
６

　
　
　

蒙
古
の
西
侵
は
、
蒙
古
史
か
ら
み
て
も
、
東
西
交
渉
史
か
ら
み
て
も
、

Ｚ

　
　

大
に
注
日
す
べ
ぎ
重
大
事
件
で
あ
る
ｏ
所
が
、
こ
れ
の
研
究
に
は
、
支
那

　
　
　

側
史
料
の
み
に
は
頼
れ
ず
、
西
ア
ジ
ア
や
欧
洲
の
史
料
を
參
照
利
用
す
る

　
　
　

こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
事
の
厄
介

　
　
　

さ
の
た
め
か
、
わ
が
國
の
學
者
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
が
と
り
上
げ
ら
れ
た

　
　
　

こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
わ
が
國
の
學
者
の
台
ヽ
憎
と
云
っ

　
　
　

て
云
へ
な
い
こ
と
も
な
い
が
。
複
雑
賢
汎
な
様
相
を
も
っ
蒙
古
史
な
り
、

　
　
　

東
西
交
渉
史
な
り
の
研
究
に
は
、
官
に
多
種
冬
疆
の
史
料
を
駈
使
す
る
こ

　
　
　

と
を
必
要
と
し
、
一
人
の
學
者
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
史
料
を
こ
と
ご
と
く

　
　
　

根
本
史
料
に
ま
で
湖
っ
て
研
究
を
行
ふ
こ
と
は
、
ま
づ
不
可
能
と
言
っ
て

　
　
　

よ
く
、
富
然
、
研
究
の
分
拾
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
あ
り
、

　
　
　

ま
た
わ
が
國
で
は
、
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
の
容
易
で
な
い
史
料
屯
あ
り

　
　
　

自
然
、
わ
が
國
の
諸
先
輩
の
研
究
は
、
東
方
の
史
料
に
重
鮎
を
置
い
た
も

　
　
　

の
と
な
っ
て
ゐ
た
か
ら
、
西
方
の
史
料
に
依
る
研
究
の
振
は
な
か
っ
た
の

　
　
　

は
已
む
を
得
な
い
奉
で
も
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
蒙
古
史
、
東
西
交
渉
史

　
　
　

が
東
方
の
史
料
だ
け
で
済
ま
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
明
か
な
こ
と
で

　
　
　

遅
か
れ
早
か
れ
、
西
方
史
料
の
利
用
が
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
　
　

い
ま
ヽ
こ
れ
が
斯
學
を
専
業
と
せ
ず
、
自
ら
は
て
ヘ
ダ
ｙ
テ
ィ
ス
ト
と
謙

　
　
　

遜
す
る
外
交
官
に
よ
っ
て
手
が
着
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
國
の
東
洋

　
　
　

學
｀
の
研
究
に
、
一
の
新
生
面
を
拓
い
た
本
論
文
の
出
現
を
、
わ
れ
わ
れ
は

　
　
　

大
き
な
喜
び
を
以
て
迎
へ
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　

（
藤
枝

　

１
　
）

　
　
　
　
　

憧

　

僕

　

都

　

尉

　

匈
奴
帝
國
が
天
山
南
路
、
没
史
の
所
謂
西
域
を
支
配
す
る
に
常
つ
で
、

瞳
僕
都
尉
な
尽
官
を
公
い
て
賦
視
の
事
務
を
司
ら
し
め
た
、
と
云
ふ
傅
へ

は
没
１
　
西
域
傅
に
見
え
、
周
知
の
事
賓
で
あ
る
が
、
匈
奴
に
限
ら
ｔ
一
般

に
遊
牧
民
族
が
奴
隷
資
貿
を
以
て
主
な
生
業
の
Ｉ
と
し
た
と
云
ふ
こ
と
か

ら
し
て
、
此
の
官
名
の
由
来
を
誕
く
こ
と
も
出
来
さ
う
で
あ
る
。

　

昨
し
此
誕
の
常
否
に
開
し
て
は
參
考
す
べ
き
重
要
な
事
例
が
存
す
る
。

済
初
準
喘
爾
部
が
昂
吉
と
云
ふ
官
を
設
け
四
部
の
租
賦
を
徴
せ
し
め
た
時

の
こ
と
を
記
し
て
、
西
域
聞
見
録
巻
五
に
、
回
子
各
城
及
左
宕
吟
薩
克
。

皆
其
阿
拉
巴
岡
巾
。
と
云
つ
で
ゐ
る
。
阿
拉
巴
圖
は
勿
論
蒙
古
語
ａ
'
.
ｂ
ａ
ｎ

の
複
徽
に
相
逢
な
く
、
租
税
、
・
被
課
視
地
（
民
）
の
意
味
で
あ
る
が
、
聞
見

録
に
は
、
華
言
狙
奴
僕
也
。
と
注
し
て
ゐ
る
、
嫁
つ
で
思
ふ
に
億
隋
と
は

被
課
税
民
と
し
て
の
奴
僕
の
謂
ひ
で
は
な
か
ら
う
か
。
ａ
ｌ
ｂ
ａ
ｎ
と
云
ふ
語

は
十
二
世
紀
よ
り
十
四
世
紀
に
亘
る
畏
吾
見
文
書
中
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る

の
が
初
見
で
、
此
の
場
合
元
末
の
土
耳
古
語
で
あ
る
よ
り
も
寧
ろ
蒙
古
語

か
ら
の
借
用
ら
し
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
a
l
-
(
取
ル
）
の
唇
ｏ
ぶ
応
は

廣
く
蒙
、
土
両
言
語
に
共
通
の
も
の
と
し
て
、
雨
言
語
の
起
原
に
迄
測
り

得
べ
く
、
匈
奴
が
蒙
、
土
何
れ
の
人
種
に
腸
す
る
に
し
て
も
、
此
ら
の
言

語
の
保
守
性
よ
り
見
て
、
億
僕
が
ａ
ｌ
ｂ
ａ
ｔ
乃
至
そ
の
類
似
語
の
課
で
あ

る
蔵
粘
唯
は
顛
め
て
多
い
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
　
　

ｌ

　

ｍ

　
　

回
心
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