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近
年
、
と
り
わ
け
一
九
八
○
年
代
の
韓
国
に
お
け
る
民
衆
史
研
究
に
は
目
を

（
１
）
 

見
張
る
も
の
が
あ
る
。
李
朝
後
期
、
’
九
世
紀
の
民
衆
運
動
に
つ
い
て
も
、
一

八
六
一
一
年
の
「
壬
戌
民
乱
」
を
中
心
と
し
て
い
く
つ
か
の
専
門
論
文
が
書
か
れ

四三二
、 、 、 、、

は
じ
め
に

は
じ
め
に

民
衆
蜂
起
の
論
理
と
作
法

い
わ
ゆ
る
『
鄭
鑑
録
」
を
中
心
と
し
た
易
姓
革
命
論
の
ゆ
く
え

民
衆
運
動
の
「
場
」
と
し
て
の
在
来
市
場

李
朝
後
期
民
衆
運
動
の
二
・
三
の
特
質
に
つ
い
て

て
い
る
。
ま
た
、
若
手
の
研
究
者
集
団
に
よ
っ
て
「
一
八
六
一
一
年
農
民
抗
争
』

（
ト
ン
ニ
ョ
ク
社
、
一
九
八
八
）
と
い
う
よ
う
な
共
同
研
究
が
出
版
さ
れ
、
そ

こ
で
は
各
地
の
事
例
研
究
を
通
し
て
、
通
文
を
発
し
、
「
郷
会
」
と
呼
ば
れ
る
集

会
を
持
ち
、
官
庁
に
対
す
る
「
呈
訴
」
を
行
い
な
が
ら
や
が
て
は
全
面
蜂
起
に

至
る
民
衆
運
動
に
お
け
る
蜂
起
の
論
理
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
発
見
さ
れ
て
い

る
。

一
方
、
共
和
国
で
は
一
九
五
○
年
代
か
ら
資
本
主
義
萌
芽
論
に
基
く
研
究
が

行
わ
れ
、
六
○
年
代
に
は
場
市
（
在
来
市
場
）
や
農
民
闘
争
に
関
す
る
優
れ
た

（
２
）
 

研
究
成
果
を
挙
げ
、
〈
７
日
も
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら

の
諸
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
と
り
わ
け
民
衆
運
動
の
場
と
し
て
の
場
市
が

持
っ
た
意
味
に
注
目
し
つ
つ
、
李
朝
後
期
民
衆
運
動
の
一
一
、
｜
｜
｜
の
特
質
に
つ
い

て
触
れ
て
見
た
い
。

鶴
園
裕

1７ 



、

飛
者
住
お
お
よ
そ
社
会
運
動
と
い
う
こ
と
が
ら
の
性
格
上
、
民
衆
運
動
の

場
合
に
も
様
々
の
路
線
や
潮
流
が
存
在
し
う
る
し
、
李
朝
後
期
に
お
い
て
も
ま

た
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
見
通
し
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
以
下
の
叙
述

に
お
い
て
は
、
第
二
章
で
「
壬
戌
民
乱
」
を
中
心
に
、
運
動
形
態
論
的
な
観
点

（
３
）
 

か
ら
「
典
型
的
な
」
民
衆
蜂
起
に
お
け
る
論
理
と
作
法
を
描
き
、
第
一
二
章
で
は

そ
の
よ
う
な
在
地
の
運
動
形
態
と
は
ま
っ
た
く
異
る
易
姓
革
命
論
の
系
譜
が
李

朝
後
期
に
は
存
在
し
た
こ
と
に
触
れ
、
第
四
章
で
便
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ

ら
の
諸
潮
流
が
い
ず
れ
も
在
来
市
場
と
い
う
民
衆
に
と
っ
て
の
共
通
の
結
節
点

を
利
用
し
な
が
ら
、
や
が
て
は
近
代
の
民
衆
運
動
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
く
側

面
を
強
調
し
た
い
。

な
お
、
本
稿
に
お
け
る
民
衆
と
い
う
概
念
は
、
国
王
や
ソ
ウ
ル
の
中
央
官
僚

お
よ
び
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
守
令
（
地
方
官
）
な
ど
と
い
う
権
力
者
層
を
除

い
た
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
人
民
と
い
う
広
義
の
概
念
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
い
わ

ゆ
る
在
地
の
両
班
層
や
地
主
層
な
ど
の
在
地
支
配
層
を
も
含
む
概
念
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
在
地
の
様
々
の
人
々
が
闘
争
の
様
々
の
局
面
で
ど
の
よ
う
な
立
場
で

ど
の
よ
う
な
行
動
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
で
あ
っ
て
、
民
衆
を

必
ず
し
も
限
定
的
な
小
農
民
層
な
ど
の
被
支
配
者
層
に
の
ゑ
限
る
必
要
は
な
い

と
考
え
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
わ
り
し
て
お
き
た
い
。
勿
論
、
だ
か

ら
と
言
っ
て
、
在
地
に
お
け
る
大
民
と
小
民
の
階
級
的
対
立
と
い
う
よ
う
な
も

の
の
存
在
を
否
定
す
る
し
の
で
は
な
い
。
た
だ
階
級
的
対
立
と
い
う
も
の
は
、

民
衆
闘
争
の
局
面
に
お
い
て
も
、
在
地
支
配
層
を
も
含
ん
だ
地
方
支
配
の
在
り

方
の
方
式
を
踏
ま
え
つ
つ
発
現
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
現
れ
る
も
の

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
ま
ず
在
地
支
配
の
あ
り
方
そ
の
も
の

が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
民
衆
闘
争
の
作
法
の
局
面
に
お
い
て

と
ら
え
ら
れ
た
姿
を
通
し
て
考
え
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

李
朝
後
期
の
民
衆
蜂
起
の
過
程
、
と
り
わ
け
農
民
運
動
に
お
け
る
闘
争
の
仕

方
に
関
し
て
は
、
至
戌
民
乱
」
の
研
究
の
進
展
を
契
機
に
一
定
の
ル
ー
ル
の

存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
共
同
研
究
に
よ
っ
て
各
地
域
ご
と
の
細

（
４
）
 

か
い
事
例
を
分
析
・
総
合
し
た
前
述
の
『
一
八
六
一
一
年
農
民
抗
争
』
や
郷
会
の

機
能
に
注
目
し
、
饒
戸
と
呼
ば
れ
る
富
農
層
の
歴
史
的
役
割
を
高
く
評
価
し
た

安
乗
旭
、
’
九
世
紀
後
半
の
農
民
運
動
を
慶
尚
道
星
州
地
方
の
事
例
を
中
心
に

（
５
）
 

壬
戌
民
乱
期
か
ら
甲
午
農
民
戦
争
期
ま
で
地
域
史
の
手
法
で
分
析
し
た
李
潤（７
）
 

甲
、
’
八
六
一
一
年
の
全
羅
道
の
農
民
蜂
起
の
事
例
を
広
範
に
分
析
し
た
呉
泳
教

（
６
）
 

ら
の
業
績
な
ど
←
に
よ
り
な
が
ら
、
具
体
的
な
資
料
に
即
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

た
だ
し
、
そ
の
前
に
一
つ
だ
け
確
認
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
あ

る
。
民
衆
運
動
が
民
乱
と
呼
ば
れ
る
全
面
蜂
起
に
至
る
以
前
に
い
わ
ば
蜂
起

前
史
と
で
も
い
う
べ
き
様
々
の
形
態
の
闘
争
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
民
衆
蜂
起
の
論
理
と
作
法

ﾉ８ 



も
つ
ど
も
消
極
的
な
形
態
と
し
て
は
、
個
人
的
な
怠
業
や
避
役
、
さ
ら
に
は

逃
亡
に
よ
る
流
民
化
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
在
地
で
の
闘
争
形
態
と
し
て
は
、
個

人
的
・
集
団
的
な
抗
租
す
な
わ
ち
小
作
料
の
不
払
い
や
不
特
定
多
数
の
噂
と
い

う
よ
う
な
形
で
の
無
名
性
を
利
用
し
た
流
言
蜜
語
の
流
布
な
ど
が
あ
る
。
よ
り

積
極
的
な
闘
争
形
態
と
し
て
は
、
山
に
登
っ
て
守
令
の
悪
口
を
行
う
山
呼
、
市

場
に
の
ぼ
り
を
立
て
た
り
、
官
庁
の
大
門
な
ど
に
壁
紙
を
貼
っ
た
り
す
る
掛
書

事
件
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
す
で
に
注
（
２
）
で
あ
げ
た
『
封
建

支
配
階
級
に
反
対
し
た
農
民
た
ち
の
闘
争
Ｉ
李
朝
篇
』
な
ど
に
豊
富
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
丁
若
錆
の
守
令
の
為
の
手
引
書
と
で
も
言
う
べ
き
『
牧
民
心

書
』
の
兵
典
第
五
条
・
応
変
の
項
に
も
、
地
方
官
が
賢
明
に
対
処
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
事
柄
と
い
う
立
場
か
ら
多
く
の
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
農
民
層
分
解
や
農
民
自
身
の
主
体
意
識
の
形
成
と

（
８
）
 

結
今
ｐ
さ
せ
な
が
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

｜
方
、
壬
戌
民
乱
の
研
究
の
深
化
の
過
程
で
、
壬
戌
民
乱
前
史
と
し
て
の
守

（
９
）
 

令
の
諮
問
を
受
け
た
合
法
的
な
郷
庁
に
お
け
る
郷
会
慣
行
や
、
邑
の
守
令
に
ロ
奎

訴
し
て
聞
き
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
道
の
観
察
使
や
営
門
に
訴
え
、
さ
ら
に（
⑪
）
 

は
国
王
に
さ
え
訴
堕
え
る
事
が
合
法
的
に
可
能
で
あ
っ
た
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
蜂
起
前
史
的
な
事
例
に
言
及
す
る
余
裕
を
持
た
な
い
が
、

民
衆
蜂
起
の
渦
中
に
お
い
て
も
、
前
史
的
な
闘
争
形
態
が
合
法
・
非
合
法
の
多

様
な
形
態
で
展
開
し
て
い
る
事
は
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
前
置

き
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
早
速
、
資
料
そ
の
も
の
の
検
討
に
入
り
た
い
。

壬
戌
民
乱
に
関
す
る
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
資
料
集
で
あ
る
『
壬
戌
録
』
の

冒
頭
は
、
「
嶺
湖
民
変
日
記
」
の
副
題
と
共
に
晋
州
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
報

告
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。

「
同
治
元
年
（
哲
宗
一
一
一
一
年
、
一
八
六
一
一
）
壬
戌
二
月
一
九
日
、
晋
州
民
数
万

名
が
、
頭
に
白
巾
を
着
け
手
に
木
棒
を
持
ち
、
該
牧
（
晋
州
）
の
邑
中
に
結
党

聚
会
し
、
吏
胃
の
家
数
十
戸
を
焼
き
壊
し
た
。
（
そ
の
）
挙
措
が
軽
く
な
い
の

で
、
兵
使
は
紛
争
を
解
こ
う
と
思
い
、
場
市
に
出
掛
け
た
所
、
白
巾
の
民
が
地

上
を
覆
い
、
民
財
を
横
領
し
た
事
、
吏
が
横
領
し
た
分
を
む
り
や
り
取
り
立
て

た
事
な
ど
を
責
め
立
て
、
そ
の
迫
る
勢
い
に
少
し
も
ひ
る
む
所
が
な
い
。
故
に

そ
の
憤
り
を
鎮
め
よ
う
と
思
い
、
兵
営
に
入
っ
て
吏
房
の
権
準
範
及
び
横
領
の

吏
金
希
淳
を
捕
え
厳
し
く
梶
棒
で
数
十
度
打
ち
す
え
る
や
、
衆
民
は
そ
の
ま
ま

両
吏
を
火
中
に
投
げ
入
れ
、
焼
尽
く
し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
吏
房
の

子
萬
斗
は
、
そ
の
父
を
救
お
う
と
し
て
ま
た
乱
民
に
踏
ゑ
殺
さ
れ
た
。
（
人
々

は
）
兵
使
を
と
り
囲
ん
で
夜
を
徹
し
て
責
め
た
の
で
官
衙
に
帰
れ
な
か
っ
た
。

本
州
（
晋
州
）
の
吏
房
金
潤
九
は
機
を
見
て
逃
避
し
た
が
、
翌
日
捜
し
出
さ
れ

て
又
打
ち
殺
さ
れ
、
火
に
焼
か
れ
た
。
そ
の
後
、
党
を
分
け
て
村
に
出
、
馬
洞

の
営
将
鄭
南
星
、
富
人
の
成
氏
、
進
士
の
青
崗
崔
氏
の
三
家
を
併
せ
て
焼
穀
し

た
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
｜
｜
｜
人
は
必
要
も
な
い
院
宇
（
書
院
か
、
原
義
は

垣
根
の
あ
る
家
）
の
普
請
を
行
い
、
民
を
使
う
事
に
節
度
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

１９李朝後期民衆運動の二・三の特質について
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営
門
よ
り
こ
の
光
景
を
聞
当
Ｃ
、
論
辞
発
甘
す
。
」

’
八
六
二
年
、
壬
戌
年
の
民
衆
蜂
起
は
、
晋
州
の
内
陸
部
に
隣
接
す
る
丹
城

の
両
班
金
橿
・
金
麟
愛
父
子
の
主
．
導
下
に
よ
る
一
一
月
四
日
の
民
衆
蜂
起
に
端
を

発
し
、
慶
尚
道
・
全
羅
道
（
済
州
島
を
含
む
）
・
忠
清
道
の
一
一
一
南
地
方
を
中
心

に
、
京
畿
道
・
黄
海
道
・
威
鏡
道
の
一
部
を
も
含
む
全
国
七
十
余
邑
に
お
い
て

（
旧
）

ほ
ぼ
同
年
中
に
何
ら
か
の
騒
擾
が
見
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
当
時
の
中
央

（
旧
）

政
界
に
お
い
て
ｊ
も
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
「
変
怪
」
と
し
て
深
刻
に
受
け
止

め
ら
れ
た
晋
州
を
激
化
の
典
型
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
を
見
る
事

に
す
る
。

前
掲
の
資
料
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
農
民
は
白
巾
（
白
い
鉢
巻
）
を
し
め
、

（
Ⅵ
）
 

木
棒
で
武
装
し
て
、
吏
胃
や
富
民
の
家
を
焼
き
、
吏
胃
の
殺
害
に
士
（
で
至
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
農
民
は
樵
軍
ま
た
は
樵
党
な
ど
と
呼
ば
れ
た
。
樵
軍
と
は
、

き
こ
り
の
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
性
格
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

’
八
六
一
一
年
の
民
衆
蜂
起
に
お
い
て
、
吏
胃
の
殺
害
に
ま
で
至
る
事
例
は
、
そ

の
他
に
も
開
寧
、
順
天
、
済
州
等
に
見
ら
れ
る
が
、
守
令
な
ど
の
地
方
官
を
殺

害
し
た
ケ
ー
ス
は
一
件
も
な
い
。
・
守
令
に
関
し
て
は
、
せ
い
ぜ
い
が
「
擴
昇
官

（
旧
）

こ
し

家
、
置
干
校
村
路
上
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
輿
に
乗
せ
て
放
逐
す
る
程
度

で
あ
る
。
吏
胃
の
家
や
富
民
の
家
を
焼
き
穀
つ
行
動
は
、
全
国
各
地
の
蜂
起
に

見
ら
れ
る
。
崔
珍
玉
の
調
査
に
よ
れ
ば
民
衆
蜂
起
の
あ
っ
た
一
一
一
七
邑
の
う
ち
、

（
肥
）

二
九
邑
で
吏
民
家
や
班
家
の
焼
穀
・
毅
破
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
八
六
一
一
年
の

民
衆
蜂
起
の
も
っ
と
も
著
し
い
特
徴
は
こ
の
点
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
ひ

と
ま
ず
一
般
的
特
徴
を
『
韓
国
近
代
農
業
史
研
究
』
の
著
者
の
叙
述
に
よ
っ
て

要
約
し
て
み
よ
う
。

「
要
す
る
に
、
樵
軍
を
名
乗
り
、
蓬
頭
乱
髪
・
頭
に
白
巾
を
着
け
、
棒
杖
と
竹

槍
で
武
装
し
た
数
十
・
数
百
ま
た
は
数
千
の
農
民
た
ち
が
、
邑
城
を
襲
撃
し
て

東
軒
（
守
令
Ⅱ
地
方
官
の
役
所
）
を
占
領
し
、
官
長
を
逐
出
し
て
印
符
と
郷
権

を
奪
取
し
、
破
獄
放
囚
し
て
軍
田
耀
文
簿
（
い
わ
ゆ
る
一
一
一
政
Ⅱ
租
税
関
係
文

書
）
を
焼
却
し
、
朝
官
士
夫
を
殴
打
し
て
好
郷
滑
胃
を
撲
殺
し
、
怨
吏
富
民
の

家
屋
を
穀
破
焼
却
し
、
財
物
を
奪
取
し
、
当
該
の
郡
県
で
み
ら
れ
る
或
る
固
執

的
な
弊
端
が
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
矯
革
す
る
よ
う
に
主
張
す
る
の
が
そ
の
一
般
的

な
形
態
で
あ
っ
た
。
李
朝
国
家
に
お
い
て
睦
官
に
過
誤
が
あ
っ
た
り
民
が
不

当
な
目
に
合
っ
た
時
に
は
、
呈
邑
・
呈
営
し
て
そ
の
是
正
を
要
求
す
る
事
が
で

き
る
の
が
慣
例
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
実
際
に
こ
の
時
の
農
民
た
ち
は
数
次
に
わ

た
っ
て
邑
弊
を
是
正
す
る
よ
う
に
訴
請
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
容

認
さ
れ
な
い
の
で
つ
い
に
は
力
に
よ
る
抗
争
を
展
開
す
る
事
に
な
っ
た
の
で

（
Ⅳ
）
 

あ
る
。
「
｜

以
上
の
よ
う
な
様
相
の
把
握
は
棒
杖
と
竹
槍
と
同
列
に
論
じ
て
い
る
点
や
、

印
符
の
奪
取
を
一
般
的
な
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
点
を
除
い
て
極
め
て
的
確

な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

｜
般
に
一
八
六
一
一
年
の
民
衆
蜂
起
が
、
自
然
発
生
的
な
し
の
で
は
な
く
、
各

2０ 



地
の
主
導
層
に
よ
っ
て
極
め
て
よ
く
準
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
次
第

に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
ま
た
当
時
の
一
部
の
為
政
者
も
そ
の
よ
う
に
見

て
い
た
。
一
一
一
月
の
中
旬
、
晋
州
に
到
着
し
て
ま
も
な
い
按
顛
使
朴
珪
壽
の
判
断

（
旧
）

を
見
て
ふ
よ
う
。

「
参
考
の
事
の
為
に
す
。
今
回
の
晋
州
の
事
変
は
、
い
に
し
え
に
は
聞
い
た
事

も
な
い
事
で
あ
る
。
（
中
略
）
乱
民
の
け
し
か
ら
ぬ
振
る
舞
い
の
始
め
は
、
必
ず

通
文
、
そ
し
て
聚
会
で
あ
る
。
虫
ケ
ラ
の
類
が
ど
う
し
て
能
く
識
字
で
き
よ
う

か
。
文
を
発
す
る
者
に
は
必
ず
そ
の
人
が
お
り
、
伝
告
す
る
者
に
は
必
ず
そ
の

人
が
い
る
。
（
中
略
）
こ
こ
を
以
っ
て
推
究
す
れ
ば
、
即
ち
す
べ
て
こ
れ
士
民
父

（
旧
）

老
の
責
任
で
あ
る
」
と
い
う
訳
で
、
朴
珪
一
箒
は
初
発
か
ら
乱
民
の
背
後
に
自
覚

的
な
扇
動
者
が
い
る
と
見
な
し
て
い
た
。
し
か
も
そ
れ
は
士
民
父
老
、
す
な
わ

ち
在
地
の
両
班
や
有
力
者
で
あ
る
と
の
判
断
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
五
月
の
中
旬
、
晋
州
民
乱
の
具
体
的
な
調
査
を
終
え
た
段
階
で
の
朴

珪
箒
の
判
断
を
見
て
ふ
よ
う
。

「
そ
の
言
う
所
の
都
結
や
統
還
（
統
営
の
還
穀
）
は
乱
民
の
怨
み
と
称
し
て
口

実
と
す
る
所
で
あ
る
。
そ
の
言
う
所
の
里
会
、
都
会
と
い
う
も
の
は
乱
民
の
群

衆
し
て
事
を
謀
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
言
う
所
の
回
文
、
通
文
、
傍

書
と
い
う
も
の
は
乱
民
の
鰯
集
し
て
期
会
と
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
い
う
所

の
松
谷
・
水
谷
市
（
場
）
・
徳
山
市
（
場
）
と
い
う
の
は
乱
民
の
初
会
・
再
会

・
起
闇
（
騒
ぎ
を
起
す
事
）
ｌ
始
乱
の
地
で
あ
る
。
都
結
・
統
還
は
独
り
小
民

の
願
わ
な
い
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
里
会
・
都
会
は
皆
こ
れ
は
大
戸
の
主

張
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
思
う
に
彼
の
山
に
満
ち
地
を
覆
っ
て
来
、
か
ち
ど
き

の
声
を
挙
げ
て
邑
中
で
変
を
起
す
者
が
、
ど
う
し
て
こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
樵
軍
な

（釦）（則）
る
も
の
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
」

朴
珪
壽
は
、
民
衆
蜂
起
の
表
面
に
現
わ
れ
た
樵
軍
の
背
後
に
操
縦
者
と
し

て
の
大
戸
（
在
地
有
力
者
）
の
存
在
を
想
定
し
て
い
た
。
同
じ
報
告
書
に
一
一
一
一
口
う
。

そ
の
動
員
の
手
法
は
、
「
不
動
者
へ
脅
之
以
罰
銭
、
異
論
者
、
伽
之
以
穀
屋
」

（
動
か
な
い
者
は
、
こ
れ
を
脅
す
に
罰
銭
を
以
っ
て
し
、
異
論
の
あ
る
者
は
、

こ
れ
を
お
そ
れ
さ
せ
る
に
毅
屋
Ⅱ
打
ち
壊
し
を
以
っ
て
す
）
と
い
う
も
の
で
あ

り
、
大
戸
が
背
後
操
縦
者
で
あ
る
と
す
る
そ
の
根
拠
は
、
「
観
其
為
乱
之
次
第
、
に

跡
其
起
手
之
先
後
、
有
若
機
謀
反
測
之
所
為
、
決
非
措
柴
負
薪
之
所
能
一
朝
而
棹

（
犯
）

可
辮
也
。
」
（
そ
の
乱
を
為
す
の
次
第
を
観
、
そ
の
起
手
の
先
後
を
跡
づ
け
、
機
樒の

謀
測
り
が
た
き
所
為
の
ご
と
き
あ
る
は
、
決
し
て
柴
を
か
つ
ぎ
、
薪
を
負
う
も
三

の
の
よ
く
一
朝
に
し
て
わ
き
ま
え
る
所
で
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

｜一

朴
珪
箒
に
は
樵
軍
の
よ
う
な
「
無
知
の
輩
」
が
事
前
に
蜂
起
を
計
画
し
、
主
体
珈

的
に
蜂
起
を
実
行
す
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
判
艫

断
か
ら
、
朴
珪
壽
は
確
一
証
の
な
い
ま
ま
に
晋
州
に
住
む
朝
官
の
元
校
理
李
命
允
賑

を
義
禁
府
で
取
調
べ
る
よ
う
要
請
し
、
李
命
允
は
全
羅
道
康
津
の
古
今
島
に
流
雛李

配
と
な
っ
た
。
し
か
し
朴
珪
壽
の
こ
の
よ
う
な
判
断
は
誤
っ
て
い
た
。
少
な
く

（
羽
）

Ｊ
 

と
も
李
命
允
に
関
し
て
は
冤
罪
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
確
か
に
季
命
允
は
、

２
 



￣ 

在
地
の
名
望
家
と
し
て
農
民
と
守
令
と
の
調
停
者
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た

し
、
ま
た
民
衆
の
蜂
起
の
過
程
で
使
樵
軍
に
食
物
の
提
供
な
ど
も
行
っ
た
よ

（
別
）

う
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
場
〈
ロ
に
食
物
の
提
供
を
断
れ
ば
、
蜂
起
し
た

民
衆
か
ら
制
裁
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
り
、
賑
仙
を
行
う
べ
き
地
方
名
望
家
の

李
命
允
と
し
て
は
当
然
の
事
を
し
た
ま
で
で
あ
ろ
う
。
李
命
允
は
蜂
起
民
衆
の

シ
ン
ボ
ル
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
た
の
だ
と
は
思
わ
れ
る
が
、
蜂
起
そ
の
も
の

を
主
導
し
た
と
は
思
え
な
い
。

李
命
允
の
遺
書
と
も
い
う
べ
き
「
被
証
事
実
」
に
は
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ

る
。「
樵
丁
（
軍
）
が
事
を
起
し
た
時
、
そ
の
輩
は
人
家
を
穀
ち
な
が
ら
、
互
い
に

言
う
事
に
は
、
我
々
の
今
回
の
挙
は
当
然
に
善
悪
を
区
別
し
て
い
る
。
李
校
理

は
平
生
、
科
挙
合
格
者
で
あ
る
事
を
理
由
に
威
張
っ
た
り
し
て
い
な
い
。
今
回

の
営
本
（
晋
州
本
営
か
）
で
の
郷
会
に
も
一
切
参
加
さ
れ
て
い
な
い
事
使
ま

（
弱
）

さ
に
我
等
が
喜
ん
で
い
る
事
で
す
。
一
云
云
」
。
李
命
允
が
樵
軍
た
ち
の
一
一
一
一
口
と
し

て
伝
え
た
こ
の
言
葉
の
意
味
す
る
所
は
、
樵
軍
た
ち
が
打
ち
壊
し
に
当
っ
て
は
、

主
体
的
な
取
捨
選
択
を
行
っ
た
上
で
家
屋
の
打
ち
壊
し
を
行
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
李
命
允
の
家
は
打
ち
壊
し
を
ま
ぬ
が
れ
た
。
も
っ
と
も

こ
の
こ
と
が
後
に
主
謀
者
と
し
て
疑
わ
れ
る
原
因
の
一
つ
に
な
る
の
で
あ
る
が
。

他
の
邑
の
事
例
を
見
て
み
よ
う
。

慶
尚
道
の
威
陽
で
は
次
の
よ
う
な
具
合
で
あ
っ
た
。

「
と
こ
ろ
で
威
陽
の
状
頭
（
訴
人
）
朴
万
純
・
禺
書
亀
・
許
烟
ら
壊
乱
を
な

す
時
の
振
る
舞
い
は
、
す
な
わ
ち
税
木
価
（
綿
布
の
価
格
）
の
濫
定
を
言
い
成

し
、
ま
ず
通
文
を
発
し
て
集
会
す
る
。
ま
た
危
言
を
以
っ
て
恐
喝
し
、
も
し
来

な
い
人
が
い
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
家
を
穀
ち
、
ま
た
罰
銭
を
出
さ
せ
、
鉢
巻
を
し

て
棒
を
振
り
回
し
、
官
庭
に
乱
入
す
る
。
そ
の
ふ
る
ま
い
の
驚
き
呆
れ
る
事
、

無
秩
序
の
最
た
る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
光
景
は
強
盗
と
変
り
な
い
。
命
令
を

聞
い
て
来
会
し
た
民
は
、
大
半
が
、
一
屋
奴
や
傭
夫
で
号
す
る
に
樵
軍
と
い
う
。

そ
の
指
揮
を
聞
き
、
踊
躍
し
て
時
を
得
、
東
に
馳
せ
西
に
駆
け
、
穀
焼
の
人

家
は
一
一
一
一
個
所
に
至
り
、
至
る
所
の
村
落
で
は
飯
を
炊
い
て
接
待
し
、
饒
戸
は

こ
と
ご
と
く
使
い
果
た
し
た
。
聞
く
所
に
よ
れ
ば
、
そ
の
破
穀
さ
れ
た
家
の
多

（
頭
）

く
は
、
・
民
に
怨
ま
れ
た
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
」
こ
こ
で
は
樵
軍
が
雇
奴
や
傭

夫
な
ど
の
農
村
に
お
け
る
田
畑
を
持
た
な
い
最
下
層
の
農
民
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
、
居
昌
の
事
例
で
は
、
乱
民
状
頭
の
李
時
圭
ら
一
一
一
人
は
、
「
浮

浪
無
恒
」
と
さ
れ
、
「
移
貿
・
邸
債
・
還
一
Ｅ
の
事
を
理
由
に
「
発
通
聚
会
」

し
、
あ
わ
せ
て
他
邑
の
模
様
に
な
ら
っ
て
は
ち
ま
き
を
締
め
棒
を
持
ち
、
ま

た
樵
軍
の
装
束
を
用
い
て
（
「
亦
用
樵
軍
之
装
束
」
）
、
進
退
を
指
揮
し
、
街
を
ぅ

（
”
）
 

ず
め
て
或
は
焼
き
、
或
は
穀
っ
た
家
が
四
○
家
の
多
き
を
為
し
た
と
い
う
。
こ

こ
で
は
「
樵
軍
之
装
束
」
を
用
い
た
と
い
う
記
述
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

民
衆
蜂
起
の
作
法
と
し
て
、
農
民
層
の
最
下
層
に
位
置
し
、
半
ば
農
村
共
同
体

か
ら
は
み
だ
し
た
存
在
で
あ
る
山
か
せ
ぎ
の
異
形
（
き
こ
り
姿
）
と
し
て
の
樵

2２ 



軍
の
姿
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
民
衆
は
き
こ
り
が
荷
を
運
ぶ
際
の
生
産
用
具

と
も
い
う
べ
き
太
い
杖
の
棒
を
思
い
の
ま
ま
振
る
う
事
が
で
き
た
の
で
は
な
い

だろうか。（豹）
晋
州
の
場
合
、
樵
軍
庁
と
い
う
役
所
が
あ
り
、
一
一
一
所
任
と
い
う
役
職
も
存
在

（
四
）

し
た
と
い
う
。
ま
た
朴
珪
臺
奇
の
「
査
啓
威
辞
」
で
「
重
勘
」
の
罪
と
さ
れ
た
季

啓
烈
は
、
李
命
允
の
六
寸
（
ま
た
い
と
こ
）
で
「
樵
軍
の
座
上
」
と
さ
れ
て
い

る
。
朴
珪
壽
は
い
わ
ゆ
る
「
座
上
」
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
、
頭
目
の
称
号
で

あ
る
が
、
実
態
と
は
す
で
に
か
け
離
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
龍
湖

聞
録
』
に
、
錦
山
の
「
各
所
樵
牧
等
上
書
」
な
ど
と
い
う
文
書
や
、
綾
州
で
樵

軍
が
禁
松
の
事
で
家
舎
を
穀
破
し
、
慎
民
を
殴
打
し
て
、
瀕
死
の
重
傷
を
お
わ

（
釦
）

せ
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
実
際
の
蜂
起
の
参
加
者
に
樵
軍
（
き
こ
り
）
や
樵

軍
の
組
織
の
参
加
を
想
定
す
る
事
に
無
理
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
樵
軍（
別
）

と
呼
ば
れ
る
人
々
は
、
「
荷
鎌
負
械
者
也
、
登
山
樵
軍
也
、
出
野
之
農
夫
也
」

（
荷
物
や
鎌
を
負
う
も
の
で
、
山
に
登
れ
ば
き
こ
り
、
野
に
出
れ
ば
農
夫
）
と

い
う
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
し
、
晋
州
の
場
合
、
資
料
に
誇
張
が
あ
る
と
は
い

え
、
数
千
、
数
万
の
参
加
者
の
す
べ
て
の
人
々
が
樵
軍
で
あ
っ
た
訳
が
な
い
。
（
犯
）

晋
州
蜂
起
の
主
導
者
と
し
て
五
月
三
○
日
に
「
大
会
軍
民
、
鳧
首
警
衆
事
」

（
大
勢
の
軍
民
を
集
め
、
見
せ
し
め
と
し
て
さ
ら
し
首
に
す
る
事
）
と
さ
れ
た

佳

柳
継
春
、
金
守
万
、
李
貴
才
を
取
っ
て
見
て
も
、
柳
継
春
は
朴
珪
壽
に
よ
っ
て

本
来
、
謀
を
童
屋
の
徒
で
あ
り
、
邑
弊
や
民
痩
を
口
実
に
郷
里
の
論
を
主
導
し
、

郷
会
や
里
会
を
能
事
と
し
て
邑
訴
・
営
訴
に
生
涯
を
送
っ
た
人
物
と
さ
れ
て
い

る
。
今
回
の
事
件
に
当
っ
て
は
「
挺
身
発
文
、
会
乱
類
於
場
市
、
潜
製
諺
歌
、

侶樵軍於邑林》）（進んで通文を発し、乱を好む類と市場で会合し、
ひ
そ
か
に
諺
歌
Ⅱ
ハ
ン
グ
ル
の
歌
を
作
り
、
邑
村
で
樵
軍
を
と
な
え
た
）
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
侶
樵
軍
於
邑
村
」
と
い
う
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
・

朴
珪
壽
は
、
本
来
田
地
を
持
た
な
い
柳
継
春
が
、
何
故
自
分
と
は
関
係
の
な
い

都
結
や
統
還
を
理
由
に
蜂
起
を
主
導
し
た
の
か
と
六
度
に
も
渡
っ
て
背
後
の
人

物
を
自
白
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
遂
に
白
状
さ
せ
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
と
報

（
鋤
）

上
口
し
て
い
る
。
主
体
的
に
蜂
起
を
主
導
し
て
い
た
柳
継
春
に
は
、
白
状
の
し
ょ

う
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
柳
継
春
の
経
済
的
地
位
は
樵
軍
と
変
り
は
な
か
つ
て
し

た
が
、
樵
軍
で
は
な
か
っ
た
。

つに

金
守
万
は
、
守
蝶
（
門
番
か
）
の
軍
役
を
持
つ
将
校
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
糖

や
か
ら

李
貴
才
は
宜
寧
か
ら
の
流
雛
の
漢
で
、
巫
曰
州
の
結
還
の
弊
と
は
関
係
が
な
い
の
》

に
樵
党
に
参
入
し
、
打
殺
の
現
場
で
棒
を
振
る
い
主
犯
を
つ
と
め
た
と
さ
れ
て
一
一

（
鍋
）

い
る
。
こ
こ
で
も
「
参
入
樵
党
」
と
い
う
表
現
に
窺
膳
え
る
よ
う
に
、
流
雛
の
民
珈

で
は
あ
っ
て
も
、
晋
州
の
本
来
の
樵
軍
組
織
に
属
す
る
樵
軍
で
は
な
か
っ
た
ら
艫民

し
い
・
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
大
民
と
呼
ば
れ
る
在
地
有
力
者
と
期

し
て
の
地
主
や
、
い
わ
ゆ
る
士
地
に
「
緊
縛
」
さ
れ
た
小
農
民
の
立
場
で
は
な
雛李

か
つ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
朴
珪
壽
も
再
三
疑
問
に
し
て
い
る
よ

３
 

ぅ
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
を
所
有
せ
ず
、
本
来
都
結
や
統
還
と
い
う
よ
う
な
問
題
２














































