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西
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第
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章

第
七
章

終
章

　
　
　
　
　
　
　
　
の
確
立

ス
テ
ィ
リ
コ
　
　
帝
国
西
部
宮
廷
に
お
け
る
「
蛮
族
」
の
武

　
　
　
　
　
　
官
と
皇
帝
家
の
論
理

ア
ラ
リ
ッ
ク
ー
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
道
の
分
割
と
帝
国
の
分
裂

ロ
ー
マ
帝
国
の
東
西
分
裂
と
は
何
か
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ロ
ー
マ
帝
国
は
、
い
つ
東
西
に
分
裂
し
た
の
か
、
ま
た
分
裂
の
内
実
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
歴
史
的
意
義
は
い
っ
た
い
ど

こ
に
あ
っ
た
の
か
。
本
書
が
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
問
題

で
あ
る
。
著
者
の
南
雲
泰
輔
氏
は
山
口
大
学
の
入
文
学
部
講
師
で
、
そ
の
落

ち
着
い
た
文
体
か
ら
受
け
る
印
象
と
は
異
な
り
、
実
は
若
手
の
研
究
者
で
あ

り
、
本
書
は
二
〇
＝
年
に
京
都
大
学
に
提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
が
下
に
な

っ
て
い
る
。
ま
ず
は
、
本
書
の
構
成
を
以
下
に
示
そ
う
。

序
章
－
本
書
の
課
題

第八第

章章章

第
四
章

第
五
章

問
題
の
所
在
　
　
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
西
分
裂
を
め
ぐ
っ
て

シ
ュ
ン
マ
ク
ス
ー
「
永
遠
の
都
」
ロ
ー
マ
市
と
食
料
供
給

ル
フ
ィ
ヌ
ス
i
新
し
い
「
首
都
」
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー

　
　
　
　
　
　
プ
ル
市
の
官
僚
の
姿

ル
キ
ア
ヌ
ス
　
　
帝
国
東
部
宮
廷
に
お
け
る
官
僚
の
権
力
基

　
　
　
　
　
　
盤

エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス
i
帝
国
東
部
宮
廷
に
お
け
る
宙
宜
権
力

　
こ
の
整
然
と
し
た
章
構
成
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
書
は
、
ロ
…
マ
帝

国
の
文
武
の
官
僚
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
東
西
分
裂
の
問
題
を
考
察
し
て

い
る
。
文
武
の
官
僚
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
時
期
の
帝
国
統
治

の
鍵
が
、
「
専
制
君
主
」
と
さ
れ
る
皇
帝
で
は
な
く
、
皇
帝
を
「
専
制
君
主
」

た
ら
し
め
て
い
た
官
僚
制
に
あ
っ
た
と
す
る
著
者
独
自
の
認
識
に
基
づ
い
て

い
る
。
な
お
以
下
で
、
評
者
は
ま
ず
各
章
ご
と
の
内
容
紹
介
と
疑
問
点
を
提

示
し
、
そ
の
上
で
全
体
に
関
わ
る
問
題
を
最
後
に
議
論
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
序
章
で
著
者
は
欄
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
古
典
学
事
典
撫
、
『
オ
ッ
ク
ス
フ

ォ
ー
ド
・
ビ
ザ
ン
ツ
事
典
㎏
の
東
西
分
裂
に
関
す
る
項
目
の
紹
介
、
検
討
を

通
し
て
、
教
科
書
的
な
知
識
に
照
ら
せ
ば
自
明
と
も
思
わ
れ
る
三
九
五
年
の

東
西
分
裂
が
、
実
は
そ
の
年
代
、
内
実
、
そ
し
て
歴
史
的
意
義
の
い
ず
れ
の

点
に
お
い
て
も
現
在
の
学
界
で
は
「
甚
だ
不
明
瞭
な
出
来
事
」
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

　
続
く
第
一
章
で
は
、
現
在
の
状
況
に
至
る
ま
で
の
研
究
史
が
二
〇
世
紀
を

中
心
に
丁
寧
に
跡
付
け
ら
れ
る
。
著
者
は
、
一
九
五
一
年
に
刊
行
さ
れ
た

E
・
ド
ゥ
ム
ー
ジ
ョ
の
隅
ロ
ー
マ
帝
国
の
統
一
か
ら
分
裂
へ
（
三
九
五
～
四

～
○
年
）
臨
を
研
究
史
上
の
分
水
嶺
と
み
な
す
。
二
〇
世
紀
前
半
の
研
究
は
、

東
西
分
裂
の
歴
史
的
意
義
を
、
否
定
す
る
に
せ
よ
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
門
無

視
し
え
ぬ
出
来
事
」
と
し
て
お
り
、
ド
ゥ
ム
ー
ジ
ョ
の
研
究
は
そ
の
集
大
成



評書

と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
A
・
H
・
M
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
六
〇
年

代
に
東
西
分
裂
の
歴
史
的
意
義
の
過
大
評
価
を
戒
め
、
さ
ら
に
～
九
七
〇
年

代
以
後
の
「
古
代
末
期
」
研
究
の
隆
盛
に
伴
っ
て
、
そ
の
研
究
そ
の
も
の
が

等
閑
に
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
事
情
が
語
ら
れ
る
。
な
お
ド
ゥ

ム
ー
ジ
ョ
以
前
の
研
究
と
し
て
は
、
K
・
ザ
ク
ジ
ェ
フ
ス
キ
の
『
テ
オ
ド
シ

ウ
ス
派
と
そ
の
対
立
騙
と
S
・
マ
ッ
ツ
ァ
リ
ー
ノ
の
『
ス
テ
ィ
リ
コ
漏
が
、

東
西
分
裂
期
の
帝
国
を
宙
僚
や
武
官
に
着
目
し
て
分
析
し
た
こ
と
を
理
由
に

高
く
評
価
さ
れ
、
以
後
の
研
究
と
し
て
は
、
J
・
H
・
W
・
G
・
リ
ー
ベ
シ

ュ
ッ
ツ
と
A
・
キ
ャ
メ
ロ
ン
の
研
究
に
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
本
章
で

は
、
こ
の
よ
う
な
研
究
史
の
把
握
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
各
章
で
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
問
題
が
具
体
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
扁
か
ら
本
論
に
入
る
。
本
章
で
は
、
帝
政
後
期

に
お
け
る
ロ
ー
マ
市
の
政
治
的
・
行
政
的
位
置
の
解
明
が
目
指
さ
れ
る
。
解

明
の
手
が
か
り
と
さ
れ
る
の
は
、
ロ
ー
マ
市
へ
の
食
糧
供
給
の
問
題
で
あ
り
、

と
り
わ
け
三
八
四
年
に
発
生
し
た
食
糧
危
機
と
こ
れ
に
直
面
し
た
ロ
ー
マ
市

長
官
で
あ
っ
た
元
老
院
貴
族
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
の
対
応
で
あ
る
。
著
者
は
、
シ

ュ
ン
マ
ク
ス
の
残
し
た
『
陳
述
書
憾
の
分
析
を
通
し
て
、
ロ
ー
マ
布
が
独
力

で
は
こ
の
食
糧
危
機
に
対
処
で
き
ず
、
メ
デ
ィ
オ
ラ
ヌ
ム
の
宮
廷
に
解
決
を

頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
読
み
取
り
、
こ
こ
か
ら
ロ
ー
マ
市
が
も
は

や
帝
国
の
経
済
的
中
心
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
と
結
論
す
る
。
ま
た
食
糧
危

機
に
際
し
て
、
シ
ュ
ン
マ
ク
ス
が
外
国
人
を
ロ
ー
マ
市
外
に
退
去
さ
せ
た
事

例
を
取
り
上
げ
、
元
老
院
が
排
他
的
・
閉
鎖
的
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
と
指

摘
す
る
。
加
え
て
、
元
老
院
は
、
メ
デ
ィ
オ
ラ
ヌ
ム
の
宮
廷
を
中
心
と
す
る

統
治
構
造
に
も
部
分
的
に
し
か
取
り
込
ま
れ
ず
、
ま
た
そ
こ
で
実
権
を
握
っ

て
い
た
武
窟
と
も
婚
姻
関
係
な
ど
を
通
し
て
結
び
つ
か
な
か
っ
た
た
め
に
、

ロ
ー
マ
市
は
政
治
的
に
も
帝
国
の
中
心
た
る
性
格
を
失
っ
て
い
っ
た
と
論
じ

る
。
確
か
に
、
著
者
が
説
く
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
市
が
帝
政
後
期
に
お
い
て
も

は
や
帝
国
の
政
治
的
・
経
済
的
中
心
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
済
的
中
心
で
な
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
根
拠

に
は
疑
念
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
著
者
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、
ロ
ー
マ
市

が
独
力
で
は
食
糧
危
機
を
解
決
で
き
ず
、
宮
廷
に
頼
り
、
結
局
は
食
糧
供
給

地
で
あ
っ
た
北
ア
フ
リ
カ
の
担
当
宮
へ
の
宮
廷
か
ら
の
圧
力
で
解
決
さ
れ
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
問
題
の
本
質
は
ロ
ー
マ
市
の
経
済

的
位
置
の
低
下
で
は
な
く
、
政
治
的
位
概
の
低
下
に
帰
着
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　
第
三
章
で
、
著
者
は
四
世
紀
末
を
代
表
す
る
官
僚
ル
フ
ィ
ヌ
ス
を
取
り
上

げ
、
こ
の
ル
フ
ィ
ヌ
ス
の
像
が
四
世
紀
朱
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
ど
の
よ
う

に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
官
僚
制
に
対
す
る

帝
国
民
の
認
識
の
変
化
を
も
探
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
期
間
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
は

一
貫
目
て
「
倭
臣
」
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
四
、
五
世
紀
と
六
世
紀
で
は
描

か
れ
方
が
質
的
に
異
な
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
時
期
の
史
料
は

ル
フ
ィ
ヌ
ス
の
悪
行
を
彼
個
人
の
罪
過
と
し
て
記
述
す
る
が
、
後
者
の
時
期

に
な
る
と
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
の
悪
行
は
、
彼
を
取
り
上
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
著
作

家
の
関
心
に
従
っ
て
、
個
人
を
超
え
た
形
で
歴
史
的
に
位
遣
付
け
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
著
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
ル
フ
ィ
ヌ
ス
像
の

変
化
か
ら
、
制
度
に
優
越
し
た
政
治
家
的
官
僚
か
ら
制
度
に
従
属
す
る
官
僚

へ
と
帝
国
艮
の
官
僚
制
に
即
す
る
認
識
が
変
化
し
た
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い

る
。
精
緻
な
史
料
分
析
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
ル
フ
ィ
ヌ
ス
像
の
変
遷
に
つ
い

て
は
説
得
力
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
変
化
の
原
因
は
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
が
歴
史
的

人
物
と
化
し
て
い
っ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
そ
も
そ
も
ル

（705）81



フ
ィ
ヌ
ス
と
い
う
官
僚
王
入
に
対
す
る
認
識
が
、
官
僚
制
と
い
う
制
度
に
対

す
る
認
識
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
疑
問
が
残
っ
た
。

　
第
四
章
「
ル
キ
ア
ヌ
ス
」
は
、
第
王
春
の
内
容
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

こ
の
章
で
は
ル
フ
ィ
ヌ
ス
に
よ
る
ル
キ
ア
ヌ
ス
処
刑
事
件
ー
ル
キ
ア
ヌ
ス
は
、

ル
フ
ィ
ヌ
ス
へ
賄
賂
を
贈
っ
て
オ
リ
エ
ン
ス
管
区
総
監
職
を
得
て
い
た
が
、

ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
帝
の
大
叔
父
エ
ウ
ケ
リ
ウ
ス
の
「
適
正
な
限
度
を
超
え

た
」
要
求
を
は
ね
つ
け
た
た
め
、
エ
ウ
ケ
リ
ウ
ス
に
よ
っ
て
皇
帝
に
識
言
さ

れ
た
。
こ
の
読
言
を
受
け
た
皇
帝
に
よ
っ
て
責
任
を
問
わ
れ
た
ル
フ
ィ
ヌ
ス

は
、
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
に
い
た
ル
キ
ア
ヌ
ス
を
急
ぎ
処
刑
し
た
一
が
考
察
の

対
象
と
な
る
。
著
者
は
こ
の
事
件
の
分
析
を
航
し
て
、
四
世
紀
後
半
の
官
僚

の
権
力
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
。
先
行
研
究
は
こ
の
事
件
の
分
析
か
ら
、
官

僚
の
権
力
基
盤
が
バ
ト
ロ
ネ
ジ
に
あ
っ
た
と
し
て
き
た
が
、
著
者
は
バ
ト
ロ

ネ
ジ
説
を
実
証
的
に
否
定
し
、
新
た
に
そ
れ
が
個
人
的
資
質
、
よ
り
具
体
的

に
患
え
ば
、
「
官
僚
と
し
て
の
実
務
能
力
、
遵
法
精
神
」
に
あ
っ
た
と
主
張

す
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
「
バ
ト
ロ
ネ
ジ
に
依
存
し
な
い
新
し
い
統
治
構
造

が
立
ち
現
れ
て
き
た
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
章
の
問
題
と
し
て
評
者
が

気
に
か
か
っ
た
の
は
、
ル
キ
ア
ヌ
ス
の
処
刑
事
件
の
復
元
で
あ
る
。
著
者
に

よ
れ
ば
、
ル
フ
イ
ヌ
ス
は
、
ル
キ
ア
ヌ
ス
の
あ
ま
り
に
厳
格
な
統
治
に
常
々

不
安
を
抱
い
て
い
た
た
め
一
な
ぜ
な
ら
こ
の
こ
と
は
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
で

の
暴
動
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
り
、
都
市
暴
動
に
ル
フ
ィ
ヌ
ス
は
以
前
か

ら
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
一
、
ル
キ
ア
ヌ
ス
を
排
除
す
る
機
会
を
狙
っ
て
お

り
、
エ
ウ
ケ
リ
ウ
ス
の
一
件
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
好
機
と
し
て
ル
キ
ア
ヌ
ス

を
処
刑
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
を
伝
え
る
ゾ
シ

モ
ス
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
ル
キ
ア
ヌ
ス
の
処
刑
が
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
人
々

を
憤
慨
さ
せ
た
と
あ
り
、
結
果
は
逆
効
果
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
ル
キ
ア
ヌ
ス
の
統
治
は
、
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
都
市
参
事
会
員
に

厳
格
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
民
衆
に
は
好
感
を
も
た
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
。
と
す
る
な
ら
ば
、
ル
キ
ア
ヌ
ス
の
統
治
が
ア
ン
テ
ィ
オ
キ
ア
の
暴

動
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
、
彼
の
処
刑
の
根
本
的
な
原
因

と
見
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
五
章
は
、
ル
フ
ィ
ヌ
ス
に
代
わ
っ
て
東
方
で
権
力
を
握
っ
た
窪
田
エ
ウ

ト
ロ
ピ
ウ
ス
が
考
察
の
狙
上
に
上
る
。
『
ス
ー
ダ
聴
は
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス

の
時
代
に
没
官
の
勢
力
が
大
き
な
発
展
を
遂
げ
た
と
伝
え
て
い
る
が
、
著
者

は
こ
の
よ
う
な
事
態
が
な
ぜ
起
こ
っ
た
の
か
を
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス
の
行
っ
た

行
政
改
革
の
分
析
か
ら
解
明
し
て
い
る
。
最
も
重
要
な
行
政
改
革
と
目
さ
れ

る
の
は
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス
が
道
長
窟
の
権
限
で
あ
っ
た
公
共
輸
送
制
度
利

用
に
際
し
て
の
旅
行
許
可
書
の
発
給
権
限
を
官
房
長
官
に
移
し
た
こ
と
で
あ

る
。
帝
国
財
政
を
司
る
国
庫
管
理
総
監
と
帝
室
財
産
管
理
官
は
、
こ
の
制
度

を
利
用
し
て
物
品
を
輸
送
し
て
い
た
た
め
、
彼
ら
は
い
ち
い
ち
官
房
長
官
に

旅
行
許
可
書
を
求
め
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
結
果
と
し
て
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ

ウ
ス
の
改
革
に
よ
っ
て
官
房
長
官
は
財
政
上
の
影
響
力
を
獲
得
し
た
こ
と
に

な
っ
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
同
時
期
に
は
、
カ
ッ
パ
ド
キ
ア
方
腰
帝
室
領
が
帝

室
財
産
管
理
官
の
下
か
ら
官
房
長
官
の
下
へ
と
移
っ
て
い
る
こ
と
に
も
著
者

は
着
目
す
る
。
こ
う
し
て
官
房
長
官
へ
と
重
要
な
財
政
上
の
権
限
が
移
っ
た

わ
け
で
あ
る
が
、
当
時
の
官
房
長
官
は
ホ
シ
ウ
ス
と
い
う
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス

の
息
の
か
か
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス
は
、

「
帝
国
東
部
の
財
政
業
務
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
限
を
帝
室
領
の
管
理
と
と

も
に
一
手
に
掌
握
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
で
あ
り
、
「
雪
上
と
し
て
高
位

に
進
み
さ
え
ず
れ
ば
、
帝
国
の
莫
大
な
富
へ
の
近
接
機
会
を
得
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
こ
と
を
広
く
世
に
知
ら
し
め
」
、
こ
れ
に
よ
っ
て
聖
上
志
望
者
の
増
大
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評
鍾更：

回

が
招
来
さ
れ
た
と
結
論
付
け
る
の
で
あ
る
。
言
葉
尻
は
捉
え
た
く
は
な
い
が
、

エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス
が
、
そ
の
改
革
に
よ
っ
て
「
財
政
上
の
あ
ら
ゆ
る
権
限
」

を
掌
握
し
た
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
そ
の

掌
握
の
仕
方
自
体
が
、
息
の
か
か
っ
た
人
問
を
介
し
て
の
影
響
力
行
使
に
過

ぎ
ず
、
制
度
上
の
権
限
を
手
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
極
め
て
不

安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
、
当
の
官
房
長
官

の
ホ
シ
ウ
ス
が
元
奴
隷
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
富
官
に
な
ら
な
く
と
も
、

制
度
的
に
帝
国
の
財
政
を
掌
握
で
き
た
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
エ
ウ

ト
ロ
ピ
ウ
ス
自
身
や
が
て
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
思
え
ば
、
エ
ウ
ト
ロ

ピ
ウ
ス
の
行
政
改
革
が
宙
官
志
望
者
を
増
加
さ
せ
る
結
果
に
必
ず
し
も
繋
が

っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　
第
六
章
か
ら
目
は
帝
国
西
部
に
向
け
ら
れ
る
。
東
西
分
裂
期
に
西
方
で
権

力
を
握
っ
た
の
は
、
「
蛮
族
」
出
身
の
武
宮
ス
テ
ィ
リ
コ
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
ス
テ
ィ
リ
コ
は
皇
帝
ホ
ノ
リ
ウ
ス
に
自
ら
の
娘
二
人
を
嫁
が
せ
て
い
る
。

著
者
は
、
「
蛮
族
」
で
あ
っ
た
ス
テ
ィ
リ
コ
が
い
か
な
る
論
理
で
も
っ
て
皇

帝
家
と
結
び
つ
き
、
し
か
し
最
終
的
に
は
破
滅
し
た
の
か
を
主
に
ク
ラ
ウ
デ

ィ
ア
ヌ
ス
の
作
品
の
分
析
を
通
し
て
考
察
す
る
。
考
察
の
結
果
、
ス
テ
ィ
リ

コ
は
、
「
血
」
の
論
理
で
成
り
立
つ
皇
帝
家
（
「
サ
ン
ダ
イ
ス
」
の
論
理
）
と

自
身
を
「
パ
テ
ル
（
父
親
）
の
論
理
」
で
も
っ
て
調
和
さ
せ
た
が
、
や
が
て

「
蛮
族
扁
が
絡
む
政
治
的
、
社
会
的
状
況
の
変
化
が
生
じ
る
と
、
「
父
親
漏

は
「
蛮
族
」
と
結
び
付
け
ら
れ
、
こ
の
蛮
族
的
な
「
父
親
」
が
皇
帝
家
の

「
血
し
と
衝
突
す
る
こ
と
で
、
「
蛮
族
扁
ス
テ
ィ
リ
コ
の
処
刑
に
至
っ
た
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
リ
コ
の
抱
い
た
論
理
と
そ
の
破
綻
が
描
か
れ
て

い
て
興
味
深
い
が
、
あ
ま
り
に
思
弁
的
で
あ
り
、
事
件
史
と
の
関
係
性
が
も

う
少
し
意
識
さ
れ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
四
〇
八
年
に

ア
ル
カ
デ
ィ
ウ
ス
の
死
を
め
ぐ
る
対
応
の
中
で
門
パ
テ
ル
」
の
論
理
と
「
サ

ン
ダ
イ
ス
」
の
論
理
が
対
立
し
た
結
果
、
ス
テ
ィ
リ
コ
の
処
刑
に
至
っ
た
と

さ
れ
る
が
、
通
常
、
ス
テ
ィ
リ
コ
の
処
刑
は
、
文
窟
オ
リ
ュ
ン
ピ
ウ
ス
の
策

謀
の
結
果
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
事
件
史
と
二
つ
の
論
理

の
対
立
と
い
う
問
題
が
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
論
じ
て
も
ら
い

た
か
っ
た
。
ま
た
「
蛮
族
」
は
、
「
蛮
族
」
と
い
う
属
性
を
隠
す
必
要
が
あ

っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
論
証
さ
れ
て
い
な
い
点
に

も
疑
問
を
感
じ
た
。

　
第
七
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
を
踏
ま
え
て
、
東
西
分
裂
の
問
題
が
真
正
面

か
ら
扱
わ
れ
る
。
著
者
は
こ
の
問
題
を
具
体
的
に
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
地
方
に
引

か
れ
た
東
酉
の
境
界
線
の
画
定
問
題
と
捉
え
、
こ
れ
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
な

経
緯
で
起
こ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
。
東
西
分
裂
の
時
期
と

し
て
現
在
で
も
検
討
に
値
す
る
の
は
、
三
六
四
年
と
三
九
五
年
で
あ
る
が
、

著
者
は
い
ず
れ
の
時
期
に
お
い
て
も
東
西
の
境
界
線
と
い
う
点
で
は
変
化
が

生
じ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
行
政
区
分
と
し
て
の
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
道
の
一
体

性
は
損
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
三
九
五
年
以
後

の
バ
ル
カ
ン
半
島
情
勢
に
目
を
転
じ
た
著
者
は
、
ア
ラ
リ
ッ
ク
に
よ
る
反
乱

と
そ
れ
に
伴
っ
た
東
西
宮
廷
の
対
立
に
よ
っ
て
、
バ
ル
カ
ン
半
島
中
央
部
に

お
い
て
「
真
空
地
帯
」
が
発
生
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
真
空
地
帯
」
解
消
の
た
め
に
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス
が
と
っ
た
ア
ラ
リ
ッ
ク

を
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
方
面
軍
司
令
長
官
に
任
じ
る
と
い
う
処
置
が
、
結
果
的
に

は
「
真
空
地
帯
」
の
解
消
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
西
の
「
要
」
で
あ

っ
た
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
の
支
配
権
喪
失
へ
と
至
っ
て
し
ま
っ
た
と
論
じ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
ア
ラ
リ
ッ
ク
に
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
方
面

軍
司
令
長
官
の
職
が
与
え
ら
れ
た
三
九
九
年
を
東
西
分
裂
の
年
と
し
て
位
置
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づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
主
張
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
来
、
法

的
一
体
性
の
有
無
や
分
担
統
治
の
実
態
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た

東
西
分
裂
の
問
題
を
東
西
の
境
界
線
の
画
定
問
題
と
捉
え
て
考
察
す
る
こ
と

に
は
著
者
の
優
れ
た
着
眼
点
を
感
じ
た
が
、
肝
心
の
ア
ラ
リ
ッ
ク
が
任
じ
ら

れ
た
と
さ
れ
る
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
方
面
軍
司
令
長
官
職
に
つ
い
て
気
に
か
か
る

点
が
あ
っ
た
。
こ
の
窟
職
が
管
轄
す
る
「
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
」
と
は
、
マ
ケ
ド

ニ
ア
管
区
と
ダ
キ
ア
管
区
だ
け
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
旧

イ
リ
ュ
リ
ク
ム
道
、
す
な
わ
ち
パ
ン
ノ
ニ
ア
管
区
も
含
め
た
も
の
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
著
者
は
、
前
者
の
意
味
で
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
方
面
軍
司
令

極
端
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
考
え
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
評
者
は
、
註
記
が
な
か
っ
た
た
め
こ
の
点
が
気
に
か
か
り
、
関

係
す
る
文
献
を
開
い
て
み
た
が
、
そ
こ
で
気
づ
い
た
の
は
実
は
ア
ラ
リ
ッ
ク

が
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
方
面
軍
司
令
長
官
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
自
体
が
そ

の
年
代
も
含
め
て
推
定
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
年
代
に
つ
い

て
は
三
九
七
年
、
あ
る
い
は
王
九
八
年
を
取
る
研
究
者
が
多
い
よ
う
で
あ
っ

た
し
、
ア
ラ
リ
ッ
ク
が
任
じ
ら
れ
た
官
職
を
「
総
軍
司
令
官
B
餌
o
q
甲
骨
興

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

旨
脱
ご
ω
ρ
器
ヨ
長
田
Φ
」
と
す
る
説
す
ら
あ
っ
た
。
著
者
は
、
イ
リ
ュ
リ
ク
ム

方
面
軍
司
令
長
々
へ
の
ア
ラ
リ
ッ
ク
の
任
命
に
東
西
分
裂
の
決
定
的
な
意
味

を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
明
の
前
提
と
せ
ず
に
、
こ
の
役
職
に
つ

い
て
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
終
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
で
得
ら
れ
た
結
論
が
～
淫
し
た
歴
史
叙
述
の

中
に
再
構
成
さ
れ
る
。
ま
ず
東
方
で
は
、
「
新
し
い
「
首
都
」
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
市
の
宮
廷
を
中
心
に
、
官
僚
や
窪
官
の
主
導
の
下
、
行
政
機

構
の
整
備
が
進
ん
だ
漏
と
さ
れ
、
特
に
当
該
期
固
有
の
特
徴
と
し
て
皇
帝
顧

問
会
議
（
コ
ン
シ
ス
ト
リ
ウ
ム
）
を
中
心
と
し
て
政
治
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

指
摘
し
、
「
コ
ン
シ
ス
ト
リ
ウ
ム
政
治
」
と
い
う
呼
称
を
提
案
す
る
。
東
方

で
こ
の
よ
う
に
新
し
い
発
展
が
み
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
西
方
は
対
照
的
に

「
衰
退
の
さ
な
か
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
ロ
ー
マ
市
の
元
老
院
は
、
排
他

的
、
閉
鎖
的
に
な
っ
て
お
り
、
皇
帝
の
滞
在
し
た
メ
デ
ィ
オ
ラ
ヌ
ム
で
は

「
蛮
族
」
の
武
宮
が
権
力
を
握
っ
た
が
、
彼
ら
は
皇
帝
家
と
十
分
な
関
係
を

結
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
ら
を
中
心
に
し
た
新
し
い
体
制
も
結
局
は
出
来
上

が
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
第
七
章
で
論
じ
ら
れ
た

よ
う
に
イ
リ
ュ
リ
ク
ム
道
に
東
西
の
境
界
線
が
引
か
れ
、
帝
国
は
分
裂
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
著
者
は
「
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
顯
分
裂
は
、
皇
帝
権
力

の
分
宿
や
宮
廷
の
分
割
と
い
っ
た
単
な
る
政
治
的
事
件
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
解
体
以
後
の
展
開
の
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
基
礎
と

な
る
、
帝
国
領
域
の
分
断
を
も
た
ら
す
出
来
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
結

ん
で
い
る
。

　
最
後
に
本
書
全
体
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
評
者
か
感
じ
た
こ
と
を
い
く
つ

か
述
べ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
、
制
度
と
し
て
の
官
僚
制
の
問
題
で
あ
る
。

本
書
は
、
著
者
が
「
序
章
」
で
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
官
僚
制
を
「
無
数
の

官
僚
た
ち
の
総
体
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
」
、
個
々
の
窟
僚
の
具
体
的
な

様
相
に
迫
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
も
う
少
し
宮
僚
制
度

自
体
に
つ
い
て
言
及
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
四
世
紀
末
に
は
、

行
政
機
構
の
整
備
が
進
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
終
章
だ
け
で
も
「
帝
国
東

部
宮
廷
の
発
展
」
、
「
新
し
い
統
治
構
造
」
な
ど
様
々
な
表
現
で
言
及
が
な
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
の
具
体
的
な
姿
が
み
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
行
政
機
構

の
整
備
の
実
態
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
エ
ウ
ト
ロ
ピ
ウ
ス
の
時
代
に

再
審
の
志
願
者
数
が
増
え
た
こ
と
が
、
「
階
級
」
と
し
て
の
宙
官
の
拡
大
発

展
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
も
、
志
願
者
の
数
だ
け
で
そ
う
断
雷
す
る
の
は
説
得
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評書

力
を
欠
き
、
や
は
り
志
願
者
の
受
け
皿
で
あ
る
宙
官
の
ポ
ス
ト
数
の
増
加
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
制
度
と
し
て
の
官
僚
制
に
関
係
し
て
も
う
一
点
、
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、

官
僚
の
権
力
基
盤
の
問
題
で
あ
る
。
官
僚
の
権
力
基
盤
は
、
四
世
紀
末
に
は
、

第
　
に
「
個
人
的
資
質
」
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
た
が
、
一
方
で
宙
官
の
権

力
基
盤
に
つ
い
で
は
「
官
位
爵
位
を
与
え
ら
れ
て
帝
国
の
行
政
組
織
の
な
か

に
制
度
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
（
一
三
五
頁
ご
点
が
、
前
期
ロ
ー
マ
帝

国
の
解
放
奴
隷
等
と
の
比
較
で
、
強
調
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点

が
宙
官
の
権
力
の
第
一
義
的
な
基
礎
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
宙
官
の
権
力
の
第
一
義
的
基
礎
は
、
個
人
的
資
質
よ
り
も
こ
の
点
に

あ
る
よ
う
に
読
め
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
な
ぜ
官
僚
と
窟

官
と
で
は
同
じ
く
帝
国
政
府
に
仕
え
な
が
ら
も
権
力
基
盤
が
異
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
評
者
に
は
、
官
僚
の
権
力
基
盤
も
、
第
一
に
は
や
は
り
窺
官
の
よ

う
に
「
帝
国
の
行
政
組
織
の
な
か
に
制
度
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」
こ
と

に
あ
り
、
個
人
的
資
質
は
、
そ
の
上
で
個
々
の
官
僚
の
出
世
な
ど
に
必
要
と

さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
個
人
的
資
質
が
後
期
ロ
ー

マ
帝
国
期
に
重
要
に
な
っ
て
き
た
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、

こ
れ
を
「
権
力
行
使
の
究
極
的
基
礎
（
一
九
二
頁
ご
と
ま
で
す
る
の
は
行

き
過
ぎ
で
は
な
い
の
か
。

　
以
上
は
概
ね
東
方
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
西
方
に
つ
い
て
も
疑
問
点

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
や
は
り
東
方
と
同
様
、
制
度
の
問
題
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
西
方
で
は
、
な
ぜ
「
武
官
政
治
体
制
」
の
構
築
が
阻
ま
れ
た

の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
著
者
は
、
元
老
院
と
皇
帝

家
が
、
「
旧
来
の
あ
り
方
に
固
執
し
て
変
革
を
忌
避
し
、
そ
の
（
武
官
政
治

体
制
の
）
実
現
を
阻
む
と
い
う
時
代
錯
誤
な
対
応
し
か
で
き
な
か
っ
た
2

九
五
頁
）
」
こ
と
に
原
因
を
求
め
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
対
応
と
し
て

は
ス
テ
ィ
リ
コ
と
い
う
個
人
の
武
官
が
倒
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
本
当
に
彼

ら
に
門
武
官
政
治
体
制
扁
と
い
う
も
の
自
体
の
実
現
を
阻
む
積
極
的
な
意
図

が
あ
っ
た
の
か
、
疑
問
を
感
じ
た
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
西
方
で
は
、
あ
ま

り
に
も
ス
テ
ィ
リ
コ
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
た
め
、
東
方
の
文
官
、
富
官
の
姿

と
の
対
照
が
際
立
つ
が
、
し
か
し
ス
テ
ィ
リ
コ
を
倒
し
た
の
が
文
官
の
オ
リ

ュ
ン
ピ
ウ
ス
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
実
際
に
は
、
西
方
で
も
東
方
的

な
行
政
機
構
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
。
評
者
に
は
、
著
者
が
過
度
に
東
西
の
状
況
を
対
比
的
に
捉
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
。

　
以
上
、
長
々
と
批
判
め
い
た
疑
問
を
書
き
連
ね
て
き
た
が
、
そ
れ
は
本
書

の
価
値
を
確
め
る
も
の
で
は
な
く
、
特
に
制
度
と
し
て
の
宮
僚
制
の
こ
と
な

ど
は
、
む
し
ろ
無
い
も
の
ね
だ
り
を
し
た
感
が
強
く
、
誤
読
、
誤
解
も
含
め

て
、
著
者
の
ご
寛
恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。
本
書
は
、
東
西
分
裂
期
と
い
う

酉
洋
史
上
で
最
も
複
雑
で
錯
綜
し
た
時
代
を
、
個
々
の
官
僚
の
動
態
か
ら
具

体
的
に
　
馨
し
て
追
求
し
、
一
つ
の
歴
史
像
を
維
み
上
げ
て
お
り
、
こ
れ
は

欧
米
に
も
類
を
見
な
い
も
の
で
あ
り
、
非
常
に
高
く
評
価
で
き
る
作
品
で
あ

る
こ
と
は
末
筆
な
が
ら
強
調
し
て
お
き
た
い
。
著
者
は
、
今
後
も
引
き
続
き

東
西
分
裂
の
問
題
を
、
そ
れ
も
ロ
ー
マ
街
道
や
公
共
輸
送
制
度
の
分
析
と
い

う
ユ
ニ
ー
ク
な
角
度
か
ら
分
析
す
る
と
し
て
い
る
。
著
者
の
研
究
の
さ
ら
な

る
発
展
に
大
い
に
期
待
し
た
い
。

①
三
九
七
年
説
を
と
る
研
究
と
し
て
は
、
℃
．
譲
舘
9
賃
O
ミ
、
登
○
以
♂
目
9
6
り
◎

　
ロ
P
竃
Q
。
1
置
禽
ζ
．
国
儒
弾
。
白
。
。
匠
押
沁
ミ
ミ
げ
O
ミ
ミ
ら
き
麸
O
餌
ヨ
σ
二
鳥
帥
q
P
外
。
O
O
N

　
P
一
〇
刈
が
あ
り
、
毒
筆
釦
≧
貸
ば
く
。
。
一
は
、
門
三
九
九
年
以
前
扁
で
、
「
お
そ
ら

　
く
三
九
八
年
駄
と
し
て
い
る
。
南
川
高
志
『
新
・
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』
岩
波
書

85 （709）



店
、
二
〇
＝
二
年
、
一
七
九
頁
は
三
九
八
年
説
を
取
っ
て
い
る
。
ア
ラ
リ
ッ
ク
の

官
職
を
総
軍
司
令
官
と
す
る
の
は
、
G
o
．
ζ
ぎ
丁
Φ
戸
》
§
ご
迷
駄
ミ
鳴
卜
自
討
、

陶
。
ミ
§
簡
遣
§
誌
』
§
職
－
聴
ト
○
×
ま
「
α
響
卜
。
O
O
メ
P
㊤
b
。
で
、
官
職
付
与
の
年
代

は
三
九
九
年
と
す
る
。

　
（
A
5
版
　
本
文
二
〇
八
頁
　
索
引
、
註
等
一
一
五
頁
　
二
〇
｝
六
年
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
岩
波
書
店
　
税
甥
七
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皐
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
）

（710）86


