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（
一
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八
〇
）
を
事
例
に  

姜　
　
　

東　

局 

 

一
．
は
じ
め
に 

 　

東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
に
関
す
る
学
問
的
な
考
察
の
初
期
か
ら
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
は
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
上
国
と
朝
貢
国
と

の
関
係
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
中
国
的
世
界
秩
序
を
支
え
る
儒
教
的
な
世
界
観
に
基
づ
い
て
、
字
小
事
大
の
原
理
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
た
関
係
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
史
と
朝
鮮
史
に
関
す
る
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
に
対

す
る
以
上
の
よ
う
な
理
解
は
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
第
一
に
、
上
国
と
し
て
の
清
の
イ
メ
ー
ジ
が
変
化
し
た
。
従
来
の
理
解
で

は
、
清
が
漢
化
し
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
清
を
典
型
的
な
上
国
と
み
な
し
て
い
た
。
清
史
の
研
究
の
進
展
か
ら
、
清
は
漢
族
の
文

化
に
素
早
く
同
化
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
満
州
族
の
特
徴
を
長
く
維
持
し
て
い
た
こ
と
、
チ
ベ
ッ
ト
な
ど
の
非
漢
族
の
文
化
の
影

響
も
受
け
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
多
文
化
の
状
況
を
前
提
に
し
て
新
し
い
統
合
の
論
理
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に

な
っ
た(1)

。
ま
た
、
従
来
の
研
究
で
は
、
漢
化
さ
れ
た
清
は
文
を
尊
ん
で
平
和
的
な
外
交
を
展
開
し
た
側
面
が
強
調
さ
れ
た
が
、
た
と

え
ば
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
清
は
、
ロ
シ
ア
な
ど
と
競
争
を
し
な
が
ら
支
配
範
囲
を
広
げ
た
「
帝
国
主
義
」
の
勢
力
と
し
て
の
顔

を
持
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
、
武
を
尊
ん
で
好
戦
的
な
外
交
を
展
開
し
た
側
面
も
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た(2)

。
第
二
に
、
朝
貢
国
で



242法政論集　245号（2012）

論　　説

あ
る
朝
鮮
の
イ
メ
ー
ジ
も
変
わ
っ
た
。
朝
鮮
は
従
順
な
朝
貢
国
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
こ
の
態
度

は
形
式
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
古
代
か
ら
北
方
の
少
数
民
族
で
あ
る
満
州
族
を

蔑
視
し
て
い
た
朝
鮮
で
は
、
清
の
武
に
は
敗
れ
た
も
の
の
、
文
に
お
け
る
自
国
の
優
位
性
は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
信
念
が
広
く
共
有

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
朝
鮮
に
は
自
国
が
中
華
で
あ
っ
た
明
の
正
統
な
後
継
者
で
あ
る
と
い
う
朝
鮮
中
華
―
史
料
の
表

現
で
は
、小
中
華
―
の
意
識
が
広
が
っ
て
い
た(3)

。朝
鮮
は
、心
か
ら
清
を
上
国
と
し
て
認
め
る
従
順
な
小
国
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

以
上
の
よ
う
な
変
化
に
よ
っ
て
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
に
お
け
る
安
定
に
対
す
る
従
来
の
理
解
に
も
全
般
的
な
読
み
直
し
が
必
要
と

な
っ
て
き
た
。
強
大
か
つ
好
戦
的
で
、
実
際
に
膨
張
し
て
い
た
清
と
、
弱
小
で
は
あ
る
が
そ
の
清
を
軽
蔑
す
る
朝
鮮
が
並
立
し
て
い

た
と
い
う
国
際
政
治
の
現
実
か
ら
す
る
と
、
両
国
関
係
の
安
定
は
「
礼
治
」
の
理
念
の
実
現
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
う
単
純
な
説
明

で
は
十
分
で
は
な
い
。
平
和
は
、
清
と
朝
鮮
と
い
う
典
型
的
な
上
国
と
朝
貢
国
間
の
字
小
事
大
の
関
係
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
た
と
い

う
意
味
で
当
然
の
結
果
で
は
な
く
、
そ
れ
を
妨
げ
る
方
向
へ
の
ア
ク
タ
ー
の
変
容
と
い
う
悪
条
件
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
維
持

さ
れ
た
意
外
な
成
果
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
間
、
悪
条
件
の
中
で
平
和
が
守
ら
れ
た
と
す

れ
ば
、
安
定
の
維
持
に
寄
与
し
た
何
ら
か
の
仕
組
み
が
存
在
し
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。 

 　

こ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
権
力
政
治
の
側
面
か
ら
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
夫
馬
進
の
研
究
に
よ
る
と
、
中
国
と
朝
鮮
の

間
に
は
「
礼
治
」
の
理
念
だ
け
で
な
く
、「
礼
治
」
の
実
態
と
し
て
、
礼
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
際
の
制
裁
を
意
味
す
る
「
問
罪
」
も

存
在
し
た
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
問
罪
は
、
明
と
清
が
朝
鮮
に
何
ら
か
の
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
必
要
が
あ
る
際
に
行
わ
れ
る
と

い
う
意
味
で
、
権
力
政
治
の
動
き
に
強
く
影
響
さ
れ
て
い
た(4)

。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
権
力
政
治
の
側
面
は
両
国
関
係
を
動
か
し
た

原
理
と
し
て
無
視
で
き
な
い
が
、こ
の
説
明
は
限
定
的
で
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
夫
馬
進
の
研
究
は
、明
清
と
朝
鮮
の
間
に
「
問

罪
」
の
問
題
が
浮
上
し
て
い
た
時
期
を
中
心
的
な
考
察
の
時
期
と
し
て
い
る
た
め
、
た
と
え
ば
、
清
と
朝
鮮
の
間
に
お
い
て
は
、
考
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察
の
時
期
が
初
期
―
具
体
的
に
は
呉
三
桂
の
乱
の
終
束
（
一
六
八
一
年
）
ま
で
―
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
後
は
安
定
期
に
入
っ
た
と
評

価
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る(5)

。
彼
は
こ
の
安
定
期
に
お
け
る
平
和
の
維
持
の
原
因
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く

権
力
政
治
の
安
定
が
も
っ
と
も
重
要
な
変
数
と
し
て
考
え
ら
れ
た
か
ら
だ
と
推
測
で
き
よ
う
。 

 　

と
こ
ろ
が
、
本
稿
で
注
目
す
る
ア
ク
タ
ー
の
変
化
の
問
題
は
、
権
力
政
治
と
は
区
別
さ
れ
る
変
数
で
あ
る
。
国
際
関
係
論
の
言
葉

で
い
え
ば
、
ア
ク
タ
ー
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
化
は
、
主
に
権
力
政
治
に
注
目
す
る
こ
と
で
ア
ク
タ
ー
の
特
徴
を
変
数
と
し

て
考
慮
し
な
い
リ
ア
リ
ズ
ム
（realism

）
の
立
場
か
ら
は
把
握
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
テ
ィ
ビ
ズ
ム

（constructivism

）
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
約
二
〇
〇
年
間
に
、
両
国
が
対
立
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
原

則
的
に
、
一
年
四
回
―
実
際
は
平
均
二
・
六
回
―
の
朝
貢
に
よ
っ
て
密
接
な
関
係
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
は
、
驚
く
べ
き
事
例
と
し

て
浮
上
し
て
く
る
。
す
る
と
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
衝
突
が
両
国
関
係
の
安
定
を
損
な
う
こ
と
を
防
止
す
る
権
力
政
治
以
外
の
何

ら
か
の
仕
組
み
が
存
在
し
た
可
能
性
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 　

本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
清
朝
の
世
界
秩
序
に
存
在
し
て
い
た
領
域
的
な
区
分
の
国
際
政
治
的
な
意
味
を
問
い
直

す
。
マ
ン
コ
ー
ル
（M

. M
ancall

）
が
フ
ェ
ア
バ
ン
グ
（J. K

. Fairbank

）
編
の
古
典
的
研
究
の
中
で
、
清
の
国
際
関
係
が
西
北
ク

レ
セ
ン
ト
（northw

estern crescent

）
と
東
南
ク
レ
セ
ン
ト
（southeastern crescent

）
に
わ
け
ら
れ
て
い
た
と
指
摘
し
た
と
お
り
、

清
と
周
辺
国
の
関
係
は
一
元
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た(6)

。
そ
の
後
の
一
連
の
研
究
で
、こ
の
区
分
の
様
々
な
側
面
が
探
求
さ
れ
た
が
、

清
の
皇
帝
が
こ
の
よ
う
に
区
分
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
、
中
華
世
界
で
は
儒
教
的
徳
治
を
体
現
す
る
「
中
華
皇
帝
」、
チ
ベ
ッ
ト
仏

教
世
界
の
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
で
は
仏
教
を
守
護
す
る
「
文
殊
（
菩
薩
）
の
化
身
」
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
演
出
す
る
こ
と
で
、
両

世
界
で
の
支
配
の
正
統
性
を
確
立
し
た
と
い
う
岡
洋
樹
の
指
摘
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
一
つ
の
ま
と
め
と
い
え
よ
う(7)

。
と
こ
ろ
で
、

以
上
の
よ
う
な
区
分
に
対
す
る
研
究
は
、
主
に
清
の
時
期
に
中
国
の
一
部
に
な
っ
た
非
儒
教
圏
と
の
関
係
を
中
心
に
行
わ
れ
た(8)

。
ま
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た
、
清
史
の
新
し
い
研
究
成
果
を
朝
鮮
史
の
研
究
に
組
み
込
む
動
き
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
に
お
け
る

領
域
的
な
区
分
が
清
と
朝
鮮
の
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。 

 　

と
こ
ろ
が
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
の
変
化
と
国
際
関
係
の
安
定
と
い
う
問
題
を
考
え
る
と
、
こ
の
区
分
が
両
国

関
係
に
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
可
能
性
が
浮
か
ん
で
く
る
。
ま
ず
、
清
は
、
こ
の
区
分
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
朝
鮮
に
は
典
型
的

な
中
華
王
朝
の
姿
だ
け
を
見
せ
る
こ
と
で
上
国
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
清
の
複
雑
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、

朝
鮮
と
の
関
係
の
安
定
を
害
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
朝
鮮
は
、
内
政
と
外
交
の
区
分
に
基
づ
い
て
、
内
部
に
お
い
て

は
、
小
中
華
の
信
念
を
維
持
し
な
が
ら
、
外
部
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
朝
貢
な
ど
の
礼
的
な
関
係
に
お
い
て
は
、
恰
も
朝
貢
国
の
役

割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
に
、
朝
鮮
と
い
う
ア
ク
タ
ー
の
変
化
も
、
両
国
関
係
に
悪
い
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
要
す
る
に
、
清
と
朝
鮮
に
あ
っ
た
二
つ
の
区
分
が
両
国
関
係
に
分
離
の
構
造
を
作
る
こ
と
で
、
両
国
関
係
は
ア
ク
タ
ー
の
変
化

の
問
題
を
乗
り
越
え
ら
れ
、
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
仮
説
が
設
定
で
き
よ
う
。 

 　

こ
の
仮
説
は
、
あ
ま
り
に
も
常
識
的
な
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
を
学
問
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単

で
は
な
い
。
こ
の
仮
説
の
通
り
に
、分
離
の
仕
組
み
が
有
効
に
作
用
す
る
こ
と
で
、両
国
の
間
に
お
い
て
何
の
問
題
も
発
生
し
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、
こ
の
仕
組
み
は
自
然
な
も
の
に
見
え
、
か
え
っ
て
と
ら
え
づ
ら
く
な
る
よ
う
な
状
況
が
発
生
す
る
。
す
な
わ
ち
、
分

離
に
よ
っ
て
「
礼
治
」
の
理
念
の
通
り
に
両
国
の
関
係
が
動
い
た
と
す
れ
ば
、
仕
組
み
の
存
在
や
構
造
な
ど
を
客
観
的
に
証
明
す
る

こ
と
が
難
し
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
分
離
の
仕
組
み
が
崩
れ
る
例
外
的
な
事
件
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
崩
壊
や

修
復
の
過
程
で
、
分
離
の
仕
組
み
の
様
々
な
側
面
―
分
離
は
如
何
な
る
構
造
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
そ
れ
は
如
何
な
る
方
法
で
維
持

さ
れ
た
の
か
、
崩
壊
し
た
後
の
修
復
は
如
何
な
る
過
程
を
経
た
の
か
な
ど
―
が
明
確
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 　

本
稿
は
、
清
と
朝
鮮
の
安
定
期
に
分
離
の
仕
組
み
の
崩
壊
と
修
復
を
も
た
ら
し
た
事
件
と
し
て
、
朝
鮮
使
節
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
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マ
六
世
（D

pal-ldan ye-shes

、
一
七
三
八
―
一
七
八
〇
）
の

に
注
目
す
る
。
一
七
八
〇
年
、
乾
隆
帝
の
七
〇
歳
の
誕
生
日
を

祝
う
一
連
の
行
事
の
際
に
、
皇
帝
の
指
示
に
よ
っ
て
朝
鮮
の
朝
貢
使
節
と
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
指
導
者
で
あ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
六

世
が
熱
河
―
現
在
の
承
徳
―
の
避
暑
山
荘
で
出
会
っ
た(9)

。
儒
教
の
観
点
か
ら
乾
隆
帝
を
皇
帝
と
理
解
し
て
い
た
朝
貢
使
節
と
、
乾
隆

帝
を
世
俗
の
世
界
に
お
け
る
仏
教
の
保
護
者
と
み
な
し
て
い
た
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

は
、
清
の
支
配
下
で
共
存
し
て
い
た

多
様
な
文
明
に
基
づ
い
た
政
治
勢
力
の
間
の
予
期
せ
ぬ
衝
突
で
あ
っ
た
が
、そ
れ
は
清
と
朝
鮮
の
関
係
か
ら
す
る
と
、皇
帝
自
ら
が
、

朝
鮮
に
向
か
っ
て
清
が
純
粋
な
儒
教
の
王
朝
で
は
な
い
こ
と
を
公
表
す
る
こ
と
で
、
両
国
の
間
に
存
在
し
た
分
離
が
突
如
崩
壊
し
た

事
件
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
す
る
と
、
分
離
か
ら
融
合
へ
の
変
化
が
も
た
ら
し
た
混
乱
の
様
子
、
そ
し
て
そ
れ
を
収
拾
す
る
こ
と

で
分
離
を
回
復
す
る
過
程
を
綿
密
に
追
跡
す
る
作
業
を
通
じ
て
、
清
と
朝
鮮
の
安
定
期
に
平
和
を
も
た
ら
し
た
分
離
の
仕
組
み
に
対

す
る
構
造
的
な
理
解
が
期
待
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
作
業
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。 

 　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
業
を
行
う
た
め
に
克
服
す
べ
き
も
う
一
つ
の
問
題
が
史
料
の
面
に
存
在
す
る
。
一
七
八
〇
年
の
事
件
の
よ
う

に
、
分
離
の
仕
組
み
が
崩
壊
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
素
早
く
回
復
さ
れ
れ
ば
、
歴
史
の
記
録
は
回
復
さ
れ
た
分
離

の
も
と
で
書
か
れ
る
た
め
、
そ
こ
に
は
歴
史
の
全
貌
が
残
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
。
後
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
清
と
朝
鮮
の
公

式
記
録
に
は
、
朝
鮮
使
節
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

が
隠
ぺ
い
さ
れ
る
な
ど
、
実
際
、
分
離
の
仕
組
み
が
非
常
に
把
握
し
に

く
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
一
七
八
〇
年
の
使
節
団
に
は
、
十
八
世
紀
後
期
に
お
け
る
朝
鮮
の
新
し
い
知
的
な
運
動
を

代
表
す
る
風
変
わ
り
な
人
物
が
参
加
し
て
い
た
。
燕
岩
朴
趾
源
（
一
七
三
七
―
一
八
〇
五
）
は
、
正
使
朴
明
源
の
親
戚
と
し
て
、
偶

然
に
も
使
節
団
と
同
行
し
、天
性
の
好
奇
心
と
鋭
い
観
察
力
か
ら
手
に
入
れ
た
様
々
な
情
報
を
『
熱
河
日
記
』
に
ま
と
め
た(10)

。
彼
は
、

科
挙
を
拒
否
す
る
こ
と
で
、
文
明
と
権
力
が
統
合
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
距
離
を
保
つ
こ
と
が
で
き
、
自
由
な
認
識
の
空
間
を
獲
得

し
て
い
た
。
国
際
関
係
に
お
け
る
融
合
と
分
離
と
い
う
、
文
明
的
で
あ
る
と
同
時
に
権
力
的
で
あ
っ
た
変
動
に
対
し
て
も
、
彼
の
自
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由
の
精
神
は
光
彩
を
放
っ
た
の
で
あ
る(11)

。『
熱
河
日
記
』
は
、
ま
さ
に
朴
趾
源
の
自
由
な
精
神
的
営
み
の
結
果
と
し
て
、
忘
却
さ
れ

る
は
ず
の
歴
史
を
我
々
に
伝
え
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
『
熱
河
日
記
』
を
中
心
と
す
る
私
的
な
記
録
と
清
と
朝
鮮
の
公
式

的
な
記
録
を
参
照
し
な
が
ら
、
朝
鮮
使
節
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

の
経
過
と
そ
の
記
録
を
め
ぐ
る
国
際
・
国
内
の
政
治
的

な
動
向
を
考
察
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
わ
る
言
説
を
分
析
す
る
作
業
を
行
う
こ
と
で
、
清
と
朝
鮮
の
間
に
存
在
し
た
平
和
の
仕
組
み

と
し
て
の
分
離
の
仕
組
み
に
対
す
る
構
造
的
な
理
解
を
試
み
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
業
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
清
と
朝

鮮
の
関
係
の
一
面
が
見
え
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
新
し
い
知
見
が
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
吟
味
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。 

 

二
．
揺
れ
る
境
界 

 　

一
七
八
〇
年
は
、
乾
隆
帝
が
七
〇
歳
に
な
る
年
で
あ
っ
た
。
皇
帝
の
誕
生
日
が
近
づ
い
て
く
る
と
と
も
に
、
天
下
を
構
成
す
る
国

家
や
地
域
か
ら
多
く
の
祝
賀
の
使
節
が
清
へ
と
向
か
っ
た
。
そ
の
中
で
も
も
っ
と
も
特
別
な
来
訪
者
は
、
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
き
た
パ
ン

チ
ェ
ン
・
ラ
マ
六
世
で
あ
っ
た(12)

。
彼
は
、
一
八
七
九
年
六
月
―
旧
暦
。
以
下
も
同
じ
―
に
チ
ベ
ッ
ト
を
出
発
し
て
、
青
海
で
冬
を
過

ご
し
、
翌
年
の
七
月
二
十
一
日
に
熱
河
の
避
暑
山
荘
に
到
着
し
た
。
次
の
日
に
皇
帝
へ
の
礼
品
を
献
上
し
、
二
十
三
日
に
は
、
乾
隆

帝
が
須
弥
山
福
寿
之
廟
を
訪
ね
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
会
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
清
か
ら
す
れ
ば
チ
ベ
ッ
ト
と
は
反
対
側
の
朝

鮮
か
ら
は
、
五
月
二
五
日
に
正
使
朴
明
源
、
副
使
鄭
元
始
、
書
状
官
趙
鼎
鎭
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た
使
臣
団
が
国
王
の
正
祖
に
最
後

の
報
告
を
し
た
う
え
で
、
直
ち
に
ソ
ウ
ル
を
出
発
し
た
。
彼
等
は
梅
雨
で
水
が
増
え
た
た
め
に
悪
条
件
に
な
っ
た
道
に
悪
戦
苦
闘
し

た
が
、
八
月
一
日
に
は
北
京
に
到
着
し
た
。
そ
こ
で
礼
部
に
表
文
と
咨
文
を
提
出
し
た
が
、
礼
部
か
ら
は
乾
隆
帝
が
熱
河
に
い
る
こ
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と
、
そ
し
て
、
北
京
の
官
僚
は
北
京
か
ら
の
望
賀
礼
の
形
式
で
皇
帝
の
七
〇
歳
の
誕
生
日
を
祝
う
聖
節
陳
賀
を
行
う
た
め
、
朝
鮮
の

使
臣
も
そ
こ
に
参
列
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
の
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
八
月
四
日
に
礼
部
か
ら
、
朝
鮮
の
使
臣
も
熱

河
に
訪
れ
、
賀
礼
に
参
加
す
る
よ
う
に
と
の
皇
帝
の
勅
旨
が
届
い
た
と
い
う
急
な
知
ら
せ
を
受
け
た
。
そ
こ
で
急
遽
、
使
節
団
の
中

か
ら
熱
河
に
向
か
う
七
十
四
名
を
さ
ら
に
編
成
し
、
八
月
五
日
に
熱
河
へ
向
け
て
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
途
中
で
皇
帝
か
ら
の
催
促

も
あ
っ
た
た
め
、
使
節
団
は
徹
夜
で
険
し
い
道
を
か
な
り
早
い
速
度
で
移
動
し
、
八
月
九
日
の
午
前
に
は
乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・

ラ
マ
の
い
る
熱
河
に
到
着
し
た
の
で
あ
る(13)

。 

 　

そ
し
て
、
翌
八
月
十
日
に
、
朝
鮮
の
使
臣
に
乾
隆
帝
か
ら
の
知
ら
せ
が
届
い
た
。 

 　

軍
機
大
臣
が
皇
帝
の
勅
旨
を
奉
っ
て
き
て
、
チ
ベ
ッ
ト
の
聖
な
る
僧
侶
に
赴
い
て
会
い
た
い
か
と
聞
い
た
。
使
臣
は
「
皇
上

が
小
国
を
愛
す
る
こ
と
（
＝
字
小
）
は
、
内
地
の
よ
う
に
見
な
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
で
す
の
で
、
中
国
の
人
士
と
交
流
す
る
こ

と
は
厭
い
ま
せ
ん
。
た
だ
、
他
国
の
人
に
至
っ
て
は
、
敢
え
て
通
う
こ
と
を
し
な
い
の
が
、
小
国
の
法
で
あ
り
ま
す
」
と
答
え

た(14)

。 

 　

乾
隆
帝
の
こ
の
命
令
か
ら
す
べ
て
が
始
ま
っ
た
。
朝
鮮
の
使
臣
は
、
皇
帝
か
ら
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
会
う
よ
う
に
勧
め
ら
れ
、

拒
否
の
意
思
を
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
天
子
の
命
令
へ
の
抵
抗
と
も
見
え
る
こ
の
大
胆
な
行
動
は
、
清
と
朝
鮮
が
共
有
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
て
い
た
国
際
関
係
の
規
範
が
持
つ
力
へ
の
信
念
に
基
づ
い
て
い
た
。
使
臣
は
、「
字
小
」
の
議
論
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ

は
清
と
朝
鮮
の
関
係
が
字
小
事
大
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
確
認
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
使
臣
は
こ
の
原
理
の
適

用
範
囲
を
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
に
限
定
し
た
。
清
と
朝
鮮
が
原
理
を
共
有
す
る
圏
域
と
そ
れ
と
異
な
る
圏
域
を
区
別
し
た
う
え
で
、

字
小
事
大
の
関
係
は
前
者
の
圏
域
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
後
者
と
の
関
係
設
定
に
つ
い
て
は
朝
鮮
の
意
思
で
行
う
と
い
う
説
明
が
な

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る(15)

。
そ
し
て
、
朝
鮮
の
意
思
は
、
小
国
の
法
に
基
づ
い
た
分
離
の
維
持
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。 
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そ
の
後
、
使
節
団
の
中
で
、
如
何
に
こ
の
事
態
に
対
応
す
べ
き
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
飛
び
交
っ
た
。
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な

意
見
が
出
さ
れ
た
。 

 　

軍
機
大
臣
が
去
っ
た
後
、
使
臣
は
皆
顔
に
愁
容
を
表
し
た
。
通
訳
が
慌
て
て
奔
走
し
、
宿
酔
が
続
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
裨

将
（
遣
外
使
臣
の
遂
行
武
官
：
筆
者
注
）
た
ち
は
、
公
然
と
怒
り
を
発
し
「
皇
帝
の
や
る
こ
と
は
あ
や
し
く
、
悪
い
。
必
ず
亡

び
る
。
必
ず
亡
び
る
。
夷
狄
の
や
る
こ
と
だ
。
大
明
の
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
ろ
う
」
と
い
っ
た
。
首
席

通
訳
は
、
大
変
忙
し
い
中
で
も
、
裨
将
に
向
か
っ
て
、「
春
秋
の
大
義
が
出
て
く
る
場
合
で
は
な
い
」
と
い
っ
た(16)

。 

 　

裨
将
は
、
朱
子
学
の
主
な
敵
で
あ
る
仏
教
の
僧
侶
と
会
う
こ
と
を
勧
め
る
皇
帝
へ
の
反
感
を
露
わ
に
し
た
。
こ
れ
は
純
粋
な
朱
子

学
者
の
典
型
的
な
反
応
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、「
大
明
」
と
の
比
較
か
ら
、
乾
隆
帝
の
暴
挙
を
議
論
し
て
い
る
点
に
、
明
の
継
承

者
を
自
負
す
る
小
中
華
意
識
の
特
徴
も
明
確
に
見
ら
れ
る
。
一
方
、
通
訳
の
対
応
は
裨
将
と
は
異
な
っ
て
い
た
。
彼
等
は
、
当
時
に

は
珍
し
く
両
国
の
言
語
が
理
解
で
き
、
両
国
に
関
わ
る
境
界
人
で
あ
り
、
ま
た
両
班
で
は
な
い
中
人
で
、
必
ず
し
も
朱
子
学
へ
の
信

念
が
強
く
な
か
っ
た
た
め
に
、
使
節
団
の
中
で
は
も
っ
と
も
現
実
政
治
へ
の
配
慮
に
傾
斜
し
が
ち
な
存
在
で
あ
っ
た
。
通
訳
の
言
葉

は
、
清
の
皇
帝
と
い
う
権
力
者
の
命
令
の
形
を
と
っ
て
迫
り
く
る
権
力
を
目
の
前
に
し
て
、「
春
秋
の
大
義
」
な
ど
の
理
念
は
政
治

的
判
断
の
場
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
の
両
極
端
の
姿
勢
は
、
朝
鮮
に
お
い
て
決
し
て
新
し
い
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
前
者
は
小
中
華
の
議
論
と
し
て
朝
鮮
の
内
部
で
主
流
で
あ
り
、
後
者
は
清
と
の
国
際
関
係
の
現
場
で
主
流
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
は
、
各
々
異
な
る
空
間
を
占
有
し
な
が
ら
共
存
し
て
い
た
。
裨
将
と
通
訳
の
論
理
は
、
こ
の
両
方

を
各
々
代
表
し
て
い
た
。
熱
河
に
お
い
て
変
化
し
た
の
は
、
皇
帝
の
命
令
に
よ
っ
て
こ
の
二
つ
の
意
見
の
対
立
を
防
い
で
い
た
国
内

と
国
際
政
治
の
境
界
の
分
離
が
崩
れ
始
め
た
と
い
う
政
治
的
な
状
況
で
あ
っ
た
。 

 　

彼
ら
の
議
論
が
結
論
を
出
せ
な
い
う
ち
に
、
乾
隆
帝
か
ら
新
し
い
勅
旨
が
届
い
た
。「
突
然
、
軍
機
大
臣
が
飛
ぶ
よ
う
に
馬
で
駆
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け
て
き
て
、
皇
帝
の
勅
旨
を
口
頭
で
宣
布
し
て
﹇
中
国
と
朝
鮮
の
人
々
は
一
体
な
の
で
、
赴
い
て
会
う
べ
き
で
あ
る
﹈
と
い
っ
た
」

の
で
あ
る(17)

。
乾
隆
帝
は
、「
中
国
と
朝
鮮
の
人
々
は
一
体（
＝
中
朝
人
一
体
）」で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
。「
中
朝
人
一
体
」

は
、
擁
正
帝
以
来
の
「
中
外
一
体
」
を
朝
鮮
と
い
う
相
手
に
合
わ
せ
て
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
中
外
一
体
」
は
チ
ベ
ッ
ト

の
よ
う
な
藩
部
を
相
手
に
主
に
使
わ
れ
、
朝
貢
国
や
通
行
の
持
た
な
い
国
に
対
し
て
は
殆
ど
用
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら(18)

、
こ
の
表
現

を
使
っ
た
こ
と
だ
け
で
も
大
き
な
変
化
で
あ
っ
た
。
上
記
の
文
章
を
清
の
「
中
外
一
体
」
の
意
味
か
ら
理
解
す
る
と
、
お
そ
ら
く
儒

教
や
仏
教
と
い
う
「
教
」
と
は
関
係
な
く
、
皇
帝
の
権
力
に
従
う
こ
と
を
促
す
意
味
が
強
い
融
合
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る(19)

。

そ
の
結
果
は
も
ち
ろ
ん
、分
離
の
崩
壊
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、「
中
外
一
体
」
の
発
想
は
、朝
鮮
に
は
そ
れ
ほ
ど
馴
染
み
が
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
朝
鮮
の
使
節
は
清
の
内
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
こ
の
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
言
葉
は

彼
ら
に
、
多
文
化
の
清
と
儒
教
文
明
の
朝
鮮
が
一
体
な
の
で
、
朝
鮮
も
清
と
同
じ
く
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
に
接
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
言

語
道
断
の
命
令
に
聞
こ
え
て
く
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
権
力
と
文
明
を
め
ぐ
る
意
思
疎
通
の
混
乱
は
あ
っ
た
が
、
双
方
と
も
に
皇
帝

の
言
葉
が
、
朝
鮮
を
儒
教
的
な
圏
域
の
中
の
存
在
に
さ
せ
て
い
た
分
離
が
崩
壊
し
た
こ
と
の
宣
言
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
は
共
有
で

き
た
。 

 　

以
上
の
よ
う
な
経
緯
で
、
朝
鮮
の
使
節
団
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

を
め
ぐ
る
乾
隆
帝
の
意
思
と
論
理
を
彼
ら
な
り
に

理
解
し
た
。
道
徳
と
権
力
、お
よ
び
心
情
と
結
果
が
混
在
す
る
緊
迫
し
た
状
況
の
中
で
の
政
治
的
決
断
は
、使
節
の
任
務
で
あ
っ
た
。

使
節
団
の
三
人
の
中
で
も
、
代
表
で
あ
る
正
使
の
朴
明
源
が
究
極
的
な
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
非
常
に
責
任
感
の
強
い

人
物
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
朴
明
源
を
中
心
と
す
る
使
臣
団
の
議
論
で
は
、「
赴
い
て
会
え
ば
、
最
終
的
に
は
苦
し
い
立
場
に
な
る
」

と
い
う
意
見
や
「
礼
部
に
文
書
を
送
っ
て
、
道
理
に
基
づ
い
て
争
う
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
な
ど
が
飛
び
交
っ
た(20)

。
権
力
政
治
の
現

実
に
対
す
る
憂
い
と
と
も
に
、
道
徳
的
原
理
の
立
場
か
ら
乾
隆
帝
に
抵
抗
し
よ
う
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
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清
の
礼
部
で
行
っ
た
情
報
収
集
か
ら
は
、
乾
隆
帝
が
「
そ
の
国
は
礼
を
知
っ
て
い
る
が
、
陪
臣
は
礼
を
知
ら
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と

が
わ
か
っ
た(21)

。
乾
隆
帝
は
、
礼
の
言
説
を
持
っ
て
、
朝
鮮
の
使
臣
の
抵
抗
に
対
し
て
不
快
感
を
表
し
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
が
朝
鮮
と

い
う
国
家
―
あ
る
い
は
国
王
―
と
使
臣
を
対
比
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
朝
鮮
が
行
っ
て
き
た
字
小
事
大
の
礼
の
延
長
上

で
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

と
い
う
分
離
の
撤
廃
を
正
当
化
し
て
い
る
点
は
理
解
で
き
よ
う
。 

 　

そ
の
後
使
臣
間
の
議
論
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
次
節
で
紹
介
す
る
通
り
、
翌
朝
の
清
朝
の
官
僚
と

の
対
話
が
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
会
う
こ
と
を
前
提
に
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
権
力
と
論
理
を
備
え
た
乾
隆
帝
の
命
令
に
従

う
方
向
へ
と
議
論
が
進
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
乾
隆
帝
に
よ
る
権
力
と
論
理
の
両
面
か
ら
の
圧
力
で
、
朝

鮮
の
使
臣
も
耐
え
き
れ
な
く
な
っ
た
結
果
、
清
と
朝
鮮
の
間
に
存
在
し
て
い
た
分
離
の
壁
は
も
ろ
く
も
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
朝
鮮

の
使
臣
は
と
う
と
う
異
端
の
指
導
者
で
あ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
会
う
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

三
．
分
離
の
崩
壊
の
光
景 

（ 

一
）
二
つ
の
圏
域
の
衝
突
、
そ
の
一
：
叩
頭
の
礼 

 　

十
日
の
夜
に
は
礼
部
か
ら
、
明
日
の
朝
食
後
か
明
後
日
に
は
乾
隆
帝
に
会
う
こ
と
に
な
る
た
め
、
使
臣
は
必
ず
宮
殿
に
く
る
よ
う

に
と
い
う
知
ら
せ
が
届
い
た
。
十
一
日
の
朝
、
使
臣
は
宮
殿
に
向
か
い
、
礼
部
尚
書
德
保
の
案
内
を
受
け
て
待
機
し
て
い
た
。
そ
の

際
に
、礼
部
か
ら
は
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
叩
頭
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
あ
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
朝
鮮
の
使
臣
は
、「
叩
頭
の
礼
は
、
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天
子
の
前
で
行
う
も
の
で
あ
る
。
今
な
ぜ
チ
ベ
ッ
ト
の
僧
侶
に
天
子
を
敬
う
礼
を
施
す
の
か
」
と
反
論
し
た(22)

。 

 　

様
々
な
点
に
お
い
て
相
違
が
あ
る
二
つ
の
文
明
の
境
界
線
が
一
時
的
に
な
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
、
二
つ
の
圏
域
の
間
の

衝
突
す
る
諸
々
の
面
に
お
い
て
問
題
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
る
。
上
記
の
よ
う
な
叩
頭
を
め
ぐ
る
問
題
の
登
場
は
、
分
離
の
撤
廃
に

よ
る
融
合
の
空
間
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
礼
の
分
野
に
も
混
乱
が
起
こ
り
始
め
た
こ
と
の
表
れ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
前
日
の

論
争
と
比
べ
、
論
争
の
構
造
に
明
確
な
類
似
性
が
見
ら
れ
る
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
使
臣
は
叩
頭
を
字
小
事
大
の
関
係
に

限
定
さ
れ
る
礼
と
み
な
し
た
。
分
離
の
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
礼
部
は
、「
皇
帝
も
先
生
へ
の
礼
で
彼
と
会
う
。
使
臣
は
皇

帝
の
命
令
を
奉
ず
る
の
で
、礼
は
こ
の
よ
う
に
（
叩
頭
：
筆
者
注
）
す
べ
き
で
あ
る
」
と
再
反
論
し
た
の
で
あ
る(23)

。
礼
部
の
議
論
は
、

皇
帝
と
の
関
係
性
を
媒
介
と
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
字
小
事
大
の
礼
を
他
の
圏
域
ま
で
広
げ
る
論
理
に
な
っ
て
い
た
。
ま
さ
に
、
叩

頭
を
対
象
に
、
前
日
の
乾
隆
帝
と
使
臣
の
対
立
の
論
理
が
適
用
さ
れ
た
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
奉
し
て
い
る

モ
ン
ゴ
ル
旗
人
に
も
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
へ
の
叩
頭
を
公
に
は
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
た
清
朝
廷
の
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
朝

鮮
か
ら
す
る
と
当
然
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た(24)

。
そ
し
て
、
使
臣
が
礼
部
の
議
論
を
最
後
ま
で
受
け
入
れ
な
か
っ
た
結
果
、
尚

書
の
徳
保
が
、
帽
子
を
投
げ
、
叫
ぶ
ま
で
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
論
争
は
結
論
を
見
な
い
ま
ま
、
使
臣
は
、
ま
ず
乾
隆

帝
へ
朝
貢
の
礼
を
行
っ
た
。 

 　
『
承
政
院
日
記
』
の
一
七
八
〇
年
九
月
十
七
日
の
記
事
に
は
、
正
使
朴
明
源
、
副
使
鄭
元
始
の
連
名
で
送
っ
た
狀
啓
（
王
の
命
令

で
外
国
や
地
方
に
派
遣
さ
れ
た
臣
下
が
、
重
要
な
案
件
に
関
し
て
王
に
報
告
す
る
際
の
文
書
：
筆
者
注
）
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
見
ら
れ
る
こ
の
日
の
記
録
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 　

十
一
日
の
暁
に
、
提
督
が
「
今
日
は
皇
帝
が
必
ず
引
見
す
る
」
と
い
っ
た
の
で
、
宮
殿
に
参
っ
て
待
ち
ま
し
た
。
ま
た
、
三

器
の
朝
食
を
賜
い
ま
し
た
。
卯
時
（
五
時
か
ら
七
時
の
間
：
筆
者
注
）
に
皇
帝
が
宮
殿
の
門
か
ら
お
い
で
に
な
っ
て
、
礼
部
の



252法政論集　245号（2012）

論　　説

清
人
の

書
で
あ
る
德
保
が
三
人
の
使
臣
お
よ
び
三
人
の
通
訳
官
を
連
れ
て
、
御
座
の
前
に
い
っ
て
跪
坐
を
し
ま
し
た
。
皇
帝

が
「
国
王
は
平
安
で
あ
る
か
」
と
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
臣
は
「
平
安
で
す
」
と
謹
ん
で
お
答
え
し
ま
し
た
。
ま
た
、

「
こ
の
中
で
満
州
語
が
で
き
る
者
は
い
る
か
」
と
お
聞
き
に
な
り
ま
し
た
が
、通
訳
が
そ
の
意
味
を
把
握
で
き
な
か
っ
た
の
で
、

躊
躇
す
る
際
に
、
清
学
尹
甲
宗
が
答
え
て
「
少
し
は
わ
か
り
ま
す
」
と
い
い
ま
し
た
。
皇
帝
は
微
笑
ん
で
、
退
出
す
る
よ
う
に

命
令
し
ま
し
た
。
臣
等
は
、
皇
帝
が
未
だ
戻
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
列
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
皇
帝
が
、
軍
機
章
京
を
使
っ

て
「
貴
方
ら
の
国
家
も
ま
た
仏
を
敬
う
の
か
。
寺
院
は
ど
の
く
ら
い
あ
る
の
か
。
ま
た
関
帝
廟
は
あ
る
の
か
」
と
お
尋
ね
に
な

り
ま
し
た
。
臣
等
が
答
え
て
「
国
家
の
習
俗
で
は
、も
と
も
と
仏
は
敬
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、寺
院
は
ソ
ウ
ル
の
外
に
あ
り
ま
す
。

関
帝
廟
は
城
外
に
二
カ
所
あ
り
ま
す
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
皇
帝
が
宮
殿
内
に
お
戻
り
に
な
っ
た
後
、
臣
等
も
宿
舎
へ
帰
っ

て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
生
茘
枝
酒
一
瓶
を
賜
わ
り
ま
し
た(25)

。 

 　

乾
隆
帝
か
ら
の
質
問
に
や
た
ら
と
仏
教
に
関
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
分
離
の
空
間
の
儀
式
と
し
て
の
特
性

が
明
確
で
あ
っ
た
皇
帝
へ
の
挨
拶
は
難
な
く
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
朝
鮮
の
使
臣
が
須
弥
山
福
寿
之
廟
で
パ

ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
会
う
儀
式
に
参
加
す
る
こ
と
で
、
様
々
な
問
題
が
勃
発
し
た
の
で
あ
る
。 

 　

使
臣
が
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
会
う
直
前
に
、
今
回
は
軍
機
大
臣
か
ら
、
皇
帝
も
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
は
叩
頭
す
る
た
め
、
使

臣
も
叩
頭
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
示
が
あ
っ
た(26)

。
そ
の
日
の
朝
に
あ
っ
た
礼
部
と
の
争
い
の
種
が
再
び
登
場
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
指
示
を
め
ぐ
る
議
論
が
ま
た
し
て
も
曖
昧
な
ま
ま
、
使
臣
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の

の
時
が
き
た
。
使
臣
は
パ
ン
チ
ェ
ン
・

ラ
マ
と
、
ま
ず
カ
タ
ー
（
哈
達
。
中
国
の
文
献
で
は
恰
達
）
を
用
い
た
儀
式
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
カ
タ
ー
と
は
白
絹
の
ス

カ
ー
フ
の
こ
と
で
、
チ
ベ
ッ
ト
で
は
高
位
の
人
に
会
う
際
、
こ
の
ス
カ
ー
フ
を
渡
す
挨
拶
を
す
る
の
が
重
要
な
儀
式
で
あ
る
。
使
臣

は
軍
機
大
臣
か
ら
カ
タ
ー
を
受
け
取
り
、
首
を
立
て
た
ま
ま
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
そ
れ
を
渡
し
た
。
儀
式
を
終
え
た
使
臣
は
叩
頭
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の
礼
を
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
自
分
の
席
へ
戻
ろ
う
と
し
た
。
軍
機
大
臣
は
使
臣
を
戻
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
た
が
、
結
局
、
制
止
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
、
使
臣
は
叩
頭
せ
ず
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

こ
の
行
動
は
朴
明
源
が
自
分
の
信
念
を
貫
い
た
も
の
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
行
動
に
関
す
る
彼
の
説
明
は
よ
り
複
雑

な
も
の
で
あ
っ
た
。
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

の
後
、
朴
明
源
は
以
下
の
よ
う
に
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

吾
輩
が
チ
ベ
ッ
ト
の
僧
侶
に
会
っ
た
際
に
、
礼
が
異
な
り
、
疎
か
で
か
つ
傲
慢
で
あ
っ
た
。
礼
部
の
指
導
と
は
違
っ
た
の
で

あ
る
。
彼
は
皇
帝
の
師
匠
で
あ
る
の
で
、
何
か
得
失
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う(27)

。 

 　

朴
明
源
は
、
圏
域
に
よ
る
礼
の
差
異
か
ら
生
ま
れ
た
非
礼
に
つ
い
て
、
そ
し
て
皇
帝
や
礼
部
と
の
関
連
か
ら
、
こ
の
傲
慢
さ
が
も

た
ら
す
か
も
し
れ
な
い
国
際
政
治
的
な
結
果
に
つ
い
て
懼
れ
て
い
た
。
彼
の
非
礼
に
対
す
る
後
悔
の
中
に
、

の
直
前
ま
で
意
識

的
に
拒
否
し
て
い
た
叩
頭
を
な
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
が
入
っ
て
い
る
か
は
さ
だ
か
で
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
意
図

し
な
い
非
礼
に
つ
い
て
の
後
悔
は
明
白
で
あ
る
。
他
の
圏
域
へ
の
礼
の
融
合
は
信
念
か
ら
受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
礼
を
行
お
う
と
し
て
も
、
こ
な
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
非
礼
と
い
う
失
敗
は
、

が
終
わ
り
、
分
離
の
壁

が
再
び
登
場
し
た
際
に
、
清
と
朝
鮮
の
両
方
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
形
で
解
決
す
べ
き
課
題
を
残
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
の
存
在

や
そ
れ
に
対
す
る
処
理
に
つ
い
て
は
第
四
章
で
探
求
す
る
こ
と
に
し
て
、
次
の
節
で
は
、
突
然
の

が
も
た
ら
し
た
も
う
一
つ
の

混
乱
を
描
い
て
み
よ
う
。 

 （
二
）
二
つ
の
圏
域
の
衝
突
、
そ
の
二
：
仏
像
の
行
方 

 　

儀
式
の
後
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の
命
令
を
受
け
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
僧
侶
数
十
人
は
、
儀
式
に
参
加
し
た
モ
ン
ゴ
ル
王
な
ど
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各
国
の
代
表
に
毛
織
の
絨
毯
や
チ
ベ
ッ
ト
の
お
香
な
ど
の
も
の
と
共
に
金
属
製
の
小
さ
い
童
仏
を
配
っ
た
。
朝
鮮
の
使
臣
に
対
し
て

も
、
朝
貢
使
節
を
構
成
す
る
重
要
な
三
つ
の
職
、
す
な
わ
ち
正
使
、
副
使
、
書
状
官
の
各
々
に
一
躯
の
銅
仏
を
含
め
た
も
の
が
贈
ら

れ
た
。
朴
趾
源
は
、
当
時
の
様
子
を
以
下
の
通
り
に
描
い
て
い
る
。 

 　

そ
の
と
き
は
あ
わ
た
だ
し
く
、
断
る
か
受
け
る
か
の
可
否
を
判
断
す
る
暇
も
な
か
っ
た
。
皇
帝
の
勅
旨
に
関
わ
る
も
の
な
の

で
、
彼
ら
も
動
き
が
素
早
く
、
あ
っ
と
い
う
間
に
処
理
し
た
。
わ
が
使
臣
の
行
動
は
、
た
だ
彼
等
の
導
く
通
り
で
あ
っ
て
、
土

や
木
の
人
形
の
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
通
訳
は
重
訳
で
あ
り
、
こ
ち
ら
と
あ
ち
ら
の
通
訳
が
反
っ
て
聾
者

に
な
っ
た
の
で
、
広
野
に
行
っ
て
突
然
鬼
神
に
で
も
会
っ
た
か
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
こ
と
か
推
測
が
で
き
な
か
っ
た
。
使
臣
に

は
的
確
な
言
い
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
煩
わ
し
く
い
う
こ
と
は
な
く
、
相
手
に
も
ま
た
詳
ら
か
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
で
、
形
勢
は
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た(28)

。 

 　

朴
趾
源
に
よ
る
と
、儒
学
の
信
奉
者
で
あ
る
使
臣
が
異
端
の
も
の
で
あ
る
銅
仏
を
受
け
取
る
こ
と
に
な
っ
た
原
因
は
二
つ
あ
っ
た
。

第
一
に
、
使
臣
は
銅
仏
を
含
め
た
贈
り
物
を
配
る
儀
式
の
進
行
に
ま
ど
わ
さ
れ
た
。
そ
の
場
に
は
皇
帝
と
と
も
に
朝
鮮
以
外
に
も
多

く
の
使
節
団
が
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
儀
式
の
進
行
に
圧
倒
さ
れ
た
こ
と
は
理
解
で
き
よ
う
。
第
二
に
、
贈
り
物
に
つ
い
て
何
か
し

ら
の
言
い
分
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
通
訳
の
問
題
で
う
ま
く
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
使
臣
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・

ラ
マ
と
の
会
話
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
―
モ
ン
ゴ
ル
語
―
満
州
語
―
中
国
語
―
ハ
ン
グ
ル
語
の
五
重
訳
だ
っ
た
た
め(29)

、
朴
趾
源
の
指
摘
の

と
お
り
、
効
率
の
良
い
意
思
疎
通
は
そ
も
そ
も
無
理
な
状
況
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
使
臣
が
贈
り
物
に
つ
い
て
何
か
い
お
う
と

し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。 

 　

以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
原
因
と
な
り
、
朝
鮮
の
使
臣
た
ち
も
銅
仏
な
ど
を
受
け
取
っ
た
が
、
正
使
は
儀
式
の
後
に
、「
彼
ら
か
ら

も
ら
っ
た
も
の
は
、
捨
て
る
と
不
恭
に
な
り
、
受
け
て
も
名
分
が
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
」
と
悩
ん
だ
の
で
あ
る(30)

。
観
察
者
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で
あ
る
朴
趾
源
は
、「
わ
が
国
で
は
、
一
度
仏
と
関
わ
れ
ば
必
ず
終
生
の
弊
害
に
な
る
。
し
か
も
、
そ
れ
を
与
え
た
の
は
チ
ベ
ッ
ト

の
僧
侶
で
あ
る
」
と
書
い
た(31)

。
こ
の
文
章
は
、
使
臣
の
い
っ
た
「
名
分
」
が
持
つ
国
内
政
治
的
な
意
味
に
対
す
る
冷
静
な
説
明
に
も

見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
事
件
に
は
、
儒
教
の
圏
域
か
ら
す
れ
ば
異
端
で
あ
る
仏
教
と
の
交
渉
が
持

つ
問
題
性
が
潜
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。 

 　
『
熱
河
日
記
』
に
よ
る
と
、
使
臣
が
北
京
に
戻
っ
た
後
に
、
す
べ
て
の
贈
り
物
を
通
訳
官
な
ど
に
譲
渡
し
た
が
、
彼
等
も
こ
れ
を

汚
ら
わ
し
い
も
の
と
見
な
し
て
、
銀
九
〇
両
で
売
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る(32)

。
こ
の
方
法
で
受
け
取
っ
た
仏
像
を
す
べ
て
処
理
し
、
ま

た
さ
ら
に
受
け
取
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
仏
像
の
件
は
些
末
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
終
わ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
が
、
歴
史
は
そ
う
は
動
か

な
か
っ
た
。
圏
域
の
融
合
と
分
離
の
過
程
で
現
れ
た
、
仏
像
め
ぐ
る
熾
烈
な
闘
争
の
政
治
史
に
関
し
て
は
次
の
章
で
考
察
す
る
。 

 

四
．
分
離
の
再
確
立
へ 

（ 

一
）
清
に
お
け
る
分
離
へ
の
復
帰 

 　

朝
鮮
使
臣
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

が
終
わ
る
と
と
も
に
、
こ
の

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
分
離
の
崩
壊
も
急
速
に

回
復
に
向
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
分
離
の
崩
壊
が
も
た
ら
し
た
混
沌
も
収
ま
り
を
み
せ
た
。
同
時
に
融
合
の
際
の
事
件
に
関
す
る
記

録
作
業
が
始
ま
っ
た
。
回
復
さ
れ
た
分
離
の
観
点
に
立
て
ば
、
突
然
の
融
合
の
動
き
か
ら
発
生
し
た
事
件
は
、
危
険
な
も
の
、
涜
聖

な
も
の
に
み
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
文
字
に
よ
る
記
録
と
い
う
大
変
危
険
、
か
つ
重
要
な
作
業
に
な
れ
ば
、
権
力
か
ら
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強
い
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
る(33)

。 

 　

清
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
分
離
に
は
朝
鮮
と
い
う
国
家
と
の
関
係
に
お
け
る
分
離
の
部
分
と
、
清
内
部
に
お
け
る
仏
教
と
儒
教
と

い
う
二
つ
の
文
明
の
分
離
の
部
分
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
清
に
お
け
る
前
者
の
記
録
の
問
題
へ
の
対
処
を
朝
鮮
使
臣
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・

ラ
マ
と
の
出
会
い
に
関
す
る
礼
部
の
以
下
の
よ
う
な
記
録
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 　

今
月
の
十
二
日
に
、
臣
等
が
勅
旨
に
遵
っ
て
会
同
理
藩
院
司
員
等
を
派
遣
し
、
朝
鮮
使
臣
の
正
使
朴
、
副
使
鄭
、
書
状
官
趙

な
ど
を
連
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
札
什
倫
布
に
行
き
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
（
原
文
は
額
爾
德
尼
：
筆
者
注
）
を
拝
見
し
ま

し
た
。
礼
を
行
っ
た
後
は
、
座
っ
て
お
茶
を
飲
む
よ
う
に
命
令
さ
れ
、
そ
の
国
ま
で
の
距
離
や
、
朝
貢
に
き
た
理
由
に
つ
い
て

の
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。
当
該
使
臣
は
、
皇
帝
の
七
旬
と
い
う
大
き
な
慶
事
が
あ
る
の
で
、
祝
賀
を
表
す
国
書
を
差
し
上
げ

る
と
と
も
に
、
天
恩
に
謹
ん
で
感
謝
す
る
た
め
で
あ
る
と
答
え
ま
し
た
。
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
は
こ
れ
を
聞
い
て
大
い
に
喜
ば

れ
、
そ
の
場
で
、
永
遠
に
恭
順
す
れ
ば
自
然
に
幸
福
を
得
る
と
い
う
お
話
と
共
に
、
使
臣
に
銅
仏
と
毛
織
の
絨
毯
や
チ
ベ
ッ
ト

の
お
香
や
毛
氈
な
ど
を
与
え
ま
し
た
。
当
該
の
使
臣
等
は
叩
頭
し
な
が
ら
感
謝
し
ま
し
た(34)

。 

 　

こ
の
文
書
に
は
、
い
く
つ
か
の
虚
偽
の
事
実
が
含
ま
れ
て
い
る
。
朴
趾
源
は
、「
筆
帖
式
（
清
の
時
代
に
各
官
庁
で
満
州
語
の
文

書
を
作
る
書
記
の
職
名
：
筆
者
注
）
が
持
っ
て
い
る
文
書
の
中
に
は
、
こ
の
意
味
が
原
本
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と

指
摘
し
た(35)

。
た
と
え
ば
、
自
ら
が
『
熱
河
日
記
』
に
書
い
た
事
実
と
礼
部
の
奏
を
比
較
し
て
、「
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
お
辞
儀
を

し
て
会
っ
た
と
か
、
使
臣
た
ち
に
物
を
与
え
た
件
で
、
当
該
の
使
臣
等
が
叩
頭
で
感
謝
し
た
云
々
は
、
す
べ
て
妄
言
で
あ
る
」
と
非

難
し
た(36)

。
当
然
の
批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
差
が
発
生
し
た
過
程
と
し
て
は
、
礼
部
が
奏
を
転
送
す
る
際
に
改
ざ
ん
を
行
っ
た

か
ら
で
あ
る
と
、
礼
部
の
独
断
的
な
行
動
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。 

 　

こ
の
問
題
に
対
す
る
使
臣
の
反
応
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。 



清と朝鮮の関係における圏域の分離と融合（姜）

257

 　

使
臣
は
こ
の
事
態
に
大
い
に
驚
き
、
担
当
の
通
訳
を
礼
部
の
朝
房
に
向
か
わ
せ
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
問
い
詰
め
さ
せ
た
。

「
な
ぜ
勝
手
に
文
書
を
改
ざ
ん
し
、
ま
た
知
ら
せ
も
し
な
か
っ
た
の
か
」
と
い
う
と
、
郎
中
が
大
い
に
怒
り
、「
あ
な
た
達
の
文

書
が
ま
っ
た
く
事
実
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
礼
部
の
官
僚
が
あ
な
た
の
国
の
た
め
に
周
旋
し
て
す
で
に
報
告
を
し
た
の
に
、
あ

な
た
達
は
徳
に
な
る
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
逆
に
怒
っ
て
問
い
詰
め
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
」
と
い
っ
た(37)

。 

 　

使
臣
の
素
早
い
反
応
は
、
限
ら
れ
た
通
信
の
機
会
し
か
な
く
、
ま
た
外
交
官
の
間
で
外
交
活
動
自
体
が
限
ら
れ
て
い
た
当
時
の
字

小
事
大
の
国
際
関
係
に
お
い
て
、
文
書
が
持
っ
て
い
る
圧
倒
的
な
重
要
性
か
ら
す
れ
ば
当
然
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
文

書
に
は
、
自
分
が
行
っ
て
い
な
い
危
険
な
行
動
が
あ
た
か
も
行
わ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
使
臣
の

問
題
提
起
は
、
朝
鮮
と
清
の
記
憶
を
め
ぐ
る
闘
争
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。 

 　

清
の
立
場
は
虚
偽
に
立
っ
て
い
る
た
め
、
身
を
持
っ
て
経
験
し
て
い
る
相
手
と
の
論
争
に
勝
ち
目
は
な
か
っ
た
。
朴
趾
源
が
、
礼

部
の
議
論
に
つ
い
て
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
支
離
滅
裂
な
も
の
に
な
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
真

実
で
あ
ろ
う(38)

。
し
か
し
、
使
臣
が
持
つ
真
理
を
め
ぐ
る
優
位
性
は
、
論
争
に
お
け
る
勝
利
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
。
礼
部
は
、
使
臣

か
ら
の
抗
議
文
の
受
け
取
り
を
拒
否
し
た
り(39)

、
ま
た
熱
河
か
ら
の
出
発
時
間
を
早
く
皇
帝
に
報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
て
、
使
節
団
に

早
急
に
北
京
へ
出
発
す
る
よ
う
に
催
促
し
た
り
し
た
。使
臣
は
八
月
十
五
日
の
北
京
へ
の
出
発
の
直
前
ま
で
こ
の
問
題
を
訴
え
た
が
、

結
局
結
論
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
、
熱
河
を
離
れ
る
し
か
な
か
っ
た
。 

 　

多
数
の
人
が
参
加
し
た
行
事
を
め
ぐ
る
清
と
朝
鮮
の
当
事
者
の
記
憶
が
異
な
る
わ
け
が
な
か
っ
た
。
た
だ
、
礼
部
の
文
書
は
清
の

内
部
へ
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
は
残
す
べ
き
正
し
い
像
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
朴
趾
源
は
こ
の
よ
う
な
意
図

し
た
誤
り
を
も
た
ら
す
政
治
的
環
境
に
つ
い
て
、「
し
か
し
、
奏
の
お
か
れ
た
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
仕
方
の
な
い
（
原
文
は
不
得
不
：

筆
者
）
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る(40)

。
清
は
、
こ
の
「
仕
方
の
な
い
」
こ
と
を
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
の
問
題
提
起
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を
権
力
で
抑
え
込
み
、
使
臣
を
物
理
的
に
分
離
す
る
方
策
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
朝
鮮
と
の
関
係
が
問
題
に
な
ら
な
い

分
離
の
状
況
で
、
望
ま
し
い
記
憶
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
件
を
め
ぐ
る
記
憶
の
空
間
が
熱
河
か
ら
北
京
に
移
る
と
と
も
に
、
清
内
部
に
お
け
る
仏
教
と
儒
教
と
い
う
二

つ
の
文
明
の
分
離
が
現
れ
た
。
清
王
朝
の
基
礎
的
な
記
録
で
あ
る
『
清
実
録
』
に
も
、朝
鮮
使
臣
の
熱
河
訪
問
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
乾
隆
帝
が
、
朝
鮮
の
恭
順
を
賞
讃
し
、
朝
鮮
の
貢
物
を
免
除
し
た
勅
諭
が
長
く
引
用
さ
れ
て
い
る(41)

。
一
方
、
パ
ン
チ
ェ

ン
・
ラ
マ
と
朝
鮮
の
使
臣
と
の
出
会
い
に
関
し
て
は
、
両
者
を
含
め
た
多
数
の
人
々
が
共
に
行
事
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て

い
る
だ
け
で
、
特
別
に
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
一
切
な
い
。
こ
の
よ
う
な
記
録
か
ら
す
る
と
、
朝
鮮
使
節
の
熱
河
訪
問
は
、
字
小

事
大
の
関
係
の
さ
ら
な
る
確
認
の
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
印
象
は
、
融
合
か
ら
分
離
と
い
う
変
化
に
よ
る
隠
ぺ
い
で

は
な
く
、
皇
帝
を
中
心
に
歴
史
を
ま
と
め
た
た
め
に
生
じ
た
自
然
な
欠
落
と
し
て
理
解
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 　

と
こ
ろ
が
、
も
う
一
人
の
当
事
者
で
あ
る
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
の
記
録
は
、
分
離
の
力
の
影
響
を
物
語
っ
て
い

る
。『
清
実
録
』
の
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
関
連
の
記
録
を
検
討
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
乾
隆
帝
の
誕
生
日
の
八
月
十
三
日
の
記
録
に
、

パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
関
す
る
記
述
が
な
い
な
ど
、彼
の
存
在
が
重
視
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
印
象
を
受
け
る(42)

。
石
濱
裕
美
子
は
、『
起

居
注
』
と
『
清
実
録
』
の
記
録
だ
け
を
み
る
と
、
乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の
交
流
が
非
常
に
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う

に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
チ
ベ
ッ
ト
語
で
残
さ
れ
て
い
る
記
録
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の

頻
繁
な
交
流
を
復
元
す
る
こ
と
で
、
こ
の
印
象
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
実
証
し
た(43)

。
そ
し
て
、
こ
の
誤
っ
た
印
象
を
与
え
る
記
録
が

生
ま
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、『
起
居
注
』
と
『
清
実
録
』
は
、
皇
帝
の
行
動
の
中
で
も
儒
教
儀
礼
に
則
っ
て
い
た
も
の
の
み
が
記
事

と
し
て
採
録
さ
れ
て
お
り
、
逸
脱
し
た
「
異
例
」
な
会
見
や
儀
礼
は
無
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
指
摘
し
た(44)

。
こ
の
指
摘

を
本
稿
の
流
れ
か
ら
取
り
な
お
す
と
、
北
京
の
乾
隆
帝
の
周
辺
で
は
分
離
の
仕
組
み
が
存
続
し
て
い
た
た
め
に
、
清
の
記
録
の
中
で



清と朝鮮の関係における圏域の分離と融合（姜）

259

儒
教
の
部
分
を
代
表
す
る
テ
キ
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、
融
合
の
時
空
間
で
現
れ
た
仏
教
と
い
う
他
者
を
排
除
・
隠
ぺ
い
す
る
力
が
作
用

し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
圏
域
と
儒
教
の
圏
域
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
派
遣
さ
れ
た
官
僚
に
乾
隆
帝
が
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ

マ
に
叩
頭
す
る
こ
と
を
勧
め
な
が
ら
も
、そ
れ
を
記
録
し
て
報
告
す
る
行
為
に
関
し
て
は
叱
責
し
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
の
時
期
に
お
い
て
も
分
離
の
特
徴
を
維
持
し
て
い
た(45)

。
そ
し
て
、
清
に
お
け
る
分
離
の
再
構
成
の
過
程
で
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の

存
在
が
薄
く
な
る
に
つ
れ
、
朝
鮮
の
使
節
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

、
そ
し
て
そ
れ
を
め
ぐ
る
混
乱
も
記
憶
さ
れ
な
く
な
る

こ
と
で
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
に
関
す
る
記
録
に
は
、
字
小
事
大
の
理
想
像
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 （
二
）
朝
鮮
に
お
け
る
分
離
へ
の
復
帰 

 　

大
国
の
清
と
比
べ
、
小
国
の
朝
鮮
に
お
け
る
分
離
と
は
、
国
家
の
存
亡
に
関
わ
る
、
よ
り
厳
重
で
、
か
つ
危
険
な
問
題
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
朝
鮮
の
使
臣
は
清
に
お
け
る
活
動
に
関
す
る
報
告
を
本
国
の
朝
廷
へ
頻
繁
に
送
っ
た
。
彼
が
朝
鮮
へ
送
る
文
書
は
、
発

信
者
も
受
信
者
も
朝
鮮
の
人
々
で
あ
る
た
め
、
そ
の
内
容
に
は
朝
鮮
の
人
々
が
共
有
す
る
観
点
が
明
確
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

文
書
は
、
朝
鮮
へ
無
事
に
届
け
ら
れ
れ
ば
清
の
人
々
が
そ
の
内
容
を
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
味
で
、
分
離
を
前
提
に
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
朴
趾
源
は
、
文
書
が
途
中
で
紛
失
さ
れ
る
こ
と
で
清
に
そ
の
内
容
が
伝
わ
り
、
朝
鮮
に
大
き
な
打
撃
を

与
え
る
可
能
性
に
つ
い
て
憂
慮
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
予
期
せ
ぬ
分
離
の
崩
壊
が
も
た
ら
す
破
局
の
可
能
性
は
、
常
に
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
文
書
の
書
き
方
に
つ
い
て
、
中
国
に
関
す
る
情
報
が
あ
る
場
合
は
そ
の
真
偽
を
問
わ
ず
、「
本
国

へ
送
る
狀
啓
は
、す
べ
て
ハ
ン
グ
ル
で
作
成
し
、狀
啓
が
朝
廷
に
届
い
た
あ
と
、そ
れ
を
翻
訳
し
て
上
奏
す
る
の
が
妙
策
か
と
思
う
」

と
提
案
し
た(46)

。
こ
れ
こ
そ
、
分
離
を
安
定
的
に
維
持
し
う
る
も
っ
と
も
信
頼
で
き
る
方
策
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。 
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幸
い
、
朴
趾
源
が
参
加
し
た
使
節
団
が
清
に
滞
在
し
て
い
る
間
に
、
正
祖
へ
送
っ
た
狀
啓
は
分
離
を
維
持
し
た
ま
ま
、
無
事
ソ
ウ

ル
に
届
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
章
で
触
れ
た
と
お
り
、
一
七
八
〇
年
九
月
一
七
日
に
届
い
た
こ
の
狀
啓
に
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ

と
対
面
し
た
八
月
十
一
日
の
記
録
も
載
っ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の
出
会
い
に
関
す
る
記
録
は
な
か
っ
た
。
さ

ら
に
驚
く
べ
き
事
実
は
、
熱
河
訪
問
の
全
日
程
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
の
狀
啓
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
は
一
切
登
場
し
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朝
鮮
王
朝
の
正
史
で
あ
る
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
同
日
の
記
録
に
も
同
じ
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
朝

鮮
の
政
治
と
歴
史
に
関
す
る
も
っ
と
も
権
威
の
あ
る
記
録
に
お
い
て
、パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の
存
在
は
隠
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
外
交
の
記
録
に
お
い
て
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
登
場
し
て
い
た
。『
同
文
彙
考
』
は
、
朝
鮮
王
朝
が
朝
鮮
後
期
―

収
録
さ
れ
た
文
書
の
中
で
も
っ
と
も
早
い
の
は
一
六
三
六
年
―
の
対
中
国
と
対
日
本
の
交
渉
文
書
を
集
大
成
し
た
事
大
交
隣
の
資
料

集
で
あ
る
が
、
使
節
団
の
熱
河
訪
問
か
ら
わ
ず
か
八
年
後
に
な
る
一
七
八
八
年
に
、
そ
の
初
編
六
〇
冊
が
正
祖
に
進
上
さ
れ
た
。
そ

の
中
に
は
、
使
節
の
書
状
官
で
あ
っ
た
趙
鼎
鎭
が
報
告
し
た
使
臣
別
単
（
国
王
に
献
上
す
る
奏
に
付
け
加
え
た
文
書
：
筆
者
注
）
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
確
か
に
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
登
場
し
た(47)

。
た
だ
し
、
彼
の
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
関
す

る
叙
述
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の
熱
河
訪
問
、
お
よ
び
彼
と
乾
隆
帝
と
の
関
係
に
関
す
る
一
般
的
な
記
述
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
朝
鮮
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
は
ず
の
使
節
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

を
含
め
た
関
係
は
、

一
切
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。 

 　

要
す
る
に
、
使
節
団
の
主
要
職
の
三
人
の
記
述
に
基
づ
い
た
朝
鮮
王
朝
の
も
っ
と
も
重
要
な
政
府
の
記
録
に
お
い
て
、
パ
ン
チ
ェ

ン
・
ラ
マ
と
の

は
完
全
に
隠
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
対
す
る
礼
の
問
題
も
議
論
す
る
前
提
が

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
分
離
が
維
持
さ
れ
る
限
り
、
儒
教
を
重
ん
じ
る
朝
鮮
の
権
威
あ
る
記
録
に
異
端
の
仏
教
指
導
者
が
入
る
余

地
は
そ
も
そ
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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以
上
の
よ
う
な
隠
ぺ
い
は
、
清
で
の
経
験
を
共
有
し
て
い
る
使
節
団
の
意
識
的
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
な
共
謀
に
よ
っ
て
成
功
す

る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
証
拠
を
残
さ
な
い
記
憶
と
は
異
な
る
、
形
あ
る
も
の
の
存
在
の
問
題
が
朝
鮮
政
界
に
大
き
な
騒
ぎ

を
も
た
ら
し
た
。
仏
像
と
い
う
悩
ま
し
い
贈
り
物
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、『
熱
河
日
記
』
に
は
、
使
臣
が
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
か
ら
の
贈
り
物
を
通
訳
官
な
ど
に
譲
渡
し
た
と
書

か
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
通
り
に
処
理
さ
れ
れ
ば
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の
存
在
と
共
に
、
こ
の
悩
ま
し
い
贈
り
物
も
隠
ぺ
い
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
上
記
の
狀
啓
の
記
録
が
あ
る
九
月
一
七
日
の
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
記
事
に
は
、「
皇
帝
が
金
仏

一
駆
を
使
臣
の
便
で
送
る
こ
と
で
、
長
寿
を
祈
る
誠
意
を
表
し
た
。
王
が
こ
れ
を
聞
き
、
直
ち
に
使
臣
に
、
そ
れ
を
妙
香
山
の
寺
院

に
置
く
よ
う
命
令
し
た
」
と
い
う
内
容
も
書
か
れ
て
い
る(48)

。
使
臣
は
、
一
躯
の
仏
像
を
朝
鮮
に
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

こ
れ
に
対
す
る
対
処
を
前
も
っ
て
国
王
に
相
談
し
た
の
で
あ
る
。 

 　

と
こ
ろ
で
、
使
臣
が
正
祖
に
報
告
し
た
一
躯
の
仏
像
が
、『
熱
河
日
記
』
で
書
か
れ
て
い
る
三
躯
の
仏
像
の
一
躯
か
、
そ
れ
と
も

国
王
へ
も
う
一
躯
の
仏
像
が
贈
ら
れ
た
か
は
、
実
は
定
か
で
は
な
い(49)

。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
実
際
に
使
臣
に
よ
っ
て
一
躯
の

仏
像
が
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
前
提
に
、
本
稿
の
観
点
か
ら
し
て
重
要
な
の
は
こ
の
仏
像
に
よ
っ
て
、

融
合
の
空
間
で
起
き
た
政
治
的
な
行
為
が
分
離
の
空
間
で
あ
る
朝
鮮
に
取
り
込
ま
れ
る
べ
き
政
治
的
な
課
題
と
な
っ
た
と
い
う
点
で

あ
る
。
そ
の
結
果
浮
上
し
て
き
た
緊
急
の
政
治
的
な
課
題
は
、
使
臣
が
仏
像
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
国
内
に
搬
入
し
、
国
王
の
命
令

で
こ
れ
を
安
置
し
た
と
い
う
事
実
を
、
儒
学
が
支
配
す
る
朝
鮮
に
お
い
て
如
何
な
る
論
理
で
正
当
化
す
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
以
下
で
、
こ
の
正
当
化
を
め
ぐ
る
政
治
的
激
動
を
考
察
し
て
み
よ
う
。 

 　

仏
像
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
使
臣
団
の
帰
国
の
際
に
も
出
て
き
た
。
朝
鮮
国
王
の
日
記
に
あ
た
る
『
日
省
録
』
の
十
月
二
十
七
日
に

は
、
使
臣
の
復
命
の
際
に
行
わ
れ
た
正
祖
と
正
使
朴
明
源
、
副
使
鄭
元
始
と
の
以
下
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
引
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用
文
の
「
私
」
は
正
祖
で
あ
る
。 

 
私
曰
く
「
皇
帝
が
送
っ
た
金
仏
は
如
何
に
処
理
し
た
の
か
」 

 
朴
明
源
等
曰
く
「
彼
の
国
で
は
、
人
の
長
寿
を
祈
る
た
め
に
は
、
必
ず
金
仏
を
与
え
ま
す
。
故
に
、
今
回
、
金
仏
を
送
っ
た
の

も
、
ま
た
殿
下
の
た
め
に
祝
寿
す
る
こ
と
に
本
来
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
臣
が
す
で
に
途
中
で
、
寧
邊
の
妙
香
山
に
置
け
と
い

う
命
を
奉
じ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
一
人
の
通
訳
に
妙
香
山
の
清
潔
な
寺
院
に
置
か
せ
ま
し
た(50)

。」 

 　

こ
の
や
り
と
り
が
示
す
仏
像
を
め
ぐ
る
説
明
は
、
先
ほ
ど
の
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
の
内
容
と
は
も
ち
ろ
ん
整
合
的
で
あ
る
が
、
朴

趾
源
の
記
録
と
は
少
な
く
と
も
二
点
に
お
い
て
相
反
す
る
。
第
一
に
、
仏
像
を
送
っ
た
の
は
誰
か
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

上
記
の
通
り
『
熱
河
日
記
』
で
、
仏
像
を
直
接
配
っ
た
の
は
、
数
十
人
の
チ
ベ
ッ
ト
僧
侶
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ

の
代
理
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
清
の
礼
部
も
、
そ
れ
を
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
か
ら
の
贈
り
物
と
し
て
書
い

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
正
祖
は
そ
れ
を
皇
帝
の
贈
り
物
と
考
え
、
ま
た
朴
明
源
等
は
そ
れ
を
前
提
に
そ
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る
。

第
二
に
、
仏
像
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
も
異
な
っ
て
い
た
。
朴
趾
源
は
銅
仏
を
護
身
仏
と
理
解
し
、「
今
回
の
こ
の
銅
仏
は
、
パ
ン
チ
ェ

ン
・
ラ
マ
（
＝
法
王
）
か
ら
わ
が
使
臣
に
、
旅
程
の
無
事
を
祈
っ
て
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
」
と
書
い
て
い
る(51)

。
と

こ
ろ
が
、
朴
明
源
等
は
、
乾
隆
帝
が
正
祖
へ
送
る
長
寿
の
願
い
と
し
て
報
告
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
内
容
か
ら
、
朴
明
源
等
の
報

告
で
は
、
朴
趾
源
の
記
録
と
は
異
な
り
、
仏
像
に
つ
い
て
、
皇
帝
が
国
王
へ
の
字
＝
愛
の
意
味
を
込
め
て
贈
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち

字
小
事
大
の
関
係
の
表
れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 　

そ
し
て
、
報
告
を
受
け
た
正
祖
は
、
仏
像
を
ソ
ウ
ル
ま
で
持
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
帰
路
の
途
中
に
あ
る
寺
院
に
納
め
る
よ
う

に
処
理
し
た
の
で
あ
る
。
皇
帝
の
好
意
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
仏
教
を
異
端
と
み
な
し
、
僧
侶
の
ソ
ウ
ル
へ
の
自
由
な

出
入
り
す
ら
禁
止
し
て
い
た
朝
鮮
か
ら
す
れ
ば
、
寺
院
へ
の
保
管
に
よ
る
ソ
ウ
ル
へ
の
搬
入
禁
止
は
、
よ
り
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
当
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然
の
措
置
で
あ
っ
た
。 

 　

使
臣
と
正
祖
の
間
で
は
、
皇
帝
を
前
面
に
出
す
こ
と
で
、
字
小
事
大
の
原
理
か
ら
仏
像
の
問
題
が
か
ろ
う
じ
て
処
理
さ
れ
た
よ
う

に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
直
ち
に
こ
の
処
理
に
対
す
る
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
。
仏
像
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
朝
鮮
王
朝
の
国
立
大
学

に
当
た
る
成
均
館
の
儒
生
が
、
使
臣
が
清
か
ら
仏
像
を
受
け
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
厳
し
く
批
判
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
成
均

館
の
儒
生
は
、
国
家
の
重
要
な
事
案
が
あ
る
場
合
に
、
同
盟
休
校
の
一
種
で
あ
る
捲
堂
と
い
う
制
度
を
利
用
し
て
、
自
分
た
ち
の
意

思
を
公
に
表
す
こ
と
が
で
き
た
。
捲
堂
が
発
生
す
る
と
、
儒
生
の
意
思
は
成
均
館
の
担
当
官
で
あ
る
大
司
成
等
を
経
由
し
て
、
国
王

に
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
銅
仏
の
件
で
、
成
均
館
の
儒
生
は
食
事
を
拒
否
し
な
が
ら
捲
堂
を
始
め
、
十
一
月
八
日
に
彼
ら
の

主
張
が
正
祖
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

今
回
の
使
臣
が
帰
還
す
る
時
に
、
金
仏
を
受
け
て
き
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
わ
が
国
は
、
本
来
儒
教
を
崇
拝
し
、
道
を
重

視
す
る
こ
と
で
、
中
華
か
ら
尊
敬
さ
れ
、
重
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
回
の
使
臣
の
往
来
で
は
、
邪
悪
な
も
の
を

持
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
我
が
国
家
に
恥
を
か
か
せ
た
だ
け
で
な
く
、
ま
た
天
下
の
後
世
の
人
々
に
笑
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
臣
等
は
聖
人
を
推
尊
す
る
と
こ
ろ
に
い
な
が
ら
、
仏
を
奉
ず
る
こ
と
を
目
撃
し
て
心
が
切
に
驚
い
た
の
で
、
道
理
と
し

て
沈
黙
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
の
で
す(52)

。 

 　

朝
鮮
王
朝
の
将
来
を
担
う
若
き
エ
リ
ー
ト
の
議
論
は
、
ま
さ
に
朱
子
学
の
原
理
の
純
粋
な
発
現
で
あ
っ
た
。
成
均
館
の
儒
生
か
ら

す
れ
ば
、
融
合
の
空
間
で
は
賢
明
に
見
え
た
使
臣
の
政
治
的
行
為
は
、
政
治
的
批
判
の
格
好
の
材
料
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

こ
の
厳
し
い
批
判
に
対
し
て
、
使
臣
は
何
ら
か
の
反
応
を
み
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。『
承
政
院
日
記
』
十
一
月
十
二
日
の

記
事
に
、
正
使
の
朴
明
源
の
上
疏
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
朴
明
源
は
「
臣
の
知
識
が
足
り
な
い
と
い
え
ど
も
、
異
端
は
必
ず
排
斥
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
邪
悪
な
る
夷
狄
の
も
と
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
っ
て(53)

、
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自
己
の
儒
学
へ
の
信
念
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
仏
像
を
受
け
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
そ
れ
が
皇
帝
の
命
令
か
ら
出
た
の
で
、
ど

う
し
て
そ
の
旨
に
逆
ら
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
礼
部
の
書
い
た
仏
像
な
ど
が
入
っ
た
奏
の
文
書
を
見
て
、
初
め
て
そ
れ

が
皇
帝
の
意
思
か
ら
出
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
」
と
弁
明
し
て
い
る
。
同
じ
日
に
副
使
鄭
元
始
も
、
正
祖
に
文
書
を
献
上
し
た
。

鄭
は
、「
金
仏
を
頂
く
際
に
、受
け
取
れ
な
い
と
い
う
義
で
何
度
も
辞
退
し
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、彼
ら
は
皇
帝
の
意
思
で
あ
る
と
し
て
、

咨
文
（
同
等
な
関
係
の
機
関
の
間
で
往
来
す
る
公
文
書
：
筆
者
注
）
を
送
る
と
言
い
ま
し
た
。
臣
た
ち
は
議
論
し
た
の
で
す
が
、
こ

の
も
め
ご
と
が
拡
大
さ
れ
れ
ば
さ
ら
に
困
難
な
こ
と
に
な
る
の
で
、む
し
ろ
我
々
自
ら
が
こ
れ
を
処
理
す
る
方
が
い
い
と
し
ま
し
た
」

と
述
べ
て
い
る(54)

。
両
者
の
議
論
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、
仏
像
を
受
け
取
っ
た
こ
と
は
皇
帝
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
に

仕
方
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仏
像
の
受
入
も
、
受
け
入
れ
た
後
の
処
理
も
、
そ
れ
が
乾
隆
帝
の
意
思
で
あ
る
た
め
仕
方

な
か
っ
た
と
い
う
弁
明
で
あ
る
。
一
方
、
朴
明
源
の
説
明
で
は
、
そ
れ
が
皇
帝
の
意
志
で
あ
る
た
め
に
従
っ
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
が
、
鄭
元
始
に
よ
れ
ば
そ
れ
で
も
拒
否
し
よ
う
と
し
た
が
、
国
際
政
治
的
な
判
断
で
そ
れ
を
断
念
し
た
と
い
う
こ
と
が

明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
祖
へ
の
説
明
の
際
に
強
調
さ
れ
た
字
小
事
大
の
原
理
か
ら
の
正
当
化
と
と
も
に
、
現
実
政
治
の
力
の

原
理
か
ら
自
分
た
ち
の
信
念
と
は
異
な
っ
た
行
動
を
と
っ
た
こ
と
へ
の
理
解
を
求
め
た
の
で
あ
る
。 

 　

こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
国
王
の
た
め
に
一
躯
の
仏
像
を
別
に
受
け
取
っ
た
場
合
に
は
も
ち
ろ
ん
、
国
王
へ
の
仏
像
が
三
躯
の
仏
像

の
う
ち
一
躯
の
場
合
で
も
無
理
な
説
明
で
は
な
か
ろ
う
。
実
際
、
銅
仏
が
渡
さ
れ
た
場
に
は
皇
帝
も
同
席
し
て
お
り
、
そ
の
贈
り
物

は
皇
帝
の
意
思
に
よ
る

の
一
部
で
あ
る
点
か
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
。
し
か

も
、
字
小
事
大
の
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
皇
帝
の
書
い
た
文
書
を
伝
え
る
使
節
は
、
皇
帝
と
同
じ
待
遇
を
さ
れ
る
べ
き
立
場
で
も

あ
っ
て
、
使
節
の
待
遇
が
繰
り
返
し
外
交
を
め
ぐ
る
礼
譲
の
問
題
に
な
る
な
ど
、
皇
帝
と
か
か
わ
り
を
持
つ
人
物
や
も
の
―
こ
の
場

合
は
皇
帝
の
先
生
と
い
わ
れ
て
い
た
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
仏
像
―
は
、
皇
帝
と
一
体
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
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う(55)

。
彼
ら
の
主
張
の
通
り
、
そ
れ
が
清
と
の
や
り
と
り
の
中
で
確
認
で
き
れ
ば
、
彼
ら
の
説
明
は
ひ
と
ま
ず
理
屈
に
合
う(56)

。 

 　

と
こ
ろ
が
、
い
く
ら
皇
帝
が
送
っ
た
も
の
と
は
い
え
、
仏
像
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
分
離
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
完
全
な
正
当

化
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
成
均
館
の
儒
生
か
ら
す
れ
ば
、
使
臣
の
二
つ
の
正
当
化
の
論
理
は
受
け
入
れ
が

た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
第
一
に
、
乾
隆
帝
が
仏
像
を
渡
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
帝
が
異
端
を
勧
め
る
行
為
で
あ
る
た
め
、
乾
隆

帝
を
正
当
な
皇
帝
と
し
て
認
め
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
皇
帝
の
間
違
っ
た
行
為
に
つ
い
て
抗
議
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
、
熱

河
で
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

を
勧
め
ら
れ
た
際
に
、
裨
将
の
反
応
が
前
者
で
あ
っ
て
、
使
臣
団
の
議
論
の
中
で
は
後
者
が
あ

げ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
議
論
は
分
離
を
前
提
に
し
た
儒
教
の
原
理
か
ら
す
れ
ば
、
使
節
団
も
認

め
ざ
る
を
え
な
い
部
分
が
十
分
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
国
際
政
治
の
現
実
に
つ
い
て
は
、
正
し
い
こ
と
を
す
る
た
め
に

は
如
何
な
る
犠
牲
も
受
け
入
れ
る
と
い
う
態
度
が
儒
学
者
の
理
想
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
の
状
況
論
も
や
は
り
受
け
入
れ
が
た
い
。

こ
れ
こ
そ
、
清
が
い
く
ら
強
大
で
あ
ろ
う
と
も
、
中
華
と
し
て
認
め
な
い
小
中
華
意
識
の
基
礎
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結

果
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の
存
在
を
隠
ぺ
い
し
た
う
え
で
の
融
合
も
、
朝
鮮
と
い
う
分
離
の
空
間
で
は
認
め
ら
れ
な
い
。
実
は
、
こ

の
よ
う
な
正
当
化
の
限
界
は
、
使
臣
も
す
で
に
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
鄭
元
始
は
上
記
の
文
章
の
中
で
、
以
下
の
よ
う
な
結

論
を
出
し
て
い
る
。 

 　

当
時
の
状
況
で
は
、仕
方
の
な
い
部
分
が
あ
り
ま
し
た
が
、原
則
（
＝
経
）
を
守
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
、

臣
は
真
摯
に
受
け
止
め
、
自
ら
を
咎
め
ま
す(57)

。 

 　

鄭
元
始
の
結
論
に
見
え
る
弁
明
と
自
責
の
並
存
は
、
ま
さ
に
融
合
の
空
間
の
行
動
が
分
離
の
空
間
の
基
準
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る

現
実
へ
の
諦
め
で
あ
り
、
ま
た
受
入
で
あ
っ
た
。 

 　

そ
し
て
、
双
方
か
ら
の
議
論
に
対
す
る
結
論
は
、
正
祖
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
。
正
祖
は
、
使
臣
の
出
発
の
際
に
、
状
況
に
あ
っ
た



266法政論集　245号（2012）

論　　説

判
断
を
使
臣
に
託
し
て
い
た(58)

。
ま
た
、仏
像
の
搬
入
を
了
解
し
た
う
え
で
、そ
の
処
理
を
指
示
し
た
張
本
人
で
も
あ
っ
た
。
正
祖
は
、

儒
教
的
な
国
家
の
代
表
で
あ
り
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
王
朝
の
国
際
政
治
の
責
任
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
結
論
は
、「
引
責
を
し
て

何
の
利
益
が
あ
る
の
か
」
と
返
答
を
す
る
こ
と
で
、
彼
等
を
許
す
こ
と
で
あ
っ
た(59)

。
ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
裁
断
せ
ず
に
、
実
質
的

に
処
罰
を
免
除
す
る
こ
の
判
断
は
、
政
治
的
な
犠
牲
を
出
さ
ず
に
融
合
か
ら
分
離
へ
の
変
換
を
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
と
い
う
意
味
で
見

事
な
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。 

 　

た
だ
し
、
罪
が
免
除
さ
れ
た
と
は
い
え
、
使
臣
た
ち
に
は
事
件
の
傷
が
長
く
残
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
朴
明
源
は
、
三
年
後
の

一
七
八
三
年
に
も
正
使
と
し
て
清
に
い
く
よ
う
に
命
令
を
受
け
た
が
、
彼
は
以
前
の
儒
生
の
峻
厳
な
議
論
を
考
え
る
と
今
で
も
な
お

身
の
置
き
ど
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
理
由
を
あ
げ
な
が
ら
辞
退
を
申
し
出
て
、
正
祖
は
こ
の
辞
退
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る(60)

。 

 　

以
上
の
考
察
か
ら
、
朝
鮮
に
お
け
る
融
合
か
ら
分
離
を
回
復
す
る
過
程
が
理
解
で
き
よ
う
。
最
後
に
、
朴
趾
源
と
『
熱
河
日
記
』

の
運
命
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
も
し
朝
鮮
の
為
政
者
の
意
図
の
通
り
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の

に
関
す
る
記
録
の
隠
ぺ

い
が
完
全
に
成
功
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
本
稿
の
記
述
は
不
可
能
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
側
の
公
式
的
な

記
録
だ
け
で
は
、
熱
河
で
朝
鮮
の
使
節
団
に
起
こ
っ
た
事
実
の
ほ
と
ん
ど
は
文
字
と
し
て
は
残
ら
ず
、
永
遠
に
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
。
と
も
す
れ
ば
、
分
離
を
妨
げ
る
重
要
な
事
件
が
実
際
に
歴
史
か
ら
数
多
く
消
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
歴
史
を
伝
え
た
朴
趾
源
の
精
神
は
、
こ
の
構
造
的
束
縛
を
克
服
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
朴
趾
源
も
、
そ
し
て
『
熱

河
日
記
』
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
分
離
の
磁
場
か
ら
完
全
な
自
由
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。『
熱
河
日
記
』
な
ど
で
彼

が
文
名
を
馳
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
が
拒
否
し
た
権
力
は
、
彼
が
書
い
た
内
容
と
文
体
を
問
題
視
し
始
め
た
。
そ
の
中
で
も
、
朴

趾
源
が
『
熱
河
日
記
』
で
清
の
年
号
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
、「
夷
狄
の
年
号
の
文
章
（
＝
虜
号
之
稿
）」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
大

き
な
問
題
と
な
っ
た(61)

。
清
と
朝
鮮
の
間
の
外
交
文
書
に
は
も
ち
ろ
ん
清
の
年
号
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
国
内
の
著
作
で
用



清と朝鮮の関係における圏域の分離と融合（姜）

267

い
ら
れ
た
こ
と
で
、
攻
撃
の
対
象
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
朴
趾
源
は
、
圏
域
の
分
離
の
原
理
が
持
つ
問
題
性
を
探
る
た
め
の
材
料
を

残
し
た
が
、
そ
の
分
離
の
原
理
に
よ
っ
て
復
讐
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
影
響
は
、『
熱
河
日
記
』
に
も
及
ん
だ
。
こ
の
テ
キ
ス

ト
を
め
ぐ
る
版
本
の
問
題
は
、
ま
さ
に
朴
趾
源
が
こ
の
力
に
翻
弄
さ
れ
、『
熱
河
日
記
』
の
校
閲
の
作
業
な
ど
が
完
成
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
の
結
果
で
あ
る(62)

。
圏
域
の
分
離
の
力
が
、
そ
れ
と
闘
っ
た
自
由
な
知
識
人
と
彼
の
テ
キ
ス
ト
に
も
爪
痕
を
残
し
た
こ
と
は
、

こ
の
歴
史
的
な
構
造
が
持
つ
強
さ
の
一
つ
の
証
明
で
あ
ろ
う
。 

 

五
．
お
わ
り
に 

 　

本
研
究
は
、
朝
鮮
使
節
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
の

と
い
う
突
発
的
な
事
件
に
対
す
る
考
察
を
通
じ
て
、
安
定
し
て
い
る
際
に

は
見
え
づ
ら
か
っ
た
清
と
朝
鮮
と
の
間
に
存
在
し
た
分
離
の
仕
組
み
を
考
察
し
た
。
清
の
天
下
の
も
と
で
並
存
し
て
い
た
儒
教
と
仏

教
と
い
う
二
つ
の
国
際
政
治
の
圏
域
の
融
合
の
登
場
と
分
離
の
修
復
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
で
、
清
と
朝
鮮
の
間
に
存
在
し
て
い
た

安
定
の
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
圏
域
の
分
離
の
構
造
が
見
え
て
き
た
。
分
離
に
対
す
る
考
察
を
通
じ
て
、
多
面
的
な
文
明
を
持
つ
清

が
朝
鮮
に
対
し
て
は
儒
教
文
明
だ
け
を
用
い
、
一
方
、
朝
鮮
は
国
内
で
は
小
中
華
の
意
識
を
主
流
に
し
な
が
ら
も
、
清
に
対
し
て
は

純
粋
な
朝
貢
国
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と
で
、
各
々
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
変
動
が
両
国
の
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い

よ
う
に
す
る
構
造
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、
分
離
の
仕
組
み
に
は
、
融
合
な
ど
の
危
機
が
発
生
し
た
場
合
は
、
現
れ
た

両
国
関
係
の
問
題
を
国
内
向
け
に
再
解
釈
す
る
こ
と
で
、
不
安
定
を
管
理
し
、
圏
域
の
分
離
を
修
復
す
る
能
力
も
備
わ
っ
て
い
た
こ

と
も
理
解
で
き
た
。
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一
七
八
〇
年
の
事
件
の
後
に
も
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
は
以
前
の
通
り
続
い
た
。
朝
貢
使
節
は
相
変
わ
ら
ず
北
京
を
訪
れ
、
両
国
は

字
小
事
大
の
原
理
を
確
認
し
続
け
た
の
で
あ
る
。  

こ
の
よ
う
な
分
離
の
仕
組
み
が
本
当
の
危
機
に
直
面
し
た
の
は
、
西
洋
の
勢
力
が

東
ア
ジ
ア
に
も
本
格
的
に
影
響
を
発
揮
し
始
め
た
一
九
世
紀
後
半
で
あ
っ
た
。
西
洋
近
代
の
国
際
関
係
の
受
入
の
際
に
、
清
は
字
小

事
大
の
原
理
を
用
い
て
、
清
と
朝
鮮
の
関
係
を
近
代
的
な
不
平
等
関
係
に
す
る
こ
と
を
試
み
た(63)

。
圏
域
の
融
合
を
一
つ
の
圏
域
の
拡

大
と
し
て
正
当
化
す
る
外
交
策
は
、
乾
隆
帝
と
李
鴻
章
が
共
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
類
似
性
は
、
偶
然
的
な
も
の

で
は
な
く
、
清
の
外
交
の
分
離
と
融
合
と
い
う
構
造
的
な
特
徴
か
ら
培
わ
れ
た
感
覚
の
連
続
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。 

 　

最
後
に
、
本
稿
の
考
察
か
ら
、
清
と
朝
鮮
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
新
し
い
理
解
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に
、
前
近
代
の
両
国
関
係
に
関
し
て
は
、
両
国
の
間
の
約
二
〇
〇
年
の
平
和
は
、
相
手
に
対
す
る
本
当

の
理
解
の
諦
め
や
自
国
認
識
の
内
的
分
裂
と
い
う
基
礎
の
上
に
築
か
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
平
和
は
、
相
手
に
対
す
る
本
当
の
理
解

や
自
国
認
識
の
統
合
に
よ
っ
て
、
逆
に
不
安
定
に
陥
い
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
第
二
に
、
西
洋
近
代
国

際
秩
序
と
そ
の
原
理
と
し
て
の
国
際
法
の
受
入
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
一
元
的
な
秩
序
と
原
理
を
両
国
関
係
に
も
た
ら
す
こ
と
で
、

国
際
関
係
の
領
域
に
お
い
て
分
離
の
仕
組
み
が
作
用
す
る
前
提
を
除
去
し
た
と
い
う
意
義
も
持
つ
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。  

と
こ
ろ

で
、
こ
の
二
つ
の
現
象
は
、
今
日
に
お
い
て
も
不
調
和
の
ま
ま
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
分
離
の
中
で
温
存
さ
れ
、
さ
ら
に
強
化
さ

れ
た
自
己
像
が
現
在
の
両
国
の
政
治
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
分
離
が
不
可
能
な
今
日
の
状
況

に
あ
っ
て
異
な
る
相
互
へ
の
認
識
の
衝
突
が
両
国
関
係
に
お
い
て
葛
藤
を
も
た
ら
す
の
は
自
然
な
現
象
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
東

北
工
程
を
め
ぐ
る
中
国
と
韓
国
の
激
し
い
対
立
は
、こ
の
側
面
か
ら
説
明
さ
れ
る
べ
き
部
分
を
す
こ
ぶ
る
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

中
国
と
韓
国
は
、
相
手
に
対
す
る
真
摯
な
理
解
を
避
け
、
ま
た
自
国
に
対
す
る
省
察
も
十
分
で
は
な
い
ま
ま
分
離
に
よ
っ
て
手
に
入

れ
た
長
い
平
和
の
対
価
を
、
今
日
で
も
払
い
続
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 
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 【
注
】 

 
⑴　

清
の
中
国
化
（sinicization

）
と
い
う
定
説
に
対
す
る
先
駆
的
な
問
題
提
起
と
し
て
は
、Evelyn S. R

aw
ski, “Presidential A

ddress-The 

significance of the Q
ing Period in C

hinese H
istory, ” The Journal of Asian Studies , 55 

― 4 (1996), pp. 831 

― 834

を
参
照
。
清
に
お
け
る
満
州

族
の
民
族
性
（ethnicity

）
の
重
要
性
に
対
す
る
実
証
的
研
究
と
し
て
は
、M

ark C
. Elliott,  The M

anchu W
ay: The Eight Banners and Ethnic 

Identity in Late Im
perial C

hina （Stanford U
niversity Press, 2001

）を
参
照
。ま
た
、清
に
お
け
る
多
民
族
統
治
の
構
造
と
認
識
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、

平
野
聡
『
清
帝
国
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題
：
多
民
族
統
合
の
成
立
と
瓦
解
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
。 

 

⑵　

中
央
ア
ジ
ア
を
対
象
と
す
る
清
の
征
服
（Q

ing conquest

）
の
過
程
や
意
味
に
つ
い
て
は
、Peter C

. Perdue,  C
hina M

arches W
est: The Q

ing 

C
onquest of C

entral Eurasia 
（H

arvard U
niversity Press, 2005

）
を
参
照
。
ま
た
、
清
が
植
民
主
義
的
な
政
策
の
た
め
に
、
地
理
や
民
族
に
対
す

る
表
象
を
如
何
に
利
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
、Laura H

ostetler,  Q
ing C

olonial Enterprise: Ethnography and C
artography in Early M

odern 

C
hina 

（The U
niversity of C

hicago Press, 2001

）
を
参
照
。
ま
た
、
清
の
拡
大
を
帝
国
主
義
・
植
民
主
義
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
す
ア
メ
リ
カ
学
界

に
対
す
る
中
国
学
界
か
ら
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
劉
風
雲
、
劉
文
鵬
編
『
清
朝
的
国
家
認
同
：「
新
清
史
」
研
究
与
争
鳴
』（
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、

二
〇
一
〇
年
）
の
中
国
人
論
者
の
議
論
を
参
照
。 

⑶ 　
「
朝
鮮
中
華
主
義
」
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
と
し
て
は
、
鄭
玉
子
『
朝
鮮
後
期　

歴
史 

의 　

理
解
』（
一
志
社
、
一
九
九
三
年
）；

鄭
玉
子
『
朝
鮮
後
期

　

朝
鮮
中
華
思
想
研
究
』（
一
志
社
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
。
歴
史
認
識
の
変
化
を
中
心
に
小
中
華
意
識
の
深
化
の
様
子
を
描
い
た
成
果
と
し
て
は
、

許
太
榕
『
朝
鮮
後
期　

中
華
論 

과 　

歴
史
認
識
』（ 

아
카
넷 

、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
ま
た
、
朝
鮮
に
お
け
る
小
中
華
の
信
念
と
国
際
政
治
の
現
実
と
の

齟
齬
に
も
注
目
し
た
研
究
と
し
て
は
、孫
衛
国
『
大
明
旗
号
与
小
中
華
意
識
：
朝
鮮
王
朝
尊
周
思
明
問
題
研
究
、一
六
三
七
―
一
八
〇
〇
』（
商
務
印
書
館
、

二
〇
〇
七
年
）
を
参
照
。 

⑷ 　

夫
馬
進
「
明
清
中
国
の
対
朝
鮮
外
交
に
お
け
る
﹇
礼
﹈
と
﹇
問
罪
﹈」
夫
馬
進
編
『
中
国
東
ア
ジ
ア
外
交
交
流
史
の
研
究
』（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
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二
〇
〇
七
年
）、
三
一
一
―
三
五
三
頁
。 

⑸ 　

同
書
、
三
四
六
頁
。 

⑹ 　

M
. M

ancall, “The C
h ’ing Tribute System

: A
n Interpretive Essay ” in J. K

. Fairbank eds.,   The C
hinese w

orld order: Traditional C
hina ’s 

Foreign Relations  (H
arvard U

niversity Press, 1968), pp. 72 

― 75. 

⑺ 　

岡
洋
樹
「
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
と
清
朝
の
帝
国
統
治
」『
歴
史
評
論
』
第
六
四
二
号
、
二
〇
〇
三
年
十
月
、
五
十
二
―
五
十
三
頁
を
参
照
。
ま
た
、
清

帝
国
の
領
域
の
区
別
に
関
す
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
平
野
聡
、
前
掲
書
、
二
十
三
―
六
十
九
頁
を
参
照
。 

⑻ 　

チ
ベ
ッ
ト
に
関
し
て
は
、石
濱
裕
美
子
『
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
世
界
の
歴
史
的
研
究
』（
東
方
書
店
、二
〇
〇
一
年
）、ま
た
、新
疆
に
関
し
て
は
、片
岡
一
忠
『
清

朝
新
疆
統
治
研
究
』（
雄
山
閣
出
版
、一
九
九
一
年
）
や
片
岡
一
忠
「
朝
賀
規
定
か
ら
み
た
清
朝
と
外
藩
・
朝
貢
国
の
関
係
」『
駒
沢
史
学
』
第
五
十
二
号
、

一
九
九
八
年
六
月
、
二
四
〇
―
二
六
三
頁
な
ど
を
参
照
。 

⑼ 　

パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
六
世
に
つ
い
て
は
、嘉
木
央
久
麦
旺
波
著
、許
得
存
、卓
永
強
訳『
六
世
班
禅
洛
桑
巴
丹
益
希
伝
』（
西
蔵
人
民
出
版
社
、一
九
九
〇
年
）

を
参
照
。 

⑽ 　
『
熱
河
日
記
』
に
関
す
る
も
っ
と
も
包
括
的
な
研
究
と
し
て
は
、
金
明
昊
『
熱
河
日
記
研
究
』（
創
作 

과 　

批
評
社
、
一
九
九
〇
年
）
を
参
照
。
ま
た
、

『
熱
河
日
記
』
を
史
料
と
し
て
用
い
た
歴
史
研
究
の
先
駆
的
な
成
果
と
し
て
は
、
閔
斗
基
「『
熱
河
日
記
』 

에 

비
친 　

清
朝 

의 　

漢
人
統
治
策
」『
中
国
近

代
史
研
究
：
紳
士
層 

의 　

思
想 

과 　

行
動
』（
一
潮
閣
、
一
九
七
三
年
）、
五
十
四
―
八
十
四
頁
を
参
照
。 

⑾ 　
『
熱
河
日
記
』
に
見
え
る
朴
趾
源
の
国
際
政
治
論
に
対
す
る
国
際
関
係
学
か
ら
の
分
析
と
し
て
は
、
河
英
善
「
燕
岩
朴
趾
源 

의 　

中
国  

바
로
보
기 

」『
歴

史 

속
의 

젊
은 

그
들 

』（
乙
酉
文
化
社
、
二
〇
一
一
年
）
十
七
―
五
十
一
頁
を
参
照
。 

⑿ 　

こ
の
訪
問
の
重
要
性
は
、
十
九
世
紀
後
半
に
、
王
之
春
が
清
の
外
国
と
の
関
係
を
ま
と
め
る
に
お
い
て
、
一
七
八
〇
年
の
内
容
と
し
て
パ
ン
チ
ェ
ン
・

ラ
マ
六
世
の
訪
問
だ
け
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
確
に
確
認
で
き
る
。
王
之
春
『
清
朝
柔
遠
記
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
九
年
）、
一
三
〇
―
一
三
一
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頁
を
参
照
。 

⒀ 　

使
節
団
の
北
京
か
ら
熱
河
ま
で
の
旅
程
に
つ
い
て
は
、『
熱
河
日
記
』の「
漠
北
行
程
録
」（
朴
趾
源『
燕
岩
集
』十
二
巻
、五
十
六
―
七
十
一
頁
）を
参
照
。 

⒁ 　

朴
趾
源
『
燕
岩
集
』
十
二
巻
、
七
十
八
頁
。 

⒂ 　

本
研
究
で
は
、
国
際
政
治
の
圏
域
を
「
国
家
間
に
お
い
て
、
共
同
の
観
念
体
系
と
政
治
意
識
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
定
の
行
為
の
型
態
と
名
分
が

維
持
さ
れ
、ま
た
、正
当
化
さ
れ
る
空
間
」
と
定
義
し
て
使
用
す
る
。
こ
の
定
義
は
、李
用
煕
の
研
究
に
基
づ
い
て
い
る
。
国
際
政
治
の
圏
域
の
詳
細
は
、

李
用
煕
『
一
般
国
際
政
治
学
・
上
』（
博
英
社
、
一
九
六
二
年
）、
四
十
六
―
八
十
二
頁
を
参
照
。 

⒃ 　

朴
趾
源
、
前
掲
書
、
十
二
巻
、
七
十
八
頁
。 

⒄ 　

同
上
。 

⒅ 　

平
野
聡
『
大
清
帝
国
と
中
華
の
混
迷
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
七
二
―
一
七
三
頁
。 

⒆ 　

擁
正
帝
と
乾
隆
帝
の
「
中
外
一
体
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
平
野
聡
『
清
帝
国
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題
：
多
民
族
統
合
の
成
立
と
瓦
解
』、
八
十
五
―
一
四
六

頁
を
参
照
。 

⒇ 　

朴
趾
源
、
前
掲
書
、
十
二
巻
、
七
十
八
頁
。 

21 　

同
書
、
十
二
巻
、
七
十
九
頁
。 

22 　

同
書
、
十
三
巻
、
三
十
七
―
三
十
八
頁
。 

23 　

同
書
、
十
三
巻
、
三
十
八
頁
。 

24 　

パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
清
朝
旗
人
官
僚
を
め
ぐ
る
礼
の
問
題
に
関
し
て
は
、
村
上
信
明
「
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
三
世
の
熱
河
来
訪
と
清
朝
旗
人
官
僚
の
対

応
：
十
八
世
紀
後
半
の
清
朝
チ
ベ
ッ
ト
関
係
の
一
側
面
」『
中
国
：
社
会
と
文
化
』
第
二
十
一
号
、
二
〇
〇
六
年
六
月
、
一
二
五
―
一
四
一
頁
を
参
照
。 

25 　
『
承
政
院
日
記
』
一
七
八
〇
年
九
月
一
七
日 

。
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26 　

朴
趾
源
、
前
掲
書
、
十
三
巻
、
三
十
七
頁
。 

27 　

同
書
、
十
三
巻
、
三
十
八
頁
。 

28 　

同
上
。 

29 　

同
上
。 

30 　

同
上
。 

31 　

同
書
、
十
三
巻
、
四
十
二
頁
。 

32 　

同
上
。 

33 　

清
に
お
け
る
権
力
と
文
字
・
記
録
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、閔
斗
基「
清
朝 

의 　

皇
帝
統
治 

와 　

思
想
統
制 

의 　

実
際
：
曾
静
謀
逆
事
件 

과 ﹇
大
義
覚
迷
録
﹈

 

을 　

中
心 

으
로 

」、
前
掲
書
、（
一
潮
閣
、
一
九
七
三
年
）、
二
―
五
十
三
頁；

石
橋
崇
雄
『
大
清
帝
国
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
年
）、
一
九
六
―
二
二
三
頁；

Jonathan Spencer,  Treason by the Book 
（The Penguin Press, 2001

）
な
ど
を
参
照
。 

34 　

朴
趾
源
、
前
掲
書
、
十
三
巻
、
四
十
二
頁
。
朴
趾
源
は
、
こ
の
文
書
の
紹
介
で
、
使
臣
と
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
の
出
会
い
を
八
月
十
二
日
に
し
て
い
る
が
、

こ
れ
は
十
一
日
の
誤
記
と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
触
れ
た
と
お
り
、
朴
趾
源
自
ら
が
「
太
学
館
留
記
」
で
は
十
一
日
と
書
い
て
い
る
。「
太
学
館
留
記
」
は

自
ら
書
い
た
日
ご
と
の
記
録
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
、
信
憑
性
が
高
い
。
と
こ
ろ
が
、
礼
部
の
文
書
は
転
写
す
る
作
業
を
経
て
『
熱
河
日
記
』
に
載
る
こ

と
に
な
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
錯
誤
の
原
因
は
、
朴
趾
源
の
原
本
か
ら
の
転
写
、
あ
る
い
は
、
転
写
し
た
も
の
を
『
熱
河
日
記
』
に
転
写
す
る

際
の
過
失
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。『
熱
河
日
記
』
の
著
述
過
程
に
つ
い
て
は
、
金
明
昊
、
前
掲
書
、
十
八
―
二
十
七
頁
を
参
照
。
ま
た
、
中
国
や
チ
ベ
ッ

ト
の
記
録
に
お
い
て
も
、
十
一
日
の
方
が
正
し
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
濱
由
美
子
「
パ
ン
チ
ェ
ン
ラ
マ
と
乾
隆
帝
の
会
見
の

背
景
に
あ
る
仏
教
思
想
に
つ
い
て
」『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』
第
九
号
、
一
九
九
四
年
七
月
、
三
十
一
―
三
十
五
頁
を
参
照
。 

35 　

朴
趾
源
、
前
掲
書
、
十
三
巻
、
四
十
二
頁
。 
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36 　

同
上
。 

37 　

同
書
、
十
三
巻
、
四
十
四
頁
。 

38 　

同
書
、
十
三
巻
、
一
頁
。 

39 　

同
上
。 

40 　

同
書
、
十
三
巻
、
四
十
二
頁
。 

41 　
『
清
実
録
（
第
二
十
二
冊
）』（
中
華
書
局
出
版
、
一
九
八
六
年
）、
八
七
二
頁
。 

42 　

同
書
、
八
七
二
―
八
七
三
頁
。 

43 　

石
濱
由
美
子
、
前
掲
論
文
、
三
十
一
―
四
十
頁
。 

44 　

同
論
文
、
四
十
頁
。 

45 　

村
上
信
明
「
駐
蔵
大
臣
の
﹇
瞻
礼
﹈
問
題
に
み
る
十
八
世
紀
後
半
の
清
朝
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
」『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
第
八
十
一

号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
五
十
一
―
五
十
五
頁
。
ま
た
、
チ
ベ
ッ
ト
と
清
に
お
け
る
礼
と
権
力
を
め
ぐ
る
葛
藤
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、Jam

es L. H
evia, 

“Q
ing Em

perors, Lam
as and A

udience R
ituals ” in Joëlle R

ollo-K
oster eds.,   M

edieval and Early M
odern Ritual: Form

alized Behavior in 

Europe, C
hina and Japan  (B

rill, 2002), pp. 279 

― 302

を
参
照
。 

46 　

朴
趾
源
、
前
掲
書
、
十
四
巻
、
七
十
二
頁
。 

47 　

国
史
編
纂
委
員
会
編
『
同
文
彙
考
・
二
』（
国
史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
八
年
）、
一
六
八
九
頁
。 

48 　
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
正
祖
四
年
九
月
一
七
日
。 

49 　

金
東
錫
は
、
使
臣
等
が
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
か
ら
受
け
取
っ
た
仏
像
と
使
臣
が
国
王
に
献
上
し
よ
う
と
し
た
仏
像
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
仏
像

を
め
ぐ
る
政
治
的
動
き
を
分
析
し
た
（
金
東
錫
「『
隨
槎
録
』 

과 　

其
他　

資
料 

를 　

通 
해 
읽
어
보
는 

『
熱
河
日
記
』」『
大
東
漢
文
学
』
第
二
十
三
輯
、



274法政論集　245号（2012）

論　　説

二
〇
〇
五
年
十
二
月
、
一
九
五
―
二
〇
五
頁
）。
こ
の
論
文
で
、
仏
像
は
別
物
で
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
実
は
そ
の
可
能

性
も
存
在
し
た
。 

 　
　

ま
ず
い
く
つ
か
の
点
で
、
仏
像
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
し
い
。
第
一
に
、
仏
像
の
名
称
が
基
本
的
に
異
な
る
。
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
か
ら
も

ら
っ
た
仏
像
を
そ
の
材
料
を
表
し
な
が
ら
呼
ぶ
場
合
は
、
残
さ
れ
て
い
る
記
録
で
一
回
の
例
外
―
小
金
像
―
の
以
外
は
、
銅
仏
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
国

王
に
送
ら
れ
た
仏
像
は
、
す
べ
て
金
仏
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
と
後
者
の
材
料
が
異
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
第
二
に
、
数
の
相
違
も
問
題
に
な
る
。
パ

ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
使
臣
に
あ
げ
た
仏
像
は
三
躯
で
あ
る
が
、
国
王
に
送
ら
れ
た
仏
像
は
一
躯
で
あ
る
。
使
臣
に
送
っ
た
三
躯
の
中
で
、
一
躯
を
国
王
に

送
る
こ
と
は
礼
儀
上
、
不
適
切
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
礼
部
で
す
で
に
使
臣
に
送
っ
た
こ
と
で
文
書
ま
で
作
成
し
た
の
に
、
そ
れ
を
変
え
る
こ
と
は

手
続
き
と
し
て
も
不
自
然
で
あ
る
。 

 　
　

以
上
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
出
発
し
て
、
別
に
国
王
へ
の
一
躯
の
金
仏
を
送
っ
た
可
能
性
は
以
下
の
二
点
で
確
認
で
き
る
。
第
一
に
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ

マ
は
金
仏
を
持
っ
て
い
た
。
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
乾
隆
帝
に
贈
呈
し
た
貢
品
の
中
に
は
、響
銅
仏
像
と
と
も
に
何
種
類
の
鍍
金
仏
像
が
入
っ
て
い
た
（
秦

風
京
「
六
世
班
禅
朝
覲
与
清
廷
回
賜
文
物
存
考
」『
歴
史
档
案
』
二
〇
〇
八
年
三
期
、
六
十
八
―
七
十
一
頁
）。
し
た
が
っ
て
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
、

皇
帝
以
外
の
使
節
や
国
王
な
ど
へ
の
贈
り
物
と
し
て
銅
仏
を
持
っ
て
き
た
と
す
れ
ば
、金
仏
も
持
っ
て
き
た
可
能
性
が
高
い
。
第
二
に
、朝
鮮
の
使
臣
は
、

十
一
日
以
外
に
も
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
会
っ
た
。
金
東
錫
は
、『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
と
『
承
政
院
日
記
』
に
載
っ
て
い
る
例
の
狀
啓
の
八
月
十
四
日
に

使
臣
が
後
園
に
い
っ
た
記
録
が
あ
る
が
、『
熱
河
日
記
』
に
は
八
月
十
一
日
に
乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
い
る
後
園
に
行
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
狀
啓
が
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
を
隠
す
と
と
も
に
時
間
も
変
え
た
と
断
定
し
て
い
る
（
金
東
錫
、
前
掲
論
文
、
一
九
七
頁
）。
た
だ
し
、
後

園
に
行
っ
た
こ
と
を
隠
す
の
は
と
も
か
く
、
行
か
な
か
っ
た
日
に
行
っ
た
と
い
う
嘘
を
つ
く
合
理
的
な
理
由
は
な
い
。
し
か
も
、
十
四
日
は
実
際
、
乾
隆

帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
が
後
園
に
い
っ
た
こ
と
が
チ
ベ
ッ
ト
の
記
録
か
ら
確
認
で
き
る
（
石
濱
由
美
子
、
前
掲
論
文
、
三
十
六
頁
）。
十
四
日
に
使
臣

と
乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
は
一
緒
に
い
た
と
想
定
す
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
朴
趾
源
が
使
臣
と
行
動
を
別
に
し
た
十
二
日
に
使
臣
は
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乾
隆
帝
と
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
一
緒
で
あ
っ
た
（『
清
実
録
（
第
二
十
二
冊
）』、
八
七
二
頁
）。
乾
隆
帝
の
誕
生
日
の
十
三
日
の
行
事
で
一
緒
で
あ
っ
た

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
使
臣
が
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
か
ら
国
王
宛
の
金
仏
を
も
ら
う
機
会
も
十
分
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 　

以
上
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
本
稿
で
は
、
銅
仏
と
金
仏
が
別
物
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
慮
し
な
が
ら
、
記
述
し
て
い
く
。 

50 　
『
日
省
録
』
正
祖
四
年
十
月
二
十
七
日
。 

51 　

朴
趾
源
、
前
掲
書
、
十
三
巻
、
四
十
二
頁
。 

52 　
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
正
祖
四
年
十
一
月
八
日
。 

53 　
『
承
政
院
日
記
』
正
祖
四
年
十
一
月
十
二
日
。 

54 　
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
正
祖
四
年
十
一
月
十
二
日
。 

55 　

朝
鮮
と
中
国
と
の
外
交
関
係
に
お
け
る
文
書
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
、
金
暻
綠
「
朝
鮮
時
代　

対
中
国
外
交
文
書 

의 　

接
収
・
保
存
体
系
」『
韓
国
史

研
究
』
第
一
三
六
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
、
一
六
三
―
一
七
〇
頁
を
参
照
。 

56 　

使
臣
の
受
取
拒
否
の
努
力
な
ど
に
関
す
る
説
明
は
他
の
記
録
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。『
隨
槎
録
』
は
、
同
じ
使
節
団
に
裨
将
と
し
て
参
加
し
た
盧

以
漸
が
遺
し
た
使
節
の
記
録
で
あ
る
。『
隨
槎
録
』
に
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の
出
会
い
が
以
下
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。 

 　

乾
隆
帝
が
我
が
使
臣
に
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
へ
赴
い
て
会
う
よ
う
に
さ
せ
た
。
辞
退
し
て
も
仕
方
な
か
っ
た
の
で
、
赴
い
て
会
っ
た
。
パ
ン
チ
ェ

ン
・
ラ
マ
は
ど
う
し
て
来
た
の
か
を
聞
い
た
の
で
、
使
臣
が
理
由
に
つ
い
て
答
え
た
。
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
は
笑
っ
て
、
永
遠
に
恭
順
す
れ
は
自
然
に

幸
福
を
え
る
と
い
っ
た
。
乾
隆
帝
の
命
令
で
使
臣
に
毛
織
の
絨
毯
や
チ
ベ
ッ
ト
の
お
香
や
毛
氈
な
ど
の
も
の
を
賜
わ
っ
て
、
ま
た
、
各
々
童
仏
を
一
個

与
え
た
が
、
使
臣
は
辞
ん
で
受
け
な
か
っ
た
。
礼
部
が
繰
り
返
し
恐
喝
を
加
え
、
事
態
が
母
国
に
災
い
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
そ

れ
を
受
け
入
れ
る
し
か
な
か
っ
た
（
権
延
雄
「
盧
以
漸 

의 

『
隨
槎
録
』
解
題 

및 　

原
文　

標
点
」『
慶
北
史
学
』
第
二
十
二
輯
、
一
九
九
九
年
八
月
、

五
十
六
―
五
十
七
頁
）。 



276法政論集　245号（2012）

論　　説
 　

盧
以
漸
は
仏
像
を
送
っ
た
主
体
を
皇
帝
と
み
な
し
た
。
彼
の
記
録
は
、
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
と
の
出
会
い
を
記
録
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
出
会
い

を
隠
し
た
た
め
パ
ン
チ
ェ
ン
・
ラ
マ
に
代
わ
る
存
在
と
し
て
乾
隆
帝
を
前
面
に
出
し
た
使
節
団
の
も
の
と
は
違
っ
て
い
た
。
盧
以
漸
の
こ
の
記
録
は
、

作
者
の
名
前
も
記
さ
れ
ず
に
、
未
完
成
に
終
わ
っ
て
、
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
原
稿
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
よ
り
正
直
な
記
述
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。

使
臣
の
受
諾
の
理
由
に
関
す
る
こ
の
記
録
の
説
明
が
、
銅
仏
を
皇
帝
か
ら
の
も
の
と
見
な
し
て
い
た
点
に
お
い
て
、
本
文
の
引
用
資
料
と
し
て
い
る
文

献
と
一
致
し
て
い
る
の
で
、
使
臣
等
の
説
明
は
信
頼
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
盧
以
漸
の
人
物
像
に
つ
い
て
は
、
金
東
錫
「
盧
以
漸 

의 

『
隨
槎
録
』 

에

 　

関 

한 　

研
究
」『
韓
国
漢
文
学
研
究
』
第
二
十
七
輯
、
二
〇
〇
一
年
六
月
、
二
六
二
―
二
六
四
頁
を
参
照
。 

57 　
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
正
祖
四
年
十
一
月
十
二
日
。 

58 　

同
書
、
正
祖
四
年
五
月
二
十
五
日
。 

59 　
『
承
政
院
日
記
』
十
一
月
十
二
日
。 

60 　
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
正
祖
四
年
七
月
二
日
。 

61 　
『
熱
河
日
記
』
の
編
集
過
程
と
そ
の
内
容
に
対
す
る
朝
鮮
の
知
識
界
の
反
応
に
つ
い
て
は
、
金
明
昊
、
前
掲
書
、
二
十
―
二
十
二
頁
を
参
照
。 

62 　

朴
趾
源
に
よ
る
『
熱
河
日
記
』
の
公
刊
の
挫
折
と
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
テ
キ
ス
ト
の
混
乱
に
つ
い
て
は
、
同
書
、
二
十
三
―
二
十
七
頁
を
参
照
。 

63 　
「
親
中
国
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
外
交
策
の
展
開
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
中
国
的
世
界
秩
序
の
変
容
と
言
説
：『
朝
鮮
策
略
』
の
﹇
親

中
国
﹈
を
め
ぐ
る
議
論
を
中
心
に
」『
思
想
』、
第
九
四
四
号
、
二
〇
〇
二
年
十
二
月
、
九
十
二
―
一
〇
九
頁
を
参
照
。 


