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平
野
聴
著

清
帝
固
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題

石

裕
美
子

i賓

「
清
帝
園
と
チ
ベ
ッ
ト
問
題
』
は
、
園
際
的
に
知
ら
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
問
題

を
そ
の
歴
史
的
淵
源
に
遡
っ
て
考
察
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、

清
朝
の
最
盛
期
に
お
い
て
清
朝
と
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
と
の
聞
に
存
在
し

た
と
い
う
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
型
」
や
多
民
族
か
ら
な
る
「
版
園
統

合
」
の
成
立
か
ら
瓦
解
ま
で
を
テ
l
マ
と
し
て
い
る
。

各
章
の
具
樫
的
な
内
容
を
要
約
す
る
と
、
第
一
章
「
『
中
華
世
界
」
と
清

帝
岡
」
に
お
い
て
、
清
帝
国
に
つ
い
て
従
来
語
ら
れ
て
き
た
髄
制
論
を
列
奉

し
、
そ
れ
ら
を
「
無
数
」
と
し
、
第
二
章
「
清
帝
国
の
統
合
に
お
け
る
反
華

夷
思
想
と
文
化
政
策
」
に
お
い
て
は
「
多
民
族
統
合
」
の
論
理
が
形
成
さ
れ

た
こ
と
を
の
べ
、
第
三
章
「
完
舜
に
並
び
超
え
る
『
皇
清
の
大
一
統
』
ー
ー

そ
の
光
と
陰
」
に
お
い
て
は
そ
の
論
理
が
完
成
し
た
も
の
の
す
ぐ
に
斜
陽
が

は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
、
第
四
章
「
『
自
治
』
論
の
時
代
」
に
お
い
て
は
、
そ

の
結
果
、
清
朝
宮
廷
に
お
い
て
チ
ベ
ッ
ト
の
自
治
を
認
め
る
議
論
が
お
き
た

こ
と
を
、
第
五
章
「
英
園
認
識
と
チ
ベ
ッ
ト
認
識
の
あ
い
だ
」
で
は
、
民
族

の
統
合
が
帝
国
主
義
諸
園
の
侵
攻
に
よ
り
瓦
解
し
た
こ
と
を
示
す
。

本
書
を
一
讃
し
て
試
付
く
こ
と
は
、
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
清
朝
期
の

「
版
園
統
合
」
な
る
も
の
が
、
説
明
も
詮
明
も
行
わ
れ
な
い
ま
ま
、
所
輿
の

」

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
国
表
化
な
ど
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

撃
術
論
文
で
あ
る
以
上
、
一
次
史
料
の
記
述
を
積
み
上
げ
、
そ
れ
を
蹄
納
な

い
し
演
鐸
し
た
後
に
、
新
し
い
概
念
の
構
築
な
り
、
国
表
化
な
り
を
行
う
姿

勢
が
要
求
さ
れ
よ
う
が
、
本
書
に
お
い
て
は
残
念
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
手
法

は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
議
明
も
さ
れ
ず
形
も
あ
た
え
ら
れ
な
い
「
統
合
」
な

る
も
の
を
扱
う
た
め
、
平
野
氏
の
論
法
も
至
る
と
こ
ろ
で
ほ
こ
ろ
び
が
生
じ

て
お
り
、
た
と
え
ば
、
第
一
章
で
「
儒
向
晶
子
・
仰
数
・
イ
ス
ラ
l
ム
い
ず
れ
の

愛
想
に
基
づ
く
王
権
の
理
念
系
に
も
収
数
し
な
か
っ
た
清
帝
岡
の
あ
り
か
た

は
、
決
し
て
特
定
の
溌
想
に
同
執
す
る
こ
と
な
き
、
よ
り
高
次
元
の
自
意

識
・
世
界
観
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
断
言
し
て
い
る
に
も
拘
わ

ら
ず
、
そ
の
理
念
な
る
も
の
を
落
正
帝
の
「
言
説
」
よ
り
抽
出
し
は
じ
め
る

と
、
途
端
に
「
一
躍
何
が
帝
園
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
さ
ら
に
は
統
合
原
理

と
し
て
強
力
に
擁
護
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
『
風
俗
の
乱
れ
』
『
淫
嗣
』

『
邪
教
」
と
し
て
差
別
や
排
斥
を
受
け
る
の
か
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
基
準

は
賓
は
暖
昧
で
あ
っ
た
」
(
第
二
章
)
と
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
い
く
。

つ
ま
り
、
氏
は
「
民
族
・
宗
教
を
こ
え
た
民
族
統
合
」
な
る
も
の
の
詮
明

に
客
観
的
に
い
っ
て
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
チ
ベ
ッ
ト
史
に
関
し
て
先
行
研
究
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る

と
、
筆
者
は
か
つ
て
、
満
洲
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
の
一
次
史
料

を
用
い
て
、
満
洲
・
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
の
聞
に
は
チ
ベ
ッ
ト
備
教
に
基

づ
く
共
通
の
債
値
髄
系
、
政
治
宝
聞
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
そ

(
I
)
 

れ
を
「
チ
ベ
ッ
ト
悌
救
世
界
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た
。
一
方
、
平
野
氏

は
主
に
第
一
章
の
「
韓
輪
聖
王
と
し
て
の
清
皇
帝
」
と
い
う
節
中
に
お
い
て
、

チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
世
界
に
封
す
る
際
の
清
皇
帝
の
韓
輪
聖
土
と
し
て
の

あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
大
局
的
に
見
れ
ば
筆
者
が
チ
ベ
ツ
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ト
悌
救
世
界
と
栴
し
た
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
も
の
を
な
ぞ
っ
て
い
る
。

筆
者
と
平
野
氏
の
相
違
貼
を
翠
げ
れ
ば
、
平
野
氏
が
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
備
教

の
上
に
先
述
の
「
多
民
族
統
合
」
と
い
う
さ
ら
に
高
次
の
世
界
を
措
定
し
て

い
る
こ
と
、
仰
教
に
関
連
す
る
事
柄
に
お
い
て
誤
っ
た
説
明
を
繰
り
返
し
て

い
る
こ
と
、
皇
帝
は
特
輪
型
主
で
あ
る
以
前
に
、
そ
の
本
質
が
文
殊
菩
薩
で

あ
る
と
い
う
黙
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
な
ど
が
あ
る
。

偽
教
思
想
に
閲
す
る
誤
り
の
一
例
を
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
平
野

氏
は
乾
隆
帝
が
あ
ら
ゆ
る
文
化
を
共
存
さ
せ
る
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を

一
不
す
た
め
に
、
承
徳
の
普
寧
寺
に
た
つ
乾
隆
帝
御
製
の
碑
文
の
一
文
を
引
用

し
、
以
下
の
よ
う
に
解
調
停
す
る
(
以
下
に
引
用
す
る
不
野
氏
の
文
は
(
)

内
の
文
言
に
至
る
ま
で
原
文
の
ま
ま
で
あ
る
)

0

「
我
は
普
賢
の
言
を
聞
き
、
華
寂
(
中
華
と
チ
ベ
ッ
ト
)
は
荘
巌
の
海
た

り
。
一
つ
一
つ
の
法
界
を
見
る
と
、
現
悌
が
雲
の
如
く
集
ま
る
。
一
切
は
群

生
を
化
し
、
荘
巌
は
此
よ
り
出
る
。
西
土
と
震
旦
(
漢
地
)
は
、
究
克
の
と

こ
ろ
同
異
な
し
。
」

こ
の
文
の
意
味
を
理
解
で
き
る
人
が
い
た
と
し
た
ら
問
題
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
こ
の
文
は

我
開
普
賢
一
三
一
円
、
華
蔵
荘
巌
海
是
昆
慮
遮
那
、
往
劫
修
行
慮
。
種
種
賓

光
明
、
大
雲
遁
一
切
舎
身
等
塵
利
、
以
背
願
力
住
。
遁
十
方
図
土
、

出
苦
向
菩
提
方
使
示
調
伏
、
世
界
所
有
塵
。
一
一
見
法
界
、
現
仰
如

雲
集
、
此
是
如
来
利
、
大
願
周
法
界
。
一
切
化
草
生
、
荘
巌
従
此
山
。

西
土
及
震
日
一
、
究
克
無
岡
田
火
。

401 

と
い
う
原
文
の
傍
線
部
の
み
を
詳
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
訓
護
も

」

間
違
っ
て
お
り
、
あ
ま
つ
さ
え
、
肝
腎
の
「
華
蔵
」
(
中
華
と
チ
ベ
ッ
ト
)

と
い
う
言
葉
の
解
程
も
誤
っ
て
い
る
。
「
華
戒
駐
巌
海
」
は
『
華
巌
経
』
に

説
か
れ
る
昆
慮
遮
那
仰
の
君
臨
す
る
多
元
的
世
界
、
蓮
華
薮
世
界
を
指
し
、

「
中
華
と
チ
ベ
ッ
ト
(
西
戒
こ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
一
文
が
『
華

巌
経
』
に
基
づ
く
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
省
か
れ
て
い
る
目
頭
の
一
文
「
復
依

普
賢
世
界
品
而
迷
偶
言
」
の
「
普
賢
世
界
品
」
が
、
『
華
最
経
』
第
一
曾

「
菩
提
場
合
」
中
の
「
普
賢
三
味
品
」
と
「
世
界
成
就
口
問
」
を
指
す
こ
と
よ

り
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
干
野
氏
は
清
皇
帝
の
韓
輪
聖
王
と
し
て
の
側
面
ば
か
り
を
強
調
し
、

皇
帝
が
同
時
に
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
し
て
も
ふ
る
ま
っ
て
い
た
と
い
う
黙
に

注
意
を
は
ら
わ
な
い
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
清
朝
皇
帝
が
文
殊
菩

薩
の
化
身
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
清
・
チ
ベ
ッ
ト
関
係
を
考
え
る
上
で
、

非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
氏
が
韓
輪
聖
王
と
文
殊
菩
薩
の
関
係
を
整
理

で
き
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
は
チ
ベ
ッ
ト
悌
救
圏
に
お
け
る
王
権
思
想
|
|

菩
薩
思
想
ー
ー
に
釘
す
る
理
解
の
浅
さ
が
一
凶
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
彼
が
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
や
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
の
よ
う
な
、
生
ま

れ
嬰
わ
り
に
よ
っ
て
そ
の
座
を
継
承
す
る
高
僧
を
、
チ
ベ
ッ
ト
世
界
で
は
そ

れ
に
賞
た
る
言
葉
の
な
い
「
活
仰
」
「
霊
童
」
と
い
う
中
園
語
で
表
現
す
る

こ
と
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
縛
生
す
る
高
信
」
の
こ
と
を
チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
ト
ウ
ル
ク
(
切
百
円
己

井
戸
)
と
い
い
、
モ
ン
ゴ
ル
語
の
直
諜
で
は
フ
ビ
ル
ガ
ン
(
』
戸
E
Z占
ロ
呼
必

勅
竿
)
と
い
う
。
こ
れ
は
係
数
用
語
の
「
化
身
」
と
い
う
一
言
葉
に
あ
た
り
、

法
身
(
時
間
・
空
間
を
越
え
た
悌
の
意
識
)
が
現
世
に
示
現
す
る
存
在
を
指

す
。
悌
教
に
お
い
て
、
仰
の
境
地
(
主
口
提
)
と
は
最
高
の
位
で
あ
り
、
こ
の

位
に
至
る
と
輪
廻
を
解
脱
す
る
た
め
、
二
度
と
こ
の
世
に
は
生
ま
れ
嬰
わ
ら
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な
い
。
一
方
、
こ
の
世
に
あ
え
て
と
ど
ま
り
人
々
を
救
い
績
け
る
存
在
と
し

て
は
菩
薩
と
い
う
存
在
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
チ
ベ
ッ
ト
悌
救
世
界
で
は
ダ
ラ

イ
ラ
マ
を
観
音
菩
薩
の
化
身
と
い
い
、
乾
隆
帝
を
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
隼
栴

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
「
生
き
悌
」
を
意
味
す
る
よ
う
な
言
葉
で
表
現
す

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ダ
ラ
イ
ラ
マ
一
世
俸
の
目
頭
の
一
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
彼
ら
轄
生
併
は
「
あ
く
ま
で
も
月
(
仰
の
境
地
)
の
影
(
化
身
)
」
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

チ
ベ
ッ
ト
仰
数
世
界
で
重
山
制
さ
れ
る
『
般
若
経
」
に
は
「
菩
薩
は
日
的
を

も
っ
て
生
を
取
り
、
自
在
な
る
力
を
も
っ
轄
輪
聖
王
の
一
族
に
生
ま
れ
、
命

あ
る
も
の
を
仰
教
に
導
く
」
と
い
う
有
名
な
一
節
が
あ
る
。
こ
の
思
想
に
基

づ
き
チ
ベ
ッ
ト
偽
数
圏
で
は
、
皇
帝
や
王
を
菩
薩
の
化
身
と
考
え
て
あ
が
め

奉
る
。
し
か
る
に
、
チ
ベ
ッ
ト
悌
数
圏
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
菩
薩
思
想

を
平
野
氏
は
暖
昧
に
し
か
理
解
し
て
い
な
い
た
め
、
韓
生
す
る
高
崎
旧
た
ち
を

活
仰
と
い
い
、
轄
輪
聖
王
と
し
て
の
清
皇
帝
に
つ
い
て
は
述
べ
て
も
、
文
殊

菩
薩
と
し
て
の
清
皇
帝
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
鰯
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
さ

ら
に
清
皇
帝
を
「
文
殊
菩
薩
の
化
身
し
た
醇
輪
聖
王
」
と
い
う
意
味
で
菩
薩

王
と
呼
ぶ
な
ら
ま
だ
し
も
、
「
菩
提
王
」
な
ど
と
表
現
す
る
。
悌
の
境
地
を

表
す
菩
提

(
r
c
E
H
)
を
王
に
冠
し
て
何
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か

説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

清
朝
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
は
氏
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
悌
教
を

媒
介
と
し
て
な
り
た
っ
て
い
た
。
そ
の
悌
教
に
謝
す
る
理
解
が
浅
い
ま
ま
で

「
チ
ベ
ッ
ト
問
題
」
を
論
じ
る
こ
と
は
い
か
に
も
危
う
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
後
述
す
る
。

以
上
は
第
一
章
か
ら
の
具
岨
恒
例
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
章
に
つ
い
て
も
従

来
の
研
究
を
な
ぞ
っ
た
も
の
が
日
に
つ
い
た
。
た
と
え
ば
、
第
三
章
に
お
い

」

て
は
「
皇
清
の
大
一
統
」
に
内
在
さ
れ
た
危
機
が
緩
々
述
べ
ら
れ
る
も
の
の
、

満
洲
人
の
固
有
文
化
(
武
)
が
廃
れ
、
ま
た
官
僚
・
軍
人
が
腐
敗
し
た
こ
と
、

康
照
・
嘉
正
・
乾
隆
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
感
覚
に
す
ぐ
れ
た
皇
帝
で
な
け
れ
ば

清
帝
園
の
安
定
は
維
持
で
き
な
か
っ
た
な
ど
の
指
摘
は
、
内
藤
湖
南
の
『
清

朝
衰
亡
論
』
あ
る
い
は
宮
崎
市
川
疋
「
J

維
正
帝
」
の
論
を
ほ
と
ん
ど
山
る
と
こ

ろ
は
な
い
。

ま
た
、
平
野
氏
の
史
料
操
作
の
あ
り
方
に
も
問
題
が
見
受
け
ら
れ
た
。
平

野
氏
が
文
末
に
挙
げ
た
引
用
文
献
を
見
る
と
、
漢
文
史
料
ば
か
り
で
あ
り
、

モ
ン
ゴ
ル
語
・
満
洲
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
で
記
さ
れ
た
史
料
が
一
つ
と
し
て
拳

げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
と
清
朝
の
統
合

な
る
も
の
を
説
く
本
書
の
中
に
首
該
民
族
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
人
・
チ
ベ
ッ
ト

人
・
満
洲
人
の
言
説
が
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
こ
と
は
本
書
の
大
き
な
問
題

貼
と
言
え
よ
、
っ
。

清
朝
と
他
民
族
と
の
歴
史
を
検
詮
す
る
際
に
、
漢
文
史
料
だ
け
を
用
い
る

こ
と
が
、
い
か
に
危
険
で
あ
る
か
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

満
洲
人
は
朝
鮮
人
、
中
園
人
、
モ
ン
ゴ
ル
人
が
混
在
す
る
遼
東
平
野
を
故

郷
と
し
、
こ
れ
ら
際
史
あ
る
一
一
一
民
族
に
も
ま
れ
な
が
ら
園
家
を
形
成
し
た
。

そ
の
た
め
初
期
の
頃
よ
り
田
氏
文
化
に
針
し
て
敬
意
を
表
す
る
こ
と
に
属
託
な

く
、
そ
の
鼠
取
に
つ
い
て
も
柔
軟
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
中
華
思
想
に
基
づ

い
て
異
文
化
を
蔑
頑
し
、
外
交
に
際
し
て
無
用
の
札
制
怖
を
生
じ
る
漢
人
の
外

交
術
と
は
好
封
照
を
な
す
。
満
洲
人
は
園
家
を
撮
大
さ
せ
て
い
く
過
程
で
、

多
く
の
異
文
化
と
接
し
た
が
、
そ
の
際
、
ム
円
分
が
そ
の
時
々
に
向
か
い
合
う

民
族
の
論
理
に
合
わ
せ
て
自
ら
の
姿
を
演
出
し
た
。
つ
ま
り
、
清
朝
皇
帝
に

閲
し
て
言
え
ば
、
儒
数
官
僚
を
前
に
し
て
は
中
華
皇
帝
、
チ
ベ
ッ
ト
や
モ
ン

ゴ
ル
の
高
併
達
の
前
で
は
文
殊
菩
薩
韓
輪
聖
王
、
満
洲
人
た
ち
の
前
で
は
満

十
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2
)
 

洲
ハ
ン
と
し
て
君
臨
し
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
な
園
際
人
が
向
き

あ
う
集
閤
の
構
成
内
容
に
よ
っ
て
使
用
す
る
言
語
を
本
能
的
に
使
い
分
け
る

よ
う
に
、
清
朝
皇
帝
は
相
手
に
合
わ
せ
て
言
語
や
コ

l
ド
大
系
の
内
容
を
向

在
に
ス
イ
ッ
チ
す
る
こ
と
に
よ
り
、
他
民
族
と
の
固
滑
な
交
流
を
園
っ
た
。

そ
の
結
果
、
清
朝
皇
帝
を
始
め
と
す
る
渦
洲
人
支
配
層
は
、
モ
ン
ゴ
ル
語
・

満
洲
語
・
漢
語
・
チ
ベ
ッ
ト
語
を
理
解
し
、
中
園
文
化
人
で
あ
る
と
同
時
に
、

チ
ベ
ッ
ト
係
数
徒
で
あ
り
、
狩
猟
に
秀
で
た
満
洲
武
人
で
あ
る
と
い
う
複
数

の
ベ
ル
ソ
ナ
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
満
洲
人
の
異
文
化
順
慮
力
、
及
び

外
交
能
力
の
高
さ
を
示
す
一
例
と
し
て
潅
正
帝
の
十
七
子
で
あ
り
、
潅
正
卜

三
年
(
一
七
三
五
)
に
ダ
ラ
イ
ラ
マ
七
世
の
も
と
へ
奉
使
し
た
果
親
王
の
例

を
奉
げ
て
み
よ
う
。

一
七
三
五
年
、
果
親
王
は
じ
維
正
帝
の
ム
叩
を
受
け
て
、
北
京
か
ら
ダ
ラ
イ
ラ

マ
七
世
の
滞
在
す
る
束
チ
ベ
ッ
ト
の
ガ
ル
タ
ル

(
B
m
R
F
R
)
に
向
か
っ

た
。
こ
の
奉
使
放
行
の
途
上
、
親
王
は
漢
入
居
住
域
を
通
過
す
る
際
に
は
名

所
奮
跡
で
漢
詩
を
護
み
、
揮
官
宅
し
、
書
量
旦
を
書
く
な
ど
中
園
文
化
人
と
し
て

振
る
舞
い
、
中
同
文
化
圏
を
離
脱
し
て
チ
ベ
ッ
ト
文
化
圏
に
入
り
ダ
ラ
イ
ラ

マ
七
世
の
も
と
に
至
る
と
、
ダ
ラ
イ
ラ
マ
よ
り
低
い
座
席
に
つ
い
て
法
を
授

か
る
と
い
う
チ
ベ
ッ
ト
悌
教
徒
の
姿
に
な
っ
た
。
漢
文
文
献
だ
け
を
用
い
て

果
親
王
を
検
詮
す
れ
ば
、
中
岡
文
化
人
以
外
の
何
者
に
も
見
え
な
い
が
、
モ

ン
ゴ
ル
語
や
チ
ベ
ッ
ト
語
の
史
料
か
ら
描
き
出
さ
れ
る
彼
の
人
間
像
は
敬
由
民

(
3
)
 

な
チ
ベ
ッ
ト
仰
教
徒
で
あ
る
。
以
上
の
事
賓
に
つ
い
て
、
果
、
親
王
が
二
つ
の

文
化
圏
を
往
来
し
、
ど
の
世
界
に
お
い
て
も
完
壁
な
エ
リ
ー
ト
ぶ
り
を
笈
揮

し
た
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
こ
の
二
つ
の
文
化
圏
を
よ
り
高
次
に

統
合
す
る
月
一
念
を
も
っ
て
外
交
し
て
い
た
と
も
、
チ
ベ
ッ
ト
併
殺
文
化
圏
を

中
岡
文
化
圏
が
版
固
統
合
し
て
い
た
と
も
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

403 

」

あ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
文
史
料
だ
け
を
用
い
て
果
親
玉
を
見
る
人
は
、
果
親
王

が
漢
詩
や
日
記
の
中
で
中
園
人
を
「
華
人
」
、
チ
ベ
ッ
ト
併
を
「
蕃
併
」
と

表
現
す
る
の
を
み
て
、
彼
を
中
華
思
想
の
持
ち
主
と
速
断
す
る
か
も
し
れ
な

い
。
一
方
、
モ
ン
ゴ
ル
語
、
チ
ベ
ッ
ト
語
史
料
か
ら
彼
を
見
る
も
の
は
、
敬

由
民
な
チ
ベ
ァ
ト
仰
救
徒
と
し
て
彼
を
位
置
づ
け
よ
う
。
一
つ
の
言
語
、
特
に

中
華
思
想
の
影
響
を
受
け
や
す
い
漢
文
史
料
だ
け
を
用
い
る
と
現
賓
が
ど
れ

だ
け
偏
っ
て
み
え
て
く
る
か
が
、
こ
の
一
例
を
も
っ
て
し
で
も
理
解
で
き
よ

、つノ。
つ
ま
り
、
清
朝
の
支
配
層
が
漠
丈
で
愛
し
た
ア
ナ
ウ
ン
ス
は
、
そ
も
そ
も

漢
人
を
劉
象
に
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
内
容
も
漢
人
が
理
解

で
き
る
思
想
|
|
そ
れ
が
他
民
族
に
つ
い
て
言
及
す
る
よ
う
な
場
合
は
宙
然
、

中
園
を
中
心
と
し
関
係
す
る
す
べ
て
の
他
民
族
を
周
漫
・
目
下
に
お
き
、
そ

の
関
係
の
賓
態
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
中
外
一
程
と
主
張
す
る
中
華
思
想

ー
ー
が
要
素
と
し
て
混
入
し
て
く
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
合
然
な
の
で
あ
る
。

こ
の
満
洲
版
の
大
同
思
想
の
存
在
が
、
モ
ン
ゴ
ル
や
チ
ベ
ッ
ト
地
域
に
お
け

る
「
賓
放
的
な
版
園
統
合
」
の
存
在
の
誼
明
に
な
ら
な
い
こ
と
は
言
、
つ
ま
で

も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
満
洲
皇
帝
は
チ
ベ
ッ
ト
や
モ
ン
ゴ
ル
に
封
し
て
ア
ナ

ウ
ン
ス
を
行
う
場
合
に
は
ま
っ
た
く
遣
う
世
界
観
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。こ

こ
で
、
本
書
が
乾
隆
帝
の
特
輪
聖
王
と
し
て
の
位
相
に
ば
か
り
日
を
奪

わ
れ
、
そ
の
本
質
が
文
殊
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
軽
視
し
て
い
る
、
と
い
う
黙

を
思
い
出
し
て
も
ら
い
た
い
。
文
殊
菩
薩
は
、
チ
ベ
ッ
ト
併
殺
の
パ
ン
テ
オ

ン
に
お
い
て
仰
の
智
慧
の
化
身
と
し
て
崇
秤
さ
れ
、
同
じ
く
悌
の
慈
悲
の
化

身
で
あ
る
観
音
菩
薩
、
仰
の
力
の
化
身
で
あ
る
余
剛
手
菩
薩
と
と
も
に
、
一
一
一

部
の
守
護
隼
(
口
問
回
出
注
目
白
m
oロ
ち
)
と
信
仰
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
一
一
一
菩

十
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薩
の
聞
に
は
何
ら
の
上
下
関
係
も
中
央
・
周
透
の
闘
係
も
存
在
し
な
い
。
そ

し
て
こ
の
三
菩
薩
は
、
一
七
世
紀
に
入
る
と
、
文
殊
菩
薩
は
中
国
の
守
護
等

と
し
て
、
観
音
菩
薩
は
チ
ベ
ッ
ト
の
守
護
箪
と
し
て
、
金
剛
子
菩
薩
は
モ
ン

ゴ
ル
の
守
護
簿
と
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
偶
数
に
慕
づ
く
一
一
一
民
族
の
統
合
を
象
徴

す
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
乾
隆
帝
が
満
洲
・
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン

ゴ
ル
」
一
民
族
に
針
し
て
、
自
ら
を
文
殊
菩
薩
の
化
身
と
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
す
る
こ
と
は
、
観
音
菩
薩
の
化
身
で
あ
る
ダ
ラ
イ
ラ
マ
、
金
剛
手
菩

薩
の
化
身
で
あ
る
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
と
、
同
じ
仰
教
を
護
持
し
つ
つ
共
存
す
る

(
4
)
 

姿
勢
を
示
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
世
界
観
が
漢
文
文
献
に
現
れ
る
、

中
岡
を
中
央
に
、
チ
ベ
ッ
ト
・
モ
ン
ゴ
ル
を
外
に
お
い
た
上
で
、
中
外
一
躍

を
と
く
世
界
観
と
、
ま
っ
た
く
共
存
し
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
満
洲
皇
帝
は
封
す
る
民
族
が
愛
わ
る
た
び
に
、
相
手
の
世

界
観
に
合
わ
せ
た
関
係
を
結
ん
で
い
た
た
め
、
客
観
的
に
い
っ
て
、
こ
れ
ら

の
民
族
の

k
に
「
版
固
統
合
」
や
現
在
の
中
園
に
も
つ
な
が
る
「
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
」
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
た
可
能
性
は
非
常
に
低
い
の
で

あ
る
。平

野
氏
は
「
清
帝
園
の
チ
ベ
ッ
ト
に
封
す
る
権
力
関
係
を
小
さ
く
見
ょ
う

と
す
る
愛
想
は
、
欧
州
人
の
主
権
園
家
的
な
覗
賄
か
ら
嘗
時
の
歴
史
的
関
係

を
解
担
拝
す
る
も
の
で
あ
る
:
:
:
支
配
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
を
非
際
史
的
に
救
い

出
そ
う
と
す
る
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
切
っ
て
捨
て
る
。
し
か
し
、
平

野
氏
が
版
園
統
合
の
賓
態
を
登
明
し
て
い
な
い
以
上
、
「
清
帝
国
の
チ
ベ
ッ

ト
に
封
す
る
権
力
関
係
を
大
き
く
見
ょ
う
と
す
る
愛
想
は
、
漢
文
史
料
の
影

響
を
受
け
た
人
が
中
華
思
相
心
的
な
覗
鈷
か
ら
嘗
時
の
歴
史
的
関
係
を
解
担
押
す

る
も
の
で
あ
る
・
:
:
支
配
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
を
非
歴
史
的
に
正
台
化
し
よ
う

と
す
る
一
面
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
返
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
状
況
で
あ
る
。

」

平
野
氏
の
引
用
史
料
に
関
し
て
は
、
漢
文
の
み
で
あ
る
と
い
う
問
題
貼
以

外
に
、
二
次
的
な
史
料
ば
か
り
を
用
い
一
次
史
料
を
用
い
て
い
な
い
と
い
う

問
題
黙
も
あ
る
。
平
野
氏
が
本
書
の
中
で
し
ば
し
ば
引
用
す
る
『
皇
朝
経
世

文
編
』
や
『
大
清
十
朝
聖
訓
』
な
ど
は
、
一
次
史
料
で
は
な
く
編
纂
史
料
で

あ
る
た
め
、
向
学
術
研
究
に
用
い
る
に
遁
嘗
な
史
料
と
は
言
い
難
い
。
た
と
え

ば
『
大
清
十
朝
聖
訓
」
は
、
歴
代
清
朝
皇
帝
の
詠
旨
を
集
め
て
編
纂
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
書
に
編
纂
さ
れ
る
過
程
で
皇
帝
の
言
葉
は
そ
の
後
言
が

な
さ
れ
た
時
代
状
況
か
ら
も
、
聴
衆
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ

で
は
賞
該
後
二
百
の
史
料
批
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
歴
史
的

意
義
を
断
ず
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
「
毛
淳
東
語
録
」
を
用
い
て
現
代

中
園
史
が
研
究
で
き
な
い
の
と
同
じ
理
窟
で
あ
る
。

あ
る
皇
帝
の
議
旨
の
歴
史
的
意
義
を
特
定
す
る
に
際
し
て
は
、
ど
の
よ
う

な
事
件
を
契
機
に
し
て
そ
の
論
旨
が
発
さ
れ
、
そ
の
議
旨
を
受
け
て
ど
の
よ

う
な
議
論
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
形
で
現
賓
に
施
行
さ
れ
(
あ
る
い

は
、
さ
れ
ず
)
、
そ
し
て
い
か
な
る
形
で
釘
象
と
な
っ
た
も
の
に
影
響
を
奥

え
(
ま
た
は
奥
え
な
か
っ
)
た
の
か
、
最
低
で
も
こ
れ
ら
の
こ
と
を
検
討
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
綿
密
な
検
訟
を
行
う
た

め
に
は
、
出
版
さ
れ
て
い
る
史
料
だ
け
で
は
限
界
が
あ
り
、
現
地
の
槍
案
館

に
赴
き
一
次
史
料
の
調
査
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。
チ
ベ
ッ

ト
・
モ
ン
ゴ
ル
・
新
彊
・
満
洲
史
の
研
究
者
た
ち
は
、
み
な
こ
う
し
て
一
次

史
料
に
基
づ
い
て
史
料
批
判
を
行
い
つ
つ
、
事
例
研
究
を
積
み
上
げ
る
努
力

を
行
っ
て
き
た
。
平
野
氏
が
「
外
部
に
強
制
力
を
件
っ
た
」
賓
放
的
な
「
多

民
族
統
合
」
な
る
も
の
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
統
合
の
賞
事
者
で
あ
る

民
族
の
言
語
|
|
漢
文
の
み
な
ら
ず
、
満
洲
語
や
チ
ベ
ッ
ト
語
や
モ
ン
ゴ
ル

語
|
|
の
、
そ
れ
も
一
次
史
料
を
批
判
的
に
用
い
て
そ
の
存
在
を
誼
明
す
る

十
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こ
と
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

巌
密
に
言
え
ば
、
平
野
氏
は
チ
ベ
ッ
ト
語
や
満
洲
語
で
書
か
れ
た
史
料
も

少
数
な
が
ら
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
氏
の
用
い
た
史
料
は
現
代
中
国
に
お

い
て
漢
語
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
文
史
料
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
の
漢
詩
史
料
は
誤
謬
・
省
略
・
改
愛
が
多
数
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
第
一
章
の
非
常
に
重
要
な
場
面
に
お
い
て
平
野
氏
が
引
用

す
る
、
漢
詩
パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
停
に
基
づ
く
一
文
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。

パ
ン
チ
エ
ン
ラ
マ
の
発
言
十
方
に
安
居
し
、
贋
大
無
遠
の
世
界
の

中
で
無
量
の
軍
隊
を
擁
す
る
、
悌
法
を
崇
信
し
十
力
を
具
有
す
る
隼
勝

王
天
子
文
殊
大
皇
帝
は
、
(
パ
ン
チ
エ
ン
か
ら
)
報
身
を
園
渦
し
て
成

悌
し
た
。
各
地
の
備
法
と
衆
生
を
絶
え
聞
な
く
精
進
さ
せ
る
依
他
の
園

土
は
、
禅
迦
王
の
子
の
聖
教
を
大
地
に
遍
く
惇
え
、
そ
れ
を
園
漏
に
栄

え
さ
せ
、
悌
光
が
普
く
照
ら
す
よ
う
に
し
、
一
切
の
無
明
を
除
き
、
供

施
隻
方
の
一
切
の
し
も
べ
を
幸
】
耐
と
安
楽
に
導
い
た
。
備
法
の
聖
地
イ

ン
ド
、
文
殊
菩
薩
の
教
化
の
地
摩
詞
支
那
・
雪
域
・
蒙
古
の
大
地
で
、

成
就
王
は
衆
生
の
あ
い
だ
に
政
教
の
事
業
を
設
展
さ
せ
、
安
居
総
本
業
さ

せ
る
。
こ
の
よ
う
な
殊
勝
の
業
績
は
遁
べ
き
れ
な
い
。
と
り
わ
け
一
切

の
勝
者
の
中
の
代
表
で
至
隼
堅
同
に
し
て
韓
輸
す
る
隼
勝
玉
大
皇
帝
は
、

賓
に
天
下
地
上
の
一
切
の
衆
生
の
頂
黙
に
あ
る
。
第
二
働
組
ツ
オ
ン
カ

パ
の
清
浄
な
数
理
は
四
海
大
地
に
虞
く
弘
揚
さ
れ
、
そ
の
偉
大
な
事
跡

は
叙
述
し
ょ
う
が
な
い
。
こ
の
と
き
、
漠
・
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
人

民
全
憶
は
、
慈
悲
の
加
護
に
よ
っ
て
偉
大
な
事
業
を
頂
結
に
向
か
わ
せ
、

そ
れ
は
と
り
わ
け
雪
域
の
持
金
剛
ダ
ラ
イ
ラ
マ
と
俗
俗
民
衆
の
信
仰
希

求
と
一
致
し
、
慈
悲
に
よ
っ
て
殺
を
護
り
民
を
祐
す
る
も
の
で
あ
る
。

405 

」

乾
隆
帝
の
都
民
言
パ
ン
チ
エ
ン
エ
ル
デ
ニ
は
賓
に
備
で
あ
り
、
今
日

説
く
と
こ
ろ
は
全
て
賓
情
で
あ
る
。
朕
は
法
に
よ
り
政
治
を
行
い
、
宮

殿
や
緯
教
の
佳
境
に
は
如
来
身
語
意
の
三
所
依
を
建
立
し
て
倶
奉
し
、

借
寺
を
建
立
し
て
供
養
し
、
悌
教
を
弘
揚
し
、
慈
悲
を
以
て
庶
民
を
護

前
し
、
威
力
を
備
え
た
軍
隊
で
教
を
信
じ
な
い
粗
暴
な
士
夫
を
消
滅
し
、

係
数
の
門
に
赴
か
せ
、
信
奉
さ
せ
た
の
だ
。

以
上
の
平
野
氏
の
和
誇
を
見
る
と
、
原
文
の
チ
ベ
ッ
ト
語
を
参
照
せ
ず
と

も
「
摩
詞
支
那
・
漢
、
蒙
古
・
モ
ン
ゴ
ル
、
雪
域
・
チ
ベ
ッ
ト
と
同
じ
劉
象

を
指
す
言
葉
を
漢
・
カ
タ
カ
ナ
と
二
通
り
に
誇
し
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ

る
の
か
」
、
つ
依
他
の
図
王
ヘ
ベ
パ
ン
チ
エ
ン
か
ら
)
報
身
を
聞
涌
し
て
成

悌
し
た
ぶ
な
ど
は
、
併
殺
用
語
と
し
て
も
現
代
語
と
し
て
も
意
味
が
不
明
で

あ
る
」
な
ど
の
数
々
の
疑
問
貼
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

ρ

身
語

意
の
三
所
依
。
と
は
、
現
代
日
本
語
に
お
い
て
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
具
程
的
に
悌
像
・
悌
典
・
悌
塔
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
言

葉
に
限
ら
ず
引
用
文
章
内
に
は
、
チ
ベ
ッ
ト
悌
教
に
な
じ
み
の
な
い
讃
者
の

た
め
に
注
緯
を
つ
け
る
べ
き
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
章

(
5
)
 

を
原
文
か
ら
の
和
語
と
針
照
さ
せ
る
と
、
氏
の
文
六
早
か
ら
は
原
文
の
文
章
が

数
多
く
抜
け
落
ち
て
い
る
こ
と
、
間
単
語
が
数
々
誤
謬
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
主

語
述
語
の
係
り
結
び
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
、
特
に
王
権
に
か
か
わ
る

重
要
な
概
念
で
あ
る
「
文
殊
菩
薩
が
特
輪
聖
王
に
化
身
す
る
」
「
乾
隆
帝
が

イ
ン
ド
や
チ
ベ
ッ
ト
で
敷
々
の
韓
生
を
行
っ
て
き
た
」
と
い
う
テ
l
マ
が
全

く
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
気
付
く
。
こ
の
比
較
だ
け
を
み
て
も
、
漢

詩
史
料
を
用
い
る
こ
と
の
危
険
さ
は
十
分
に
理
解
で
き
る
こ
と
と
思
う
。

以
上
、
不
野
氏
の
著
作
の
問
題
黙
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
見
て
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き
た
が
、
む
ろ
ん
卒
、
ば
せ
ら
れ
る
黙
も
あ
る
こ
と
を
附
け
加
え
て
お
き
た
い
。

彼
の
主
張
す
る
「
版
固
統
合
」
が
崩
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
に
「
自
治
」
を
認
め
る

議
論
が
始
ま
っ
た
と
い
う
、
近
現
代
史
を
扱
う
第
四
章
と
第
五
章
に
お
い
て
、

こ
れ
ま
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
清
廷
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
と
の

閥
係
の
あ
り
か
た
を
め
ぐ
る
諸
議
論
に
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
光
を
あ
て
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
非
常
に
興
味
深
く
、
と
く
に
、
第
五
六
早
に
お
い
て
、
清
朝

の
エ
リ
ー
ト
た
ち
が
、
首
時
の
帝
国
主
義
全
盛
の
凶
際
環
境
の
中
で
、
自
ら

も
帝
国
化
の
遁
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
期
に
た
ち
至
つ
で
も
、
や

は
り
チ
ベ
ッ
ト
に
釘
し
で
は
あ
る
種
の
宗
教
的
な
遠
慮
と
い
え
る
も
の
が
存

在
し
て
い
た
こ
と
を
、
一
次
史
料
に
基
づ
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
評
債

す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

清
朝
と
チ
ベ
ッ
ト
の
関
係
は
、
い
ま
だ
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
と
は
い
い
難
い
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
清
代
に
は
比
較
的
良
好
で
あ
っ

た
清
朝
と
チ
ベ
ッ
ト
の
閥
係
が
清
末
に
至
っ
て
破
綻
し
、
現
在
に
お
い
て
は

世
界
的
に
有
名
な
民
族
問
題
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
一
事
は
、
雨
者

の
関
係
が
清
朝
末
を
境
に
、
賓
健
的
か
つ
本
質
的
に
大
き
く
揃
欠
勤
し
て
い
た

こ
と
を
暗
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
清
朝
期
に
関

係
す
る
す
べ
て
の
民
族
か
ら
見
て
客
観
的
に
存
在
す
る
「
版
園
統
ム
n
」
や
現

代
中
図
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
原
型
」
と
い
っ
た
も
の
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
誼
明
さ
れ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
思
わ
れ
る
。
氏
は
無
数
と
す
る

も
の
の
、
謝
す
る
民
族
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
自
在
に
そ
の
姿
を
愛
え
る
満
洲

王
朝
の
多
面
性
こ
そ
が
、
清
干
一
朝
の
本
質
で
あ
る
こ
と
は
、
時
航
史
血
学
者
の
中

で
は
ほ
ぼ
共
通
認
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
特
定
の
民
族
の
覗
鈷
に
よ
っ
て
、

清
と
そ
の
影
響
下
に
あ
っ
た
民
族
の
会
憧
像
を
説
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
ガ
特
定
の
民
族
か
ら
見
た
世
界
ん
の
説
明
で
し
か
あ

」

り
え
ず
、
そ
れ
を
み
土
健
一
認
識
で
あ
る
と
主
張
す
れ
ば
そ
の
瞬
間
に
不
嘗
刷
延

の
誤
謬
を
お
か
す
こ
と
と
な
る
。
清
朝
期
に
お
け
る
民
族
問
題
を
語
る
際
に

は
、
そ
れ
が
ど
の
範
囲
の
民
族
に
封
し
て
有
殺
で
あ
り
、
ま
た
、
ど
の
時
期

に
ま
で
有
数
で
あ
っ
た
か
な
ど
を
常
に
明
示
し
、
定
義
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
よ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
先
に
は
賓
髄
的
な
関
係
の
究
明
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
こ
そ
、
建
設
的
か
つ
客
観
的
な

清
朝
と
民
族
聞
の
研
究
は
進
展
す
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

+
申
占(

l
)

石
漬
裕
美
子
「
チ
ベ
ッ
ト
仰
救
世
界
の
歴
史
的
研
究
』
(
東
友
書

庖
、
二

0
0
一
年
)
。
ち
な
み
に
、
索
引
で
筆
者
の
名
前
を
検
索
し

て
み
る
と
、
石
演
由
美
子
と
誤
記
さ
れ
て
お
り
、
六
八
ペ
ー
ジ
と
記

さ
れ
て
い
る
。
一
方
本
文
を
見
る
と
、
六
八
ペ
ー
ジ
以
外
に
も
筆
者

の
名
前
は
い
く
つ
か
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
索
引
の
不
備
が
懸
念

さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
た
筆
者
の
名
前
は
誤
記

と
正
記
が
混
在
し
て
お
り
、
誤
記
の
方
が
堅
倒
的
に
多
い
。

(
2
)

清
朝
皇
帝
が
も
っ
複
数
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
つ
い
て
は
、
呂
R
r

巴
-
H
C
H
F

叫

」

マ

』

h
Q
R
b
N
h

司
h
N
H
(
ω
Z
ロ
甘
え

d
E〈
2
2門
司
旬
月
∞
∞
リ

N
O
G
-
)
、
岡
洋
樹
「
東
北
ア
ジ
ア
地
域
史
と
清
朝
の
帝
園
統
治
(
特

集

二

0
0三
年
歴
史
皐
の
焦
貼
)
」
『
歴
史
評
論
』
第
六
回
二
競
、

二
O
O
三
年
一

O
月
、
五

O

五
九
頁
、
片
岡
一
忠
「
朝
賀
規
定
か

ら
み
た
清
朝
と
外
藩
・
朝
貢
岡
の
関
係
」
『
駒
淳
史
的
学
』
第
五
二
強
、

一
九
九
八
年
、
二
四

O

二
六
三
頁
、
石
橋
崇
雄
「
清
初
皇
帝
権
の

形
成
過
程
|
|
特
に
「
丙
子
年
四
月
〈
砧
録
〉
登
ハ
ン
大
位
槍
」
に

み
え
る
太
宗
ホ
ン
・
タ
イ
ジ
の
皇
帝
印
位
記
事
を
中
心
と
し
て
」
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『
東
洋
史
研
究
』
第
五
一
二
審
第
一
競
、
一
九
九
四
年
六
月
、
九
八

一
三
五
頁
等
を
参
照
。
特
に
、
チ
ベ
ッ
ト
向
き
の
ペ
ル
ソ
ナ
に
つ
い

て
は
筆
者
前
掲
書
が
詳
し
い
。

(
3
)

チ
ベ
ッ
ト
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
文
献
に
基
づ
く
果
親
王
像
に
つ
い
て

は
、
〈
]
山
缶
百
口
「

C
4
8印

}
q
u
H
Uコ
お
町
内
吋
N
h
M
L
N
(
N
q
h
w
勺

H
U
J
U

∞)

』

h
b
R
E
M
E
N
E言
語
き
礼
司
常
NGお
回
忌
委
託

F
E
E
H
O
H
O
H
F
0

2
戸仏可

0
日
「
山
口
問
戸
山
向
。
印
山
口
(
]
(
リ
ロ
]
戸
同
⑦

ω
O
H
〉
巴
向
山
口
〔
凶
〉
日

HH門戸リ

、叶

CECリ

5
2
を
、
漢
文
献
に
基
づ
く
果
親
王
像
に
つ
い
て
は
石

漬
裕
美
子
「
呆
親
王
の
書
」
『
内
陸
ア
ジ
ア
史
研
究
』
第
二

O
援、

二
O
O
五
年
、
八
三
|
九
二
頁
を
参
照
。

407 

(
4
)

丈
殊
主
口
薩
と
し
て
の
乾
隆
皇
帝
に
つ
い
て
は
、
拙
論
会
ω
Z身
ロ
ロ

円

F
O
E
s
-
oロ
明
日
。
同
町

z
g
H
E
'
山
昌
吉

H
H
2
5
8
0
H
切

G
L
E

E
守
山
昌
山
間
]
戸

Eu
叶
自
立
へ
『
早
稲
田
大
間
字
モ
ン
ゴ
ル
研
究
所
紀

要
』
第
二
競
、
二

O
O
五
年
、
一
九
|
一
二
九
頁
を
参
照
。

(
5
)

一
九
九
四
年
に
笈
表
し
た
拙
著
に
、
同
じ
部
分
に
つ
い
て
の
チ
ベ

ッ
ト
語
原
文
か
ら
の
和
認
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
(
石
漬
裕
美
子
『
チ

ベ
ァ
ト
悌
救
世
界
の
歴
史
的
研
究
』
三
四
二
頁
三
四
六
頁
)

0

二
O
O
四
年
六
月
名
古
屋
名
古
屋
大
準
出
版
舎

A
五
州
三
一
四
六
頁
六
0
0
0園
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