャ
ン
ル
の
増
加
と
、
読
者
の
年
齢
層
の
多
様
化
に
も
影
響
し
た
。
日
本
か
ら
輸

入
さ
れ
て
き
た

マ
ン
ガ
は
、
少
年

マ
ン
ガ
中
心
か
ら
、
次
第
に
青
年

マ
ン
ガ
、

少
女

マ
ン
ガ
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
渡
り
、
や
が
て
、
日
本
で
人
気

の
マ
ン

ガ
は
殆
ど
翻
訳
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
ま
で
に
な

っ
た
。
こ
う
し
た
ジ
ャ
ン

ル
の
拡
大
は
、
小

・
中
学
生
時
代
に
マ
ン
ガ
を
読
み
始
め
た
子
供
た
ち
が
、
高

校
生

・
大
学
生
に
な

っ
て
も
読
む
こ
と
が
で
ぎ
る
よ
う
な
作
品
の
、
絶
対
数
の

増
加
に
つ
な
が

っ
た
。

マ
ン
ガ
と

い
う
メ
デ
ィ
ア
へ
の
注
目
は
、
こ
の
よ
う
な
日
本

マ
ン
ガ
の
大
量

流
入
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
た
め
に
、
高
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
そ

れ
が
マ
ン
ガ
を
読
ま
な

い
人
々
の
目
を
引
い
た
の
は
、
そ
の
語
り
が
、
反
日
言

説
の
形
を
と

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

民
主
化
宣
言
以
後
の
韓
国
社
会

で
は
、
マ
ン
ガ
に
限
ら
ず
日
本

の
大
衆
文
化

は
か
つ
て
な

い
ほ
ど
に
盛
ん
に
受
容
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
こ
れ
は
、
人
々
が

親
し
ん
で
き
た
文
化
の
な
か
で
、
民
衆
文
化
運
動
に
含
ま
れ
な
か

っ
た
残
余
の

部
分
に
、
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
て
ら
れ
る
き

っ
か
け
に
も
な

っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

初
期
に
は
、
日
本
大
衆
文
化
の

「
日
本
」
の
部
分
に
論
点
が
集
中
し
が
ち
だ

っ

た
。
知
識
入
達
は
、
流
行
現
象
の
分
析
と
言
い
な
が
ら
、
日
本
の
マ
ン
ガ
、
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、
音
楽
が
若
者
に
受
容
さ
れ
人
気
を
得
て
い
る
こ
と
を

「倭
色

(日
本
的
)」
文
化
に
よ
る

「汚
染
」
と
と
ら
え
、
日
本
文
化
批
判
を
繰
り
広
げ

て
い
た

(本
田
、
一㊤O
刈
葛
①
㊤
)。
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日
韓
の
関
係
は
、
八
○
年
代
末

か
ら
は
教
科
書
問
題
、
九
〇
年
代
に
入

っ
て

か
ら
は
従
軍
慰
安
婦
問
題
と
、

、韓
国
の
人
々
を
反
日
に
駆
り
立
て
乃
要
素
に
満

ち
て
い
た
。
ま
た
、
九
三
年
に
就
任
し
た
金
泳
三
大
統
領
は
、
反
月
を
カ
ー
ド

に
日
韓
関
係
を
と
ら
え

て
い
た
。
.
軍
事
政
権
か
ち
解
放
さ
れ
た
人
々
は
、
外
国

か
ら
の
情
報

の
流
入
に
自
由
を
感
じ
る
と
共
に
、
年
々
の
驚
異
的
な
経
済
成
長

率
を
目
の
当
た
り
に
し
一
自
信
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
.九
三
年
に
出
版
さ
れ
た
反

日
S
F
小
説

『ム
ク
ゲ
の
花
が
咲
き
ま
し
た
』
.、
.は
四
五
〇
万
部
、
反
日
紀
行

エ
ッ
セ
イ

『日
本
は
無
い
λ
悲
し

い
日
本
人
ご
〔,〕
は

}
○
○
万
部
を
売
り
上
げ

た
。
.「民
族
中
興
」
と
し
て
自
国
を
た
た
え
る
風
潮
は
高
ま
る
中
で
、
そ
れ
を
支

え
る
も

の
と
し
て
、
反
日
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
最
高
潮
に
達
し
て
い
た
と
い
え

る
。
.マ

ン
ガ
も
反
日
の
文
脈
で
と
ら
え
ら
れ
、
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
コ
そ
の
理
由
は
、
こ
の
頃
の

マ
ン
ガ
が
日
本

マ
ン
ガ
の
大
量
流
入
を
う
け

て
市
場
を
広
げ
て
い
た
の
で
、
「日
本
」
イ
メ
ー
ジ
が
強
か

っ
た
こ
と
に
あ
る
。

さ
ら
に
、

マ
ン
ガ
は
、
低
俗
な
文
化
と

い
う
古
く
か
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
纏

っ
て

浮
上
し
、
人
々
の
目
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
た
め
、
反
日
の
文
脈
で
語
り
や
す
か

っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
頃

の
反
日
の
言
説
は
、
日
本
文
化
に
低
俗
と

い
う
評

価
を
あ
た
え
、
否
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「日
本
マ
ン
ガ
の
韓
国
攻
略
は
す

で
に
危
険
な
水
準
に
達
し
て
い
・る
。
忙
し
い

月
常
に
追
わ
れ
て
い
る
間
に
我

々
の
子
供
た
ち
は
性
と
残
忍
さ
を
本
質
と
す

る
日
本
の
マ
ン
ガ
に
中
毒
を
お

こ
し
、
自
ら
も
知
ら
ぬ
間
に
破
滅
的
に
従
属

し
て
し
ま

っ
た
。
韓
国
刊
行
物

倫
理
委
員
会
に
よ
る
と
、
市
中
に
出
回
る
海

賊
版
日
本

マ
ン
ガ
は
四
〇
種
余
り
に
上
り
、
児
童

マ
ン
ガ
全
体
を
席
巻
し
て

い
る
と
い
う
。

(中
略
)
日
本
マ
ン
ガ
進
出
の
先
駆
け
を
果
た
↓
た

「ド
ラ
ゴ

ン
ボ
ー
ル
」
の
場
面
を
.み
る
と
、
性
と
暴
力
と
い
う
日
本
文
化
の
特
性
を
そ

の
ま
ま
表
し
て
い
る
。
(中
略
)
日
本

マ
ン
ガ
は
暴
力
に
対
す
る
寛
容
的
態
度

を
見
せ
、
こ
れ
は
児
童
マ
ン
ガ
に
そ
の
ま
ま
溶
け
込
ん
で
い
る
」
(朝
鮮
日
報

㊤
一
＼
㎝
＼
一
一
)

記
事
か
ら
は
、
日
本

マ
ン
ガ
に
魅
力
を
感
じ
、
受
け
入
れ
て
い
る
人
が
い
る

と
い
う
現
実
が
読
み
取
れ
る
。
し
か
し
記
事
の
目
的
は
、
受
け
入
れ
て
い
る
人

が
い
る
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
、
受
け
入
れ
て
い
る
人
を
批
判
す
る
の
で
は

な
く
、
日
本
文
化
を
批
判
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
「本
当
の
と

こ
ろ
韓
国
人
は
受
け
入
れ
た
く
な

い
の
だ
」
と
い
う

「韓
国
入
」
の
立
場
を
確

保
し
、
現
状
が
解
決
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
反
日
言
説
は
、

現
実
を

「見
な
い
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
時
期
、
主
に
知
識
人
や
新
聞

に
よ

っ
て
書
か
れ
た
マ
ン
ガ
に
つ
い
て
の
文
章
は
、
反
日
言
説
に
あ
ふ
れ
て
い

る
。
彼
ら
は
、
日
本
文
化
が
流
入

・
受
容
し
て
い
る
と

い
う
事
実
を
否
定
し
た

い
と
い
う
強
い
共
通
の
意
識
を
持

っ
て
い
た
。

ま
た
こ
の
種
の
、
隔
日
本

マ
ン
ガ
の
悪
影
響
訟狸

の
な
か
に
は
、
マ
ン
ガ
の
内

容
の
低
俗
性
を
批
判
す
る
も

の
の
他
に
、
そ
の
経
済
的
な
脅
威
を
訴
え
る
も

の

も
あ

っ
た
。
主

な
主
張
は
、
「競
争
力
の
強
い
日
本

マ
ン
ガ
が
入

っ
て
く
る
と
、

韓
国
人
作
家
に
よ
る
韓
国
マ
ン
ガ
市
場
は
日
本

マ
ン
ガ
に
席
巻
さ
れ
て
し
ま

い
、

文
化
的
に
日
本
に
隷
属
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
」
と
言
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
経
済
的
な
脅
威
論
は
、
こ
の
時
期
、
か
な
り
感
情
的
な
も
の
が
多
か

っ
た
。
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「我
々
の
マ
ン
ガ
が
素
材
の
制
限
と
支
援
不
足
で
零
細
性
を
免
れ
な
い
で

い
る
中
で
、
八
○
年
代
末
か
ら

日
本
マ
ン
ガ
が
無
断
複
写
で
流
入
し
始
め
た
。

初
め
に
は
傍
観
し
て
い
た
日
本
側
が
、
最
近
に
入

っ
て
原
稿
料
を
要
求
し
て

い
る
。

一
旦
、
韓
国
読
者
ら
に
日
本

マ
ン
ガ
を
味
あ
わ
せ
て
お
い
て
、
こ
れ

か
ら
は
金
を
も
う
け
よ
う
と
言
う

の
だ
。
(朝
鮮
日
報
Φ切
年
ミ
一〇
)」

九
〇
年
代
初
め
に
は
、
上
の
記
事
の
よ
う
に
、
反
日
的
な
日
本

マ
ン
ガ
イ
メ

ー
ジ
が
主
流
で
あ

っ
た
た
め
、
マ
ン
ガ
は
日
本
の
文
化
侵
略
の
先
方
だ
と
い
う

陰
謀
説
ま
で
出
回

っ
た
。

九
〇
年
代
中
盤
に
か
け
て
、

マ
ン
ガ
に
は
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
的
な

「低

俗
」
、
「青
少
年
の
逸
脱
」
と

い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
他
に
、
反
日
的
な
イ
メ
ー
ジ

が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
ρ
こ
こ
で
初
め
て
、
日
本

マ
ン
ガ
と
低
俗
を
結
び

つ
け
る
マ
ン
ガ
史
の
遍
局
面
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
さ
し
く
、
「日
本

マ

ン
ガ
の
流
入
に
よ
っ
て
、
韓
国
に
置
け
る
マ
ン
ガ
の
イ
メ
ー
ジ
は
悪
く
な

っ
た
」

の
で
あ
る
。
日
本
と

マ
ン
ガ
が
、
低
俗
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
媒
介
に
し

て
、
結
び
つ
け
ら
れ
た
結
果
で
あ

っ
た
。

イ
メ
ー
ジ
の
結
び
付
き

の
結
果
(
マ
ン
ガ
に
接
す
る
人
々
は
複
雑
な
立
場
に

追

い
込
ま
れ
た
。

マ
ン
ガ
を
読
む
人
々
は
、
マ
ン
ガ
を
読
む
こ
と
に
よ
.っ
て
、

そ
れ
が
社
会

の
中
で
正
統
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
文
化
的
な
序
列
か
ら
外
れ
た

行
為
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
韓
国
人
と
し
て
も
正
し
く
な
い
行
為
を
し

て
い
る
の
だ
と
、
感
じ
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
。

ソ
ウ
ル
Y
W
C
A
の
九
三
年
の
報
告
書
で
は
、
小
中
学
生
に

「好
き
な

マ
ン

ガ
」
を
選
ば
せ
た
と
こ
ろ
、
『ド
ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
』
と

『
ス
ラ
ム
ダ
ン
ク
』
が
上

位
を
独
占
し
た
9
し
か
し
、
同
時
に
子
供
た
ち
は
、
、日
本

マ
ン
ガ
の
評
価
と
し

て

「暴
力
的
で
残
忍
な
絵
が
多
い
」
「淫
乱
、
低
質
な
台
詞
の
多
さ
」
な
ど
と
い

っ
た

「悪
影
響
」
を
訴
え
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る

(林
、
一Φ
りΦ
)。
日
本

マ

ン
ガ
は
好
き
だ
け
ど
、
日
本
を
好
き
と
い
っ
て
は
い
け
な

い
。
こ
の
葛
藤
は
、

こ
の
時
期
に
、
マ
ン
ガ
の
読
み
手
の
中
で
最
も
大
き
く
な

っ
た
、の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

九
六
年
に
は

マ
ン
ガ
は
発
行
種
数
五
千
五
百
九
十
二
種
で
全
発
行
物
の
十

七

ニ
ニ
%
を
占
め
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
。
発
行
部
数
は
千
・八
百
二
万
部
数
。

出
版
部
数
全
体
の
十

・
二
%
で
あ
る
。

マ
ン
ガ

へ
の
複
雑
な
感
情
を
抱
く
人
々

は
、
マ
ン
ガ
の
発
行
部
数
と
共
に
増
え
て
い
っ
た
。

襯

マ
ン
ガ
を
み
る
新
し
い
視
点
と
従
来
の
視
点
・日
本
大
衆
文
化
開
放
前
夜

九
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
、
日
本

マ
ン
ガ
の
流
入
や
影
響
は
、
反
日
言
説
の

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
語
ら
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
日
本

マ
ン
ガ
の
産
業

的
成
功
が
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
も
事
実
だ

っ
た
。

そ
の
た
め
、

マ
ン
ガ
は
厳
し
い
批
判
に
曝
さ
れ
る

一
方
で
、
国
産
産
業
化
さ

れ
よ
う
と
も
し
て
い
た
。
政
府
は
九
五
年
に
出
版
社
な
ど
を
主
導
し
、
Q。
一〇
〉
閃

と
・呼
ば
れ
る
マ
ン
ガ
の
産
業
博
覧
会
を
企
画
、
開
催
し
た
。
・
「現
代
社
会
の
情
報

化
や
高
度
化
に
、

マ
ン
ガ
は
対
応

で
き
る
。
マ
ン
ガ
は
単
純
な
娯
楽
や
趣
味
で

は
な
く
、
高
付
加
価
値
産
品
で
あ
る
。
(出
版
政
策
資
料
集
、
一り
り
㎝)
」
と

マ
ン

ガ
を
と
ら
え
、
「キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
デ
ザ
イ
ン
、
ゲ
ー
ム
、
テ
ー
マ
パ
ー
ク
、
フ
ァ

ン
シ
ー
商
品
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
各
産
業
の
発
展
を
左
右
す
る
メ
デ
ィ
ア
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(文
化
体
育
部
、
お
り
刈)
」
と
位
置
付
け
て
、
文
化
産
業
の
発
展
の
鍵
を
握
る
商

品
と
し
て
産
業
振
興
を
目
指
し
始
め
た
の
だ
っ
た
。

国
産
産
業
を
担
う
の
は
、
当
然
韓
国
人
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
韓

国
人
作
家
が
描

い
た
マ
ン
ガ
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
、
産
業

の
担
い
手
育
成
が

急
務
と
さ
れ
た
。

マ
ン
ガ
産
業
の
担
い
手
の
育
成
を
目
的
ど
し
、
国
内
の
大
学

、

や
専
門
学
校
で
マ
ン
ガ
学
科
を
設
置
す
る
ケ
ー
ス
は
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
急
激

に
増
加
し
た
。
韓
国
で
初
め
て
マ
ン
ガ
芸
術
学
科
が
設
置
さ
れ
た
の
は

一
九
九

〇
年
、
国
立
公
州
専
門
大
学
で
あ

っ
た
が
、
九
〇
年
代
前
半

に
続

い
て
の
開
校

は
な

い
。
そ
の
後
九
五
年
・九
六
年

に
な
る
と
急
に
増
加
し
、
毎
年
五
校
程
度
学

科
が
開
設
さ
れ
、
九
九
年
に
は
二
年
制
四
年
制
あ
わ
せ
て
二
十
四
校
に
な
っ
て

い
る
。
大
学
以
外
に
も
、
初
期
教
育
の
実
施
が
目
指
さ
れ
た
。
マ
ン
ガ
の
制
作

能
力
を
高
め
る
プ

ロ
グ
ラ
ム
が
小
学
校
の
予
科
の
教
材
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の

も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

一
貫
し
た
マ
ン
ガ
教
育
と

い
う
考
え
か
ら
、

マ
ン
ガ
芸
術
高
校
も
設
立
さ
れ
た
。
九
〇
年
代
末
に
は
、
博
物
館
や
資
料
館
が

そ
う
し
た
人
材
の
受
け
皿
と
し
て
各
地
に
建
設
さ
れ
始
め
た
。
九
九
年
に
ソ
ウ

ル
市
に
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ツ
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ
れ
、

マ
ン
ガ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
資
料

の
市
民
へ
の
公
開
や
、
ア

マ
チ

ュ
ア
へ
の
支
援
を
行

っ
て
い
る
。
同
様

の
施
設
と
し
て
、
プ
チ

ョ
ン
市
に

マ
ン
ガ
情
報
セ
ン
タ
ー
も
登
場
し
た
。

韓
国
の
マ
ン
ガ
市
場
は
、
民
主
化
以
後
の
経
済
成
長
と
と
も
に
、
拡
大
を
果

た
し
て
き
た
。
し
か
し
、

マ
ン
ガ

の
出
版
数
が
出
版
年
鑑
に
記
載
、さ
れ
は
じ
め

る
の
は
九
四
年
以
降
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
も
、

マ
ン
ガ
が
、
日
帝
時
代
か
ら

人
々
に
読
ま
れ
続
け
な
が
ら
も
、
社
会
的
に
は
否
定
的
な
評
価
し
か
受
け
る
こ

と
が
な
か

っ
た
こ
と
、
そ
し
て
本
当
の
意
味
で
社
会
に
注
目
さ
れ
始
め
る
の
は
、

九
〇
年
代
の
半
ば
以
降
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

九
〇
年
代
末
に
な

っ
て
、
マ
ン
ガ
は
大
き
な
利
益
を
生
み
出
す
産
業
と
し
て

の
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
評
価
は
揺
れ
に
揺

れ
続
け
た
。
九
〇
年
代
末
に
な
る
と
、
杜
会
は
大
衆
文
化
を
見
直
し
は
じ
め
て

お
り
、
日
本
大
衆
文
化
輸
入
禁
止
の
政
策
的
見
直
し
も
始
ま

っ
て
い
た
。
マ
ン

ガ
は
正
式
に
版
権
契
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
産
業
的
な
基
盤
は
整

っ
て
、
読

者
層
も
着
実
に
広
が

っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
評
価
が
揺
れ
続
け
た
の
は
、
従

来

の
否
定
的
な
評
価
を
塗
り
替
え
、
新
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
の
は
困
難

を
究
め
た
た
め
で
あ
る
。
低
俗
の
上
に
反
日
が
重
ね
ら
れ
た
否
定
的
な

マ
ン
ガ

へ
の
評
価
は
強
固
だ

っ
た
。
あ
る
も
の
を
低
俗
、
あ
る
い
は
日
本
的
と
見
て
否

定
す
る
よ
う
な
物
の
見
方
は
、
依
然
と
し
て
韓
国
社
会
に
お
い
て
強
力
で
あ
り
、

人
々
は
そ
れ
を
完
全
に
無
視
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

九
七
年
夏
、
最
も
大
き
な
揺
り
戻
し
が
お
こ
る
。
青
少
年
保
護
法
の
施
行
で

あ
る
。
健
全
な
青
少
年
を
悪
質
な
環
境
か
ら
保
護
し
よ
う
と

い
う
主
旨
の
も
と
、

青
少
年

へ
の
ポ
ル
ノ
や
酒
、
タ
バ
コ
の
販
売
な
ど
が
規
制
さ
れ
た
。
こ
れ
は
全

て
の
大
衆
文
化
が
対
象
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
マ
ン
ガ
に
対
す
る
取
り

締
ま
り
は
厳
し
か

っ
た
。
日
本

マ
ン
ガ
の
海
賊
版
は
、
猥
褻

・
暴
力
的
と
い
う

理
由
で
大
量
に
廃
棄
処
分
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
日
本
マ
ン
ガ
だ
け
で
な
く
、
韓

国
人
マ
ン
ガ
作
家
に
よ
る
作
品
も
規
制
の
対
象
と
さ
れ
、
人
気
作
家
に
よ
る
韓

国
の
歴
史
を
扱

っ
た

マ
ン
ガ
が

「猥
褻
物
配
布
」

の
罪
で
起
訴
、

マ
ン
ガ
家
は

逮
捕
さ
れ
、
韓
国
の
マ
ン
ガ
市
場
は
大
混
乱
に
陥

っ
た
。
青
少
年
保
護
法
の
施

行
に
よ
り
、
購
読
可
能
年
齢
が
細
か
く
制
限
さ
れ
、
毎
月
配
布
さ
れ
る

「禁
書

リ
ス
ト
」
を
元
に
、
書
店
は

マ
ン
ガ
を
管
理
せ
ざ
る
を
得
な
く
な

っ
た
。
そ
の
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結
果
、
ソ
ウ
ル
の
大
型
書
店
か
ら
、
日
韓
間
わ
ず

マ
ン
ガ
は
姿
を
消
し
、

マ
ン

ガ
雑
誌
は
相
次

い
で
廃
刊
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
マ
ン
ガ
家
達
は
作
品
発
表
の
場

を
失

っ
た
。

マ
ン
ガ
は
青
少
年

へ
の
悪
影
響
を
根
拠
に
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
否
定

さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

・金
大
中
が
大
統
領
に
就
任
し
、
十
月
に
日
本
大
衆
文
化
開
放
が
決
定
さ
れ
、

マ
ン
ガ
を
含
め
た
文
化
産
業
に
華

々
し
く
ス
ポ

ッ
ト
ラ
イ
ト
が
当
て
ら
れ
る
、

前
夜
の
こ
と
だ

っ
た
。

お
わ

り
に
か
え

て

一
九
九
八
年
十
月
に
日
本
大
衆
文
化
の
段
階
的
開
放
が
決
定
し
た
。
そ
の
後

韓
国
マ
ン
ガ
に
お
け
る

「
日
本
」

の
位
置
付
け
は
、
反
日
と

い
う

一
つ
の
評
価

に
お
し
こ
め
ら
れ
な
く
な

っ
て
き

て
い
る
。
そ
れ
と
共
に
、
マ
ン
ガ
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
自
体
も
し
だ
い
に
そ
の
社
会
的
な
批
判
か
ら
開
放
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

る
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国

マ
ン
ガ
を

と
り
ま
く
諸
事
情
は
今
も
め
ま
ぐ
る
し
く

変
化
し
て
い
る
。

出
版
社
は
九
〇
年
代
末
か
ら
、
日
本
の
マ
ン
ガ
を
輸
入
す
る
だ
け
で
は
な
く

韓
国

マ
ン
ガ
の
輸
出
を
始
め
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
。
メ
デ
ィ
ア
は
日
本

へ
の

輸
出
を

「逆
進
出
」
と
し
て
盛
ん
に
取
り
上
げ
た
が
、
実
際
に
は
台
湾
へ
輸
出

さ
れ
て
い
る
作
品
の
ほ
う
が
多

い
。

出
版
社
や
政
府
の
担
当
者
は

「
現
在

の
韓
国
の
作
家
は
、
日
本

マ
ン
ガ
を
見

て
育

っ
た
た
め
に
、
.「絵
が
日
本
の

マ
ン
ガ
に
似
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本

マ
ン

ガ
と
の
差
異
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
も
進
出
し
や
す
い
の
で

は
な

い
か
」
と
韓
国
マ
ン
ガ
を
分
析
す
る
。
韓
国
マ
ン
ガ
は
、
国
産
産
業
化
を

目
指
す
上
で
日
本
か
ら
の
影
響
を
評
価
し
、
取
り
込
ん
で
行
か
ざ
ゐ
を
得
な
い

状
況
に
あ
る
つ
そ
の

一
方
で
、
彼
ら
は
マ
ン
ガ
を
輸
出
す
る
立
場
に
あ

っ
て
も

「市
場
性
を
も
た
せ
つ
つ
、
韓
国
ら
し
さ
を
出
し
て
い
け
た
ら

…

」
と
考
え

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
現
在
韓
国
で
は
、
こ
の
よ
う
な
韓
国
独
特
の
マ
ン
ガ

と
は
何
か
を
考
え
、

マ
ン
ガ
の
な
か
に
自
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
見
い
だ

し
た
い
と

い
う
思

い
か
ら
、

マ
ン
ガ
研
究
や
マ
ン
ガ
の
国
際
イ
ベ
ン
ト
の
開
催

が
あ

い
つ
い
で
い
る
。

現
在

マ
ン
ガ
に
あ
た
え
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
低
俗
、
逸
脱
、
日
本
批
.判
、

産
業
的
成
功
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
等
様
々
で
あ
る
。

マ
ン
ガ
を
読
む
人
も
読

ま
な
い
人
も
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を

つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
マ
ン
ガ
を
語

っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
韓
国
の
マ
ン
ガ
界
に
お
け
る
日
本

マ
ン
ガ
や

「
日
本
」
の
位

置
付
け
は
反
日
と
い
う

一
枚
岩
で
は
な
く
な
り
、
混
乱
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て

い
る
と
も

い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
韓
国
が

マ
ン
ガ
を
と
ら
え
る
時

に
、
日
韓
両
国
間
だ
け
で
な
く
、
他

の
ア
ジ
ア
地
域
を
視
野
に
い
れ
は
じ
め
た

か
ら
で
あ
る
。
韓
国
は
日
本
マ
ン
ガ
を
と
ら
え
る
と
き
で
さ
え
、
他
国
が
日
本

マ
ン
ガ
に
あ
た
え
た
評
価
や
イ
メ
ー
ジ
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
い
ま

・
や
韓
国
の
マ
ン
ガ
は
、
韓
国

マ
ン
ガ
の
な
か
の
日
本
マ
ン
ガ
の
受
容
を
語
る
に

せ
よ

「日
本
」
を
位
置
付
け
る
に
せ
よ
、
二
国
間
の
関
係
か
ら
だ
け
で
語
り
尽

く
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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丁 注

 

(2
)

(3
V

日
本
大

衆
文

化

の
段
階
的

開
放
が

一
九
九

八
年
十

月

に
決
定
さ
れ
、
第

一
次

の
開
放

が
実

施
さ
れ
た
。

九
九
年
九
月

に
は
第
二
次
開
放
、

二
〇
〇
〇
年

六

月

に
は
第
三
次
開
放

が
実

施
さ
れ
た
。
第

一
次
開
放

で
は
、

日
韓
合
作
映

画

や
有
名
映

画
祭

で
の
受
賞

作
、
そ

の
ビ

デ
オ
、
日
本
語

の

マ
ン
ガ
単
行
本

や

マ
ン
ガ
雑
誌
が
開
放

さ
れ
た
。
第
二
次

開
放
で
は
、

日
本
語

の
歌
謡
曲
等

の

一
定
規

模

の
室
内

コ
ン
サ
ー
ト
が
認

め
ら
れ
た
。
映
画

の
開
放
対
象
範

囲
も

広

が

っ
た
。
内
外

八
○
以

上

の
映

画
祭
受

賞
作
と
、
韓
国

の
民
間
審
査
機

関

が
認

め
た
家
族
映
画

な
ど

へ
拡
大

し
、
上
映
後

の
ビ

デ
オ
販
売
も

認
め
ら
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

第
三
次
開
放

で
は
、
音
楽
、

ア

ニ
メ
、
映

画
、
ゲ
ー

ム

の
分

野
で

の
開
放

が
実
現
し
た
。
大

衆
歌
謡
公
演
分

野
は

コ
一
千
席
以
下

の

室
内

公
演
」

に
制

限
さ
れ

て

い
た

開
放
制
限
規
定

が
完
全
撤
廃

さ
れ
た
。
C

D
は
日
本
語

で
歌

わ
れ
た
曲
を
除

い
て
演
奏
C

D
、
第

三
国
語
で
歌
わ
れ
た

も
の
、
韓
国
語

に
翻
案
さ
れ
た
も

の
な
ど

が
開
放
さ
れ
た
。

ア

ニ
メ
は
、
国

際
映

画
祭
受
賞
作

(約
三
十
本
程

度
)

に
限
り
開
放
す

る
と
さ
れ
た
。
映
画

は
暴
力
、
猥
褻

性
が
強

い

「十

八
歳
未
満
観
覧
不

可
」
を

除
く
と

い
う
端
緒

が
付

い
て
は

い
る
が
、
従
来

国
際
映
画
祭
受
賞
作

に
限

っ
た
開
放
範
囲
を

一

般
映

画
全
体

に
大
幅
拡
大

し
た
。

ゲ
ー
ム
分
野
は
、
日
本

が
強

い
ゲ
ー
ム
機

用
ビ

デ
オ
ゲ
ー
ム
を
除

い
た
パ

ソ
コ
ン
ゲ

ー
ム
、
オ

ン
ラ
イ

ン
ゲ

ー
ム
な
ど

の
輸
入
を
許
可
し
た
。

政
策
史

と
し

て
日
本
大

衆
文
化

開
放
を

め
ぐ

る
歴
史
を

ま
と

め
た

論
文

に
、

林
夏
夫

冒
O
O
①
】

【
一
⑩
Φ
◎。
】

【
一
㊤
㊤
2

が
あ

る
。
ま
た
、
Φ
○
年
代
後
半

の
、
開

放
を
め
ぐ

る
韓
国

の
世
論
を
ま
と

め
た
論

文
と
し

て
、
村
上
純

【
一⑩
り
己

が

あ
る
。

五
十
嵐

に
よ
る
定
義
で

は

「
一
九
八

○
年
代
後
半

以
降
、

日
本
経
済

の
東

ア

ジ

ア

へ
の
大
規
模
な
経
済
進
出
と
平
行
し
、
そ
.の
影
響
力

に
後
押
し
さ
れ
て
、

日
本

の
ポ
ピ

ュ
ラ
ー

カ
ル
チ

ャ
ー
が

こ
の
地
域

に
浸
透
し
、

二
疋
の
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
状
況
」

と
さ
れ

る
。

(
4
)
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
調
査
は

、

一
九
九
九
年
三
月
と

八
月

に
実
施

し
た
。

対
象
者

は
、
新
聞
記
者

二
名

・
マ
ン
ガ
雑
誌
編
集
者

三
名

・
政
府
担
当
者

一
名

・
博

物
館

(
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
セ

ン
タ
ー
)
職
員

一
名

・
マ
ン
ガ
家

一
名

・
マ
ン

ガ
研
究
家

一
名

・
マ
ン
ガ
用
画
材
業
者

一
名

・
マ
ン
ガ
翻
訳
家

一
名

・
書
店

従
業
員
三
名

・
マ
ン
ガ
房
店

主
二
名

・
貸
与
店
店

主

一
名

・
同
人
誌
主
催
者

三
名

・
読
者
十
名

で
あ

る
。

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
は
通
訳
を
介

し
て
、
各

人
、
約

}
時
間
ず

つ
行

っ
た
。

イ

ン
タ
ビ

ュ
ー
の
様

子
は
カ

セ

ッ
ト

テ
ー
プ

に
録
音

し
た
。
引
用
部

分
は
、
テ
ー
プ

に
録
音
さ

れ
た
韓
国
語
を

元
に
テ
キ

ス
ト
化

し
た
も
の
で
あ

る
。

(
5
)
百
ウ
オ

ン
ー1
約

十
円

な
の
で
、
三
十
円

か
ら
五
十
円

ほ
ど

で
あ
る
。
.韓
国

で

・
は
、

ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
が
五
百

ウ
オ
ン
か
ら
七
百

ウ
オ
ン
程
度

で
あ

る
の
で
、

子
供

に
も
手

の
届
く
価
格

で
あ
る
。

(6
)
金
辰
明

『
ム
ク
ゲ
ノ
花

ガ
サ

キ

マ
シ
タ
』
お

り
ω

図
書
出
版

社

ヘ
ネ
ム

(韓

.
国
語
)
。
南
北
が
協

力
し
核

兵
器
開
発
を
行

い
、
朝
鮮
半

島
侵
略
を

た
く

ら
む

日
本

の
陰
謀
を
阻
止
す

る
と

い
う
近
未
来

(
一
九
九

九
年

)
を
描

い
た
ω
「
小

説
。

(7
)
田
麗

玉

『
日
本
は
な

い
』

μ
Φ
り
ω

知
識

工
作
社

(韓

国
語
)
。
韓

国
囚
切
Oo
放

送
の
日
本
特

派
員

で
あ
る
筆
者

が
、
二
年
半

の
日
本

生
活

を
綴

っ
た

エ
ッ
セ

イ
。

翌
年
、
日
本

で
も

『悲

し

い
日
本
人
』

の
邦
題

で
、
た
ま
出
版

か
ら
出

版
さ
れ
た
。

参
考
文
献

伊
藤
亜
人

一
り
㊤
①

『暮
ら
し
が
わ

か
る
ア
ジ

ア
読
本
韓
国
』
河
出
書
房
新
社

五
十
嵐
暁
郎
編

一
〇
Φ
。。
『
変
容
す
る
ア
ジ

ア
と
日
本
ー
ア
ジ

ア
社
会

に
浸
透
す

る
日
本

の

ポ
ピ

ュ
ラ
ー
カ

ル
チ

ャ
ー
』
.

世
織
書
房
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'

・
小
倉
紀
蔵

一㊤
㊤
◎。

『韓
国
は

一
個

の
哲
学

で
あ
る
』
講
談
社

現
代
新
書

彭
元
順

一
㊤
Φ
一

『韓
国

の

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
』
電
通

1

お
逡

「韓
国
へ
の
日
本
文
化
の
進
出
と
そ
の
規
制
」
山
本
武
利
編

一Φ逡

『日
韓

.
,新
時
代
』
同
文
館

佐
島
顕
子

・
一㊤
り
Φ

「黄
美
那
」
国
o
H$

o
け
口
く
o
南

葛
卜。
-ω

鄭
大
均

「.
一
り
O
。。

『
日
本

の
イ

メ
ー
ジ
』

中
公
薪
書

.野
平
俊
水

一〇
㊤
①

『韓
国
反

日
小
説

の
書
き
方
』

亜
紀
書
房

林
夏
生

一
Φ
⑩
①

「戦
後

日
韓
文
化
関
係

の
歴
史
変
化
」
東
京
大

学
大
学
院
修
士
論
文

i

一
Φ
㊤
。。
「韓

国
に
お
け
る
日
本
大
衆
文
化
規
制
政
策

の
変
化
」
『
ワ
ー

ル
ド
ト
レ

ン
ド
』

4
月
号

ア
ジ

ア
経
済
研
究
所

、

1

一8
り
「韓
国
に
お
け
る
日
本
大
衆
文
化

『開
放
』
の
歴
史
的
文
脈
」
『歴
史
学
研
究
』

7
月
号
歴
史
学
研
究
会

本

田
洋

一
Φ
㊤
刈
「外

来
文

化

の
受

容
と
消
費
生
活
」

『も

っ
と
し
力
た

い
韓
国

2
』

一Φ
黷

弘
文
堂

増
田
忠
幸

一
㊤
Φ
㊤

「韓
国

漫
画
入

門
」
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年代 政 治 の 動 き マ ン ガ 状 況 日本マ ンガの流入状況

1945年 第二次世界大戦終結 解放 46-7年 単行本マ ンガの出版がは じまる 50年 代 日本のマンガ・「少年ケニ ア」 の海賊版 「ジ

1948年 大韓民国政府樹立 李承晩政権 55-6年 「チ ャ ッパ ン」 の 出 現 後半 ヤングルの王子」 が出版 される。

1950年 朝鮮戦争勃発 1957年 ソウルに最初の卸売 り店(総 販 誕生)

1953年 朝鮮戦争休戦 50年 代 不 良マ ンガ是非論が知識 人の 間で取 り上げ ら
1960年 学生デモによる李承晩政権崩壊 民主党時代 後半 れる

1961年 軍 事 クrデ ター.TV放 送 開 始

1963年 朴正煕政権 60年 代 「チャ ッパン」 はマ ンガ房へ発展

1965年 日韓国交正常化 1961年 マ ンガの事前審議制度導入

韓国 オ リジナ ルSFマ ンガ 「ラ イファ イ」が

人気を呼ぶ(64年 まで連作 され、35シ リーズ 70年 代 「ア タ ッ クNo1」 「ガ ラ ス の 城 」 「エ ー

が発表 された) ス をね らえ」 な どがマ ンガシ リーズ 「青

少年」 として導入 された。

70年 代 「キ ャ ンデ ィキ ャンデ ィ」'が人気 を博す 。

70年 代 マ ンガ房 の黄金期 中盤 この こ ろ 、 「ベ ル サ イユ の バ ラ」 や 「明

スポー ツ新聞に成人マ ンガが連 載され、人気 日の ジ ョ ー」 「鉄 腕 ア トム 」 「マ ジ ン ガ

1979年 朴 正熙殺害 「ソウルの春」 釜山に カラオケ を呼 ぶ 。 一Z」 等 も流入

上陸 1970年 政府の傘下機関、刊行物 倫理委 員会 によるマ

1980年 光州事件 全斗煥政権 ンガの審議 が開始

90年 「ドラゴ ンボール」 「北斗 の拳」 「シテ

1982年 マ ンガ専門誌「宝 島」創刊 前後 イ ーハ ン ター」 「ス ラ ム ダ ン ク」 等 が 大

1984年 日本 のNHKに よる衛星放送開始。 スピルオー 量に流入
バ ーが問題 になる

1987年 盧 泰愚民 正党代表 による 「民主化宣言」発表 、 1987年 出版自由化(出 版社設立基準緩和) 91年 外国マンガ審議制度導入
1988年 盧 泰愚大統領就任 ゾウルオ リンピ ック開催 ・1988年 「ジャンプ」 などマ ンガ専門誌 の創刊 が相次

1989年 海外渡航自由化 ぐ 。 日本マ ンガの翻訳版出版 にあた り、版権

同年 純情マ ンガ専門誌 「ルネサ ンス」創刊。 契約が結 ばれ るようになる

1990年 学校保保健法制定。マ ンガ房 の立地条件等 が
1993年 金泳三大統領就任 規制 をうける。 これに よりマ ンガ房 は衰退。 「くれ よん しん ち ゃ ん」 「セ ー ラ ー ム ー

同年 コンジュ専門大学にマ ンガ学科設立 ン」 「課長島耕作」等 も流入 しは じめる

1994年 孔魯明韓国駐日大使による日本大衆文化の段 1991年 外 国マ ンガ審議 制度導 入 95年

階的開放が望 まれるとの発言 ・波紋 を呼ぶ 1993年 図書館法改正。マ ンガの レンタルショップ 「貸 以降 「モ ンス ター 」 「バ ガ ボ ン ド」 「花 よ り

同年 政府は文化体育部 に、文化産業局 を設立 与店」が登場す る。 男子」 「紅茶王子」 「天使 禁猟区」、 「陰

1996年 OECD加 盟% 1995年 学校保健法緩和 マンガ房の高級化が進む 陽 師」 などさまざまなマンガの流 入

1997年 IMF危 機 同年 ソウル国際マ ンガフェステ ィバル(SICAF)

1998年 金大中大統領就任 1997年 開催
日本大衆文化の段階的開放決定 青少年保護法施行 事前マンガ審議制度から

事後制度へ

〇
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 The Position of "Japan" in Korean Comics : the History of 

              Japanese Comics Reception 

                    YAMANAKA Chie 

  The aim of this paper is to confirm the whole history of Korean comics, taking notice of "Japan" 's 

positional change in it by flowing Japanese comics into Korea. 
 In recent Korea, it is said that comics have thought to be vulgar readings because of vulgar Japanese 

comics having flown in Korea from the 50's. This thought is influenced by the image of Japan in Korea, 

which regards Japanese culture to be vulgar. 

  Tracing the history of Japanese comics reception in Korea, however, it is obvious that the way of 

thinking to connect the vulgarity of the comics and Japan has completed after Korea's democratization 

in 1987. Before its democratization, Japanese comics were read as the works by Korean cartoonists, 

that is, comics were not directly connected with the element, "Japan". It seems that it rather meant 

comics libraries :manfa pan- or rental books. 

  In this paper, the clue to comprehend the relationship between Korean popular culture and the 

image of Japan will be presented, by confirming the process of connecting Korean comics and the image 

of Japan. 

Key Words 

Japanese comics reception / Teizoku(Vulgaeity)/manga / Korea /The image of Japan
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