
遼
・
西
夏
閒
の
外
�
を
�
っ
て

︱
︱
婚
姻
の
側
面
か
ら
見
た
︱
︱

�

野

�

子

は
じ
め
に

一

李
繼
�
に
對
す
る
義
成
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て

二

李
元
昊
に
對
す
る
興
	
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て

三

李
乾
順
に
對
す
る
成
安
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て

お
わ
り
に

は

じ

め

に



が
滅
�
し
て
以
影
︑
北
方
で
は
耶
律
阿
保
機

(太
祖
)
の
下
に
遼
が
强
固
な
軍
事
力
を
誇
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
方
︑
中
原
で
は
北
宋
が

再
瓜
一
を
果
た
し
︑
遼
と
對
峙
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
景
德
元

(一
〇
〇
四
)
年
に
澶
淵
の
�
が
閲
結
さ
れ
︑
兩
國
は
安
定
し
た
關
係

を
維
持
し
て
い
っ
た
︒
こ
の
�
�
が
西
夏
を
は
じ
め
と
す
る
數
多
く
の
�
�
諸
國
に
も
多
大
な
影
�
力
を
�
ぼ
し
︑
一
一
～
一
三
世
紀
の
東
部

ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
い
て
國
際
�
な
共
存
シ
ス
テ
ム
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
�
築
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
�
年
︑
そ
れ
は
古
松
崇
志
氏
に
よ
っ
て

﹁
澶
淵
體
制
﹂
と
稱
さ
れ
た(1

)
︒

筆
者
は
こ
の
﹁
澶
淵
體
制
﹂
を
�
る
議
論
の
よ
り
一
層
の
深
�
を
圖
る
た
め
︑
當
時
の
國
際
關
係
を
�
究
す
る
際
︑
重
�
な
手
段
と
な
る
べ
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き
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
を
考
察
對
象
の
中
心
に
据
え
た
硏
究
が
見
當
た
ら
な
い
と
い
う
狀
況
の
打
破
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
あ
る
︒
そ

こ
で
は
︑
遼
は
西
夏
を
は
じ
め
と
す
る
數
多
く
の
�
�
諸
國
に
盛
ん
に
公
�
影
嫁
を
行
っ
て
い
た
が
︑
以
"
は


か
ら
#
度
も
和
蕃
公
�
の
影

嫁
を
$
け
て
い
た
と
い
う
點
に
%
目
し
た
︒
當
然
︑
遼
代
に
實
施
さ
れ
た
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
に
︑


代
に
實
施
さ
れ
た
和
蕃
公
�
の

影
嫁
が
多
大
な
作
用
を
與
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

よ
っ
て
︑
ま
ず
遼
&
円
國
以
"
の
契
丹
︑
(
い
で
遼
代
に
お
け
る
中
原
王
&
と
の
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
に
對
す
る
)
識
の
推
移
を
詳

細
に
亙
っ
て
檢
討
す
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
し
て
︑
以
下
の
諸
點
を
解
*
し
た
︒
卽
ち
︑
①


代
"
,
に
契
丹
は


か
ら
#
度
も
和
蕃
公
�
の

影
嫁
を
$
け
て
い
る
︒
確
か
に
現
存
す
る
-
料
の
少
な
さ
等
の
問
題
は
あ
る
も
の
の
︑
當
時
︑
契
丹
か
ら
求
婚
し
︑


が
許
可
し
︑
中
原
王
&

の
婚
姻
儀
禮
に
則
っ
て
實
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑


側
の
み
な
ら
ず
︑
契
丹
側
も
和
蕃
公
�
の
影
嫁
を
恩
寵
と
捉
え
て
い
た
と
い
え
る
︒

し
か
し
︑
瓜
一
王
&
と
し
て
の


の
勢
威
が
衰
.
し
て
い
く
こ
と
に
/
い
︑
そ
の
恩
寵
�
な
側
面
が
0
失
し
て
い
く
こ
と
を
契
丹
は
*
確
に
理

解
し
て
い
た
︒
②
五
代
に
お
い
て
︑
後
梁
の
朱
1
忠
と
耶
律
阿
保
機
と
の
閒
で
�
�
が
閲
結
さ
れ
た
︒
こ
の
と
き
︑
遼
自
身
が
こ
れ
ま
で
記

憶
・
經
驗
し
て
き
た
和
蕃
公
�
の
影
嫁
と
い
う
外
�
政
策
︑
�
び
︑
以
"
に
吐
蕃
が


か
ら
甥
舅
の
國
と
稱
さ
れ
て
會
�
を
行
い
︑
ほ
ぼ
對
等

で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
敵
國
關
係
に
な
っ
た
と
い
う
事
實
を
十
分
に
)
識
し
た
上
で
︑
耶
律
阿
保
機
は
朱
1
忠
と
の
閒
で
甥
舅
關
係
を
結
ぼ
う

と
し
て
い
た
︒
③
慶
曆
二

(一
〇
四
二
)
年
︑
北
宋
と
遼
と
の
閒
で
以
"
に
取
り
決
め
ら
れ
て
い
た
�
�
を
改
定
す
る
�
涉
が
行
わ
れ
た
︒
こ

の
と
き
︑
遼
の
目
�
は
�
初
か
ら
歲
5
の
增
額
で
あ
っ
た
が
︑
北
宋
が
斷
固
と
し
て
承
諾
し
な
い
こ
と
を
睨
ん
で
割
地
�
び
婚
姻
を
持
ち
掛
け
︑

結
果
�
に
閒
8
い
な
く
歲
5
の
增
額
へ
と
決
着
を
見
る
よ
う
に
�
涉
を
誘
9
し
て
い
た
︒
④
つ
ま
り
︑


代
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
の

記
憶
・
經
驗
を
活
か
し
︑
以
影
は
五
代
諸
&
�
び
北
宋
と
�
�
を
閲
結
す
る
に
あ
た
っ
て
遼
自
ら
が
優
位
に
立
て
る
よ
う
︑
外
�
政
策
と
し
て

の
婚
姻
を
巧
妙
に
驅
:
し
て
い
た
︒
以
上
の
諸
點
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る(2

)
︒

實
際
に
中
原
王
&
と
遼
と
の
閒
で
婚
姻
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
遼
は
西
夏
を
は
じ
め
と
す
る
數
多
く
の
�
�
諸
國
に
盛
ん
に
公

�
影
嫁
を
行
っ
て
い
た
︒
で
は
︑
果
た
し
て
そ
れ
は
如
何
な
る
理
念
の
下
で
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
遼
代
に
お
け
る
婚
姻
に
基
づ
い
た
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外
�
政
策
の
實
態
を
解
*
す
る
た
め
︑
"
稿
に
引
き
續
き
︑
こ
の
點
に
關
し
て
分
析
す
る
必
�
が
生
じ
て
い
る
︒
旣
に
︑
筆
者
は
拙
著
の
中
で
︑

北
宋
は
遼
と
の
婚
姻
を
囘
=
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
の
に
對
し
︑
遼
は
西
夏
へ
盛
ん
に
公
�
影
嫁
を
行
う
傾
向
に
あ
っ
た
點
を
取
り
上
げ
た
こ
と

が
あ
る
が
︑
!
か
な
附
け
足
し
>
度
の
も
の
に
?
ぎ
ず
︑
甚
だ
不
十
分
な
考
察
に
@
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た(3

)
︒
從
っ
て
︑
本
稿
で
は
︑
遼
か
ら

�
も
頻
繁
に
公
�
影
嫁
が
行
わ
れ
た
西
夏
の
事
例
に
つ
い
て
よ
り
一
層
詳
し
く
檢
討
す
る
こ
と
に
す
る
︒
因
み
に
︑
�
�
︑
渡
邊
美
樹
氏
に

よ
っ
て
﹁
澶
淵
體
制
﹂
の
議
論
に
は
遼
と
西
方
諸
國
と
の
關
係
に
�
眼
を
置
く
硏
究
が
少
な
く
︑
遼
と
北
宋
と
の
二
國
閒
だ
け
の
�
涉
に
@
始

し
が
ち
で
あ
る
と
い
う
問
題
點
が
擧
げ
ら
れ
て
い
る(4

)
︒
遼
が
公
�
影
嫁
を
行
っ
た
�
�
諸
國
は
︑
西
夏
の
他
に
も
︑
高
麗
・
阻
卜
・
カ
ラ
ハ
ン

&
・
西
ウ
イ
グ
ル
・
靑


と
多
C
で
あ
る
︒
遼
と
そ
れ
ら
�
�
諸
國
と
の
閒
で
實
施
さ
れ
た
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
を
分
析
す
る
こ
と
を

D
じ
︑
渡
邊
氏
が
揭
げ
る
問
題
を
克
F
す
る
一
助
に
も
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
︒
旣
に
︑
筆
者
は
別
稿
の
中
で
︑
そ
れ
ら
�
�
諸
國
の
事
例
に
つ

い
て
詳
細
に
亙
っ
て
檢
討
し
て
お
り
︑
こ
の
點
に
つ
い
て
は
別
稿
を
參
照
し
て
欲
し
い(5

)
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
西
夏
は
北
宋
と
遼
と
の
閒
に
介
在
し
た
國
家
で
あ
っ
た
︒
北
宋
に
對
し
て
は
度
重
な
る
戰
鬭
を
繰
り
廣
げ
た
が
︑
遼
に
對

し
て
は
一
段
下
が
っ
て
臣
屬
す
る
H
勢
を
取
り
續
け
た
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
西
夏
に
對
し
て
遼
は
#
度
も
公
�
影
嫁
を
行
っ
た
︒
田
村
實
I

氏
�
び
岡
崎
精
郞
氏
を
は
じ
め
と
す
る
遼
-
・
西
夏
-
の
雙
方
の
著
名
な
硏
究
者
も
こ
の
こ
と
に
言
�
し
︑
�
に
︑
公
�
影
嫁
を
D
じ
て
兩
國

の
友
好
な
結
び
附
き
が
强
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
し
て
い
る(6

)
︒
こ
う
し
た
見
解
に
槪
ね
同
M
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
筆
者
の
�
@
�
な
目
標
は
︑

そ
の
當
時
の
事
例
の
み
に
止
ま
ら
ず
︑
考
察
對
象
と
す
る
時
代
を
廣
げ
︑


代
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
事
例
と
比
�
・
對
照
す
る
こ
と
に

あ
る
︒

筆
者
は
"
漢
か
ら
北
宋
ま
で
の
和
蕃
公
�
の
影
嫁
の
變
�
?
>
︑
�
び
︑
和
蕃
公
�
の
影
嫁
に
纏
わ
る
儀
禮
や
こ
れ
に
/
う
ヒ
ト
と
モ
ノ
と

の
移
動
に
見
ら
れ
る
婚
姻
の
實
態
に
%
目
し
て
き
た
︒
そ
こ
で
は
︑
漢
民
族
王
&
と
︑
北
方
諸
族
�
び
そ
の
影
�
を
强
く
$
け
て
円
國
さ
れ
た

王
&
と
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
の
捉
え
方
に
つ
い
て
檢
討
し
た
︒
こ
の
結
果
︑
五
胡
十
六
國
北
&
隋


時
代
に
お
け
る
特
衣
性
が
O
か
び

上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
和
蕃
公
�
の
影
嫁
は
五
胡
十
六
國
北
&
を
承
け
た
隋


に
お
い
て
中
國
皇
P
か
ら
�
�
諸
國
に
惠
み
與
え
ら
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れ
る
恩
寵
へ
と
展
開
し
︑
盛
ん
に
實
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
際
立
っ
て
お
り
︑
そ
の
よ
う
な
點
を
踏
ま
え
︑

和
蕃
公
�
の
影
嫁
は
﹁
北
方
�
﹂
な
性
格
を
Q
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る(7

)
︒

こ
れ
に
引
き
續
き
︑
筆
者
は
一
〇
世
紀
以
影
に
円
國
さ
れ
た
遼
西
夏
金
元
の
非
漢
民
族
王
&
で
は
︑
五
胡

十
六
國
北
&
隋


時
代
と
同
樣
︑
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
の
實
施
が
再
び
盛
ん
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
も

%
目
し
て
き
た
︒
何
故
な
ら
︑
そ
れ
に
つ
い
て
の
�
究
を
D
じ
︑﹁
澶
淵
體
制
﹂
を
�
る
議
論
の
深
�
が
圖
ら

れ
る
と
共
に
︑
和
蕃
公
�
の
影
嫁
は
﹁
北
方
�
﹂
な
性
格
を
Q
し
て
い
た
と
い
う
私
見
を
R
に
確
か
な
も
の

と
す
る
た
め
で
あ
る
︒
因
み
に
︑
�
年
︑
杉
山
正
*
氏
は
︑
S
謂
︑﹁
拓
跋
國
家
﹂
を
論
じ
る
際
︑


と
遼
と

が
い
ず
れ
も
非
漢
民
族
王
&
で
あ
る
と
し
て
皇
P
陵
の
在
り
樣
に
見
ら
れ
る
兩
者
の
聯
動
性
・
類
似
點
に
言

�
し
︑
遼
は


の
後
繼
者
で
あ
っ
た
と
論
営
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
樣
に
遼
を


の
後
繼
者
と
捉
え
る
見

方
は
山
崎
覺
士
氏
に
よ
っ
て
も
提
唱
さ
れ
︑
五
代
十
國
時
代
-
を
怨
た
な
視
點
で
考
え
直
す
動
き
も
盛
ん
で

あ
る(8

)
︒
こ
の
こ
と
に
加
え
︑
例
え
ば
︑


か
ら
�
�
諸
國
に
對
し
て
行
わ
れ
た
和
蕃
公
�
の
影
嫁
と
︑
遼
か

ら
西
夏
に
對
し
て
行
わ
れ
た
公
�
影
嫁
と
に
共
D
項
が
)
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
の
こ
と
が
﹁
拓
跋
國
家
﹂

や
五
代
十
國
時
代
-
に
關
す
る
よ
り
一
層
の
具
體
�
な
分
析
に
も
繫
が
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
よ
う
な
問
題
M
識
か
ら
︑
本
稿
で
は
︑
遼
と
西
夏
と
の
外
�
を
�
っ
て
と
り
わ
け
婚
姻
の
側
面
に

V
る
こ
と
に
す
る
︒
表
は
遼
か
ら
西
夏
に
對
し
て
行
わ
れ
た
公
�
影
嫁
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
︑
①
李
繼

�
に
對
す
る
義
成
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て
︑
②
李
元
昊
に
對
す
る
興
	
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て
︑
③
李
乾
順

に
對
す
る
成
安
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て
︑
年
代
順
に
そ
れ
ぞ
れ
如
何
な
る
理
念
の
下
で
展
開
さ
れ
た
の
か
を

詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
︒
そ
の
上
で
︑
當
時
︑
遼
が
Q
し
て
い
た
外
�
戰
略
の
一
端
を
解
*
す
る
こ

と
を
目
指
し
た
い
︒
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表 〈遼から西夏に對して行われた公�影嫁の事例〉

年 代 出自・封號 對象 出 典

①
瓜和七
(九八九) 年

宗女
王子帳W度:耶律襄女汀
義成公�

李繼� 『遼-』卷一二 X宗本紀三他

②
太	一一
(一〇三一) 年

宗女
興	公�

李元昊 『遼-』卷一八 興宗本紀一他

③
乾瓜二
(一一〇二) 年

宗女
成安公�

李乾順 『遼-』卷二七 天祚P本紀一他



一

李
繼
�
に
對
す
る
義
成
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て

本
違
で
は
︑
西
夏
円
國
の
基
礎
を
築
い
た
李
繼
�
に
對
し
て
遼
が
義
成
公
�
を
影
嫁
し
た
事
例
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

周
知
の
よ
う
に
︑
李
繼
�
は
タ
ン
グ
ー
ト
內
部
の
抗
爭
に
よ
っ
て
引
き
Z
こ
さ
れ
た
北
宋
と
の
戰
鬭
に
破
れ
︑
窮
地
に
陷
る
に
至
っ
た
︒
こ

の
結
果
︑
遼
を
賴
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
卽
ち
︑
瓜
和
四

(九
八
六
)
年
︑
李
繼
�
が
自
ら
國
境
に
赴
い
た
上
で
遼
に
求
婚
し
た
と
き

の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
一

X
宗
本
紀
二
に
︑

李
繼
�

五
百
騎
を
引
き
て
塞
に
欵
し
︑
大
國
と
婚
し
︑
永
く
藩
輔
と
作
ら
ん
こ
と
を
願
う
︒
詔
し
て
王
子
帳
W
度
:
耶
律
襄
の
女
汀
を

以
て
義
成
公
�
に
封
じ
て
下
嫁
し
︑
馬
三
千
疋
を
賜
う
︒

と
あ
る
︒
そ
し
て
︑
李
繼
�
に
對
し
て
宗
室
の
女
で
あ
る
義
成
公
�
が
影
嫁
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(表
①
の
事
例
)
︒

以
上
が
事
例
の
槪
�
で
あ
る
が
︑
ま
ず
︑
こ
の
際
に
%
目
さ
れ
る
の
は
︑
李
繼
�
か
ら
求
婚
し
︑
そ
れ
を
$
け
て
遼
が
許
可
し
て
い
る
と
い

う
點
で
あ
る
︒
結
論
か
ら
い
う
と
︑
遼
が
西
夏
に
對
し
て
行
っ
た
公
�
影
嫁
は
三
件
共
に
す
べ
て
西
夏
か
ら
求
婚
し
︑
遼
が
許
可
す
る
と
い
う

形
式
を
取
っ
て
い
る

(他
の
二
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
後
営
)
︒
旣
に
︑
筆
者
は


&
が
�
�
諸
國
か
ら
の
求
婚
を
許
可
す
る
こ
と
を
D
じ
︑
和
蕃

公
�
の
影
嫁
を
中
國
皇
P
か
ら
�
�
諸
國
に
惠
み
與
え
ら
れ
る
恩
寵
と
し
て
盛
ん
に
行
っ
た
こ
と
が
確
)
出
來
る
と
し
た(9

)
︒
と
す
れ
ば
︑
遼
代

に
お
け
る
西
夏
に
對
す
る
公
�
影
嫁
の
事
例
に
關
し
て
も
︑


代
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
事
例
と
同
樣
の
狀
況
が
窺
え
る
と
い
え
よ
う
︒

(
に
︑
"
揭
の
-
料
中
で
︑
義
成
公
�
の
影
嫁
に
/
い
︑
遼
か
ら
李
繼
�
に
禮
物
と
し
て
馬
三
千
頭
を
贈
っ
て
い
る
と
い
う
點
が
%
目
さ
れ

る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
︑
旣
に
︑
筆
者
は
﹃
大


開
元
禮
﹄
公
�
影
嫁
の
條
で
規
定
さ
れ
た
儀
禮
に
則
っ
た
婚
儀
の
實
施
を
D
じ
︑


が
自
ら

の
勢
威
を
背
景
に
�
�
諸
國
に
自
ら
の
�
�
を
^
_
さ
せ
て
婚
姻
の
�
9
權
を
握
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
確
)
出
來
る
と
し
た
︒
そ
こ
で
︑
公
�

影
嫁
の
際
に


か
ら
�
�
諸
國
に
禮
物
が
贈
ら
れ
た
事
例
は
︑
S
謂
︑﹁
六
禮
﹂
の
中
で
﹁
`
a
﹂
に
相
當
す
る
と
結
論
附
け
た(

10
)

︒
こ
の
こ
と

に
擬
え
て
考
え
る
と
︑
當
該
事
例
に
お
い
て
︑
義
成
公
�
の
影
嫁
に
/
い
︑
遼
か
ら
李
繼
�
に
禮
物
と
し
て
馬
三
千
頭
を
贈
っ
て
い
る
と
い
う
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こ
と
は
︑
公
�
影
嫁
の
儀
禮
の
中
で
﹁
`
a
﹂
に
相
當
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
點
に
つ
い
て
︑
崔
*
德
氏
は
︑
現
存
す
る
-
料
の
少
な
さ
等

を
根
據
に
擧
げ
︑
遼
代
に
行
わ
れ
た
�
�
諸
國
に
對
す
る
公
�
影
嫁
の
?
>
で
儀
禮
に
さ
ほ
ど
%
M
が
拂
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
指
摘
し

て
い
る(

11
)

︒
し
か
し
︑
�
年
︑
陳
戍
國
氏
に
よ
っ
て
遼
代
に
お
け
る
公
�
影
嫁
の
儀
禮
が
精
緻
に
再
現
さ
れ
︑
ま
た
︑
他
の
諸
氏
に
よ
っ
て
遼
代

に
お
け
る
葬
喪
儀
禮
�
び
外
�
儀
禮
を
は
じ
め
と
す
る
硏
究
も
盛
ん
に
展
開
さ
れ
︑
そ
の
成
果
と
し
て
︑


か
ら
繼
承
し
た
�
素
�
び
遼
の
獨

自
の
�
素
の
二
面
性
を
Q
す
る
當
時
の
儀
禮
の
實
態
が
詳
細
に
解
*
さ
れ
つ
つ
あ
る(12

)
︒
確
か
に
現
存
す
る
-
料
の
少
な
さ
等
の
問
題
が
あ
り
︑

遼
か
ら
西
夏
に
馬
三
千
頭
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
は
單
な
る
婚
b
と
も
思
わ
れ
る
が
︑
現
在
の
硏
究
狀
況
も
c
せ
考
え
る
と
︑


代
と
同
樣
︑
遼

代
で
も
�
�
諸
國
に
對
し
て
公
�
影
嫁
を
行
う
に
あ
た
り
︑
儀
禮
に
則
っ
て
婚
儀
が
實
施
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
を
D
じ
て
自
ら
の
�
�
を
^
_

さ
せ
て
婚
姻
の
�
9
權
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

で
は
︑
單
な
る
二
國
閒
の
關
係
だ
け
で
は
な
く
︑
一
〇
世
紀
以
影
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
國
際
d
勢
も
絡
め
て
當
該
事
例
を
捉
え
た

と
き
︑
こ
の
公
�
影
嫁
に
は
如
何
な
る
背
景
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
如
何
な
る
狙
い
が
e
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

先
営
し
た
よ
う
に
︑
そ
も
そ
も
李
繼
�
が
遼
に
求
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
契
機
は
︑
タ
ン
グ
ー
ト
內
部
の
抗
爭
に
よ
っ
て
引
き
Z
こ
さ
れ
た

北
宋
と
の
戰
鬭
に
破
れ
︑
窮
地
に
陷
る
に
至
っ
て
來
影
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
因
み
に
︑
李
繼
�
は
遼
か
ら
公
�
影
嫁
を
$
け
る
以
"
に
官
位
を

f
け
ら
れ
て
も
い
た
︒
卽
ち
︑
瓜
和
四

(九
八
六
)
年
︑
李
繼
�
が
遼
か
ら
官
位
を
f
け
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
一

X

宗
本
紀
二
に
︑

西
夏
李
繼
�

宋
に
g
き
て
來
影
す
︒
以
て
定
難
軍
W
度
:
︑
銀
夏
綏
宥
等
州
觀
察
處
置
等
:
︑
特
i
檢
校
太
師
︑
都
督
夏
州
諸
軍
事
と

爲
す
︒

と
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
遼
は
ま
ず
李
繼
�
を
册
封
し
︑
續
い
て
公
�
影
嫁
を
行
っ
た
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
田
村
氏
は
︑
タ
ン
グ
ー
ト
を
自
ら
の

側
に
取
り
e
ん
で
西
南
方
面
か
ら
の
脅
威
を
排
除
し
︑
當
該
地
域
に
お
け
る
荏
�
の
i
展
を
圖
っ
て
い
た
と
い
う
遼
の
目
論
見
を
指
摘
し
て
い

る(
13
)

︒
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R
に
︑
當
時
︑
遼
は
北
宋
と
の
戰
鬭
で
不
利
な
狀
況
に
置
か
れ
て
い
た
︒
卽
ち
︑
瓜
和
四

(九
八
六
)
年
︑
西
夏
が
遼
に
求
婚
し
た
と
き
の

こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
一

X
宗
本
紀
二
に
︑

楮
特
部
W
度
:
盧
補
古
︑
都
監
耶
律
盼

宋
と
泰
州
に
戰
う
も
︑
利
あ
ら
ず
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
四

雍
煕
三
年
冬
十
二
�
の
綱
に
︑

契
丹
に
如
き
て
婚
を
m
う
︒
契
丹

之
を
許
す
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

繼
�

旣
に
契
丹
の
官
を
$
け
︑
兵
勢

稍
や
振
い
︑
自
ら
五
百
騎
を
以
て
契
丹
の
境
に
欵
し
︑
言
え
ら
く
︑﹁
大
國
と
婚
し
︑
永
く
藩
輔

と
作
ら
ん
こ
と
を
願
う
﹂
と
︒
時
に
︑
契
丹
の
將
耶
律
盼

宋
と
泰
州
に
戰
う
も
︑
利
あ
ら
ず
︒
契
丹
�

繼
�
を
し
て
宋
の
兵
を
牽
制
せ

し
め
ん
と
欲
し
︑
公
�
を
以
て
之
に
歸
す
る
を
許
す
︒

と
あ
る(

14
)

︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
遼
は
北
宋
と
の
戰
鬭
に
お
い
て
不
利
な
狀
況
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
李
繼
�
の

求
婚
を
許
可
し
て
公
�
影
嫁
を
行
う
こ
と
に
よ
り
︑
北
宋
を
牽
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
n
當
な
見
解
で
あ
る
と
い

え
よ
う
︒
そ
れ
以
影
︑
李
繼
�
は
勢
力
を
囘
復
し
て
遼
と
聯
携
し
︑
北
宋
へ
の
o
攻
を
#
度
も
繰
り
p
し
て
い
く
︒

加
え
て
︑
李
繼
�
が
遼
に
來
影
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
こ
れ
ま
で
北
宋
に
D
じ
て
い
た
�
�
諸
國
が
今
度
は
一
轉
し
て
遼
に
D
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
︒
卽
ち
︑
瓜
和
四

(九
八
六
)
年
︑
そ
の
こ
と
を
傳
え
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
八
二

耶
律
德
威
傳
に
︑

夏
州
李
繼
�

宋
に
g
き
て
內
附
す
︒
德
威

之
を
`
れ
ん
こ
と
を
m
う
︒
旣
に
繼
�
を
得
て
︑
諸
夷

皆
な
從
う
︒

と
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
�
映
晃
氏
は
︑
タ
ン
グ
ー
ト
の
實
力
者
で
あ
る
李
繼
�
を
來
影
さ
せ
た
以
上
︑
西
夏
�
�
の
羌
族
を
含
む
諸
部

族
に
お
い
て
遼
に
反
對
の
態
度
を
示
す
者
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る(15

)
︒
以
上
の
諸
點
を
c
せ
考
え
る
と
︑

李
繼
�
に
對
し
て
行
わ
れ
た
公
�
影
嫁
は
︑
遼
に
と
っ
て
當
時
の
國
際
d
勢
を
自
ら
に
優
位
に
9
き
︑
成
功
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
と
捉

え
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒
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一
方
︑
李
繼
�
に
と
っ
て
も
遼
か
ら
の
公
�
影
嫁
は
自
ら
の
陣
營
の
立
て
直
し
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
遼
か
ら
の
公
�
影

嫁
が
�
ぼ
し
た
效
果
は
對
北
宋
關
係
の
み
に
止
ま
ら
ず
︑
他
の
�
�
諸
國
が
彼
に
示
し
た
態
度
に
も
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

卽
ち
︑
瓜
和
八

(九
九
〇
)
年
︑
李
繼
�
を
�
る
狀
況
を
示
す
記
営
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
三

X
宗
本
紀
四
に
︑

李
繼
�

q
:
し
て
來
た
り
て
貢
す
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
四

淳
�
元
年
春
三
�
の
綱
に
︑

繼
�

契
丹
に
貢
す
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

契
丹

妻
す
に
公
�
を
以
て
す
る
に
�
び
︑
羌
部

懾
F
し
︑
牲
畜
を
輸
す
る
者

日
に
衆
し
︒

と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
遼
か
ら
公
�
影
嫁
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
︑
羌
部
が
恐
れ
て
彼
に
F
し
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
n
當
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
と
す
れ
ば
︑
遼
か
ら
行
わ
れ
た
公
�
影
嫁
は
︑
遼
の
荏
持
を
得
た
自
ら
の
立

場
を
國
內
外
に
顯
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
捉
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
し
た
點
に
は
︑
旣
に
︑
筆
者
が
*
ら
か
に
し
た
よ
う
に
︑


か
ら

和
蕃
公
�
を
影
嫁
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
�
�
諸
國
は


の
勢
威
を
背
景
に
自
ら
の
立
場
を
自
國
內
外
に
顯
示
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
點

と
相
似
す
る
樣
相
が
)
め
ら
れ
る
の
で
あ
る(16

)
︒

た
だ
し
︑
實
際
に
遼
か
ら
李
繼
�
に
對
し
て
公
�
影
嫁
が
行
わ
れ
た
の
は
求
婚
し
て
三
年
も
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
こ
の
閒
︑
李
繼
�
は
再

び
遼
に
公
�
影
嫁
の
實
現
を
�
m
し
て
い
る
︒
卽
ち
︑
瓜
和
六

(九
八
八
)
年
︑
李
繼
�
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄

卷
一
二

X
宗
本
紀
三
に
︑

李
繼
�

q
:
し
て
來
た
り
て
貢
す
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
四

端
拱
元
年
三
�
の
綱
に
︑

繼
�

s
校
李
知
白
を
q
わ
し
て
契
丹
に
貢
せ
し
む
︒
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と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

繼
�

契
丹
の
公
�
を
歸
す
る
を
許
す
も
︑
逾
年
︑
眞
命
を
見
ざ
る
を
以
て
︑
知
白
を
q
わ
し
て
表
獻
し
て
之
を
m
わ
し
む
︒

と
あ
る
︒
"
揭
し
た
﹃
遼
-
﹄
卷
一
一

X
宗
本
紀
二
の
記
営
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
旣
に
瓜
和
四

(九
八
六
)
年
︑
李
繼
�
は
遼
か
ら
義

成
公
�
の
影
嫁
を
許
可
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
が
未
だ
實
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒

實
際
に
公
�
影
嫁
が
行
わ
れ
た
の
は
t
年
で
あ
っ
た
︒
卽
ち
︑
瓜
和
七

(九
八
九
)
年
︑
李
繼
�
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑

﹃
遼
-
﹄
卷
一
二
X
宗
本
紀
三
に
︑

李
繼
�

q
:
し
て
來
貢
す
︒
(中
略
)
王
子
帳
耶
律
襄
の
女
を
以
て
義
成
公
�
に
封
じ
︑
李
繼
�
に
下
嫁
す
︒

と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
遼
か
ら
李
繼
�
に
對
し
て
行
わ
れ
た
公
�
影
嫁
は
決
し
て
順
u
に
i
ん
だ
と
は
い
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
點

に
つ
い
て
︑
岡
崎
氏
は
︑
こ
う
し
た
遲
v
の
原
因
と
し
て
︑
遼
が
怨
た
に
來
影
し
て
き
た
李
繼
�
を
利
用
し
な
が
ら
も
容
易
に
氣
を
許
す
こ
と

は
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
と
指
摘
し
て
い
る(17

)
︒
と
す
れ
ば
︑
遼
は
李
繼
�
を
警
戒
し
つ
つ
︑
あ
く
ま
で
も
公
�
影
嫁
の
決
定
權
は
自
ら
に
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
を
彼
に
十
分
に
知
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

と
こ
ろ
が
︑
李
繼
�
は
遼
か
ら
の
公
�
影
嫁
に
よ
っ
て
勢
力
を
囘
復
し
た
が
︑
以
影
は
遼
へ
の
貢
獻
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
卽

ち
︑
淳
�
三

(九
九
二
)
年
︑
李
繼
�
が
北
宋
に
互
市
を
求
め
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
五

淳
�
三
年
夏
四
�
の
綱
に
︑

陝
西
を
D
じ
て
互
市
せ
ん
こ
と
を
m
う
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

保
吉

契
丹
と
婚
し
て
よ
り
︑
歲
時
に
貢
獻
す
︒
悉
く
b
を
蕃
族
に
取
り
︑
財
用

漸
く
乏
し
く
す
︒
時
に
︑
陝
西

尙
お
邊
禁
を
嚴
し
く

し
︑
磧
外

商
D
せ
ず
︒
保
吉

上
言
す
ら
く
︑﹁
王
者

外
無
し
︒
戎
夷

赤
子
に
非
ざ
る
は
莫
し
︒
互
市
を
D
じ
︑
以
て
b
用
を
濟
け
ん

こ
と
を
乞
う
﹂
と
︒
太
宗

詔
し
て
之
に
從
う
︒

と
あ
る
︒
こ
の
際
に
%
目
さ
れ
る
の
は
︑
李
繼
�
が
遼
か
ら
公
�
影
嫁
を
$
け
た
こ
と
で
そ
れ
以
影
は
遼
へ
の
貢
獻
に
苦
し
め
ら
れ
る
よ
う
に

― 80 ―

452



な
っ
て
い
た
と
い
う
點
で
あ
る
︒

で
は
︑
果
た
し
て
こ
の
貢
獻
は
如
何
な
る
>
度
の
規
模
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
卽
ち
︑
そ
の
こ
と
を
示
す
記
営
と
し
て
︑﹃
契
丹
國
志
﹄

卷
二
一
に
︑﹁
西
夏
國
貢
i
物
件
﹂
と
見
出
し
が
あ
り
︑

細
馬
二
十
x

麄
馬
二
百
x

駞
一
百
頭

錦
綺
三
百
x

織
成
錦
被
褥
五
合

蓯
容
・
原
石
・
井
鹽
各
一
千
斤

沙
狐
皮
一
千
張

y

鶻
五
隻

犬
子
十
隻

本
國

年
歲
を
論
ぜ
ず
︑
惟
だ
八
W
を
以
て
貢
獻
す
︒

と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
李
繼
�
の
側
の
經
濟
�
な
z
擔
は
大
變
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
な
お
か
つ
︑
以
"
に
北
宋
か
ら
生
計
の
上
で
�
も
必
�

の
高
い
靑
白
鹽
の
販
入
を
嚴
し
く
禁
止
さ
れ
︑
そ
の
困
窮
の
度
合
い
を
深
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
︑
{
に
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
李
繼
�
は
北

宋
に
互
市
を
求
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
︒
先
営
し
た
よ
う
に
︑
確
か
に
義
成
公
�
の
影
嫁
に
/
い
︑
遼
か
ら
李
繼
�
に
禮
物
と
し
て
馬
三
千

頭
が
贈
ら
れ
て
は
い
る
︒
し
か
し
︑
管
見
の
�
ぶ
限
り
︑
こ
の
公
�
影
嫁
に
纏
わ
る
遼
か
ら
李
繼
�
へ
の
禮
物
の
贈
與
を
示
す
記
営
は
そ
れ
以

外
に
見
$
け
ら
れ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
公
�
影
嫁
に
お
い
て
︑
經
濟
�
な
利
益
を
得
た
の
は
遼
の
側
で
あ
っ
た
こ
と
が
)
め
ら
れ
る
︒

旣
に
︑
筆
者
は


か
ら
公
�
影
嫁
を
許
可
さ
れ
た
薛
v
陀
が
�
求
さ
れ
た
禮
物
を
獻
上
す
る
こ
と
が
出
來
ず
︑
�
@
�
に
公
�
影
嫁
を
中
止

さ
れ
て
勢
力
を
}
め
る
契
機
に
な
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
例
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
︒
卽
ち
︑
貞
觀
一
六

(
六
四
二
)
年
︑
薛
v
陀
の
夷

男
可
汗
に
對
し
て
怨
興
公
�
を
影
嫁
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
後
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
怨


書
﹄
卷
二
一
七
下

囘
鶻
傳
下
に
︑

時
に
︑
P

Q
司
に
詔
し
て
獻
ず
る
S
を
$
け
し
め
ん
と
す
︒
v
陀
に
府
庫
無
く
︑
下
に
u
斂
す
︒
亟
や
か
に
は
集
ま
ら
ず
︑
印
︑
磧
を

度
り
た
れ
ば
︑
水
草

乏
し
く
︑
馬
・
羊

多
く
死
し
︑
`
貢
~
に
後
る
︒
P

亦
た
行
を
止
む
︒
畜
口

�
死
し
て
!
か
に
,
ば
の
み
︒
議

者

謂
え
ら
く
︑﹁
夷
狄
の
嘗
て
中
國
の
私
と
爲
る
に
︑
今
︑
禮
の
具
わ
ら
ず
し
て
與
に
昏
す
る
は
︑
後
に
中
國
を
輕
ん
ず
る
心
の
Q
ら
ん

こ
と
を
恐
る
る
な
り
﹂
と
︒
乃
ち
詔
を
下
し
て
昏
を
絕
ち
︑
其
の
:
い
を
謝
す
︒

と
あ
る(

18
)

︒
そ
し
て
︑
以
"
は


か
ら
#
度
も
和
蕃
公
�
の
影
嫁
を
$
け
て
い
た
遼
が
そ
の
記
憶
・
經
驗
を
活
か
し
︑
五
代
諸
&
�
び
北
宋
と
關

係
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
遼
自
ら
が
優
位
に
立
て
る
よ
う
︑
外
�
政
策
と
し
て
の
婚
姻
を
巧
妙
に
驅
:
し
て
い
た
と
い
う
事
實
も
*
ら
か
に
し
た
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こ
と
が
あ
る(19

)
︒
そ
う
し
た
諸
點
を
c
せ
考
え
る
と
︑
實
際
に
今
度
は
遼
が
李
繼
�
に
對
し
て
公
�
影
嫁
を
行
う
に
あ
た
り
︑


代
に
お
け
る
和

蕃
公
�
の
影
嫁
に
倣
い
︑
結
果
�
に
公
�
影
嫁
に
よ
っ
て
生
じ
る
そ
の
經
濟
�
な
利
益
を
自
ら
に
引
き
寄
せ
る
よ
う
に
上
手
く
事
を
�
ぼ
う
と

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

な
お
︑
李
繼
�
の
死
後
︑
後
を
繼
い
だ
の
は
子
の
李
德
*
で
あ
る
が
︑
遼
は
李
德
*
に
對
し
て
義
成
公
�
に
よ
く
仕
え
る
よ
う
に
諭
し
て
も

い
る
︒
卽
ち
︑
瓜
和
二
二

(一
〇
〇
四
)
年
︑
李
德
*
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
四

X
宗
本
紀
五
に
︑

西
	
王
李
德
昭

q
:
し
て
封
册
を
謝
す
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
八

景
德
二
年
冬
十
�
の
綱
に
︑

趙
保
寧

契
丹
に
如
き
て
封
册
を
謝
す
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

契
丹

德
*
を
册
す
る
時
︑
諭
す
る
に
善
く
公
�
に
事
え
︑
克
く
先
烈
を
光
か
す
を
以
て
す
︒
德
*

保
寧
を
q
わ
し
て
�
き
て
謝
せ
し
め
︑

且
つ
曰
く
︑﹁
諭
詔
に
恪
�
し
︑
未
だ
敢
え
て
8
う
こ
と
Q
ら
ざ
る
な
り
﹂
と
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
開
泰
二

(一
〇
一
三
)
年
︑
遼
か
ら
李
德
*
�
び
義
成
公
�
に
車
馬
が
贈
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
五

X
宗
本
紀
六
に
︑

引
i
:
李
v
弘
を
q
わ
し
て
夏
國
王
李
德
昭
�
び
義
成
公
�
に
車
馬
を
賜
う
︒

と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
言
動
に
よ
り
︑
遼
は
宗
�
國
と
し
て
の
立
場
か
ら
李
德
*
に
對
し
︑
公
�
影
嫁
に
基
づ
い
て
生
じ
た
そ
の
上
下
關
係
は

未
だ
動
か
し
難
い
强
固
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
*
示
す
る
目
�
を
Q
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
︒

李
繼
�
に
對
し
て
行
わ
れ
た
義
成
公
�
の
影
嫁
は
︑
と
り
わ
け
遼
に
と
っ
て
政
治
�
に
も
經
濟
�
に
も
Q
效
な
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
李
繼
�
か
ら
の
求
婚
を
許
可
す
る
形
式
で
公
�
影
嫁
を
行
い
︑
遼
が
@
始
一
貫
し
て
婚
姻
の
�
9
權
を
握
る
こ
と
が

出
來
た
︒
同
時
に
︑
遼
は
册
封
に
續
い
て
公
�
影
嫁
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
李
繼
�
の
勢
力
を
擴
大
さ
せ
︑
北
宋
を
牽
制
す
る
こ
と
も
可
能
と
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な
っ
た
︒
ま
た
︑
公
�
影
嫁
の
實
施
以
影
︑
西
夏
�
�
の
羌
族
を
含
む
諸
部
族
に
お
い
て
遼
に
反
對
の
態
度
を
示
す
者
は
存
在
し
な
く
な
り
︑

自
ら
の
威
光
を
誇
示
し
得
た
︒
な
お
︑
遼
の
荏
持
を
得
た
自
ら
の
立
場
を
國
內
外
に
顯
示
し
た
李
繼
�
で
あ
っ
た
が
︑
遼
は
彼
を
警
戒
し
つ
つ
︑

公
�
影
嫁
に
基
づ
い
て
生
じ
た
上
下
關
係
を
度
重
ね
て
西
夏
に
*
示
し
て
も
い
た
︒
そ
し
て
︑
公
�
影
嫁
に
よ
っ
て
生
じ
る
そ
の
經
濟
�
な
利

益
を
自
ら
に
引
き
寄
せ
た
︒
結
果
�
に
︑
公
�
影
嫁
は
單
な
る
二
國
閒
の
關
係
だ
け
で
は
な
く
︑
少
な
く
と
も
確
實
に
�
�
の
羌
部
に
も
影
�

を
�
ぼ
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
遼
は
李
繼
�
に
對
す
る
公
�
影
嫁
に
よ
っ
て
︑
當
時
の
國
際
秩
序
を
自
ら
を
中
心
に
�
築
す
る
こ
と

を
目
指
し
て
そ
れ
に
成
功
し
た
と
い
え
よ
う
︒

二

李
元
昊
に
對
す
る
興
	
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て

"
違
で
は
︑
李
繼
�
に
對
す
る
義
成
公
�
の
影
嫁
事
例
を
�
り
︑
そ
れ
が
遼
の
優
位
の
下
で
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
*
ら
か
に
し
て
き
た
︒

李
繼
�
の
死
後
︑
後
を
繼
い
だ
子
の
李
德
*
は
︑
遼
に
對
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
北
宋
に
對
し
て
も
槪
ね
恭
順
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
︒
景
德

元

(一
〇
〇
四
)
年
に
北
宋
と
遼
と
の
閒
で
澶
淵
の
�
が
閲
結
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
︑
景
德
三

(一
〇
〇
六
)
年
に
北
宋
と
李
德
*
と
の
閒
で

も
和
	
が
閲
結
さ
れ
た
︒

一
方
︑
李
德
*
の
死
後
︑
後
を
繼
い
だ
子
の
李
元
昊
は
︑
父
と
は
1
く
衣
な
る
路
線
を
取
っ
て
い
る
︒
北
宋
に
對
し
て
臣
屬
す
る
こ
と
を
止

め
︑
こ
れ
と
對
等
な
獨
立
の
關
係
を
�
張
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
し
て
︑
{
に
西
夏
を
円
國
す
る
に
至
る
︒
こ
う
し
た
?
>
の
中
で
︑
李
元
昊
に

對
し
て
遼
か
ら
公
�
影
嫁
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
當
時
の
遼
と
西
夏
と
の
關
係
は
從
來
の
H
勢
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

が
︑
で
は
︑
そ
こ
に
如
何
な
る
背
景
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
違
で
は
︑
西
夏
獨
立
を
成
し
{
げ
た
李
元
昊
に
對
し
て
遼
が
興
	

公
�
を
影
嫁
し
た
事
例
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

先
営
し
た
よ
う
に
︑
遼
が
李
元
昊
に
對
し
て
行
っ
た
公
�
影
嫁
で
も
︑
西
夏
か
ら
求
婚
し
て
遼
が
許
可
す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
た
︒

卽
ち
︑
太
	
九

(一
〇
二
九
)
年
︑
李
德
*
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
一
一

天
X
七
春
年
二
�
の
綱
に
︑
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德
*

元
昊
の
爲
に
婚
を
契
丹
に
m
う
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

元
昊

先
に
母
族
衞
慕
氏
に
娶
る
︒
是
に
至
り
︑
德
*

好
を
契
丹
に
結
ば
ん
と
欲
し
︑
q
:
し
て
婚
を
m
う
︒
契
丹
�

之
を
許
す
︒

と
あ
る
︒
續
い
て
︑
景
福
元

(一
〇
三
一
)
年
︑
李
元
昊
に
對
し
て
興
	
公
�
を
影
嫁
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
八

興
宗
本

紀
一
に
︑

興
	
公
�
を
以
て
夏
國
王
李
德
昭
の
子
元
昊
に
下
嫁
し
︑
元
昊
を
以
て
夏
國
公
︑
駙
馬
都
尉
と
爲
す
︒

と
あ
る

(表
②
の
事
例
)
︒
"
揭
し
た
李
繼
�
の
場
合
と
同
樣
︑
子
の
李
元
昊
の
た
め
に
李
德
*
か
ら
求
婚
し
︑
そ
れ
を
$
け
て
遼
が
許
可
し
て

い
る
︒
と
す
れ
ば
︑
や
は
り
︑
こ
の
と
き
も
︑


に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
事
例
と
同
樣
の
狀
況
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
︑
遼
は
そ
の
公
�
影

嫁
の
�
9
權
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

父
の
李
繼
�
に
よ
る
H
勢
を
踏
襲
し
︑
李
德
*
も
遼
に
對
し
て
槪
ね
恭
順
な
態
度
を
取
っ
て
い
た
︒
從
っ
て
︑
兩
國
の
關
係
を
R
に
深
め
︑

君
長
と
し
て
の
地
位
を
確
固
た
る
も
の
に
す
る
目
�
に
沿
い
︑
李
德
*
は
子
の
李
元
昊
の
た
め
に
遼
に
求
婚
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
こ
で
︑
當
時
︑
�
D
の
�
S
で
あ
る
河
西
に
い
た
ウ
イ
グ
ル
に
關
し
て
北
宋
と
遼
と
が
爭
っ
て
い
た
こ
と
に
加
え
︑
李
德
*
も

經
濟
�
な
利
益
を
求
め
て
河
西
方
面
に
展
開
し
よ
う
と
い
う
積
極
�
な
M
欲
を
示
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
重
�
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
︑
景
德

四

(一
〇
〇
六
)
年
︑
李
德
*
が
河
西
方
面
に
i
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
傳
え
て
︑﹃
續
b
治
D
鑑
長
�
﹄
卷
六
六

景
德
四
年
九
�
丁

亥
の
條
に
︑

邊
臣

言
え
ら
く
︑﹁
趙
德
*

西
涼
を
劫
し
て
囘
鶻
を
襲
わ
ん
と
謀
る
﹂
と
︒
上

六
谷
︑
甘
州
の
久
し
く
忠
順
を
推
す
る
を
以
て
︑
之
を

撫
寧
せ
ん
こ
と
を
思
う
︒
乃
ち
q
:
し
て
廝
鐸
督
を
諭
し
︑
囘
鶻
に
結
び
て
�
け
と
爲
ら
し
め
︑
竝
び
に
廝
鐸
督
に
茶
︑
藥
︑
襲
衣
︑
金

帶
を
�
び
部
落
に
物
を
賜
わ
る
こ
と
差
Q
り
︒
廝
鐸
督

奉
表
し
て
謝
す
︒

と
あ
る
︒
そ
れ
以
影
︑
李
德
*
は
河
西
方
面
に
#
度
も
攻
擊
を
繰
り
p
し
て
い
た
︒
R
に
︑
李
德
*
は
︑
北
宋
の
み
な
ら
ず
︑
遼
か
ら
も
侮
り
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難
い
相
手
と
し
て
)
識
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
岡
崎
氏
は
︑
瓜
和
二
八

(一
〇
一
〇
)
年
︑
遼
が
李
德
*
を
西
	
王
か
ら
夏
國
王

へ
と
格
上
げ
し
て
册
封
し
た
の
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
勢
力
を
懷
柔
・
抑
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(20

)
︒
或
い
は
︑
"
揭

し
た
遼
か
ら
李
德
*
へ
の
說
諭
や
車
馬
の
贈
與
に
は
そ
の
よ
う
な
狙
い
が
e
め
ら
れ
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
︒

遼
が
李
德
*
を
警
戒
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
営
と
し
て
︑
例
え
ば
︑
太
	
五

(
一
〇
二
五
)
年
︑
李
德
*
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と

と
し
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
一
〇

天
X
三
年
冬
十
一
�
の
綱
に
︑

契
丹
に
貢
す
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

契
丹
�

德
*
の
勢
い
日
に
强
盛
な
る
を
以
て
︑
:
者
に
厚
賜
し
て
q
わ
し
て
�
ら
し
む
︒

と
あ
り
︑
�
�
に
發
展
を
{
げ
て
い
く
李
德
*
の
:
者
を
厚
�
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
太
	
八

(一
〇
二
八
)
年
︑
李
元
昊
の
働
き
に
よ
り
︑
{
に
河
西
に
い
た
ウ
イ
グ
ル
の
本
據
地
で
あ
る
甘
州
を
攻
略
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
︒
太
	
九

(一
〇
二
九
)
年
︑
甘
州
攻
略
に
お
け
る
目
覺
ま
し
い
活
�
振
り
を
$
け
︑
李
元
昊
は
皇
太
子
に
立
て
ら
れ
る
︒
卽
ち
︑
そ

の
こ
と
を
傳
え
て
︑﹃
宋
-
﹄
卷
四
八
五

夏
國
傳
上
に
︑

}
冠
に
し
て
獨
り
兵
を
引
き
︑
襲
い
て
囘
鶻
夜
洛
�
可
汗
王
を
破
り
︑
甘
州
を
奪
う
︒
{
に
立
て
て
皇
太
子
と
爲
す
︒

と
あ
る(

21
)

︒

そ
し
て
︑
太
	
一
一

(一
〇
三
一
)
年
︑
李
元
昊
に
對
し
て
遼
か
ら
興
	
公
�
が
影
嫁
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
八

興

宗
本
紀
一
に
︑

興
	
公
�
を
以
て
夏
國
王
李
德
昭
の
子
元
昊
に
下
嫁
し
︑
元
昊
を
以
て
夏
國
公
︑
駙
馬
都
尉
と
爲
す
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
一
一

天
X
九
年
十
二
�
の
綱
に
︑

契
丹

興
	
公
�
を
以
て
元
昊
に
歸
す
︒
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と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

公
�

契
丹
の
宗
室
の
女
な
り
︒
時
に
︑
興
宗

怨
た
に
立
ち
︑
元
昊
を
封
じ
て
駙
馬
都
尉
と
爲
し
︑
夏
國
王
に
�
し
︑
兵
を
q
わ
し
て
公

�
を
衞
り
て
興
州
に
至
ら
し
む
︒
元
昊

數
萬
騎
を
以
て
言
を
親
�
に
托
し
︑
府
州
の
境
に
留
屯
す
︒

と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
影
嫁
に
/
い
︑
わ
ざ
わ
ざ
兵
士
を
�
q
し
て
興
	
公
�
を
護
衞
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
確
か
に
︑
-
料
中
に
﹁
親
�
﹂
と
あ
り
︑
李
元
昊
は
﹁
六
禮
﹂
に
則
っ
て
婚
儀
を
行
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
し

か
し
︑
同
時
に
李
元
昊
は
出
�
え
を
口
實
と
し
て
數
萬
騎
を
國
境
線
上
に
�
屯
さ
せ
て
も
い
る
の
で
あ
る
︒
彼
の
本
當
の
狙
い
は
そ
こ
に
あ
る

と
い
え
よ
う
︒
よ
っ
て
︑
遼
は
︑
興
	
公
�
を
護
衞
さ
せ
る
と
い
う
名
目
で
︑
影
嫁
に
/
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
兵
士
を
�
q
し
︑
李
元
昊
の
行
動
を

用
心
深
く
見
張
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒

以
上
の
諸
點
を
c
せ
考
え
る
と
︑
西
夏
の
勢
力
は
以
"
と
比
�
し
て
も
遙
か
に
强
固
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒
ま
た
︑
岩
崎

力
氏
は
︑
當
時
︑
遼
は
甘
州
攻
略
に
失
敗
し
︑
重
ね
て
X
宗
の
死
去
と
い
う
非
常
事
態
に
見
舞
わ
れ
︑
西
夏
に
對
し
て
も
0
極
�
に
な
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
︑
そ
の
求
婚
を
許
可
し
て
何
と
か
こ
れ
を
自
ら
に
繫
ぎ
止
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
も
い
る(22

)
︒
な
お
か
つ
︑
岩
崎
氏

は
︑
タ
ン
グ
ー
ト
の
瓜
一
を
目
指
し
て
い
た
李
元
昊
が
︑
遼
に
從
っ
て
い
る
タ
ン
グ
ー
ト
の
諸
部
族
を
歸
F
さ
せ
︑
或
い
は
殲
滅
し
よ
う
と
し

て
い
た
こ
と
か
ら
︑
遼
が
西
夏
の
發
展
を
阻
止
す
る
た
め
に
公
�
影
嫁
を
行
っ
た
と
指
摘
し
て
も
い
る(23

)
︒
因
み
に
︑
當
時
︑
遼
に
よ
る
甘
州
攻

略
の
失
敗
に
乘
じ
て
阻
卜
が
反
亂
を
Z
こ
し
て
お
り
︑
鎭
壓
の
た
め
に
止
む
無
く
撤
.
せ
ざ
る
を
得
な
い
狀
況
で
も
あ
っ
た
︒
と
す
れ
ば
︑
あ

く
ま
で
も
西
夏
の
求
婚
を
遼
が
許
可
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
�
9
權
を
握
る
と
い
う
形
式
を
取
り
つ
つ
も
︑
實
際
に
西
夏
を
引
き
寄
せ
て
抑

え
e
も
う
と
し
て
い
た
遼
に
こ
そ
公
�
影
嫁
を
行
う
必
�
が
よ
り
一
層
大
き
く
生
じ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

し
か
し
︑
そ
の
よ
う
な
公
�
影
嫁
を
D
じ
て
西
夏
と
の
關
係
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
た
遼
の
目
論
見
も
す
ん
な
り
實
現
し
た
と
は
見
做
し
難

い
︒
李
元
昊
に
は
遼
か
ら
影
嫁
さ
れ
た
興
	
公
�
を
合
わ
せ
て
計
七
人
の
妃
が
お
り
︑
數
名
に
上
る
中
國
の
宮
人
を
侍
ら
せ
て
も
い
た
︒
例
え

ば
︑
慶
曆
八

(一
〇
四
八
)
年
の
時
點
で
︑
李
元
昊
の
七
人
の
夫
人
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
も
の
と
し
て
︑﹃
續
b
治
D
鑑
長
�
﹄
卷
一
六
二
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慶
曆
八
年
正
�
辛
未
の
條
に
︑

夏
國
�
曩
霄

卒
す
︒
曩
霄

凡
そ
七
た
び
娶
る
︒
一
に
曰
く
米
母
氏
︒
舅
の
女
な
り
︒
一
子
を
生
む
も
︑
貌
の
他
人
に
類
る
を
以
て
︑
之

を
殺
す
︒
二
に
曰
く
索
氏
︒
始
め
︑
曩
霄

嚈
牛
城
を
攻
め
︑
傳
者

以
て
戰
沒
す
と
爲
す
︒
索
氏

喜
び
︑
日
に
�
樂
を
u
ぶ
︒
曩
霄
の

�
る
に
�
び
︑
懼
れ
て
自
殺
す
︒
三
に
曰
く
都
羅
氏
︒
蚤
く
死
す
︒
四
に
曰
く
咩
�
氏
︒
子
阿
理
を
生
む
も
︑
曩
霄
を
殺
す
を
謀
り
︑
臥

香
乞
の
吿
ぐ
る
S
と
爲
り
︑
河
に
沈
み
︑
咩
�
氏
を
王
亭
鎭
に
殺
す
︒
五
に
曰
く
野
利
氏
︒
�
乞
の
從
女
な
り
︒
頎
長
︑
智
謀
Q
り
︒
曩

霄

之
を
畏
る
︒
金
Z
雲
冠
を
戴
き
︑
他
人
を
し
て
冠
す
る
を
得
ざ
ら
し
む
︒
三
子
を
生
む
︒
曰
く
寧
*
︒
方
�
を
喜
び
︑
�
士
路
修
篁

に
從
い
て
辟
穀
を
學
び
︑
氣

忤
い
て
死
す
︒
(

寧
令
哥
︒
曩
霄

貌
の
己
に
類
る
を
以
て
︑
特
に
之
を
愛
し
︑
以
て
太
子
と
爲
す
︒
(

薛
埋
︒
蚤
く
死
す
︒
後
に
復
た
沒
移
皆
山
の
女
を
`
れ
︑
天
都
山
を
營
み
以
て
之
を
居
ら
し
む
︒
野
利
の
族

宣
言
す
ら
く
︑﹁
吾
が
女

嫁
す
る
こ
と
二
十
年
︑
故
居
に
止
ま
る
︒
而
る
に
沒
移
の
女
を
得
︑
乃
ち
爲
に
內
を
修
む
﹂
と
︒
曩
霄

怒
る
︒
會
ま
�
乞
兄
弟

寧
令
哥

¡
を
娶
る
の
夕
を
以
て
亂
を
作
す
を
謀
る
を
吿
ぐ
る
Q
り
︒
曩
霄

{
に
�
乞
︑
剛
浪
凌
︑
城
逋
等
三
家
を
族
す
︒
旣
に
し
て
野
利
氏

訴

う
る
に
︑﹁
我
が
兄
弟

罪
無
く
し
て
殺
さ
る
﹂
と
︒
曩
霄

悔
恨
し
︑
令
を
下
し
て
£
口
を
訪
ぬ
る
に
︑
�
乞
の
妻
閻
を
三
香
家
に
得
︒

後
に
之
と
私
D
す
︒
野
利
氏

之
を
覺
る
も
︑
誅
す
る
に
忍
び
ず
︒
�
乞
の
妻

乃
ち
出
で
て
尼
と
爲
り
︑
沒
藏
大
師
を
號
す
︒
六
に
曰
く

耶
律
氏
︒
七
に
曰
く
沒
移
氏
︒
初
め
︑
`
れ
て
寧
令
哥
の
妻
と
爲
さ
ん
と
欲
す
る
も
︑
曩
霄

其
の
美
な
る
を
見
て
︑
自
ら
之
を
取
り
︑

號
し
て
怨
皇
后
と
爲
す
︒
寧
令
哥

延
り
て
曩
霄
を
殺
さ
ん
と
す
る
も
︑
死
せ
ず
︑
其
の
¤
を
劓
し
て
去
り
︑
黃
蘆
訛
厖
の
家
に

れ
︑

訛
厖
の
殺
す
S
と
爲
る
︒
曩
霄

{
に
¤
瘡
に
因
り
て
死
す
︑
年
四
十
六
︒

と
あ
る
︒
こ
の
長
�
に
亙
る
-
料
中
で
興
	
公
�
に
つ
い
て
営
べ
ら
れ
て
い
る
箇
S
は
!
か
で
あ
り
︑
李
元
昊
は
遼
か
ら
公
�
が
影
嫁
さ
れ
た

こ
と
に
と
り
た
て
て
特
別
の
榮
譽
や
感
激
を
§
い
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ
う
︒

そ
し
て
︑
李
元
昊
は
興
	
公
�
と
は
不
和
で
あ
っ
た
︒
後
に
︑
興
	
公
�
は
分
�
が
原
因
で
病
氣
と
な
っ
た
が
︑
李
元
昊
の
見
舞
い
を
得
ら

れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
卽
ち
︑
北
宋
の
田
況
が
著
し
た
﹃
儒
林
公
議
﹄
卷
下
に
︑
李
元
昊
と
興
	
公
�
と
の
不
和
を
傳
え
て
︑
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元
昊

之
を
待
す
る
に
甚
だ
¨
し
︒
�
に
因
り
て
病
を
被
る
︒
元
昊

亦
た
�
き
て
之
を
視
ず
︒

と
あ
る
︒
と
う
と
う
︑
興
	
公
�
は
死
去
す
る
に
至
っ
た
︒
卽
ち
︑
重
熙
七

(一
〇
三
八
)
年
︑
こ
の
こ
と
を
傳
え
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
八

興

宗
本
紀
一
に
︑

興
	
公
�

薨
ず
る
を
以
て
︑
北
院
承
旨
耶
律
庶
成
を
q
わ
し
て
詔
を
持
し
て
夏
國
王
李
元
昊
に
問
わ
し
む
︒
公
�

生
き
て
は
元
昊
と
睦

ま
じ
か
ら
ず
︑
沒
し
︑
其
の
故
を
詰
む
︒

と
あ
る
︒
こ
の
と
き
︑
遼
は
興
	
公
�
の
死
去
に
不
信
感
を
§
き
︑
q
:
し
て
李
元
昊
を
詰
問
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

ま
た
︑
重
熙
一
〇

(一
〇
四
一
)
年
︑
李
元
昊
が
遼
に
北
宋
の
捕
虜
を
獻
上
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
九

興
宗
本
紀
二
に
︑

夏
國

宋
の
俘
を
獻
ず
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
一
五

慶
曆
元
年
九
�
の
綱
に
︑

俘
を
契
丹
に
獻
ず
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

初
め
︑
仁
宗

河
東
安
撫
:
に
詔
し
て
移
�
し
て
契
丹
を
諭
せ
し
め
︑
元
昊
の
反
す
る
を
以
て
︑
官
を
奪
い
て
姓
を
«
り
︑
已
に
兵
を
發

し
て
之
を
討
つ
︒
契
丹

亦
た
興
	
公
�
を
以
て
の
故
に
元
昊
を
撼
み
︑
人
を
し
て
入
聘
せ
し
む
︒
元
昊

南
北
の
兵
を
合
わ
す
を
懼
る
︒

(中
略
)
q
:
し
て
俘
を
契
丹
に
獻
じ
︑
以
て
和
好
を
求
む
︒

と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
遼
が
李
元
昊
に
對
し
て
興
	
公
�
の
死
去
に
纏
わ
る
£
恨
を
未
だ
に
§
き
續
け
︑
そ
れ

を
口
實
に
北
宋
と
聯
合
し
て
西
夏
に
攻
め
e
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
n
當
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
興
	
公
�
の

死
去
を
�
り
︑
遼
が
李
元
昊
に
對
し
て
こ
こ
ま
で
態
度
を
頑
な
に
硬
�
さ
せ
て
嚴
し
い
對
應
に
出
た
理
由
は
︑
宗
�
國
と
し
て
の
面
目
が
失
わ

れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う(24

)
︒

こ
の
公
�
影
嫁
が
行
わ
れ
て
以
影
︑
實
際
に
遼
と
西
夏
と
の
閒
で
重
熙
一
三

(
一
〇
四
四
)
年
・
重
熙
一
八

(
一
〇
四
九
)
年
・
重
熙
一
九
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(一
〇
五
〇
)
年
に
三
囘
も
の
大
き
な
衝
突
が
勃
發
し
て
い
る
︒
興
宗
は
#
度
も
親
征
を
行
い
︑
よ
う
や
く
和
	
が
閲
結
さ
れ
た
︒
卽
ち
︑
重
熙

二
二

(一
〇
五
三
)
年
︑
西
夏
內
部
に
お
け
る
皇
位
繼
承
を
�
る
紛
爭
に
よ
っ
て
殺

さ
れ
た
李
元
昊
の
後
を
繼
い
だ
子
の
李
諒
祚
が
遼
に
q

:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
〇

興
宗
本
紀
三
に
︑

李
諒
祚

詔
を
賜
り
て
影
る
を
許
す
を
以
て
︑
q
:
し
て
來
謝
す
︒
(中
略
)
夏
國
李
諒
祚

q
:
し
て
影
表
を
i
む
︒
甲
午
︑
南
面
林
s

高
家
奴
等
を
q
わ
し
て
詔
を
奉
じ
て
撫
諭
せ
し
む
︒

と
あ
り
︑
遼
は
西
夏
の
影
表
を
$
け
入
れ
た
︒
そ
う
し
た
李
元
昊
に
對
す
る
興
	
公
�
の
影
嫁
以
影
に
見
ら
れ
た
兩
國
の
關
係
惡
�
が
︑
以
"

に
行
わ
れ
た
李
繼
�
に
對
す
る
義
成
公
�
の
影
嫁
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
兩
國
の
關
係
i
展
と
︑
か
な
り
樣
相
が
相
8
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
︒
從
っ
て
︑
當
該
の
影
嫁
事
例
は
︑
遼
と
西
夏
と
の
關
係
を
よ
り
一
層
深
め
る
と
い
う
點
に
お
い
て
必
ず
し
も
成
功
を
收
め
た

と
は
)
め
難
い
の
で
あ
る
︒

た
だ
し
︑
遼
は
引
き
續
き
あ
く
ま
で
宗
�
國
と
し
て
の
立
場
か
ら
西
夏
に
對
し
て
婚
姻
關
係
を
盾
に
し
て
壓
力
を
掛
け
て
い
る
︒
例
え
ば
︑

重
熙
二
三

(一
〇
五
四
)
年
︑
李
諒
祚
が
遼
へ
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
〇

興
宗
本
紀
三
に
︑

夏
國

q
:
し
て
方
物
を
貢
す
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
一
九

至
和
元
年
正
�
の
綱
に
︑

:
を
契
丹
に
q
わ
し
て
方
物
を
貢
す
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

契
丹
�

諒
祚
の
影
の
®
心
に
非
ざ
る
を
以
て
︑
:
者
を
諭
し
て
曰
く
︑﹁
爾
の
�

若
し
國
威
を
念
い
︑
姻
親
を
忘
れ
ざ
れ
ば
︑
當
に
心

に
恭
順
を
懷
き
︑
貢
獻
勤
怠
の
閒
に
在
ら
ざ
る
べ
き
な
り
﹂
と
︒
其
の
物
を
却
け
て
$
け
ず
︒

と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
遼
は
李
諒
祚
が
兩
國
の
婚
姻
關
係
を
°
重
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
そ
の
貢
獻
を
斥

け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
n
當
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
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續
い
て
︑
重
熙
二
三

(一
〇
五
四
)
年
︑
李
諒
祚
が
遼
に
求
婚
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
〇

興
宗
本
紀
三
に
︑

夏
國
李
諒
祚

q
:
し
て
來
り
て
求
婚
す
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
一
九

至
和
元
年
秋
七
�
の
綱
に
︑

婚
を
契
丹
に
m
う
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

契
丹
�

沒
藏
氏
の
反
±
を
以
て
︑
許
さ
ず
︒

と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
遼
は
西
夏
內
部
の
紛
爭
を
原
因
に
李
諒
祚
の
求
婚
を
許
可
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
が
︑
n
當
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
因
み
に
︑
原
因
と
な
っ
た
﹁
沒
藏
氏
の
反
±
﹂
と
は
︑
"
揭
し
た
﹃
續
b
治
D
鑑
長
�
﹄
卷

一
六
二

慶
曆
八
年
正
�
辛
未
の
條
に
登
場
す
る
�
乞
の
妻
閻
︑
卽
ち
︑
沒
藏
大
師
の
父
で
あ
り
︑
當
時
︑
專
權
を
振
る
っ
て
い
た
沒
藏
訛
厖

一
族
を
孫
で
あ
る
李
諒
祚
が
討
滅
し
︑
外
戚
の
²

を
取
り
除
い
た
も
の
で
あ
る(25

)
︒
そ
の
よ
う
な
對
應
か
ら
は
︑
兩
國
の
上
下
關
係
に
基
づ
き
︑

依
然
と
し
て
公
�
影
嫁
に
關
す
る
決
定
權
は
自
ら
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
西
夏
に
見
せ
附
け
よ
う
と
し
て
い
る
遼
の
目
論
見
が
窺
え
る
︒

ま
た
︑
單
な
る
二
國
閒
の
關
係
だ
け
で
は
な
く
︑
北
宋
も
絡
め
て
こ
の
事
例
を
捉
え
た
と
き
︑
李
繼
�
に
對
す
る
義
成
公
�
の
影
嫁
と
同
樣
︑

李
元
昊
に
對
す
る
興
	
公
�
の
影
嫁
も
そ
の
Q
效
性
を
發
揮
す
る
こ
と
に
な
る
︒
例
え
ば
︑
元
祐
七

(
一
〇
九
二
)
年
︑
北
宋
の
o
攻
を
被
っ

た
西
夏
が
遼
に
救
�
を
求
め
︑
紹
X
四

(一
〇
九
七
)
年
︑
こ
れ
を
$
け
て
遼
が
北
宋
に
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
續
b

治
D
鑑
長
�
﹄
卷
四
九
二

紹
X
四
年
十
�
壬
辰
の
條
に
︑

是
の
日
︑
三
省
︑
樞
密
院

同
に
´
す
涿
州
の
雄
州
に
牒
す
る
に
稱
す
ら
く
︑﹁
西
夏

本
よ
り
當
&
の
円
立
︑
兩
た
び
曾
て
�
に
尙
す
︒

�
く
纍
し
ば
:
を
q
わ
し
て
奏
吿
す
る
に
︑
南
&
の
地
土
の
o
奪
す
る
を
被
り
︑
�
び
當
&
側
�
�

の
處
に
于
い
て
城
寨
を
修
む
︑
と

あ
り
︒
顯
か
に
和
好
を

な
う
Q
り
︒
m
う
兵
馬
を
�
�
し
︑
城
寨
を
衛
廢
し
︑
盡
く
o
す
S
の
地
土
を
歸
せ
︒
如
し
尙
お
稽
8
す
れ
ば
︑

當
に
人
を
q
わ
し
て
別
に
議
す
る
S
Q
る
べ
し
﹂
と
︒
衆

深
く
其
の
不
^
な
る
を
�
る
に
︑
違
惇

笑
い
て
曰
く
︑﹁
元
豐
中
の
牒

亦
た
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此
く
の
如
し
︑
一
牒
に
し
て
·
ち
已
む
﹂
と
︒
上

亦
た
深
く
其
の
牒
語
の
太
だ
峻
し
き
に
駭
き
︑
{
に
.
き
て
元
豐
中
の
牒
を
檢
す
る

に
︑
首
尾
の
語
言

大
�
相
い
類
る
︑
當
時
一
牒
を
囘
し
︑
R
に
復
た
來
ら
ず
︒
其
の
後
數
し
ば
國
信
�
�
に
因
り
て
詰
問
す
る
も
︑
然

れ
ど
も
亦
た
甚
し
く
は
力
め
ず
︒
印
た
韓
忠
彥

虜
に
:
い
す
る
に
︑
接
/
韓
b
睦

但
だ
云
え
ら
く
︑﹁
已
む
を
得
ず
︑
深
く
貴
&
の
疑

う
を
恐
る
︑
斷
じ
て
敢
て
小
國
を
以
て
大
國
の
和
好
を

わ
ず
﹂
と
︒

と
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
遼
は
西
夏
に
公
�
影
嫁
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
�
張
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
來
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
毛
利
英
介
氏
は
︑

慶
曆
二

(一
〇
四
二
)
年
・
元
祐
七

(一
〇
九
二
)
年
・
元
符
二

(一
〇
九
九
)
年
に
お
け
る
北
宋
と
遼
と
の
�
涉
の
?
>
で
︑
遼
は
北
宋
に
對

し
︑
遼
と
西
夏
と
は
婚
姻
關
係
に
あ
る
の
で
︑
北
宋
は
西
夏
を
攻
擊
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
論
を
常
に
持
ち
出
し
︑
北
宋
と
西
夏
と
の
關

係
に
對
す
る
干
涉
の
名
分
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(26

)
︒
と
す
れ
ば
︑
決
し
て
兩
國
に
深
い
友
好
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
な
い
李
元

昊
に
對
す
る
興
	
公
�
の
影
嫁
も
︑
當
時
の
國
際
d
勢
の
局
面
に
お
い
て
︑
遼
は
自
ら
を
優
位
に
9
く
た
め
の
手
段
と
し
て
そ
れ
を
�
大
限
に

利
用
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

李
元
昊
に
對
し
て
行
わ
れ
た
興
	
公
�
の
影
嫁
は
︑
遼
�
び
西
夏
と
い
う
二
國
閒
の
關
係
に
當
て
嵌
め
た
と
き
︑
以
"
の
李
繼
�
に
對
し
て

行
わ
れ
た
義
成
公
�
の
影
嫁
と
比
�
し
て
必
ず
し
も
友
好
を
深
め
た
と
は
)
め
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
確
か
に
︑
西
夏
か
ら
求

婚
し
︑
そ
れ
を
$
け
て
遼
が
許
可
す
る
と
い
う
從
來
の
形
式
で
は
あ
っ
た
が
︑
當
時
︑
�
�
に
發
展
し
て
い
く
西
夏
に
遲
れ
を
と
っ
て
甘
州
攻

略
に
失
敗
し
︑
重
ね
て
X
宗
の
死
去
と
い
う
非
常
事
態
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
遼
は
︑
勢
い
に
乘
る
西
夏
を
警
戒
す
べ
き
相
手
と
見
做
し
て
い
た

が
︑
李
元
昊
と
興
	
公
�
と
の
閒
柄
は
不
和
に
@
わ
っ
て
し
ま
い
︑
な
お
か
つ
︑
兩
國
閒
で
は
三
囘
も
の
大
き
な
衝
突
が
勃
發
し
て
い
る
︒
し

か
し
︑
遼
は
引
き
續
き
あ
く
ま
で
も
宗
�
國
と
し
て
の
立
場
を
西
夏
に
見
せ
附
け
よ
う
と
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
¹
っ
て
對
北
宋
關
係
も
視
野
に

入
れ
て
こ
の
事
例
を
捉
え
た
と
き
︑
遼
は
西
夏
へ
の
公
�
影
嫁
を
�
大
限
に
利
用
し
︑
當
時
の
國
際
d
勢
の
局
面
に
お
い
て
自
ら
を
優
位
に
9

い
た
と
い
え
よ
う
︒
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三

李
乾
順
に
對
す
る
成
安
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て

"
違
で
は
︑
李
元
昊
に
對
す
る
興
	
公
�
の
影
嫁
事
例
を
�
り
︑
遼
�
び
西
夏
と
い
う
二
國
閒
の
關
係
に
當
て
嵌
め
た
と
き
︑
必
ず
し
も
成

功
を
收
め
た
と
は
)
め
難
い
も
の
で
あ
っ
た
一
方
︑
¹
っ
て
對
北
宋
關
係
も
視
野
に
入
れ
て
こ
の
事
例
を
捉
え
た
と
き
︑
當
時
の
國
際
d
勢
の

局
面
で
遼
に
と
っ
て
自
ら
を
優
位
に
9
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
*
ら
か
に
し
て
き
た
︒

李
諒
祚
の
死
後
︑
後
を
繼
い
だ
子
の
李
秉
常
の
治
世
は
︑
北
宋
と
西
夏
と
の
關
係
が
險
惡
�
し
︑
西
夏
內
部
で
も
權
力
鬭
爭
に
よ
っ
て
混
亂

が
生
じ
て
い
た
︒
從
っ
て
︑
西
夏
は
遼
に
對
し
て
恭
順
な
態
度
を
取
り
續
け
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
李
秉
常
の
死
後
︑
後
を
繼
い
だ
子
の
李
乾
順

の
治
世
で
も
見
ら
れ
た
︒
先
営
し
た
よ
う
に
︑
北
宋
の
o
攻
を
被
っ
た
西
夏
が
遼
に
救
�
を
求
め
た
際
︑
遼
は
北
宋
に
對
し
︑
遼
と
西
夏
と
は

婚
姻
關
係
に
あ
る
の
で
あ
り
︑
北
宋
は
西
夏
を
攻
擊
す
べ
き
で
は
な
い
と
�
張
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
?
>
の
中
で
︑
李
乾
順
に
對
し
て
遼
か

ら
公
�
影
嫁
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒
當
時
︑
遼
と
西
夏
と
の
關
係
は
槪
ね
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
で
は
︑
そ
こ
に
如

何
な
る
背
景
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
違
で
は
︑
李
乾
順
に
對
し
て
遼
が
成
安
公
�
を
影
嫁
し
た
事
例
に
つ
い
て
詳
細
に
見
て
い

く
こ
と
に
す
る
︒

以
"
の
二
件
と
同
樣
︑
遼
が
李
乾
順
に
對
し
て
行
っ
た
公
�
影
嫁
で
も
︑
西
夏
か
ら
求
婚
し
て
遼
が
許
可
す
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
い
た
︒

卽
ち
︑
壽
隆
六

(一
一
〇
〇
)
年
︑
李
乾
順
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
六

�
宗
本
紀
六
に
︑

夏
國
王
李
乾
順

q
:
し
て
公
�
に
尙
せ
ん
こ
と
を
m
う
︒

と
あ
る
︒
續
い
て
︑
乾
瓜
二

(一
一
〇
二
)
年
︑
再
び
︑
李
乾
順
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
七

天
祚
P
本
紀
一

に
︑

夏
國
王
李
乾
順

復
た
q
:
し
て
公
�
に
尙
せ
ん
こ
と
を
m
う
︒
(中
略
)
李
乾
順

宋
の
攻
む
る
S
と
爲
り
︑
李
I
福
︑
田
若
水
を
q
わ

し
て
求
�
せ
し
む
︒
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と
あ
る
︒
續
い
て
︑
乾
瓜
三

(一
一
〇
三
)
年
︑
三
度
︑
李
乾
順
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
七

天
祚
P
本
紀
一

に
︑

夏
國
王
李
乾
順

復
た
q
:
し
て
公
�
に
尙
せ
ん
こ
と
を
m
う
︒

と
あ
る
︒

そ
の
よ
う
に
度
重
な
る
求
婚
の
結
果
︑
{
に
こ
れ
が
許
可
さ
れ
た
︒
卽
ち
︑
乾
瓜
五

(
一
一
〇
五
)
年
︑
李
乾
順
に
對
し
て
遼
が
宗
室
の
女

で
あ
る
成
安
公
�
を
影
嫁
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
七

天
祚
P
本
紀
一
に
︑

族
女
南
仙
を
以
て
成
安
公
�
に
封
じ
︑
夏
國
王
李
乾
順
に
下
嫁
す
︒

と
あ
る

(表
③
の
事
例
)
︒
"
揭
し
た
李
繼
�
�
び
李
元
昊
の
場
合
と
同
樣
︑
李
乾
順
か
ら
#
度
も
求
婚
し
︑
そ
れ
を
$
け
て
遼
が
許
可
し
て
い

る
︒
と
す
れ
ば
︑
や
は
り
︑
こ
の
と
き
も
︑


に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
事
例
と
同
樣
の
狀
況
が
窺
え
る
こ
と
か
ら
︑
遼
は
そ
の
公
�
影
嫁

の
�
9
權
を
握
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

李
乾
順
の
求
婚
を
許
可
し
て
公
�
影
嫁
を
行
っ
て
以
影
︑
遼
は
以
"
に
も
增
し
て
北
宋
と
西
夏
と
の
關
係
に
干
涉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
こ

の
點
に
つ
い
て
︑
田
村
氏
は
︑
以
下
の
事
例
を
擧
げ
て
遼
と
西
夏
と
の
結
び
附
き
を
指
摘
し
て
い
る(27

)
︒
卽
ち
︑
乾
瓜
六

(一
一
〇
六
)
年
︑
李

乾
順
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
〇
〇

蕭
得
里
底
傳
に
︑

夏
王
李
乾
順

宋
の
攻
む
る
S
と
爲
り
︑
:
を
q
わ
し
て
和
解
を
m
う
︒
得
里
底
と
南
院
樞
密
:
牛
溫
舒
に
詔
し
て
宋
に
:
い
し
て
之
を

	
せ
し
む
︒
宋

旣
に
許
し
︑
得
里
底

書
を
$
く
る
の
日
︑
乃
ち
曰
く
︑﹁
始
め
命
を
奉
じ
て
�
�
を
取
り
て
歸
る
に
︑
書
辭
を
見
ざ
れ

ば
︑
豈
に
敢
て
徒
ら
に
�
ら
ん
や
﹂
と
︒
{
に
宋
�
に
對
し
函
を
發
き
て
讀
む
︒
旣
に
�
り
︑
&
議

是
と
爲
す
︒

と
あ
り
︑
北
宋
の
o
攻
を
被
っ
た
西
夏
が
遼
に
救
�
を
求
め
た
際
︑
遼
は
そ
の
西
夏
の
�
m
に
應
じ
る
H
勢
を
取
り
︑
北
宋
に
q
:
し
て
い
る

こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
の
と
き
︑
李
乾
順
に
對
す
る
公
�
影
嫁
は
︑
從
來
の
遼
と
西
夏
と
の
婚
姻
關
係
に
加
え
︑
北
宋
と
西
夏
と
の
關
係
に
干
涉

す
る
た
め
の
R
な
る
名
目
を
遼
に
與
え
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
遼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
自
ら
の
地
位
を
よ
り
一
層
高
め
る
形
で
國
際
秩
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序
を
�
築
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
と
い
え
よ
う
︒

ま
た
︑
西
夏
に
と
っ
て
も
遼
か
ら
の
公
�
影
嫁
に
よ
っ
て
兩
國
の
結
び
附
き
を
深
め
る
目
�
�
び
必
�
が
十
分
に
存
在
し
て
い
た
︒
"
揭
し

た
﹃
遼
-
﹄
卷
二
七

天
祚
P
本
紀
一
或
い
は
﹃
遼
-
﹄
卷
一
〇
〇

蕭
得
里
底
傳
の
記
営
か
ら
︑
西
夏
は
し
ば
し
ば
北
宋
の
o
攻
を
被
っ
て
い

た
こ
と
が
確
)
出
來
る
︒
當
時
︑
西
夏
は
度
重
な
る
o
攻
を
憂
慮
し
︑
北
宋
に
對
し
て
謝
罪
・
影
表
し
て
も
い
た
︒
R
に
︑
中
嶋
敏
氏
は
︑
以

下
の
事
例
を
擧
げ
て
西
夏
の
華
�
政
策
が
活
潑
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(28

)
︒
卽
ち
︑
円
中
靖
國
元

(一
一
〇
一
)
年
︑
西
夏
が
國
學
を

設
立
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
宋
-
﹄
卷
四
八
六

夏
國
傳
下
に
︑

乾
順

始
め
て
國
學
を
円
て
︑
弟
子
員
三
百
を
設
け
︑
養
賢
務
を
立
て
︑
以
て
之
に
廩
食
す
︒

と
あ
り
︑
西
夏
が
國
學
を
設
立
し
て
儒
敎
を
敎
f
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
西
夏
の
華
�
政
策
が
活
潑
で
あ
っ
た
と
は
い
え
︑
實
際
︑
西
夏

は
頻
繁
に
北
宋
の
o
攻
を
被
っ
て
も
お
り
︑
や
は
り
︑
北
宋
と
西
夏
と
の
關
係
は
遼
と
西
夏
と
の
關
係
と
比
�
し
て
も
穩
や
か
な
も
の
で
な

か
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
︒

な
お
か
つ
︑
西
夏
內
部
は
先
代
の
治
世
に
生
じ
た
李
秉
常
と
梁
氏
と
の
權
力
鬭
爭
が
未
だ
完
1
に
は
@
熄
を
�
え
て
い
な
い
狀
況
で
あ
っ
た
︒

そ
の
點
に
つ
い
て
︑
田
村
氏
は
︑
遼
は
そ
の
混
亂
に
乘
じ
て
西
夏
を
c
合
し
よ
う
と
し
て
お
り
︑
西
夏
も
遼
の
目
論
見
を
見
拔
い
て
こ
れ
を
憂

慮
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(29

)
︒
そ
の
こ
と
を
裏
附
け
る
-
料
と
し
て
︑
壽
昌
六

(一
一
〇
〇
)
年
︑
李
乾
順
が
遼
に
q
:
し
た

と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
六

�
宗
本
紀
六
に
︑

夏
國
王
李
乾
順

q
:
し
て
公
�
に
尙
せ
ん
こ
と
を
m
う
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
三
一

元
符
三
年
十
一
�
の
綱
に
︑

婚
を
遼
に
m
う
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

乾
順

梁
氏
の
死
す
る
を
以
て
︑
遼
國
に
疑
わ
る
る
を
恐
れ
︑
益
ま
す
自
ら
結
ば
ん
こ
と
を
思
い
︑
故
に
�
に
尙
す
る
を
以
て
m
う
︒
遼
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�

許
さ
ず
︒

と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
李
乾
順
は
西
夏
內
部
の
紛
爭
を
踏
ま
え
︑
遼
と
の
結
び
附
き
を
深
め
よ
う
と
し
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
n
當
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
以
上
の
諸
點
を
c
せ
考
え
る
と
︑
西
夏
は
自
國
內
部
の
政
局
を
安
定
さ
せ
︑

北
宋
か
ら
の
o
攻
を
防
御
し
︑
遼
か
ら
の
介
入
を
囘
=
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
緊
�
事
態
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
上
手
く

切
り
拔
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て
︑
李
乾
順
は
遼
と
の
關
係
を
R
に
密
接
に
維
持
す
る
と
い
う
目
�
に
沿
い
︑
公
�
影
嫁
を
願
い
出
る
必
�
に

V
ら
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
︒

結
果
�
に
︑
こ
の
公
�
影
嫁
は
遼
と
西
夏
と
の
關
係
を
よ
り
一
層
强
め
る
も
の
に
な
っ
た
︒
李
乾
順
と
成
安
公
�
と
の
閒
に
世
子
で
あ
る
李

仁
愛
が
¾
生
し
て
い
る
︒
卽
ち
︑
乾
瓜
八

(一
一
〇
八
)
年
︑
李
乾
順
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
七

天
祚
P
本

紀
一
に
︑

夏
國
王
李
乾
順

成
安
公
�
の
子
を
生
む
を
以
て
︑
q
:
し
て
來
り
て
吿
ぐ
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
事
件
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
三
二

大
觀
二
年
夏
四
�
の
綱
に
︑

世
子
仁
愛

生
ま
る
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

世
子

成
安
公
�
の
生
む
S
な
り
︒
乾
順

q
:
し
て
遼
に
吿
ぐ
︒

と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
は
︑
李
乾
順
が
遼
に
成
安
公
�
の
出
產
を
報
吿
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
︑
n
當

な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
旣
に
︑
筆
者
は


代
の
事
例
を
中
心
に
和
蕃
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
︑
そ
こ
で
は
︑
中
原
王

&
か
ら
�
�
諸
國
に
對
し
て
和
蕃
公
�
を
影
嫁
し
た
と
い
う
事
實
の
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
り
︑
實
際
に
こ
の
和
蕃
公
�
が
出
產
し

た
か
否
か
等
︑
い
わ
ゆ
る
後
繼
ぎ
に
關
す
る
記
営
は
あ
ま
り
見
當
た
ら
な
い
︒
從
っ
て
︑
�
�
諸
國
は
中
原
王
&
か
ら
和
蕃
公
�
が
影
嫁
さ
れ

る
こ
と
そ
れ
自
體
を
恩
寵
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
結
論
附
け
た(30

)
︒
こ
れ
に
對
し
︑
李
乾
順
と
成
安
公
�
と
の
閒
に
世
子
で
あ
る
李
仁
愛
が
¾
生
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し
︑
遼
は
そ
の
報
吿
を
$
け
て
い
る
︒
と
す
れ
ば
︑
こ
の
と
き
︑
無
論
︑


代
�
び
遼
代
に
お
け
る
-
料
の
殘
存
狀
況
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
︑
公
�
影
嫁
を
D
じ
て
�
ぼ
さ
れ
た
西
夏
に
對
す
る
遼
の
影
�
力
は
從
來
に
例
の
な
い
>
に
ま
で
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒な

お
︑
そ
れ
以
影
に
お
け
る
兩
國
の
結
び
附
き
の
强
さ
を
示
す
記
営
と
し
て
#
つ
か
の
-
料
を
擧
げ
て
み
よ
う
︒
例
え
ば
︑
天
慶
二

(一
一

一
二
)
年
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
七

天
祚
P
本
紀
一
に
︑

成
安
公
�

來
&
す
︒

と
あ
る
︒
ま
た
︑
こ
の
後
︑
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
で
は
女
眞
族
の
円
國
し
た
金
が
�
�
に
勃
興
し
て
く
る
が
︑
西
夏
は
そ
の
攻
擊
を
$
け
て
窮
地

に
陷
っ
た
遼
を
積
極
�
に
救
�
す
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
︒
卽
ち
︑
保
大
三

(一
一
二
三
)
年
︑
李
乾
順
が
遼
に
q
:
し
た
と
き
の
こ
と
と
し

て
︑﹃
遼
-
﹄
卷
二
七

天
祚
P
本
紀
一
に
︑

夏
國
王
李
乾
順

q
:
し
て
其
の
國
に
臨
ま
ん
こ
と
を
m
う
︒

と
あ
る
︒
R
に
︑
世
子
で
あ
る
李
仁
愛
も
同
樣
の
態
度
を
見
せ
て
い
る
︒
卽
ち
︑
保
大
五

(
一
一
二
五
)
年
︑
李
仁
愛
が
死
去
し
た
と
き
の
こ

と
と
し
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
三
三

宣
和
七
年
九
�
の
綱
に
︑

世
子
仁
愛

卒
す
︒

と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

初
め
︑
金
兵

遼
を
破
る
︒
遼
�

西
走
す
る
に
︑
卽
ち
慟
哭
し
︑
兵
を
m
う
て
�
に
赴
く
︒
宜
水
の
敗

咄
嗟
す
る
者
纍
�
︒
乾
順
の
金

に
臣
た
る
に
�
び
︑
泣
諫
す
る
も
聽
か
れ
ず
︑
悒
鬱
し
て
卒
す
︒

と
あ
る
︒
加
え
て
︑
成
安
公
�
も
同
樣
の
態
度
を
見
せ
て
い
る
︒
卽
ち
︑
保
大
五

(
一
一
二
五
)
年
︑
成
安
公
�
が
死
去
し
た
と
き
の
こ
と
と

し
て
︑﹃
西
夏
書
事
﹄
卷
三
三

宣
和
七
年
九
�
の
綱
に
︑

遼
の
成
安
公
�

卒
す
︒
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と
あ
り
︑
續
い
て
そ
の
目
に
︑

遼
の
�
ぶ
を
傷
み
︑
印
た
世
子
を
痛
み
︑
食
せ
ず
し
て
卒
す
︒

と
あ
る
︒
遼
は
金
に
滅
ぼ
さ
れ
︑
ま
た
︑
西
夏
は
金
に
臣
屬
し
た
︒
�
@
�
に
︑
李
乾
順
は
金
に
臣
屬
し
て
李
仁
愛
の
諫
め
は
聞
き
入
れ
ら
れ

な
か
っ
た
︒
確
か
に
︑
三
人
の
態
度
に
は
父
と
母
子
と
の
閒
に
溫
度
差
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
︑
窮
地
に
陷
っ
た
遼
を
積
極
�
に
救
�
し
よ
う

と
す
る
H
勢
か
ら
は
︑
遼
と
西
夏
と
の
關
係
が
公
�
影
嫁
に
よ
っ
て
一
段
と
深
ま
っ
た
こ
と
を
確
)
し
得
る
と
い
え
よ
う(31

)
︒

李
乾
順
に
影
嫁
し
た
成
安
公
�
に
よ
っ
て
世
子
が
¾
生
し
た
こ
と
で
︑
西
夏
に
對
す
る
遼
の
影
�
力
は
從
來
に
例
の
な
い
>
に
ま
で
大
き
な

も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
當
時
︑
西
夏
は
自
國
內
部
の
政
局
を
安
定
さ
せ
︑
北
宋
か
ら
の
o
攻
を
防
御
し
︑
遼
か
ら
の
介
入
を
囘
=
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
緊
�
事
態
に
置
か
れ
て
い
た
︒
そ
れ
を
上
手
く
切
り
拔
け
る
た
め
の
手
段
と
し
て
︑
遼
と
の
關
係
を
R
に
密
接
に
維
持
す

る
と
い
う
目
�
に
沿
い
︑
公
�
影
嫁
を
願
い
出
る
必
�
に
V
ら
れ
て
い
た
李
乾
順
か
ら
求
婚
し
︑
遼
が
許
可
す
る
と
い
う
從
來
の
形
式
を
取
っ

て
い
た
︒
こ
の
公
�
影
嫁
の
實
施
以
影
︑
兩
國
の
關
係
は
よ
り
一
層
强
ま
り
︑
そ
れ
を
名
目
に
遼
は
以
"
に
も
增
し
て
北
宋
と
西
夏
と
の
關
係

に
干
涉
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
金
の
攻
擊
を
$
け
た
遼
に
對
し
て
西
夏
は
こ
れ
を
積
極
�
に
救
�
す
る
等
︑
當
時
の
國
際
社
會
に
お
い

て
そ
の
公
�
影
嫁
は
十
分
に
Q
機
�
な
作
用
を
發
揮
し
て
い
た
と
い
え
よ
う(32

)
︒

お

わ

り

に

以
上
の
論
點
を
纏
め
る
と
以
下
の
D
り
で
あ
る
︒

①

李
繼
�
に
對
し
て
行
わ
れ
た
義
成
公
�
の
影
嫁
は
︑
と
り
わ
け
遼
に
と
っ
て
政
治
�
に
も
經
濟
�
に
も
Q
效
な
利
益
を
も
た
ら
す
も
の

で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
遼
は
李
繼
�
に
對
す
る
公
�
影
嫁
に
よ
っ
て
︑
當
時
の
國
際
秩
序
を
自
ら
を
中
心
に
�
築
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

と
い
え
る
︒
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②

李
元
昊
に
對
し
て
行
わ
れ
た
興
	
公
�
の
影
嫁
は
︑
遼
�
び
西
夏
と
い
う
二
國
閒
の
關
係
に
當
て
嵌
め
た
と
き
︑
以
"
の
李
繼
�
に
對

し
て
行
わ
れ
た
義
成
公
�
の
影
嫁
と
比
�
し
て
必
ず
し
も
友
好
を
深
め
た
と
は
)
め
難
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
遼
は
引
き
續
き
あ

く
ま
で
も
宗
�
國
と
し
て
の
立
場
を
西
夏
に
見
せ
附
け
よ
う
と
し
て
お
り
︑
ま
た
︑
¹
っ
て
對
北
宋
關
係
も
視
野
に
入
れ
て
こ
の
事
例
を

捉
え
た
と
き
︑
遼
は
西
夏
へ
の
公
�
影
嫁
を
�
大
限
に
利
用
し
︑
當
時
の
國
際
d
勢
の
局
面
に
お
い
て
自
ら
を
優
位
に
9
い
た
と
い
え
る
︒

③

李
乾
順
に
影
嫁
し
た
成
安
公
�
に
よ
っ
て
世
子
が
¾
生
し
た
こ
と
で
︑
西
夏
に
對
す
る
遼
の
影
�
力
は
從
來
に
例
の
な
い
>
に
ま
で
大

き
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
當
時
の
國
際
社
會
に
お
い
て
そ
の
公
�
影
嫁
は
十
分
に
Q
機
�
な
作
用
を
發
揮
し
て
い
た
と
い
え
る
︒

以
上
︑
本
稿
で
は
︑
遼
代
に
お
け
る
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
の
實
態
を
解
*
す
る
と
い
う
觀
點
に
基
づ
き
︑
西
夏
に
對
し
て
行
わ
れ
た

公
�
影
嫁
の
事
例
を
考
察
し
て
き
た
︒
遼
が
こ
の
�
9
權
を
握
り
︑
宗
�
國
と
し
て
の
立
場
か
ら
西
夏
の
求
婚
を
許
可
す
る
形
式
で
公
�
影
嫁

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
は
じ
め
と
し
︑
そ
こ
で
は
︑


代
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
の
樣
相
と
相
似
す
る
數
多
く
の
共
D
項
を
確
)

し
得
る
︒
同
時
に
︑
遼
は
西
夏
へ
の
公
�
影
嫁
を
巧
妙
に
驅
:
し
︑
北
宋
に
對
し
て
は
常
に
强
固
な
態
度
で
臨
む
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
︒
こ

の
點
と
︑
"
稿
で
檢
討
し
た
︑
北
宋
と
の
婚
姻
事
例
に
見
ら
れ
る
遼
の
狙
い
も
c
せ
考
え
る
と
︑
や
は
り
︑
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
は
當

時
の
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
お
け
る
國
際
關
係
を
遼
の
�
9
の
下
で
效
果
�
に
機
能
・
持
續
さ
せ
る
た
め
の
重
�
な
手
段
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
顯
著
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

今
後
は
︑
當
時
の
國
際
關
係
の
在
り
方
を
よ
り
一
層
解
*
す
る
た
め
︑
旣
に
言
�
し
て
き
た
北
宋
�
び
遼
に
加
え
︑
西
夏
に
お
け
る
婚
姻
に

基
づ
い
た
外
�
政
策
の
在
り
方
に
つ
い
て
詳
細
に
考
察
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
き
た
い
︒
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�(1
)

古
松
二
〇
〇
七
參
照
︒
他
に
も
同
樣
の
見
解
と
し
て
︑
毛
利
二
〇

〇
八
︑
楊
浣
二
〇
一
〇
等
が
あ
る
︒

(2
)

�
野
二
〇
一
四
a
參
照
︒

(3
)

�
野
二
〇
一
〇
參
照
︒

(4
)

渡
邊
二
〇
一
四
參
照
︒

(5
)

�
野
二
〇
一
六
參
照
︒

(6
)

田
村
一
九
六
四
︑
岡
崎
一
九
七
二
等
參
照
︒

(7
)

�
野
二
〇
〇
六
︑
�
野
二
〇
〇
八
︑
�
野
二
〇
〇
九
a
︑
�
野
二

〇
〇
九
b
︑
�
野
二
〇
一
〇
︑
�
野
二
〇
一
二
a
︑
�
野
二
〇
一
二

b
︑
�
野
二
〇
一
三
︑
�
野
二
〇
一
四
︑
�
野
二
〇
一
五
參
照
︒

(8
)

杉
山
二
〇
〇
五
：
二
五
一
～
二
五
三
頁
參
照
︒
な
お
︑﹁
拓
跋
國

家
﹂
に
關
し
て
は
別
に
杉
山
一
九
九
七
に
も
詳
し
い
︒
山
崎
二
〇
一

三
參
照
︒

(9
)

�
野
二
〇
一
二
b
參
照
︒

(10
)

�
野
二
〇
一
二
a
：
四
三
～
四
五
頁
參
照
︒

(11
)

崔
二
〇
〇
五
：
四
〇
一
～
四
〇
二
頁
參
照
︒

(12
)

陳
二
〇
一
一
：
五
一
四
・
五
一
七
～
五
一
八
頁
︑
古
松
二
〇
一
一
︑

古
松
二
〇
一
四
︑
廣
瀨
二
〇
一
一
等
參
照
︒

(13
)

田
村
一
九
六
四
：
二
〇
三
～
二
〇
四
頁
參
照
︒

(14
)

『西
夏
書
事
﹄
は
︑
淸
代
の
吳
廣
成
に
よ
っ
て
�
纂
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
︒
先
行
�
獻
に
見
え
な
い
記
営
は
�
者
の
)
識
に
?
ぎ
な
い

も
の
も
多
い
が
︑
一
方
で
今
日
に
傳
わ
ら
な
い
獨
自
の
-
料
に
據
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
も
の
も
あ
り
︑
著
名
なК

ы
ч
а
н
о
в

1968
等
を
は

じ
め
と
す
る
先
行
硏
究
に
お
い
て
も
利
用
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑

﹃
西
夏
書
事
﹄
は
綱
目
體
で
あ
る
が
故
に
北
宋
の
年
號
を
﹁
綱
﹂
に

使
用
し
て
い
る
た
め
︑
本
稿
で
は
︑
北
宋
の
年
號
を
:
用
す
る
こ
と

す
る
︒

(15
)

�
映
一
九
五
〇
：
八
三
七
頁
參
照
︒

(16
)

�
野
二
〇
一
二
a
：
九
五
～
九
八
頁
參
照
︒

(17
)

岡
崎
一
九
七
二
a
：
一
九
九
頁
參
照
︒

(18
)

�
野
二
〇
一
二
a
：
九
八
～
一
〇
〇
頁
參
照
︒

(19
)

�
野
二
〇
一
四
參
照
︒

(20
)

岡
崎
一
九
七
二
：
二
四
六
頁
參
照
︒
因
み
に
︑
渡
邊
氏
は
︑
瓜
和

二
六

(一
〇
〇
八
)
年
�
び
瓜
和
二
八

(一
〇
一
〇
)
年
の
二
度
に

亙
っ
て
行
わ
れ
た
遼
に
よ
る
河
西
方
面
へ
の
i
出
は
︑
當
時
︑
西
夏

の
外
�
上
の
優
先
順
位
が
遼
か
ら
北
宋
へ
と
傾
い
た
こ
と
を
$
け
︑

そ
れ
を
自
身
に
引
き
戾
す
た
め
の
西
夏
へ
の
威
壓
で
は
な
い
か
と
指

摘
し
て
い
る

(渡
邊
二
〇
一
四
：
八
〇
頁
參
照
)︒

(21
)

岩
崎
氏
は
︑
遼
か
ら
河
西
方
面
を
制
霸
す
る
承
諾
を
得
る
目
�
で
︑

李
德
*
で
は
な
く
李
元
昊
が
自
ら
公
�
影
嫁
を
求
め
た
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
し
て
い
る
︒
岩
崎
一
九
八
九
：
九
六
～
九
七
頁
參
照
︒

(22
)

岩
崎
一
九
九
〇
：
五
頁
參
照
︒

(23
)

岩
崎
一
九
九
〇
：
五
頁
參
照
︒
因
み
に
︑
渡
邊
氏
は
︑
一
〇
二
〇

年
代
︑
遼
と
西
夏
と
が
共
同
で
甘
州
に
出
兵
し
た
こ
と
︑
�
び
︑
北

宋
と
の
國
境
線
上
に
兵
力
を
集
結
さ
せ
た
こ
と
は
︑
遼
が
北
宋
に
對

し
て
西
夏
と
の
軍
事
�
な
提
携
を
印
象
附
け
よ
う
と
し
た
た
め
で
は
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な
い
か
と
し
︑
當
時
︑
結
果
�
に
西
夏
の
外
�
上
の
優
先
順
位
が
再

び
北
宋
か
ら
遼
へ
と
引
き
戾
さ
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒
(渡
邊
二

〇
一
四
：
八
三
～
八
四
頁
參
照
)︒

(24
)

興
	
公
�
の
出
自
に
關
し
︑
本
稿
で
は
︑
宗
室
の
女
と
し
て
Ë
っ

て
い
る
が
︑
こ
の
點
を
�
っ
て
は
先
行
硏
究
で
も
見
解
の
相
8
が
あ

る
︒
例
え
ば
︑
崔
氏
は
︑
遼
が
�
�
諸
國
に
影
嫁
し
た
公
�
は
す
べ

て
宗
室
の
女
或
い
は
臣
下
の
女
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
そ
の
點

に
つ
い
て
︑
至
和
元

(一
〇
五
四
)
年
︑
北
宋
の
:
者
で
あ
る
王
拱

辰
が
遼
に
赴
い
た
と
き
の
こ
と
と
し
て
︑﹃
續
b
治
D
鑑
長
�
﹄
卷

一
七
七

至
和
元
年
九
�
辛
巳
の
條
に
引
く
王
拱
辰
﹁
別
錄
﹂
に
︑

契
丹
�
印
た
云
え
ら
く
︑﹁
R
に
西
界

昨
に
休
兵
を
報
ず
る

が
事
の
爲
に
︑
初
め
從
り
&
命
を
稟
け
ず
︑
邊
上

頭
に
?
犯

を
作
せ
ば
︑
{
に
征
討
を
行
う
︒
元
昊

地
黃
河
屈
曲
に
界
す

る
に
緣
り
︑
寡
人

先
に
兵
を
領
し
て
直
入
し
︑
已
に
奪
い
て



隆
鎭
を
得
︒
韓
國
大
王

糧
Î
を
插
し
て
遶
頭
轉
來
す
︒
寡

人

本
M
︑
待
ち
て
與
に
除
滅
せ
ん
と
す
る
に
︑
却
っ
て
韓
國

大
王

備
御
を
失
う
こ
と
Q
る
が
爲
に
︑
却
っ
て
西
人
伏
兵

Î

糧
を
邀
截
す
る
を
被
り
︑
是
れ
失
利
を
致
す
︒
今
來
︑
旣
に
罪

を
謝
し
︑
{
に
且
ら
く
和
を
許
す
﹂
と
︒
拱
辰

答
え
て
云
え

ら
く
︑﹁
元
昊

"
來
︑
南
&
を
激
惱
し
︑
續
(
︑
北
&
に
順
わ

ず
︒
始
初
︑
南
&
亦
た
兵
を
窮
め
て
討
滅
せ
ん
と
欲
す
る
も
︑

却
っ
て
陛
下

頻
り
に
書
の
來
た
る
Q
り
て
解
救
す
れ
ば
︑
{

に
且
ら
く
和
を
許
す
︒
皇
P
の
利
を
失
う
を
聞
き
し
自
り
︑
南

&
甚
だ
樂
し
ま
ず
﹂
と
︒
契
丹
�
云
え
ら
く
︑﹁
兄
弟
の
國

樂
し
ま
ざ
る
を
知
る
可
し
﹂
と
︒
拱
辰

印
た
云
え
ら
く
︑﹁
南

&
亦
た
知
る
北
&
公
�
先
に
元
昊
に
聘
與
す
る
も
︑
殊
に
禮

待
せ
ず
︑
憂
幽
し
て
卒
す
﹂
と
︒
契
丹
�
云
え
ら
く
︑﹁
直
だ

是
れ
恨
を
飮
み
て
卒
す
︑
然
る
に
只
だ
是
れ
皇
族
の
女
﹂
と
︒

拱
辰

云
え
ら
く
︑
﹁
只
だ
是
れ
宗
女
な
る
を
知
る
と
雖
も
︑
亦

た
須
ら
く
名
づ
け
て
陛
下
の
公
�
と
爲
し
て
下
嫁
す
べ
し
︑
豈

に
此
く
の
如
く
禮
せ
ざ
る
可
き
や
︒
今
︑
或
い
は
陛
下

R
に

與
に
D
親
す
︑
乃
ち
太
だ
自
ら
屈
す
る
毋
か
れ
﹂
と
︒
契
丹
�

云
え
ら
く
︑
﹁
R
に
做
甚
ぞ
他
と
親
と
爲
る
︑
只
だ
封
册
も
今

に
至
り
て
亦
た
未
だ
曾
て
與
え
ず
﹂
と
︒
拱
辰

其
の
再
び
姻

好
を
D
じ
︑
卽
ち
中
國
と
·
な
ら
ざ
る
を
慮
り
︑
故
に
話
に
因

り
て
之
を
諷
す
︒
拱
辰

印
た
云
え
ら
く
︑
﹁
今
來
︑
陛
下

且

ら
く
與
に
函
容
す
る
は
︑
亦
た
是
れ
好
事
︒
陛
下

西
羌
に
于

い
て
兵
を
用
う
る
こ
と
數
年
︑
其
の
獲
殺
Ï
z
亦
た
略
ぼ
相

當
︒
古
語
に
謂
え
ら
く
︑
城
を
爭
い
て
人
を
殺
せ
ば
城
に
盈
ち
︑

地
を
爭
い
て
人
を
殺
せ
ば
野
に
盈
つ
︑
と
︒
豈
に
是
れ
P
王
仁

德
の
好
事
な
る
や
﹂
と
︒
契
丹
�
云
え
ら
く
︑﹁
極
め
て
是
な

り
﹂
と
︒

と
あ
り
︑
興
	
公
�
の
出
自
を
宗
室
の
女
︑
卽
ち
︑
假
公
�
で
あ
る

と
結
論
附
け
て
い
る

(崔
二
〇
〇
五
：
三
九
九
頁
參
照
)︒
一
方
︑

中
嶋
氏
は
︑
興
	
公
�
を
興
宗
の
姉
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
點
に
つ
い
て
︑
北
宋
の
田
況
が
著
し
た
﹃
儒
林
公
議
﹄
卷
下
に
︑

夏
國
元
昊

契
丹
の
女
を
娶
り
︑
僞
り
て
興
	
公
�
と
號
す
る

は
︑
乃
ち
宗
眞
の
姉
な
り
︒

と
あ
り
︑
興
	
公
�
の
出
自
を
興
宗
の
女
︑
卽
ち
︑
眞
公
�
で
あ
る

と
結
論
附
け
て
い
る

(
中
嶋
一
九
八
〇
：
六
九
五
頁
參
照
)︒
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で
は
︑
果
た
し
て
い
ず
れ
の
-
料
が
眞
實
を
傳
え
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
︒﹃
遼
-
﹄
卷
六
五

公
�
表
に
は
X
宗
の
一
四
女
が
あ
り
︑

い
ず
れ
も
婚
姻
の
對
象
者
が
記
営
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
興
	
公

�
の
存
在
を
窺
う
こ
と
は
出
來
な
い
︒
よ
っ
て
︑
興
	
公
�
の
出
自

に
若
干
の
疑
念
は
殘
る
が
︑
本
稿
で
は
︑
宗
室
の
女
と
し
て
Ë
う
こ

と
に
す
る
︒

(25
)

中
嶋
一
九
八
〇
：
六
九
六
・
七
〇
二
頁
參
照
︒

(26
)

毛
利
二
〇
〇
八
：
一
五
二
頁
參
照
︒

(27
)

田
村
一
九
六
四
：
二
一
六
・
二
二
二
頁
參
照
︒

(28
)

中
嶋
一
九
三
六
：
七
二
二
頁
參
照
︒

(29
)

田
村
一
九
六
四
：
二
一
六
頁
參
照
︒

(30
)

�
野
二
〇
一
二
a
參
照
︒

(31
)

因
み
に
︑﹃
遼
-
﹄
の
�
者
に
よ
る
Ð
論
と
し
て
以
下
の
よ
う
な

記
営
が
見
ら
れ
る
︒
卽
ち
︑﹃
遼
-
﹄
卷
一
一
五

西
夏
傳
に
︑

論
じ
て
曰
く
︑﹁
高
麗
︑
西
夏
の
遼
に
事
う
る
や
︑
嘗
て
婚
を

m
い
て
下
嫁
す
る
と
雖
も
︑
烏
ん
ぞ
以
て
其
の
固
き
志
を
得
る

に
足
ら
ん
や
︒
(中
略
)
遼
の
�
ぶ
や
︑
二
國
に
�
け
を
求
む

る
に
︑
能
く
師
を
出
す
と
雖
も
︑
豈
に
金
の
敵
な
ら
ん
や
﹂
と
︒

と
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑
崔
氏
は
︑
確
か
に
遼
を
滅
�
か
ら
救
う

こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
原
因
は
�
と
し
て
遼
と

金
と
の
戰
力
の
差
に
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
當
時
に
お
け
る
遼
と
西
夏

と
の
同
�
關
係
は
搖
る
が
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る

(崔
二
〇
〇
五
：
四
〇
四
頁
參
照
)︒

(32
)

な
お
︑
遼
は
西
夏
以
外
の
�
�
諸
國
に
對
し
て
も
公
�
影
嫁
を

行
っ
た
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
西
夏
も
含
め
た
�
�
諸
國
か
ら
王
女
を

娶
る
事
例
は
管
見
の
�
ぶ
限
り
1
く
見
$
け
ら
れ
な
い
︒
旣
に
︑
筆

者
は
︑


代
の
事
例
を
中
心
に
和
蕃
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て
考
察
し

て
き
た
︒
そ
こ
で
︑
中
原
王
&
は
自
ら
の
勢
力
が
�
�
諸
國
と
比
�

し
て
}
體
で
あ
る
際
︑
�
�
諸
國
の
王
女
を
娶
り
︑
Ñ
の
狀
況
で
は
︑

�
�
諸
國
に
對
し
て
和
蕃
公
�
を
影
嫁
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
い
う

事
實
に
言
�
し
た
︒
こ
の
上
で
︑
隋


時
代
に
和
蕃
公
�
の
影
嫁
は

恩
寵
と
し
て
確
立
し
︑
�
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
一
方
︑
中
原
王
&
が

�
�
諸
國
の
王
女
を
娶
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
點
に

つ
い
て
論
営
し
た

(�
野
二
〇
一
二
a
參
照
)︒
筆
者
が
本
稿
で
*

ら
か
に
し
て
き
た
よ
う
に
︑
實
際
に
以
"
は


か
ら
#
度
も
和
蕃
公

�
の
影
嫁
を
$
け
て
い
た
遼
が
そ
の
記
憶
・
經
驗
を
活
か
し
て
い
た

と
す
れ
ば
︑
遼
も
こ
う
し
た


の
傾
向
を
踏
ま
え
て
そ
れ
に
倣
い
︑

當
時
︑
�
�
諸
國
に
對
し
て
公
�
影
嫁
を
行
う
一
方
︑
�
�
諸
國
か

ら
そ
の
王
女
を
娶
る
と
い
う
こ
と
は
行
わ
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

因
み
に
︑
西
夏
王
は
遼
か
ら
の
外
�
�
書
を
座
禮
で
$
け
取
っ
て

い
た
︒
卽
ち
︑﹃
金
-
﹄
卷
一
三
四

西
夏
傳
に
︑

初
め
︑
王
阿
海
等

太
宗
の
誓
詔
を
以
て
夏
國
に
賜
う
︒
乾
順

契
丹
の
舊
儀
を
以
て
:
者
に
見
ゆ
︒
阿
海
肯
ん
ぜ
ず
し
て
曰

く
︑
﹁
契
丹

夏
國
と
甥
舅
な
り
︑
故
に
國
王
は
坐
$
し
︑
:
者

は
禮
を
以
て
i
む
︒
今
︑
大
金

夏
國
と
君
臣
な
り
︑
大
國
の

:
者
に
見
ゆ
る
に
當
に
儀
に
如
く
べ
し
﹂
と
︒
爭
う
こ
と
數
日

な
る
も
決
す
る
こ
と
能
わ
ず
︑
是
に
お
い
て
始
め
て
Z
立
し
て

焉
を
$
く
︒
厥
の
後
︑
賜
生
日
:
を
q
わ
さ
ず
︑
是
に
至
り
て

始
め
て
q
:
し
て
之
を
賜
う
︒

と
あ
る
︒
こ
の
點
に
つ
い
て
︑
廣
瀨
氏
は
︑
甥
舅
關
係
に
お
い
て
︑
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�
�
諸
國
が
中
原
王
&
と
x
敵
す
る
勢
力
を
保
持
す
る
よ
う
に
な
る

と
︑
そ
の
よ
う
に
上
下
關
係
が
*
確
に
あ
ら
わ
れ
な
い
事
例
も
出
現

す
る
と
指
摘
し
て
い
る

(
廣
瀨
二
〇
〇
九
：
一
一
三
・
一
二
六
頁
參

照
)︒

參
考
�
獻

(和
�
)

岩
崎
力

一
九
八
九

｢西
夏
円
國
と
宗
哥
族
の
動
向
﹂﹃
中
村
治
兵
衞
先
生
古
稀
記
念
東
洋
-
論
叢
﹄
刀
水
書
Ô

︱
︱
︱
︱

一
九
九
〇

｢西
夏
円
國
と
タ
ン
グ
ー
ト
諸
部
族
﹂﹃
中
央
大
學
ア
ジ
ア
-
硏
究
﹄
第
一
四
號

岡
崎
精
郞

一
九
七
二

『タ
ン
グ
ー
ト
古
代
-
硏
究
﹄
東
洋
-
硏
究
會

杉
山
正
*

一
九
九
七

『Õ
牧
民
か
ら
見
た
世
界
-

︱
︱
民
族
も
國
境
も
こ
え
て
︱
︱
﹄
日
本
經
濟
怨
聞
社

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
五

『疾
驅
す
る
草
原
の
征
F
者

︱
︱
遼
西
夏
金
元
︱
︱

(中
國
の
歷
-
第
八
卷
)
﹄
×
談
社

田
村
實
I

一
九
六
四

『中
國
征
F
王
&
の
硏
究
﹄
東
洋
-
硏
究
會

中
嶋
敏

一
九
三
六

｢西
夏
に
お
け
る
政
局
の
推
移
と
�
�
﹂﹃
東
方
學
報
﹄
第
六
册

︱
︱
︱
︱

一
九
八
〇

｢李
元
昊
と
野
利
兄
弟
﹂﹃
池
田
末
利
Ø
士
古
稀
記
念
東
洋
學
論
集
﹄
池
田
末
利
古
稀
記
念
事
業
會

廣
瀨
憲
雄
二
〇
〇
九

｢日
本

︱
︱
渤
海
閒
の
擬
制
親
族
關
係
に
つ
い
て

︱
︱
｢古
代
東
ア
ジ
ア
世
界
﹂
の
可
能
性
︱
︱
﹂
﹃
專
修
大
學
東
ア
ジ
ア
世
界
-
硏

究
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
三
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
一

｢

宋
~
周
邊
諸
勢
力
の
外
�
儀
禮
に
つ
い
て

︱
︱
『東
夷
の
小
P
國
﹄
倭
國
・
日
本
の
位
置
︱
︱
﹂﹃
東
ア
ジ
ア
の
國
際
秩
序
と
古

代
日
本
﹄
吉
川
弘
�
館

�
映
晃

一
九
五
〇

｢李
繼
�
の
興
Z
と
東
西
�
D
﹂﹃
羽
田
Ø
士
頌
壽
記
念
東
洋
-
論
叢
﹄
東
洋
-
硏
究
會

�
野
�
子

二
〇
〇
六

｢

代
の
和
蕃
公
�
を
�
る
諸
問
題
に
つ
い
て
﹂﹃
九
州
大
學
東
洋
-
論
集
﹄
第
三
四
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
八

｢漢


閒
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て
﹂﹃
-
學
雜
誌
﹄
第
一
一
七
�
第
七
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
九
a

｢五
胡
十
六
國
北
&
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁

︱
︱
そ
の
時
代
�
特
質
と
の
關
聯
に
つ
い
て
︱
︱
﹂﹃
歷
-
學
硏
究
﹄
第
八
五

八
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
九
b

｢

代
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
を
�
っ
て

︱
︱
對
吐
蕃
關
係
を
中
心
と
し
た
︱
︱
﹂
﹃


代
-
硏
究
﹄
第
一
二
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
〇

｢五
代
十
國
北
宋
に
お
け
る
和
蕃
公
�
の
影
嫁
に
つ
い
て
﹂﹃
九
州
大
學
東
洋
-
論
集
﹄
第
三
八
號
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︱
︱
︱
︱

二
〇
一
二
a

『王
昭
君
か
ら
�
成
公
�
へ

︱
︱
中
國
古
代
の
國
際
結
婚
︱
︱
﹄
九
州
大
學
出
版
會

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
二
b

｢和
蕃
公
�
の
影
嫁
に
お
け
る
婚
儀
の
實
態
﹂﹃
東
方
學
﹄
第
一
二
四
輯

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
三

｢

代
和
蕃
公
�
考

︱
︱
影
嫁
に
附
隨
し
て
移
動
し
た
ヒ
ト
と
モ
ノ
︱
︱
﹂﹃
九
州
大
學
東
洋
-
論
集
﹄
第
四
一
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
四
a

｢契
丹
に
お
け
る
中
原
王
&
と
の
婚
姻
に
基
づ
い
た
外
�
政
策
に
對
す
る
)
識
に
つ
い
て
﹂
﹃
-
淵
﹄
第
一
五
一
輯

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
四
b

｢

&
和
吐
谷
渾
�
和
蕃
公
�
﹂﹃
中
國
中
古
-
靑
年
學
者
聯
誼
會
會
刊
﹄
第
四
卷

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
五

｢

と
突
騎
施
と
の
和
蕃
公
�
﹂﹃
七
隈
-
學
﹄
第
一
七
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
六

｢遼
と
�
�
諸
國
と
の
公
�
影
嫁
に
よ
る
外
�
に
つ
い
て
﹂﹃
九
州
大
學
東
洋
-
論
集
﹄
第
四
四
號

古
松
崇
志

二
〇
〇
七

｢契
丹
・
宋
閒
の
澶
淵
體
制
に
お
け
る
國
境
﹂﹃
-
林
﹄
第
九
〇
卷

第
一
號

︱
︱
︱
︱

二
〇
〇
八

｢一
〇
九
九
年
に
お
け
る
宋
夏
元
符
和
議
と
遼
宋
事
"
�
涉

︱
︱
遼
宋
竝
存
~
に
お
け
る
國
際
秩
序
の
硏
究
︱
︱
﹂﹃
東
方
學
報
﹄

第
八
二
册

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
一

｢契
丹
皇
P
の
喪
葬
儀
禮

︱
︱
X
宗
�
殊
奴
の
喪
葬
儀
禮
と
慶
陵
埋
葬
を
中
心
に
︱
︱
﹂﹃
遼
�
�
︱
慶
陵
一
帶
u
査
報
吿
書
︱
﹄

京
都
大
學
大
學
院
�
學
硏
究
科

︱
︱
︱
︱

二
〇
一
四

｢契
丹
・
宋
閒
の
國
信
:
と
儀
禮
﹂﹃
東
洋
-
硏
究
﹄
第
七
三
卷

第
二
號

山
崎
覺
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Former Han dynasty especially in the period of the reign of Emperor Yuan involved

these two principles. The former principle clarified the problem of the absence of

the great ancestor of Emperor Gaozu, and the latter principle, by making the

ancestral temple of Gaozu permanent, created a system suited to the Han dynasty

substantially making it possible for the ancestral temple of Gaozu to replace that of

the great ancestor. The main issue in the controversy over the ancestral temple

system in this period had not begun as an argument over restrictions on the total

number of ancestral temples, so neither the theory of Zheng Xuan nor that of Wang

Su could be brought to bear. When Liu Xin 劉歆 started his argument at the end of

the Former Han dynasty by dealing with restrictions on the total number of

ancestral temples, he also provided the impetus for distorting the meaning of

Zuxiaomiao as the ancestral temple of the great ancestor, and the ancestral temple

system contained in the “Jifa” had therefore accomplished its historical mission and

sank into oblivion.

As concerns the formative period of the “Jifa,” the wusi五祀 (five sacrifices of

the house) described by the “Jifa” are very different from the so-called wusi

composed of shi室(center of a house), zao竈(a cooking stove), men門 (a gate), hu

戶 (a door) and xing行 (a road), so we can presume that formation of the “Jifa” is

older than the formation of the so-called wusi. The Wusi Muzhu 五祀木�(five

tablets for sacrifices of the house) and Bushi Daoci卜筮禱祠 (divination and

prayer) records of the Baoshan Chu tomb, the Rishu日書 of Shuihudi Qin bamboo

slips, the Shierji十二紀 of the Lüshichunqiu, and other such materials show that at

the end of the Warring States period the combination of so-called wusi had already

appeared, so the formative period of the “Jifa” can be assumed to go back to the

Warring States period.

ON THE DIPLOMATIC TIES BETWEEN THE LIAO AND

THE WESTERN XIA, AS SEEN FROM THE VIEWPOINT OF

POLITICAL MARRIAGE

FUJINO Tsukiko

In order to clarify the actual state of diplomatic policy regarding the marriage

by the Liao dynasty, this paper analyzes the frequent marriages between imperial

princesses of the Liao and kings of the Western Xia.
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The marriage of Princess Yicheng 義成 to Li Jiqian 李繼� brought remarkable

political and economic benefit to the Liao. By giving sanction to Li Jiqianʼs proposal

of marriage to the imperial princess, the Liao were able to consistently take the

initiative in the marriage. At the same time, the Liao expanded the power of Li

Jiqian in giving sanction to his marriage to a princess, and were also able to restrain

the Northern Song. After allowing the princess to marry, those in neighboring

countries who showed hostility toward the Liao disappeared, and the Liao were able

to display their majesty. The Liao successfully constructed a self-centered

international order at that time by the marriage of the princess to Li Jiqian.

In comparison with the earlier marriage of Princess Yicheng to Li Jiqian, the

marriage of Princess Xingping 興' to Li Yuanhao 李元昊 did not necessarily

deepen the friendship between the two countries in terms of diplomatic relations.

At that time, the Liao who had failed to capture Ganzhou and who additionally faced

an emergency with the death of Emperor Shengzong, were weary of the rising

power of the Western Xia, and thus had the real princess marry. Although the

couple did not get along, when the relationship with Northern Song is also

considered, one sees that the Liao were able to gain a dominant position in

international relations at that time by utilizing the marriage of the princess to

maximum effect.

The marriage of Princess Chengʼan 成安 to Li Qianshun 李乾順 led to

unprecedentedly larger influence of the Liao to the Western Xia due to the birth of

the crown prince. Thereafter, relations between the two countries grew stronger,

and on the pretense of the marriage of the princess, the Liao would interfere in the

relations between the Northern Song and the Western Xia more than before.

Furthermore, the Western Xia reacted positively by sending reinforcements to the

Liao when the latter were attacked by the Jin. In short, the policy of marrying

princesses fully demonstrated a coordinated effect on international society.

Diplomatic policy based on marriage was an important measure that

effectively functioned and sustained the international relations in eastern Eurasia

under the leadership of the Liao.
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