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対
外
関
係
よ
り
み
た
元
明
両
朝
の
比
較

積
極
的
に
諸
外
固
と
の
交
易
を
は
か
れ
ば
、
諸
外
国
の
利
を
吸
収
す
る

こ
と
が
で
き
亡
、
有
誌
な
こ
と
も
多
い
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
有
益
な
こ

と
ば
か
り
で
は
な
い
。
不
利
な
こ
と
も
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
収
支
の

均
衡
を
著
し
〈
破
っ
た
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
た
め
に
財
政
上
の
危
機
を

ひ
き
起
し
た
り
、
園
内
白
統
一
を
失
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
に

反
し
て
、
対
外
交
易
を
好
ま
な
い
で
、
鎖
国
を
同
の
政
策
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
国
の
民
放
の
統
一
は
ま
す
ま
す
強
佑
さ
れ
、
回
有
の
文
化
や
産
業
の

発
達
を
み
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
政
策
が
お
し
す
す
め
ら
れ

る
と
、
諸
外
国
の
文
明
に
遅
れ
を
と
っ
た
り
、
政
治
の
腐
敗
を
招
い
た
り

し
て
、
そ
の
弊
宝
同
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の

場
合
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
長
短
が
あ
る
。

と
れ
は
、
一
放
的
な
傾
向
で
あ
っ
て
、
ど
の
国
の
場
合
に
お
い
て
も
当

て
は
ま
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
か
た
は
、

E
の
国
の
場

対
外
関
陣
よ
り
み
た
元
明
両
朝
の
比
較

升，fι 

藤

幸

ム
ロ
で
も
同
じ
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
け
だ
し
、
こ
の
あ
ら
わ
れ
か
た
は
、
地

理
的
条
件
や
歴
史
的
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
困
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
地
理
的
な
、
ま
に
、
歴

県
的
な
条
件
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
あ
ら
わ
れ
か
た
が
同
じ
で
な
い
の
が

普
通
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、
こ
こ
で
、
し
ば
ら
く
、
問
題
を
中
国
に
拍
け
る
一
五
朝
と

明
朝
と
の
相
反
す
る
対
外
関
係
に
か
ぎ
っ
て
、
考
察
を
こ
こ
ろ
み
よ
う
。

元
朝
は
、
積
観
的
に
諸
外
国
主
の
交
易
化
は
か
り
、
こ
れ
に
反
し
、
明

朝
は
、
鎖
国
政
策
を
お
し
す
す
め
た
。
い
ま
、
元
朝
の
場
合
を
、
「
積
極

的
な
対
外
関
係
」
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
り
場
合
は
、
「
消
極
的
な
対
外

関
係
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
克
明
両
判
が
、
こ
の
よ
う

r、
相
反
す
る
対
外
関
係
を
お
し
す
す
め
る

に
至
っ
た
の
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
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対
外
関
係
よ
り
み
た
一
克
明
阿
朝
の
比
較

は
、
そ
れ
を
生
ぜ
し
め
た
事
情
を
知
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
す
、
結
械
的
な
対
外
関
係
を
お
し
す
す
め
た
元
朝
の
場
合
に
つ
い
て

み
よ
う
。
一
L
朝
は
、
中
国
を
中
心
と
し
、
欧
軍
の
二
大
陸
に
ま
た
が
る
大

帝
国
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
支
配
者
は
、
中
国
人
で
は
な
く
、
漠
北
よ
り
で

た
極
く
少
数
の
民
族
た
る
蒙
古
人
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
蒙
古

人
の
生
業
と
、
中
国
人
の
生
業
は
具
な
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
蒙
古
人
は
、

中
国
の
経
済
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
だ
か
ら
、

被
支
配
者
の
立
場
に
あ
る
中
国
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
蒙
百
人
に
支
配
さ

れ
る
と
之
は
、
不
安
施
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
支
配
者

の
立
場
に
あ
る
豪
古
人
に
と
っ
て
み
て
も
、
中
間
人
を
ど
う
し
て
よ
い
の

か
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
中
国
人
は
、
実
に
厄
介
な
も
の
に
み
え
た
で
あ
ろ

う
ロ
元
朝
の
初
期
に
お
い
て
、
支
配
者
た
る
蒙
古
人
が
、
「
中
国
人
を
み

な
殺
し
に
す
る
そ
こ
と
ご
と
く
迫
い
は
戸
っ
て
、
土
地
を
牧
地
に
し
た

ー

ら
、
多
く
り
畜
類
を
飼
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
』
な
X
と
、
考
え
た
の
も
、

小
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。

だ
が
、
そ
の
当
時
の
中
国
の
経
済
は
、
土
地
を
牧
地
に
し
て
、
牧
畜
経

済
に
っ
く
り
変
え
た
方
が
よ
い
と
い
う
ほ
ど
ひ
く
い
も
の
で
は
な
か
っ
た

G

当
時
の
中
国
に
お
い
て
は
、
農
業
を
国
町
一
基
礎
庫
業
と
し
て
い
た
が
、
各

科
の
産
業
も
発
達
し
、
そ
れ
で
充
分
自
給
で
き
、
な
お
除
っ
て
諸
外
国
へ

も
色
々
な
物
を
輪
日
し
て
し
γ
た
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
ひ
き
か
え
て
‘

蒙
古
人
た
ち
の
経
済
は
、
牧
南
を
基
礎
産
業
と
し
て
、
他
の
産
主
も
附
随

し
て
い
た
が
そ
れ
ら
の
生
産
だ
け
で
は
自
給
で
き
ず
、
外
部
か
ら
物
資
の
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補
給
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
蒙
古
人
が
、
中
同
の

経
済
は
見
劣
り
の
す
る
も
の
だ
と
は
い
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

だ
が
、
蒙
古
人
は
、
蒙
古
の
経
済
よ
り
も
進
ん
だ
経
済
に
あ
る
中
国
を

支
配
し
て
お
き
な
が
ら
、
中
国
の
経
済
を
支
配
す
る
こ
と
だ
け
で
満
込
せ

ず
、
あ
仕
か
も
一
小
満
が
あ
る
如
く
、
諸
外
国
か
ら
色
々
な
物
資
の
補
給
を

求
め
て
積
極
的
な
対
外
関
係
を
も
と
う
と
し
た
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ

う
カ
。そ

れ
に
は
つ
ぎ
の
如
き
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
一
に
は
、
元
朝
は
、
中
国
を
中
心
と
し
て
レ
士
が
中
国
以
外
に
、
満

洲
、
豪
古
、
チ
ベ
ヮ
ト
、
及
び
西
方
の
諮
問
を
も
含
む
大
帝
国
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
、
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
た
め
に
、
交
流
を
は
か
る
必
要
が
あ
っ
た
。

第
二
に
は
、
す
で
に
蒙
古
帝
国
時
代
か
ら
、
西
方
の
商
人
た
b
は
、
蒙

古
帝
国
の
支
配
者
た
ち
と
交
易
し
、
東
方
と
の
交
易
の
有
利
な
こ
止
を
知

っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
四
方
の
商
人
た
ち
は
、
元
朝
に
な
っ
て
か
ら
も
、

ひ
き
続
い
て
以
前
同
様
に
東
方
主
の
交
F

却
を
欲
し
た
。
な
か
で
も
、
ゼ
ノ

ア
や
ヴ
ユ
一
一
ス
の
商
人
た
も
の
東
方
と
の
交
易
意
慾
は
、
非
常
に

E
盛
な

も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
は
、
元
朝
の
支
配
者
た
ち
が
、
す
で
に
蒙
古
帝
国
時
代
か
ら
、

同
方
の
商
人
た
ち
と
交
易
す
る
こ
と
が
、
有
利
な
と
と
で
あ
る
か
を
知
っ

〉

て
い
た
。
従
っ
て
、
ま
す
ま
す
こ
れ
ら
の
商
人
た
ち
主
交
口
押
す
る
こ
と
を

欲
し
た
。

第
四
に
は
、
元
朝
の
支
配
者
た
る
蒙
古
人
た
ち
の
蒙
古
帝
国
時
代
か
ら



の
生
業
形
態
か
ら
、
彼
等
が
、
積
拒
的
な
対
外
関
係
を
お
し
す
す
め
る
こ

と
の
必
要
性
主
体
得
し
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
等
の
過
去
の
生
情
が
、

移
動
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
外
部
か
ら
物
資
の
祈
給
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
蒙
古
帝
国
の
成
立
期
に
お
い

て
、
積
極
的
に
掠
奪
を
試
み
る
こ
と
の
有
利
な
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
左

右
ど
、
彼
等
の
過
去
の
経
済
の
も
と
に
お
い
て
は
、
外
部
に
対
し
て
交
流

吉
た
は
進
出
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
、
生
活
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

っ
た
し
、
経
済
の
発
展
も
望
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

第
五
に
は
、
一
克
朝
が
、
積
極
的
な
対
外
関
係
を
も
つ
こ
と
は
、
国
成
を

諸
州
列
川
国
に
T

市歪川笠ふ

い
が
な
か
つ

t
ロ
な
ぜ
な
ら
ば
、
元
朝
の
国
力
が
、
非
常
に
充
実
し
て
い

む
か
ら
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
消
橿
山
な
対
外
関
係
を
お
し
寸
す
め
た
明
朝
の
場
八
れ
に
つ
い

て
み
れ
ば
、
明
朝
は
、
交
品
を
大
い
に
奨
励
し
た
克
朝
の
後
を
う
け
つ
い

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
元
朝
の
積
版
的
な
対
外
関
係
に
と
も
な
う
欠
陥
を

土
く
知
っ
て
し
た
。
従
勺
て
、

ζ

れ
を
き
け
よ
う
と
す
る
の

r不
思
議
は

亡
、
。

テーしだ
が
、
同
制
が
、
消
極
的
な
刈
外
関
係
を
も
と
う
、
と
し
た
の
は
、
そ
れ

だ
け
の
理
由
か
ら
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
そ
れ
以
外
に
、
つ
ぎ
の
如

言
一
珂
由
を
挙
げ
る
と
と
が
で
き
る
と
一
お
も
う
。

第
一
に
は
、
明
朝
の
成
立
後
に
お
い
て
も
、
中
困
に
民
存
す
る
外
敵
を
、

刷
朝
の
刀
で
容
品
に
征
服
す
る
こ
と
が
で
言
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
ω

す

対
外
関
係
よ
り
み
た
一
元
明
円
刺
の
比
較

な
わ
ち
、
明
朝
の
成
立
後
に
お
い
て
も
、
北
に
は
削
一
克
を
防
ぐ
必
要
が
あ

り
、
ま
た
、
東
に
は
倭
起
を
肋
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ν

し
か
も
そ

の
上
、
国
内
に
お
い
て
は
、
諸
外
国
人
の
叛
乱
紛
争
が
相
次
い
で
起
る
よ

う
な
有
様
で
あ
っ
た
。
ミ
れ
故
、
明
朝
に
は
元
刺
の
如
く
積
極
酌
な
対
外

関
係
を
お
し
す
す
め
る
余
力
が
な
か
っ
た
門

第
二
に
は
、
明
朝
を
士
て
た
太
侭
か
、
一
布
衣
の
身
か
ら
‘
一
躍
、
大

国
の
王
位
に
つ
く
に
お
よ
ん
で
は
、
永
く
そ
の
地
位
か
確
保
し
て
い
た
か

ノ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
、
諸
外
国
へ
勢
力
を
拡
大
す
る
こ
と
に
努
め

た
り
、
対
外
交
易
に
努
め
た
り
し
て
い
て
は
、
国
内
の
統
一
さ
え
な
お
不

充
分
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
さ
ら
に
圏
内
が
手
薄
に
な
っ
て
国
内

4
 

の
統
一
、
ひ
い
て
は
自
己
の
地
位
を
危
く
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
、
積

極
的
な
対
外
関
係
を
お
し
す
す
め
る
こ
色
合
折
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
に
は
、
一
正
朝
末
期
ご
ろ
の
西
方
か
ら
き
た
商
人
た
も
は
、
単
に
、

取
引
に
よ
る
利
を
得
る
た
め
の
も
の
で
な
く
、
教
会
や
修
道
院
の
意
志

r

従
っ
て
派
遣
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
多
分
に
宗
教
政
策
的
な

臭
を
も
っ
た
、
所
謂
外
部
か
ら
白
干
捗
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
外
部
か
ら
の
干
渉
を
許
さ
な
い
よ
う
に
努
め
、
い
曾
お
い
対
外
関
係
の

消
極
面
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
に
は
、
明
朝
に
お
け
る
経
済
は
、
外
部
か
ら
の
援
助
を
受
け
な
く

て
も
、
充
介
自
立
ザ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
a

明
朝
は
、
元
朝
に

お
け
る
が
如
く
、
同
立
経
済
不
可
能
な
民
族
を
も
統
合
し
て
で
き
た
も
の

で
な
く
、
白
給
で
き
て
な
お
余
り
あ
る
中
凶
農
耕
民
族
だ
け
の
統
一
国
家

第
八
十
六
巻

五

→ ノ、

第
刊
号



対
外
関
係
よ
り
み
た
一
五
明
両
朝
の
比
較

で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
外
部
か
ら
の
援
助
を
必
要
と
し
な
い
。
従
っ
て
、

積
格
的
な
対
外
関
係
を
お
し
す

F
め
る
必
要
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

川
右
村
忍
「
耶
律
楚
材
」
七
頁
。

ω
経
消
論
叢
、
第
い
〕
九
巻
、
第
一
一
目
、
明
稿
「
蒙
百
民
族
D
商
業
に

つ
い
て
」
参
照
。

例
た
と
え
ば
、
寧
夏
‘
涼
川
、
挑
州
か
ら
湖
広
、
阿
川
、
西
広
、
雲

山
設
な
ど
で
は
、
一
一
一
十
年
間
は
之
ん
ど
兵
を
凶
さ
な
い
で
す
ん
だ
年
が

な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
(
李
長
伝
著
、
半
伶
廿
↑
両
陥
訳
「
支
那
殖
民

史
」
一
心
八
頁
。
)

ω
ぷ
寸
長
伝
著
、
前
損
害
、
一

(U
七
頁
。

川
何
事
玄
程
「
欧
洲
経
済
史
」

I
、
一
九
二
頁
-

で
は
克
明
両
朝
対
の
外
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
し
て
展
開
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
積
極
的
な
対
外
関
係
を
も
っ
た
元
朝
の
場
合
に
つ
い
て
み
る
な

ら
ば
、
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
、
姑
赤
の
制
が
あ
る
。
姑
赤
の

制
は
、
鎖
さ
れ
て
い
た
東
西
を
結
ぶ
陸
上
交
通
を
発
注
さ
せ
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
駅
伝
宿
場
の
制
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
東
闘
を
結
ぶ
陸
上
空
通
路

に
、
大
体
馬
行
で
一
日
科
の
と
こ
ろ
に
は
宿
を
設
け
、
馬
を
備
え
て
、
使

臣
の
往
来
や
正
書
の
伝
達
に
便
な
ら
し
め
、
往
米

F
る
商
人
に
対
し
て
保

護
安
全
を
ば
か
り
、
地
方
取
締
り
に
寄
与
さ
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

第
八
十
六
巻

」/、

ー」ノ、

部
四
ロ
勺

な
ぜ
、
そ
う
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
十
三
世
紀
前
に
お
け
る

束
聞
か
結
ぶ
交
通
路
は
、
海
路
も
陸
路
も
共
に
物
騒
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
尤
も
、
海
路
の
場
合
は
、
ま
だ
、
イ
二
三
世
紀
ご
ろ
に
お
い
て
は
、

東
西
の
交
通
路
と
し
て
、
と
く
に
利
用
さ
れ
る
ほ
ど
海
が
聞
け
て
い
な
か

っ
た
か
ら
仕
方
が
な
い
。
だ
が
、
陸
路
の
場
合
は
、
す
で
に
、
出
の
時
代

に
お
い
て
も
、
ま
た
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
も
、
開
吋
て
い
た
と
と
が
あ

り
、
東
凶
の
交
易
路
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
姑
赤
の
制
の

L

〉

か
れ
る
前
に
お
い
て
物
騒
で
あ
っ
た
の
は
、
人
為
的
な
障
害
が
あ
η

た
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
姑
赤
町
制
の
し
か
れ
る
前
に
お
レ
て
も
、
東
西
の

賀
円
相
に
努
め
て
い
た
商
人
た
ち
は
、
如
何
に
こ
の
陸
路
の
交
通
が
物
騒

r

と
し
て
も
、
こ
の
陸
路
を
利
川
し
な
け
れ
ば
適
当
な
貿
易
路
が
な
い
か
ら
、

ζ

の
陛
路
を
通
る
よ
り
は
仕
方
が
な
い
。
だ
か
ら
、
危
険
を
感
じ
な
が
ら

も
、
商
人
た
ち
は
、
こ
の
陸
路
を
利
用
し
亡
い
た
ω

だ
が
、
そ
れ
は
、
東

西
の
貿
易
を
行
う
に
つ
い
て
の
痛
で
あ
り
、
商
人
た
ち
の
悩
A
D
種
で
あ

っ
た
。
従
っ
て
、
百
朝
刊
か
東
西
の
交
戸
却
を
発
達
さ

F
た
め
に
は
、
こ
の
交

易
上
の
」
加
を
除
去
す
る
こ
と
が
先
決
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
元
朝

は
こ
の
貿
易
上
の
癌
を
除
去
す
る
た
品
川
に
、
長
距
離
に
お
よ
ぶ
東
西
の
陸

上
交
通
路
の
治
安
の
維
持
に
の
り
だ
い
、
東
酉
の
陸
上
交
通
を
発
達
き
せ

よ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
品
亦
の
制
を
し
い
た
理
由
で
あ
る
。

ま
た
、
元
朝
は
、
海
上
交
通
の
発
達
の
た
め
に
も
、
陸
J
に
お
け
る
枯

赤
の
制
に
匹
敵
ナ
る
に
足
る
税
梅
的
な
改
善
を
は
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

市
畑
一
叶
や
市
舶
転
運
可
な
ど
の
設
置
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
元
朝
に
お
け



る
市
船
司
は
、
列
国
貿
日
的
を
奨
励
し
、
管
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
主
と
し
て
、
出
洋
諸
国
へ
の
進
出
と
、
そ
れ
ら
の

諸
国
と
の
交
い
却
を
奨
励

F
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
市
舶
司
が
設
置
さ

れ
た
の
は
、
広
州
・
米
州
隠
元
杭
州
な
ど
で
あ
る
。
な
お
、
泉
州
や

杭
州
な
ど
に
は
、
市
舶
司
の
ほ
か
に
市
舶
転
運
司
も
設
置
さ
れ
た
ロ
市
舶

転
運
司
は
、
海
外
買
品
を
積
極
的
に
打
わ
す
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、

貿
易
に
た
ず
さ
わ
る
商
人
た
も
に
対
し
、
船
や
資
本
を
貸
し
り
け
る
な
ど
、

貿
易
商
人
の
活
躍
を
容
易
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
。

お
な
、
元
朝
は
、
各
地
か
ら
く
る
商
人
た
ち
に
対
し
て
、
何
の
臨
時
も

3
 

な
く
、
不
足
し
た
資
金
を
貸
与
し
た
り
、
西
方
か
ら
く
る
使
臣
た
ち
を
鈍

重
に
も
て
な
し
た
り

L
て
、
諸
外
国
か
ら
く
る
者
を
非
常
に
優
遇
し
た
が
、

ζ

れ
ら
も
、
帰
寸
一
ゐ
と
と
ら
は
、
み
な
、
交
日
却
を
発
達
さ
せ
、
諸
外
国
の
一

文
明
文
化
左
大
い
に
吸
収
し
よ
う
と
し
た
積
極
的
な
対
外
政
策
で
あ
っ
た

と
い
え
よ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
対
州
関
係
を
積
極
的
に
も
と
う
之
し
な
か
っ
士
明
朝

の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
明
朝
も
、
は
じ
め
は
、
元

明
の
杭
概
的
な
刻
外
政
肢
に
似
て
、
祖
述
を
ス
マ
ト
ラ
へ
、
張
敬
之
を
ボ

ル
ネ
オ
へ
、
ま
士
、
劉
叔
勉
を
西
洋
へ
派
遣
す
る
な

y
、
い
か
に
も
積
極

的
に
交
日
却
を
お
し
す
寸
め
る
か
に
み
え
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
ら
は
、
明
朝
の
国
威
を
諸
外
国
に
示
す
た
め
の
も
の
に

F
ぎ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
明
朝
が
、
鎖
国
政
策
を
お

L
Fす
め

る
た
め
の
第
一
段
階
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
け
だ
し
、
そ
れ
は
、
鎖
国

対
外
関
係
よ
り
み
た
元
明
両
刺
の
比
較

政
策
を
遂
行
す
る
の
外
的
な
条
件
を
確
立
し
よ
う
と
し
土
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

明
朝
の
鎖
同
政
策
の
第
二
の
段
階
た
る
対
外
関
係
の
縮
小
乃
至
整
備
は
、

非
常
に
き
び
し
い
も
の
で
あ
コ
た
。
ま
ず
、
陸
止
に
お
け
る
政
策
に
つ
い

て
み
れ
ば
、
特
定
の
交
易
許
可
一
証
を
も
っ
た
も
の
だ
け
が
監
慢
の
も
と
で

許
さ
れ
る
ほ
か
、
他
の
一
切
り
交
易
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
き
び
し
い

制
限
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
認
め
ら
れ
た
安
易
、
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
主

と
し
て
茶
や
馬
の
取
引
で
あ
り
、
当
時
の
所
謂
西
戎
と
の
取
引
の
己
主
で

あ
り
、
極
く
少
傾
の
、
ま
た
、
限
ら
れ
た
日
町
み
の
取
引
で
あ
っ
た
。
従

っ
て
、
元
朝
に
一
お
い
て
姑
赤
の
制
が
し
か
れ
て
発
達
を
み
た
東
西
の
交
ロ
却

な
と
は
、
一
切
認
め
ら
れ
な
く
な
司
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
明
朝
に

お
け
る
こ
の
政
筑
は
一
五
朝
に
お
け
る
拍
赤
の
制
に
対
し
て
、
交
易
禁
止
の

制
と
い
い
得
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
む

ま
た
、
梅
上
に
お
い
て
も
、
明
朝
の
貿
品
制
限
は
き
び
し
く
、
勘
ム
口
約

を
も
っ
た
も
の
だ
け
が
、
市
舶
司
の
厳
督
の
も
と
で
目
さ
れ
た
に
す
ぎ
な

か
っ
た
。
市
舶
司
が
お
か
れ
た
と
こ
ろ
は
、
広
州
・
半
波
・
泉
州
の
わ
ず

か
三
市
船
可
で
あ
り
、
許
さ
れ
た
貿
易
問
数
も
、
年
に
一
回
之
か
二
回
と

か
、
極
〈
少
な
い
も
の
で
あ
り
、
貿
易
品
も
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
実
際

に
訂
さ
れ
た
交
易
は
、
極
く
少
額
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ

の
訊
め
ら
れ
た

JLA之
い
っ
て
も
、
官
自
の
L
h
I
n
却
で
あ
り
、
貿
易
と
い
う

に
は
ほ
ど
速
い
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
手
れ
は
、
貿
易
禁
止
の
制
が

設
け
ら
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

都
八
十
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対
外
関
係
よ
り
み
た
耳
明
両
朝
の
比
快

川
羽
一
氾
点
、
食
貨
志
(
巻
七
」
l

凹
、
右
前
同
十
一
、
企
武
志
六
、
#

法
)
に
、
先
是
太
組
晩
年
、
博
州
行
之
師
府
事
、
何
実
、
国
民
(
耐
決
後

百
貨
不
通
と
あ
る
σ

ω
餌
塚
氏
は
、
一
五
朝
の
政
権
は
、
通
向
路
の
治
安
の
維
持
者
で
あ
る

と
し
て
お
れ
な
る
。
〔
館
据
浩
一
一
「
世
界
史
に
お
け
る
東
洋
社
全
」

其
の
一
宜
}
、
八
節
。
)

川
w
r
l
ソ
ン
「
家
古
史
」
岩
波
文
庫
版
訳
、
下
巻
、
六
六
頁
。

川
判
明
朝
に
お
け
る
月
国
貿
易
の
禁
制
品
は
、
武
据
火
薬
-
硫
黄

牛
田
馬
鉄
器
銅
銭
絹
・
柿
・
綿
の
類
で
あ
っ
た
が
、
実
際
に

は
、
絹
・
柿
な
ど
は
慨
し
て
寛
大
で
あ
っ
た
。
(
有
一
一
両
蹴
「
概
観
東

洋
史
」
凹
五
五
頁
。
〉

四

で
は
、
元
明
両
朝
が
、
こ
れ
ら
の
相
反
す
る
対
外
政
策
を
お
し
す
す
め

た
結
果
、
ど
う
な
フ
た
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
元
朝
の
場
合
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
好
い
結
呆
を
も
た
ら
し
た
も

の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
心
朝
の
成
立

前
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
鎖
さ
れ
て
い
た
東
闘
の
交
品
。
か
、
一
変
し
、

空
前
円
一
発
達
を
皇
「
る
に
至
っ
た
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
、
東
洋
へ

色
々
な
財
貨
が
続
々
と
運
び
こ
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
き
ら
に
は
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
元
朝
の
副
会
が
、
東
洋
の
一
向
に
鎖
さ
れ
た
閉
鎖
的

な
も
の
で
な
く
て
、
将
に
、
世
界
的
な
経
済
を
地
盤
と
す
る
も
の
と
い
い

第
八
十
一
パ
巻

第
四
号

一
六
四

ノt、

得
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
江
ど
で
あ
る
。
な
か
で
も
、
サ
ラ
セ

γ
人
の
丸

明
・
文
化
を
大
い
に
吸
収
し
た
結
果
、
イ
ス
ラ
ム
教
を
は
じ
め
、
天
文
字
、

医
学
、
建
築
、
砲
術
な
ど
の
サ
一
フ
セ
ン
系
の
科
学
や
技
術
な
ど
の
影
響
を

受
け
て
、
科
学
や
技
術
な
ど
の
固
に
著
L
い
発
達
を
み
せ
た
。
ま
た
、
サ

ラ
セ
ン
以
外
の
諸
国
か
ら
も
、
色
々
な
財
貨
を
好
ん
で
取
り
入
れ
た
結
娘
、

非
常
に
多
く
の
財
貨
が
あ
っ
ま
勺
た
。
と
れ
に
つ
い
て
、
た
k
え
ば
、
マ

ル
コ
ボ
ー
ロ
が
興
味
深
く
、
泉
州
の
港
へ
入
港
ず
る
船
ゃ
、
諸
外
国
か

ら
あ
内
ま
る
諸
財
貨
の
多
い
ζ

と
を
伝
え
て
い
る
の
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
上
う
に
、
諸
外
国
の
諸
女
別
・
論
文
化
を
大
い
に
吸
収
し

た
元
羽
は
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も
世
界
帝
国
に
ふ
き
わ
し
い
状
態
に

な
っ
て
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
は
、
元
判
の
積
極
的
な
対
外
政
策
が
お
し
す

す
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

主
こ
ろ
が
、
元
朝
の
こ
の
積
極
的
な
対
外
政
散
が
お
し
す
す
め
ら
れ
る

に
つ
れ
て
、
次
第
に
、
好
ま
し
く
な
い
事
態
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
弊
害
も

生
じ

R
。

第
一
の
弊
害
と
し
て
は
、
一
L
朝
は
、
中
同
音
中
心
に
建
国
し
て
お
り
な

が
ら
、
余
り
に
も
外
部
の
人
を
優
遇
し
て
、
中
国
人
を
忠
科
し
た
た
め
に
、

中
国
人
の
反
感
を
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
中
国
人
は
、
元
朝
の
初
期
に
お

い
て
は
蒙
古
人
内
暴
威
に
恐
れ
て
雌
伏
し
て
い
た
が
、
元
朝
の
末
期
に
至

り
、
綱
紀
弛
み
、
方
出
珍
の
如
き
一
地
方
の
似
徒
さ
え
も
鎮
定
で
き
な
い

こ
と
を
知
る
に
至
コ
て
、
各
地
で
不
満
を
爆
発
さ
す
に
至
っ
た
。

第
二
の
弊
害
は
、
諸
外
閏
か
ら
入
っ
て
く
る
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ



て
許
可
さ
れ
た
た
め
一
@
余
り
有
益
で
な
い
も
の
ま
で
入
っ
て
〈
る
、
と
い
う

結
果
に
な
り
、
財
政
問
題
ま
で
ひ
き
お
こ
し
た
乙
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
、

諸
宗
教
も
相
次
い
で
入
り
、
法
事
や
供
蚕
な
ど
が
相
つ
い
で
行
わ
れ
、
莫

大
な
出
貨
を
と
も
な
っ
た
こ
と
は
、
元
朝
か
財
政
困
難
に
お
Lι

し
入
れ
る

と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

第
三
の
弊
害
は
、
中
国
の
外
部
か
ら
く
る
も
の
に
対
し
て
は
、
犠
牲
を

は
ら
っ
て
ま
で
も
優
遇
し
た
た
め
に
、
危
害
を
受
け
る
中
国
人
が
続
出
L

t
こ
主
で
あ
る
。
こ
之
に
、
元
朝
が
、
ラ
マ
教
を
優
遇
す
る
態
度
に
は
、

過
剰
な
も
の
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ラ
マ
教
徒
が
、
中
国
人
の
財
産
を

劫
奪
し
た
り
、
中
国
人
の
生
命
に
危
害
を
加
支
た
り
す
る
こ
と
を
公
認
し

z
 

た
こ
と
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。

こ
り
よ
う
な
弊
害
は
、
一
五
朝
の
対
外
政
策
が
お
し
す
す
め
ら
れ
る
に
従

っ
て
、
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
つ
い
に
は
、
園
内
の

統
制
を
失
い
、
内
か
ら
崩
れ
、
元
朝
の
滅
亡
を
は
や
め
た
。
こ
れ
は
、
元

朝
の
支
配
者
が
、
中
国
の
社
会
や
経
済
に
対
し
て
無
智
で
あ
り
な
が
ら
、

所
調
寸
外
重
内
軽
」
に
す
ぎ
、
し
か
も
、
最
後
支
で
、
こ
の
政
策
を
お
し

通
そ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

乙
れ
に
対
し
て
、
鎖
国
政
策
を
お
し
す
す
め

t
明
朝
の
場
合
に
つ
い
て

み
れ
ば
、
元
朝
の
あ
と
を
受
け
、
元
朝
に
お
け
る
政
策
の
弱
点
を
知
っ
て

い
た
た
め
に
一
耳
朝
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
弊
害
を
重
ね
る
こ
と
な
く
、
全
く

地
に
ふ
和
ち
て
い
た
中
国
人
の
地
位
を
再
び
高
め
、
国
内
産
業
を
再
び
発
達

さ
す
と
と
が
で
き
た
。
こ
と
に
農
業
生
産
に
お
い
て
は
、
明
代
に
な
っ
て

対
外
関
係
よ
り
み
た
元
明
両
朝
の
比
較

か
ら
相
つ
い
で
た
て
ら
れ
た
儲
倉
や
頂
備
倉
な
ど
の
穀
物
府
庫
に
は
、

Y
一

れ
も
穀
物
を
充
満
し
、
つ
ね
に
二
年
の
糧
を
蓄
え
て
内
抗
に
耐
え
た
と
い

3
 

わ
れ
る
ほ
ど
も
、
明
代
の
農
業
生
産
は
発
達
し
た
。
ま
た
、
ド
ム
楽
に
お
い

亡
も
、
染
織
局
が
た
て
ら
れ
、
精
巧
な
絹
・
綿
羅
絢
・
紗
天
幣

紙
・
刺
繍
な
ど
、
か
つ
て
な
い
優
秀
な
も
り
が
つ
く
ら
れ
た
り
、
御
器
廠

が
設
け
ら
れ
て
、
後
人
の
模
倣
し
難
い
よ
う
な
優
れ
土
陶
磁
器
が
つ
く
ら

れ
た
り
、
明
代
に
お
け
る
精
巧
な
工
芸
技
術
の
発
達
に
は
み
る
べ
き
も
の

が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
明
朝
の
鎖
国
政
策
に
よ
る
好
結
果

で
あ
る
。

記
が
、
明
朝
の
、
こ
の
消
帳
的
な
対
外
政
筑
が
お
し
す
す
め
ら
れ
る
に

つ
れ
て
、
次
第
に
好
ま
し
く
な
い
事
態
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
弊
害
も
あ
ら

わ
れ
た
。

第
一
の
弊
害
と
し
て
は
、
余
り
に
も
極
端
な
対
外
貿
易
の
制
限
で
あ
っ

た
が
た
め
に
、
か
え
っ
て
、
宮
貿
易
が
ふ
え
、
そ
れ
に
、
と
も
な
っ
て
、
色

々
な
社
会
問
題
を
ひ
き
お
こ
す
結
果
に
な
っ
た
己
主
で
あ
る
。

第
二
の
弊
害
は
、
明
朝
は
、
諸
外
国
か
ら
の
侵
略
に
備
え
る
こ
と
に
力

を
そ
そ
ぎ
、
諸
外
国
か
ら
の
侵
略
を
撃
破
し
な
か
っ
た
た
め
、
つ
ね
に
防

備
費
を
必
要
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
倭
冠
な
ど
に
備
え
る
止
め
の
費
用
は
、

非
常
じ
莫
大
な
額
に
の
ぼ
る
と
い
う
結
果
に
な
り
、
財
政
問
題
を
ひ
き
お

こ
す
に
至
っ
た
と
と
で
あ
る
。

第
二
O
弊
害
は
、
明
朝
の
対
外
政
策
が
、
余
り
に
も
消
極
的
で
あ
り
、

諸
外
国
の
文
明
や
文
化
に
対
し
て
制
他
的
に
す
ぎ
た
た
め

r、
諸
外
国
の

第
八
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六
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六
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対
外
関
係
よ
り
み
た
元
同
両
朝
の
H
E
較

経
済
に
お
く
れ
を
と
り
、
次
第
に
、
諸
外
国
か
ら
の
圧
迫
を
受
け
る
よ
う

に
な
っ
て
い
っ
た
こ
主
で
あ
る
。
こ
と
に
、
ヨ
ロ
ヴ
パ
の
諸
岡
か
ら
の

圧
迫
は
強
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
ヨ
ロ
Y

パ
の
諸
国
に
お
い
て
は
、

個
人
的
に
史
日
却
す
る
段
階
か
ら
、
次
第
に
国
の
政
策
k
し
て
商
権
の
拡
張

が
行
わ
れ
た
り
、
市
場
乃
至
は
領
土
の
開
拓
に
努
め
よ
う
と

F
る
傾
向
が

あ
ら
わ
れ
は
じ
め
、
し
か
も
町
そ
れ
ら
は
、
元
朝
の
成
立
期
に
お
け
る
蒙

古
人
の
疾
風
の
如
き
侵
伐
行
為
と
は
ち
が
っ
て
、
尺
土
寸
草
を
も
有
〈
も

せ
ざ
る
強
靭
な
る
経
略
事
業
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
五

O
五
年
ボ
ル

ト
カ
ル
人
が
印
度
総
督
を
お
き
、
コ
ア
附
近
を
中
心
主
し
て
盛
ん
に
印
度

の
経
略
を
な
し
た
り
、
一
五
六
六
年
に
マ
カ
オ
な
ど
に
租
借
地
を
得
て
、

医
門
・
山
平
波
・
泉
州
な
ど
と
貿
日
却
す
る
と
と
を
欲
し
た
の
な
、
そ
D
一日間

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
ョ

l
ロ
ッ
ハ
の
諸
国
に
お
い
て
、
商
権
の
拡
張
の

た
め
に
、
競
っ
て
東
洋
へ
之
そ
の
予
を
の
ば
そ
う
と
す
る
傾
向
が
強
ま
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
朝
で
は
、
と
れ
ら
の
外
部
か
ら
の
督
促

は
、
好
ま
し
い
と
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
む
し
ろ
、
圧
迫
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
明
朝
末
期
に
お
い
て
は
、
す
で
に
海

外
進
出
の
力
が
な
く
な
っ
て
レ
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
外
国
と
刻

等
に
土
日
却
の
利
を
得
る
ζ

主
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
明
朝
の
対
外
政
策
が
、
終
始
消
極
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
弊
害
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
弊
害
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
明
朝
の
政
策
が
、
所
甜
「
内

意
外
腎
L

に
す
ぎ
、
し
か
も
、
最
後
ま
で
こ
り
政
策
を
お
し
通
そ
う
と
し

第
人
十
六
巻

二
六
六

都
円
巳

回。

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
外
か
ら
の
圧
迫
を
受
付
、
ま
た
、
強
化
し

た
は
ず
の
凶
内
統
制
に
も
ゆ
る
み
が
生
じ
、
つ
い
に
国
内
統
制
さ
え
で
き

な
く
な
り
、
明
朝
の
滅
亡
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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史
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間

ω
一
正
史
、
列
伝
、
巻
入
十
九
、
元
史
、
二
百
、
釈
老
の
主
犬
二
年

の
勅
令
に
、
凡
民
欧
西
僧
者
載
其
子
、
宮
之
者
断
其
舌
と
あ
る
。

ω
有
高
巌
、
前
掲
君
、
凹
五
一
頁
。

五

こ
う
み
て
く
る
左
、
積
枢
的
な
対
外
関
係
を
お
L
寸
寸
め
た
一
五
朝
も
、

ま
た
、
消
極
的
な
対
外
関
係
を
お
し
す
す
め
た
明
朝
も
、
、
と
も
に
、
国
情

に
合
致
せ
ぬ
政
策
で
あ
っ
士
た
め
に
、
丙
王
朝
が
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
よ

う
に
思
去
る
か
も
知
れ
な
い
。

も
し
、
元
明
両
朝
が
、
と
れ
ら
の
対
外
政
策
を
お
し
す
す
め
る
過
程
に
、

予
期
し
な
か
っ
た
好
ま
し
く
な
い
事
態
の
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
、
一
五
明
両

朝
の
対
外
政
策
が
国
伯
に
合
致
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
と

F
る
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
元
別
両
朝
の
対
外
政
策
は
国
情
に
合
致
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
一
E
明
両
朝
に
お
け
る
場
合
だ
け
に
阪
ら
ず
如
何

な
る
対
外
政
策
に
お
い
て
も
、
永
年
に
わ
た
れ
ば
、
必
ず
予
期
し
な
い
好

ま
し
く
な
い
事
態
も
あ
ら
わ
れ
る
ロ
そ
う
す
る
と
、
如
何
な
る
対
外
政
策

も
、
同
情
に
合
致
し
た
も
の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
換
言
す
る



な
ら
は
、
対
外
政
設
は
、
同
情
に
合
致
し
て
う
ち
だ
台
れ
る
も
の
で
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
ら
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
如
何
な
る
国
の
、
如
何
な
る
対
列
政
策

と
い
え
ど
も
、
そ
の
国
の
社
会
事
情
や
経
済
事
情
と
無
関
係
に
う
ち
だ
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
。
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
国
の
社
会
事

情
や
経
済
事
情
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
の
中
か
ら
う
ち
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
世
界
の
利
吉
一
手
に
お
さ
め
よ
う
と

F
る
が
如
き
元
朝
の

積
極
的
な
対
外
政
抜
も
、
ま
れ
k

、
民
族
の
統
一
の
た
め
に
外
部
か
ら
の
干

渉
を
一
切
嫌
っ
た
明
朝
白
消
極
的
な
対
外
政
策
も
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
克
明
や

明
朝
の
社
会
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
支
配
者
の
欲
求
を

み
た
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
対
外
政

策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
情
に
合
致
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
ζ

唱
と
が
で
き

よ
う
。だ

が
、
国
情
に
合
致
し
た
対
外
政
抗
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
王
朝
が

滅
亡
す
る
こ
と
の
な
い
対
外
政
飯
で
あ
る
と
い
う
こ

k
で
は
江
い
。
如
何

に
国
情
に
合
致
し
に
対
外
政
策
に
よ
与
う
と
も
、
永
久
に
王
朝
が
滅
亡
し

な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
王
朝
の
滅
亡
は
対
列
政
敏
の
如
何
に

よ
っ
て
き
ま
る
と
は
脹
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
一
国
の
対
外
政
策
は
、

そ
の
国
の
す
べ
て
の
政
策
で
は
な
く
、
一
国
の
政
策
の
一
部
に
す
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
王
朝
が
滅
亡
す
る
に
至
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
内

舛
の
諸
条
件
が
悶
速
し
、
集
積
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
元
明
両
朝

の
滅
亡
を
、
元
明
両
朝
の
と
っ
た
対
外
政
策
が
適
当
な
も
の
で
あ
っ
た
か

刻
外
関
係
よ
り
み
た
一
克
明
両
印
刷
の
比
較

否
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
考
築
ず
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い

G

元
朝
は
、
極
め
て
荷
極
的
な
対
外
政
策
を
お
し
す
す
め
た
。
従
っ
て
、

東
耐
の
交
通
を
売
達
さ
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
諸
外
国
の
あ
ら
ゆ
る
文

明
文
化
を
よ
い
に
限
収
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
が
、
も
し
、
ア
リ
ク

プ
カ
の
乱
や
、
ナ
ヤ
ン
の
乱
な
ど
の
園
内
紛
争
に
対
し
て
、
根
木
的
な
菩

処
策
を
は
か
っ
て
い
た
正
す
れ
ば
、
事
態
は
、
元
利
の
た
U

と
っ
た
も
の
と

は
具
な
っ
た
結
果
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
は
で
き
な
い

も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
@

ま
た
、
明
朝
は
、
極
め
て
消
極
的
な
対
外
政
策
を
お
し
す
す
め
た
。
従

っ
て
、
問
内
産
業
は
火
い
に
発
迷
し
た
。
ま
た
、
民
族
文
化
を
大
い
に
育

成
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
が
、
も
L
、
成
制
の
海
外
進
出
の
窓
慾
が

ま
ず
ま
す
両
ま
り
、
木
祖
以
後
続
け
て
き
た
消
肱
前
な
対
外
政
策
を
根
広

か
ら
打
彼
し
て
い
た
り
、
ま
た
、
国
内
紛
争
に
対
す
る
恨
本
的
な
善
処
策

を
は
か
っ
て
い
た
唱
と
す
れ
ば
、
事
態
は
、
明
朝
の
た
ど
っ
た
も
の
と
は
異

な
っ
た
拡
岡
市
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
は
で
き
な
い
も
の

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ら
は
、
元
明
両
朝
に
お
け
る
社
会
的
平
経
済
の
状
態
を
考
察
す
る

こ
》
」
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
考
察
に
お
い
て
、

元
明
両
剥
の
と
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
対
外
政
践
に
よ
っ
て
、
光
明
両
朝
の
社

会
に
い
ろ
い
ろ
な
影
響
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
生
れ
ら
は
、
良
い
影
響
だ
け
で
も
、
ま
た
、
思
い
影
響
だ
け
で
も
な

く
、
岡
政
策
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
良
悪
問
彬
評
を
与
え
た
こ
と
が
わ
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対
外
関
係
よ
り
み
た
一
五
明
両
明
白
比
佼

か
右
う
日

し
て
み
る
主
、
一
克
明
両
朝
の
対
外
政
策
は
い
ず
れ
が
是
、
い
ず
れ
が
非

で
あ
る
と
い
う
断
は
下
し
が
た
い
。
た
だ
、
対
外
関
係
を
積
槙
的
に
お
し

す
す
め
た
反
面
、
国
内
政
治
に
充
分
な
考
慮
を
払
う
こ
と
の
で
き
な
か
っ

た
一
五
朝
が
、
対
外
関
係
に
対
し
て
終
始
消
甑
的
な
態
度
で
、
専
ら
、
国
内

政
治
に
慎
重
で
あ
っ
た
明
朝
よ
り
、
開
中
く
衰
亡
し
た
こ
と
よ
り
、
王
朝
の

維
持
と
い
う
点
で
、
対
外
関
係
の
消
極
的
な
方
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
リ

だ
が
、
そ
の
こ
之
よ
り
、
対
外
関
係
が
積
棟
的
で
あ
る
よ
り
も
、
対
外

関
係
が
消
極
的
で
あ
る
方
が
よ
い
と
い
う
結
論
を
だ
す
こ
と
は
、
必
ず
し

も
妥
当
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
世
界
史
的
な
立
場
、
ま
た
は
、
社
会

経
済
発
展
史
上
よ
り
み
れ
ば
、
対
外
関
係
に
対
L
τ
終
始
積
極
的
で
あ
っ

た
元
朝
日
、
東
西
町
一
交
通
や
ψ
一
品
を
大
い
に
発
達
さ
せ
た
極
め
て
進
捗
酌

な
良
筑
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
対
外
関
係
に
対
し
て
終
始
消
極
的
で
あ

っ
た
明
朝
は
、
せ
っ
か
く
元
朝
に
よ
っ
て
鼎
達
さ
せ
た
東
西
の
経
済
の
交

流
を
絶
つ
と
い
う
、
歴
史
の
流
れ
に
逆
っ
た
極
め
て
反
動
的
な
悪
策
で
あ

っ
た
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
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