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東
洋
文
化
講
座
・
シ
リ
ー
ズ
「
ア
ジ
ア
の
未
知
へ
の
挑
戦
―
―
人
・
モ
ノ
・
イ
メ
ー
ジ
を
め
ぐ
っ
て
」
講
演
録

　

第
八
四
回　

東
洋
文
化
講
座
（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
八
日
）

　
　
「
異
人
」
イ
メ
ー
ジ
の
政
治
性
：

　
　

一
八
―
一
九
世
紀
の
清
王
朝
と
中
央
ア
ジ
ア
の
事
例
か
ら

小　

沼　

孝　

博

一
六
九
〇
年
に
お
け
る
本
格
的
な
軍
事
衝
突
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
満
洲
人
の
為
政
者
が
主
体
を
な
す
清
朝
（
一
六
三
六
―

一
九
一
二
）
は
、
天
山
山
脈
の
北
部
を
拠
点
と
す
る
オ
イ
ラ
ト
遊
牧
民
の
部
族
連
合
、
す
な
わ
ち
遊
牧
国
家
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
と
、
内

陸
ア
ジ
ア
の
覇
権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
六
五
年
を
経
た
一
七
五
五
年
、
つ
い
に
清
朝
は
ジ
ュ
ー

ン
ガ
ル
を
滅
ぼ
し
、
続
け
て
一
七
五
九
年
に
は
天
山
山
脈
の
南
方
に
位
置
す
る
タ
リ
ム
盆
地
周
縁
の
オ
ア
シ
ス
地
域
（
カ
シ
ュ
ガ
リ

ア
）
を
も
征
服
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
一
八
世
紀
中
頃
の
一
連
の
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
清
朝
が
獲
得
し
た
領
域
は
、の
ち
に
「
新

し
い
領
域
」
を
意
味
す
る
「
新
疆
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
軍
事
行
動
の
結
果
、
清
朝
の
支
配
領
域
は
最
大

に
達
し
、
中
央
ア
ジ
ア

（
１
）

に
お
け
る
清
の
存
在
感
は
一
気
に
高
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
今
年
度
の
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
の
東
洋
文
化
講
座
は
、「
ア
ジ
ア
の
未
知
へ
の
挑
戦
―
―
人
・
モ
ノ
・
イ
メ
ー
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ジ
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
全
体
テ
ー
マ
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
未
知
へ
の
挑
戦
」
と
い
う
点
に
着
目
す
れ
ば
、清
朝
は
こ
の
時
代
、

中
央
ア
ジ
ア
と
い
う
未
知
な
る
空
間
に
足
を
踏
み
入
れ
、支
配
下
に
置
い
た
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
テ
ュ
ル
ク
系
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒（
ム

ス
リ
ム
）
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
西
に
居
住
し
て
い
る
多
様
な
人
間
集
団
と
出
会
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
逆
に
、
中
央
ア

ジ
ア
に
住
む
人
々
も
、
こ
れ
以
降
、
清
朝
と
い
ろ
い
ろ
な
形
で
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お
互
い
に
自
分
た
ち
と
は
違
う
、

未
知
な
る
「
異
人
」
と
相
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

近
年
、
清
朝
史
研
究
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
一
次
史
料
へ
の
ア
ク
セ
ス
向
上
は
、
清
朝
と
中
央
ア
ジ
ア
の
関
係
の
と
ら
え
方
に
再

考
を
う
な
が
す
契
機
を
与
え
、
古
典
的
な
、
あ
る
い
は
通
説
化
し
た
歴
史
像
は
改
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
本
講
演
で
は
、
そ
れ
ら

の
新
た
な
見
解
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
相
互
の
他
者
認
識
、
つ
ま
り
清
朝
と
中
央
ア
ジ
ア
の
人
々
が
お
互
い
を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し

て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

一
、
清
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出

ま
ず
、
清
朝
が
「
新
し
い
領
域
」
の
獲
得
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
話
を
始
め
ま
す
。
一
七
五
九
年
末
、

清
朝
に
対
し
て
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
で
最
後
ま
で
抵
抗
を
続
け
て
い
た
カ
シ
ュ
ガ
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
家
の
指
導
者
兄
弟
が
逃
亡
先
の
バ
ダ
フ

シ
ャ
ン
で
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
報
告
が
、
北
京
に
届
き
ま
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
乾
隆
帝
（
在
位
一
七
三
六
―
九
五
）
は
、
た
だ
ち

に
「
回
部
」（
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
）
の
平
定
を
内
外
に
宣
布
す
る
の
で
す
が
、
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

さ
き
に
大
兵
が
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
の
各
部
を
こ
と
ご
と
く
平
定
し
、我
々
の
版
図
に
組
み
入
れ
た
。
さ
ら
に
東
西
の
ブ
ル
ト（
ク
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ル
グ
ズ
）
と
左
右
の
カ
ザ
フ
の
人
々
も
み
な
帰
順
し
た
。
た
だ
逆
賊
た
る
ホ
ー
ジ
ャ=

ジ
ャ
ハ
ー
ン
の
兄
弟
が
〔
我
の
〕
恩

に
背
い
て
反
乱
を
起
こ
し
た
た
め
、
派
兵
し
て
〔
彼
ら
の
〕
罪
を
問
う
べ
く
討
伐
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…

こ
れ
は
決
し
て
兵
力
を
費
や
し
て
戦
争
を
や
め
な
い
こ
と
を
好
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。
…
…
ア
ン
デ
ィ
ジ
ャ
ン
や
バ
ダ
フ

シ
ャ
ン
な
ど
の
ム
ス
リ
ム
は
、〔
我
の
〕
恩
に
感
謝
し
、
威
光
を
畏
怖
す
る
こ
と
を
理
解
し
、
み
な
心
か
ら
帰
順
し
た
。
そ

し
て
い
ま
、
命
令
に
遵

し
た
が

い
、
逆
賊
の
首
級
を
献
上
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
辺
境
の
地
は
安
泰
と
な
り
悪
事
が
な
く
な
る

の
で
、諸
部
の
人
々
は
安
逸
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
威
徳
が
遠
方
の
地
に
ま
で
あ
ま
ね
く
伝
わ
っ
た
こ
と
は
、

み
な
上
天
の
庇
護
、
宗
社
の
恩
福
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
い
ま
こ
こ
に
皇
祖
と
皇
考
が
成
就
で
き
な
か
っ
た
事
業
を
継
承
し
、

完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
［『
平
定
準
噶
爾
方
略
』
正
編
巻
八
一
、一
三
ａ
―
一
四
ａ
］。

ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
征
服
を
皮
切
り
と
す
る
遠
征
事
業
の
完
遂
を
、
乾
隆
帝
は
祖
父
の
康
煕
帝
（
在
位
一
六
六
二
―
一
七
二
二
）
と
父
の

雍
正
帝
（
在
位
一
七
二
三
―
三
五
）
が
成
し
え
ず
、
か
つ
中
央
ア
ジ
ア
に
安
泰
を
も
た
ら
す
偉
業
と
し
て
誇
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

そ
の
後
、
ま
さ
に
自
画
自
賛
す
る
か
の
如
く
、
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
の
征
服
と
「
新
し
い
領
域
」
の
獲
得
を
記
念
す
る
戦
記
や
地
誌
の
編

纂
、
寺
院
や
記
念
碑
の
建
立
、
地
図
・
詩
文
・
絵
画
・
版
画
等
の
作
製
が
相
次
ぎ
、
征
服
と
支
配
の
正
当
性
が
声
高
に
主
張
さ
れ
て

い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
［P

erdue: 409–494; W
aley-C

ohen: 23–47

］。
こ
の
王
朝
主
導
の
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
結
果
、
新

疆
征
服
は
乾
隆
帝
の
「
盛
世
」
を
最
も
象
徴
す
る
事
業
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
の
ち
に
新
疆
は
清
朝
政
権
に
お
い

て
「
祖
宗
偉
業
の
地
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
生
み
出
さ
れ
た
「
作
品
」
の
中
に
は
、
清
朝
公
定
の
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
戦
記
で
あ
る
『
平
定
準
噶
爾
方

略
』、
中
央
ア
ジ
ア
の
地
理
・
風
俗
・
言
語
に
関
す
る
情
報
を
集
積
し
た
『
欽
定
皇
輿
西
域
図
志
』、『
欽
定
西
域
同
文
志
』、『
御
製
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五
体
清
文
鑑
』
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
現
在

で
も
研
究
の
基
礎
文
献
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
清
朝
政
権
の
中
央
ア
ジ
ア
観
と
い
う
点
で
注
目
す
べ

き
は
、ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
美
術
作
品
の
数
々
で
す
。
例
え
ば
、

東
西
文
化
交
流
の
側
面
で
も
注
目
さ
れ
る
「
平
定
準
噶
爾

回
部
得
勝
図
」（
パ
リ
作
成
）
は
、
新
疆
征
服
の
名
場
面
を

一
六
枚
の
銅
版
画
で
描
い
た
も
の
で
す
。
朝
貢
し
た
周
縁

部
や
外
国
の
人
々
の
容
姿
を
描
い
た「
皇
清
職
貢
図
」に
も
、

中
央
ア
ジ
ア
各
地
の
民
族
集
団
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、ジ
ュ
ゼ
ッ
ペ=

カ
ス
テ
ィ
リ
オ
ー
ネ（G

iuseppe 

C
astiglione

：
郎
世
寧
）
が
描
い
た
「
哈カ

ザ

フ
薩
克
貢
馬
」（
パ
リ
・

ギ
メ
美
術
館
蔵
）、「
愛ア

フ
ガ
ン

烏
罕
四
駿
」（
台
北
・
国
立
故
宮
博

物
院
蔵
、
図
１
）
を
は
じ
め
、
中
央
ア
ジ
ア
の
有
力
者
か

ら
乾
隆
帝
に
献
上
さ
れ
た
名
馬
の
絵
画
が
複
数
残
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
興
味
深
い
点
で
す
。
一
説
に
よ
れ
ば
、
乾
隆

帝
は
無
類
の
馬
好
き
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
ら
中
央
ア
ジ
ア
産
の
馬
を
描
い
た
絵
画
に
は
別
の
意

味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
考
え
る
上
で

図 1　「愛烏罕四駿」（部分）
上部には左からモンゴル語、満洲語、漢語、テュルク語で馬の名と大きさが記さ
れている（国立故宮博物院蔵品）。
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重
要
と
な
る
の
が
、
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
征
服
後
、
カ
ザ
フ
遊
牧
民
の
「
帰
順
」
を
記
念
し
て
乾
隆
帝
が
詠
ん
だ
「
御
製
哈
薩
克
内
属
遣

使
進
貢
詩
」［『
欽
定
皇
輿
西
域
図
志
』
巻
四
四
、九
ｂ
―
一
〇
ｂ
］
で
す
。
そ
れ
は
以
下
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

哈
薩
克
即
大
宛
也
、
従
古
不
通
中
国
、
漢
武
労
師
動
衆
、
僅
得
其
馬
、
猶
且
動
色
頌
功
、
斯
何
称
焉
。

［
訳
文
］
カ
ザ
フ
と
は
つ
ま
り
大
宛
で
あ
る
（
２
）

。
い
に
し
え
よ
り
中
国
と
は
通
交
が
な
か
っ
た
。
漢
の
武
帝
は
軍
隊
を
苦
し
め
、

民
衆
を
動
員
し
て
、
わ
ず
か
に
そ
の
地
の
馬
を
獲
得
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
顔
色
を
変
え
て
喜
び
、
そ
の
功
績
を
讃
え
た
。

こ
れ
を
ど
う
し
て
功
績
と
称
せ
よ
う
か
。

古
代
中
国
に
お
い
て
「
西
域
」
と
呼
ば
れ
た
中
央
ア
ジ
ア
は
、
良
馬
の
産
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
乾
隆
帝
が
こ
の
詩
文
で

も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
漢
の
武
帝
が
名
馬
「
汗
血
馬
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
西
域
の
大
宛
国
に
軍
隊
を
派
遣
し
た
と
い
う
の
は
、

よ
く
知
ら
れ
た
故
事
で
す
。
清
朝
に
「
帰
順
」
し
た
中
央
ア
ジ
ア
諸
勢
力
か
ら
献
上
さ
れ
た
馬
と
は
、
乾
隆
帝
に
と
っ
て
、
自
ら
の

威
光
は
古
代
中
国
の
帝
王
を
も
凌
駕
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
作
成
さ
れ
た
作
品
か
ら
窺
え
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
必
ず
し
も

清
朝
と
中
央
ア
ジ
ア
の
関
係
の
実
態
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
清
朝
が
思
い
描
く
「
帝
国
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
な
か

で
、
中
央
ア
ジ
ア
は
い
か
な
る
存
在
で
あ
る
べ
き
か
を
概
念
化
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
正
確
で
す
。
当
然
な

が
ら
、
こ
れ
ら
作
品
は
清
朝
政
権
の
政
治
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
作
為
的
な
情
報
操
作
の
痕

跡
を
随
所
に
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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例
え
ば
、
一
八
世
紀
後
半
（
乾
隆
朝
中
後
期
）
に
作
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
「
万
国
来
朝
図
」
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
東
南

ア
ジ
ア
諸
国
、
琉
球
の
人
々
と
と
も
に
、
中
央
ア
ジ
ア
各
地
か
ら
来
朝
し
た
「
朝
貢
使
節
」
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
［
東
博

二
〇
一
二
：
二
八
六
―
二
八
七
、三
四
五
］。
一
見
、
北
京
の
紫
禁
城
内
で
乾
隆
帝
へ
の
参
賀
を
待
つ
人
々
の
様
子
を
描
い
て
い
る
か

の
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
実
は
こ
こ
に
描
か
れ
た
宮
殿
の
配
置
や
構
造
、
背
景
に
見
え
る
風
景
は
、
現
実
の
紫
禁
城
の
そ
れ
と
一
致

せ
ず
、現
在
ま
で
場
所
は
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、「
荷オ

ラ
ン
ダ蘭

」「
法フ
ラ
ン
ス

蘭
西
」「
英イ
ギ
リ
ス

吉
利
」「
瑞
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

典
」、さ
ら
に
は
「
日
本
」
と
い
っ
た
、

当
時
の
北
京
に
そ
ろ
っ
て
朝
貢
に
来
る
は
ず
の
な
い
国
々
か
ら
の
使
節
が
一
堂
に
会
し
て
い
る
の
で
す
。要
す
る
に
、「
万
国
来
朝
図
」

は
、現
実
に
は
存
在
し
な
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
一
場
面
を
描
い
た
も
の
な
の
で
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、清
朝
政
権
が
そ
う
あ
っ

て
ほ
し
い
と
思
い
描
い
て
い
た
、
周
辺
諸
国
・
諸
民
族
の
清
朝
に
対
す
る
姿
勢
を
可
視
化
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
征
服
後
、「
回
子
」
と
呼
ば
れ
た
現
地
の
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
が
三
〇
〇
名
ほ
ど
強
制
的
に
北
京
へ
移

住
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
ム
ス
リ
ム
居
住
区
は
、
北
京
の
人
々
か
ら
「
回
子
営
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
新
た
な
臣
民

で
あ
る
「
回
子
」
の
た
め
、
乾
隆
帝
は
回
子
営
内
に
モ
ス
ク
の
建
設
を
命
じ
、
完
成
し
た
モ
ス
ク
の
敷
地
内
に
は
乾
隆
帝
自
ら
が
モ

ス
ク
建
設
の
縁
起
を
説
明
し
た
「
御
製
勅
建
回
人
礼
拝
寺
碑
」
が
立
て
ら
れ
、
そ
れ
は
漢
語
・
満
洲
語
・
モ
ン
ゴ
ル
語
・
テ
ュ
ル
ク

語
の
四
言
語
で
刻
字
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
碑
文
の
中
で
乾
隆
帝
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

い
に
し
え
の
史
書
を
調
べ
て
み
る
と
、
回
紇
は
隋
の
開
皇
と
い
う
時
代
に
初
め
て
中
国
に
入
っ
た
。
唐
の
元
和
の
初
め
、
摩マ

尼ニ

〔
教
徒
〕
が
進
貢
し
た
時
に
、
請
奏
し
て
太
原
に
寺
を
建
て
、「
大
雲
光
明
」
と
い
う
扁
額
を
掛
け
さ
せ
た
。
こ
れ
が
す

な
わ
ち
、
礼
拝
寺
建
立
の
嚆
矢
で
あ
る
。
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「
回
紇
」（
古
代
モ
ン
ゴ
リ
ア
の
遊
牧
ウ
イ
グ
ル
人
）
が
、
隋
の
開
皇
年
間
（
五
八
一
―
六
〇
〇
）
に
は
じ
め
て
朝
貢
し
た
と
す
る
歴

史
的
事
実
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
開
皇
年
間
に
隋
と
対
立
し
て
い
た
の
は
突
厥
で
あ
り
、「
回
紇
」
は
ま
だ
九ト

ク
ズ
＝
オ
グ
ズ

姓
鉄
勒
の
一

部
と
し
て
認
識
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で
し
た
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
乾
隆
帝
の
歴
史
理
解
が
正
し
い
か
ど
う
か
で
は

な
く
、
漢
字
の
「
回
」
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
当
時
の
「
回
子
」
を
か
つ
て
の
「
回
紇
」
に
結
び
つ
け
、「
回
紇
」
を
中

国
に
最
初
に
入
っ
た
ム
ス
リ
ム
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
実
際
に
「
回
紇
」
の
使
者
と
し
て
マ
ニ
教
の
僧
侶
が
唐
に

来
朝
し
、
マ
ニ
教
寺
院

（
３
）

が
建
立
さ
れ
た
の
は
事
実
な
の
で
す
が
、
こ
の
碑
文
の
テ
ュ
ル
ク
語
面
で
は
、「
摩マ

ニ尼
」
に
対
し
て
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
法
や
教
義
に
精
通
し
た
人
物
を
指
す
「
ム
ッ
ラ
ー
」（m

u
llā

）
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
乾
隆
帝
の
理
解

で
は
、
唐
代
に
「
回
紇
」
の
た
め
に
建
立
し
た
「
礼
拝
寺
」
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
モ
ス
ク
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、

為
政
者
が
新
た
に
加
わ
っ
た
臣
民
に
対
し
て
支
配
の
正
当
性
を
示
す
た
め
に
お
こ
な
っ
た
歴
史
の
読
み
替
え
の
顕
著
な
一
例
と
い
え

る
で
し
ょ
う
［
小
沼
二
〇
〇
九
：
四
二
―
四
三
］。

二
、
清
朝
と
中
央
ア
ジ
ア
と
の
対
話

一
八
世
紀
中
頃
の
西
方
進
出
の
過
程
で
、
清
朝
は
中
央
ア
ジ
ア
と
い
う
未
知
な
る
世
界
に
踏
み
込
み
ま
し
た
。
清
朝
は
そ
の
地
に

居
住
す
る
多
様
な
人
間
集
団
と
交
渉
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、
各
集
団
の
支
配
者
た
ち
と
の
間
に
書
簡
の
往
来
を
通
じ
た
対
話
が
成
立

し
ま
す
。
こ
の
局
面
で
特
筆
す
べ
き
点
は
、
当
初
そ
こ
に
漢
文
文
書
が
介
在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

明
朝
（
一
三
六
八
―
一
六
四
四
）
の
初
期
、
王
朝
の
翻
訳
機
関
で
あ
る
四
夷
館
の
も
と
に
、
中
央
ア
ジ
ア
と
の
交
渉
を
担
わ
せ
る

ペ
ル
シ
ア
語
文
書
の
翻
訳
機
関
で
あ
る
回
回
館
が
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
清
朝
前
半
期
に
も
回
回
館
は
存
続
し
て
い
た
よ
う
で
、
台
北
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の
中
央
研
究
院
傅
斯
年
図
書
館
の
「
内
閣
大
庫
檔
案
」
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
は
、
回
回
館
の
訳
字
生
で
あ
っ
た
李
三
台
と
い
う
人
物
が

作
成
し
た
、
漢
字
二
〇
文
字
に
対
応
す
る
ペ
ル
シ
ア
語
を
併
記
し
た
文
書
（
試
験
答
案
の
類
か
？
）
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
［「
内
閣

大
庫
檔
案
」
一
八
六
七
二
九
―
一
］。
し
か
し
、
清
代
に
お
け
る
回
回
館
の
実
態
は
ほ
と
ん
ど
不
明
で
、
そ
の
う
ち
有
名
無
実
化
し
、

自
然
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

西
征
の
過
程
で
中
央
ア
ジ
ア
が
清
朝
の
戦
略
的
視
野
の
中
に
入
っ
て
く
る
と
、
こ
の
状
況
に
変
化
が
生
じ
ま
す
。
一
七
五
五
年
の

ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
征
服
の
直
後
、
乾
隆
帝
は
、
新
附
の
オ
イ
ラ
ト
や
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
へ
の
勅
書
は
彼
ら
固
有
の
文
字
で
記
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
ま
す
。
し
か
し
、
当
時
の
北
京
に
は
、
ト
ド
文
字
モ
ン
ゴ
ル
語
（
オ
イ
ラ
ト
語
）
や
ア
ラ
ビ
ア
文
字

テ
ュ
ル
ク
語（
チ
ャ
ガ
タ
イ
語
）を
書
く
能
力
を
持
つ
者
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
乾
隆
帝
は
、前
線
で
指
揮
を
と
る
将
軍
に
、

書
写
に
長
け
る
現
地
の
人
材
を
家
族
と
と
も
に
北
京
に
送
致
す
る
よ
う
命
じ
ま
し
た［「
軍
機
処
満
文
上
諭
檔
」軍
務
三
―
一
七（
一
）、

乾
隆
二
〇
年
九
月
一
六
日
条
］。
翌
年
に
清
朝
政
府
は
、
テ
ュ
ル
ク
語
や
ペ
ル
シ
ア
語
の
書
写
能
力
を
も
つ
人
材
を
養
成
す
る
た
め
、

「
回
子
官
学
」
を
紫
禁
城
内
に
設
立
し
ま
し
た
［B

rophy 2013

］。
回
子
営
の
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
住
民
も
、書
記
や
通
訳
と
し
て
、

清
朝
の
辺
境
統
治
や
対
中
央
ア
ジ
ア
交
渉
に
た
ず
さ
わ
り
ま
し
た
。

中
央
ア
ジ
ア
政
策
を
展
開
す
る
に
際
し
て
、
清
朝
は
積
極
的
に
内
陸
ア
ジ
ア
的
な
概
念
を
活
用
し
、
漢
文
化
（
中
国
文
化
）
に
か

か
わ
る
側
面
を
意
識
的
に
排
除
し
て
い
た
感
が
あ
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
乾
隆
朝
に
お
い
て
は
、
新
疆
駐
在
の
行
政
官
は
、
貫
徹
は

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
満
洲
語
で
上
奏
文
を
起
草
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
一
七
六
三
年
に
発
し
た
上
諭
の
中
で
、

乾
隆
帝
は
「
も
し
も
〔
新
疆
駐
在
の
行
政
官
が
〕
満
洲
語
を
体
得
し
て
い
な
け
れ
ば
、彼
ら
は
満
洲
〔
人
と
し
て
〕
の
体
面
を
失
い
、

き
っ
と
〔
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
〕
ム
ス
リ
ム
や
カ
ザ
フ
に
笑
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」［『
高
宗
実
録
』
巻
六
九
八
：
一
一
ａ
―
ｂ
］

と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
、
満
洲
語
能
力
の
低
下
な
ど
、
満
洲
人
の
「
民
族
的
特
性
」
の
喪
失
が
し
ば
し
ば
問
題
視
さ
れ
ま
し
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た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
清
朝
政
権
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
圏
に
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
、
漢
字
や
儒
教
に
代
表
さ
れ
る

漢
文
化
を
忌
避
す
る
空
気
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、清
朝
の
中
央
ア
ジ
ア
政
策
の
基
本
に
か
か
わ
る
重
要
な
側
面
が
あ
り
ま
し
た
。
一
七
六
一
年
に
清
朝
政
権
は
、カ
シ
ュ

ガ
リ
ア
各
都
市
の
現
地
ム
ス
リ
ム
行
政
官
の
ト
ッ
プ
に
あ
た
る
ハ
ー
キ
ム=

ベ
グ
の
官
印
を
鋳
造
し
ま
す
。
主
要
都
市
に
駐
在
す
る

清
朝
大
臣
の
官
印
が
、
左
か
ら
満
洲
文
字
・
ア
ラ
ビ
ア
文
字
（
テ
ュ
ル
ク
語
）・
漢
字
と
い
う
三
種
の
文
字
で
鋳
刻
さ
れ
て
い
る
の

に
対
し
、
ハ
ー
キ
ム=
ベ
グ
の
官
印
は
満
洲
文
字
・
ト
ド
文
字
（
オ
イ
ラ
ト
語
）・
ア
ラ
ビ
ア
文
字
に
な
っ
て
い
ま
す
。
漢
字
で
は

な
く
、
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
が
利
用
し
て
い
た
ト
ド
文
字
が
採
用
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
は
、
清
朝
が
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
ム
ス
リ
ム
を
統
治

す
る
に
あ
た
り
、
か
つ
て
そ
の
地
を
属
領
に
し
て
い
た
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
の
存
在
を
強
く
意
識
し
、
自
ら
を
そ
の
統
治
権
を
継
承
す
る

存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
［
小
沼
二
〇
一
〇
：
一
九
五
］。

一
八
世
紀
後
半
、
清
朝
皇
帝
が
中
央
ア
ジ
ア
の
支
配
者
た
ち
に
勅
書
を
送
付
す
る
際
は
、
満
洲
語
で
記
さ
れ
た
正
文
に
加
え
、
テ
ュ

ル
ク
語
や
オ
イ
ラ
ト
語
の
翻
訳
が
作
成
さ
れ
ま
し
た
。
現
在
、
ほ
ぼ
完
全
な
状
態
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
一
七
八
八
年
に
コ
ー

カ
ン
ド=

ハ
ン
国
の
ナ
ル
ブ
タ=

ビ
ィ
（
在
位
一
七
六
八
／
六
九
―
九
八
／
九
九
）
宛
に
起
草
さ
れ
た
乾
隆
帝
の
勅
書
で
す
。
遼
寧

省
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
の
勅
書
は
、
横
一
六
一
五
ミ
リ
×
縦
九
四
五
ミ
リ
の
大
き
さ
を
も
ち
、
左
か
ら
満
洲
語
・
オ
イ
ラ

ト
語
・
テ
ュ
ル
ク
語
の
三
言
語
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
時
間
の
都
合
上
、
本
講
演
で
は
勅
書
の
内
容
に
は
踏
み
込
む
こ
と
は
い
た
し

ま
せ
ん
が
、
満
洲
語
面
の
冒
頭
は
、「
天
命
に
よ
り
時
の
運
行
を
承
る
皇
帝
の
勅
」（abkai h

esei forgon
 be alih

a hū w
an

gd
i i 

h
ese

）
と
い
う
定
型
句
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
応
す
る
テ
ュ
ル
ク
語
面
の
部
分
は
、「
神
の
命
に
よ
り
時
を
つ
か
さ
ど

る
皇
帝
の
勅
」（kh

odā n
in

g farm
ān

i bilä w
aqt-zam

ā n
n

i igälägän
 pā d

shā h
n

in
g yarligh

i

）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
驚
く

べ
き
こ
と
に
、
清
朝
皇
帝
の
言
葉
は
、
神
の
名
の
も
と
に
お
い
て
中
央
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
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続
い
て
、
清
朝
皇
帝
の
勅
書
そ
の
も
の
の
影
響
力
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ウ
ル
ム
チ
に
あ
る
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

檔
案
館
に
、
康
煕
・
雍
正
・
乾
隆
の
三
帝
が
オ
イ
ラ
ト
の
一
支
で
あ
る
ト
ル
グ
ー
ト
の
ハ
ン
に
与
え
た
満
蒙
合
璧
の
勅
書
三
件
が

収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
康
煕
勅
書
は
、
そ
の
貴
重
な
遣
使
録
で
あ
る
『
異
域
録
』（
満
洲
語
書
名
：L

akcah
a jecen

 d
e takū rah

a 

babe ejeh
e bith

e

）
を
著
し
た
ト
ゥ
リ
シ
ェ
ン
（
図
理
琛
、
一
六
六
七
―
一
七
四
一
）
が
加
わ
っ
て
い
た
イ
ン
ジ
ャ
ナ
使
節

が
、
一
七
一
二
年
に
ヴ
ォ
ル
ガ
河
流
域
に
到
り
、
ト
ル
グ
ー
ト
の
ア
ユ
キ=

ハ
ン
に
手
渡
し
た
歴
史
的
な
勅
書
で
す
［
馬
・
郭

一
九
八
四
］。
雍
正
勅
書
は
、
一
七
二
九
年
に
マ
ン
タ
イ
使
節
が
ア
ユ
キ
の
息
子
で
あ
る
ツ
ェ
レ
ン=

ド
ン
ド
ゥ
ク=

ハ
ン
に
手

渡
し
た
も
の
で
す
［
馬
・
馬
一
九
八
八
］。
こ
の
二
件
の
勅
書
は
、
ツ
ェ
レ
ン=

ド
ン
ド
ゥ
ク
の
息
子
で
あ
る
ウ
バ
シ=

ハ
ン
が
、

一
七
七
一
年
に
部
民
を
率
い
て
天
山
北
部
の
ジ
ュ
ン
ガ
リ
ア
へ
帰
還
し
た
時
に
携
え
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
一
七
七
一
年
に
ウ
バ

シ
が
受
け
取
っ
た
乾
隆
勅
書
を
あ
わ
せ
た
三
件
の
勅
書
は
、
一
九
七
九
年
に
「
発
見
」
さ
れ
る
ま
で
、
ト
ル
グ
ー
ト
の
歴
代
ハ
ン
の

家
廟
に
大
切
に
保
管
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

清
朝
皇
帝
の
勅
書
の
効
力
を
、
中
央
ア
ジ
ア
の
支
配
者
た
ち
は
様
々
な
形
で
利
用
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
勢
力
拡
大
を
試
み
て
い

た
コ
ー
カ
ン
ド=

ハ
ン
国
の
支
配
者
イ
ル
ダ
ナ=
ビ
ィ
（
在
位
一
七
五
八
？
―
六
八
／
六
九
）
は
、
一
七
五
九
年
末
に
清
朝
の
使
節

が
は
じ
め
て
到
来
し
た
際
、
周
辺
の
ク
ル
グ
ズ
諸
部
族
を
統
治
す
る
権
利
を
保
証
す
る
勅
書
の
発
給
を
要
求
し
、
さ
ら
に
多
く
の
ク

ル
グ
ズ
を
従
わ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
［
小
沼
・
河
原
・
塩
谷
二
〇
一
四
］。
ま
た
、
一
七
七
七
年
に
カ
ザ
フ
中
ジ
ュ
ズ
の
ハ
ン
で
あ

る
ア
ブ
ラ
イ
は
、
偽
造
あ
る
い
は
内
容
を
詐
称
し
た
と
思
わ
れ
る
清
朝
皇
帝
の
勅
書
を
、
彼
の
配
下
の
人
間
に
も
た
せ
て
タ
シ
ケ
ン

ト
に
派
遣
し
、
そ
の
地
の
住
民
か
ら
税
を
徴
収
し
よ
う
と
し
ま
し
た
［
小
沼
二
〇
一
四
：
二
一
八
―
二
一
九
］。

一
八
六
七
年
に
カ
シ
ュ
ガ
ル
で
樹
立
さ
れ
た
ヤ
ー
ク
ー
ブ=

ベ
グ
（
一
八
二
〇
？
―
七
七
）
政
権
に
参
加
し
た
経
験
を
も
つ
ム
ッ

ラ
ー=

ム
ー
サ
ー=

サ
イ
ラ
ー
ミ
ー
は
、後
年
に
著
し
た
『
ハ
ミ
ー
ド
史
』
に
お
い
て
、次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
て
い
ま
す
。
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清
朝
統
治
下
で
ベ
グ
官
人
に
任
命
さ
れ
て
い
た
現
地
ム
ス
リ
ム
有
力
者
や
そ
の
子
孫
の
多
く
は
、
ヤ
ー
ク
ー
ブ=

ベ
グ
政
権
下
で
平

民
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
清
軍
が
新
疆
を
再
征
服
す
る
と
、
彼
ら
は
清
朝
皇
帝
が
祖
先
に
与
え
た
勅ヤ

ル
リ
グ書

（
お
そ
ら
く
任
命
文
書
）
を
所
有
し
て
い
た
た
め
、
そ
の
地
位
を
回
復
で
き
た
と
い
う
の
で
す
［T

Ḥ
/J: 25b–26a; T

Ḥ
/Z

: 61–62; 

T
Ḥ

/Ä
: 146–147

］。

以
上
の
各
事
例
か
ら
は
、
清
朝
皇
帝
か
ら
与
え
ら
れ
た
勅
書
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
有
力
者
に
と
っ
て
地
位
や
身
分
を
保
証
し
、
さ

ら
に
は
自
身
の
権
力
行
使
の
正
当
性
を
保
証
す
る
証
拠
に
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
勅
書
の
存
在
そ
の
も

の
、
お
よ
び
そ
の
所
有
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
高
い
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

一
方
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
清
朝
へ
送
付
さ
れ
た
書
簡
は
、
北
京
や
台
北
の
研
究
機
関
に
数
多
く
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、

清
朝
政
府
に
お
け
る
そ
れ
ら
書
簡
の
翻
訳
の
あ
り
方
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
七
六
〇
年
に
コ
ー
カ
ン
ド
の
イ
ル
ダ
ナ
が
ヤ
ル

カ
ン
ド
の
清
朝
大
臣
に
宛
て
た
テ
ュ
ル
ク
語
書
簡
に
は
、「
我
々
の
命
の
あ
る
限
り
、世
界
の
保
護
者
た
る
王

シ
ャ
ー

に
友
好
と
友
誼
を
示
し
、

我
々
の
言
葉
は
違
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
、
清
朝
皇
帝
と
の
友
好
関
係
を
謳
っ
た
一
文
が
み
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
ヤ

ル
カ
ン
ド
の
清
朝
当
局
が
作
成
し
た
書
簡
の
満
洲
語
訳
で
は
、
こ
の
一
文
は
「
我
々
は
代
々
、
み
な
大
エ
ジ
ェ
ン
の
臣ア

ル
バ
ト僕
と
な
っ
た
。

す
べ
て
に
お
い
て
〔
清
朝
皇
帝
に
〕
従
っ
て
お
こ
な
う
」
と
な
っ
て
お
り
、
コ
ー
カ
ン
ド
の
支
配
者
に
よ
る
清
朝
皇
帝
へ
の
臣
従
の

表
明
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
形
に
改
め
ら
れ
て
い
ま
す
［
小
沼
・
河
原
・
塩
谷
二
〇
一
四
］。

カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
諸
都
市
を
支
配
下
に
置
き
、
ト
ル
フ
ァ
ン
と
ウ
ル
ム
チ
を
も
制
圧
し
た
ヤ
ー
ク
ー
ブ=

ベ
グ
は
、
一
八
七
一
年
に

同
治
帝（
在
位
一
八
六
一
―
七
五
）に
宛
て
て
テ
ュ
ル
ク
語
の
書
簡
を
差
し
出
し
ま
す
。
そ
の
書
簡
の
な
か
で
ヤ
ー
ク
ー
ブ=

ベ
グ
は
、

そ
れ
ま
で
の
自
身
の
行
為
に
つ
い
て
人
知
を
超
え
た
「
神
の
恩
恵
」
に
よ
る
当
為
で
あ
る
と
説
明
し
、
新
疆
の
征
服
と
統
治
の
正
当

性
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
や
は
り
清
朝
当
局
側
が
作
成
し
た
漢
文
訳
で
は
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
「
天
意
」
に
か
か
わ
る
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も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
唯
一
神
ア
ッ
ラ
ー
に
関
連
す
る
事
象
は
、
中
国
世
界
に
お
い
て
「
天
」
と
い

う
字
義
を
と
も
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
に
お
け
る「
神
」と
中
華
思
想
に
お
け
る「
天
」

が
と
も
に
具
有
す
る
絶
対
性
・
普
遍
性
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
ひ
と
た
び
「
天
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
と
、
お
の

ず
と
中
華
の
世
界
観
の
中
で
把
握
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。す
な
わ
ち
、清
朝
側
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
、「
天
下
」に
お
い
て「
天

意
」
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
存
在
は
「
天
子
」
た
る
清
朝
皇
帝
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
で
あ
る
な
ら
ば
、「
天
意
」
に
よ
っ
て
ヤ
ー
ク
ー

ブ=

ベ
グ
が
獲
得
し
た
領
域
は
当
然
清
朝
皇
帝
に
返
還
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
清

朝
側
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
論
理
で
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
ヤ
ー
ク
ー
ブ
・
ベ
グ
の
言
説
を
、
自
身
の
論
理
に
沿
っ
た
形
で
解
釈
し
な
お

し
て
い
る
わ
け
で
す
［
新
免
・
小
沼
二
〇
一
二
］。 

以
上
の
諸
事
例
が
示
す
よ
う
に
、
清
朝
政
権
に
お
け
る
翻
訳
作
業
の
過
程
で
は
、
中
央
ア
ジ
ア
側
の
言
説
に
対
し
て
、
清
朝
側
の

都
合
に
応
じ
た
解
釈
の
変
更
が
往
々
に
し
て
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
清
朝
か
ら
書
簡
を
受
け
取
っ
た
中
央
ア
ジ
ア
側
に

お
い
て
も
同
様
の
翻
訳
操
作
は
な
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
ら
、「
お
あ
い
こ
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

三
、「
異
人
」
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ

伝
統
的
に
中
国
の
知
識
人
に
は
、
内
外
の
異
族
集
団
の
起
源
を
、
か
つ
て
中
国
に
な
ん
ら
か
の
関
連
を
も
っ
て
い
た
集
団
に
求

め
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
清
代
に
お
い
て
も
、『
嘯
亭
雑
録
』
を
著
し
た
昭
槤
は
、「
フ
ン
カ
ル
」（
オ
ス
マ
ン
朝
）
の
民
に
つ
い

て
、
西
遼
（
カ
ラ=

キ
タ
イ
）
の
後
裔
で
は
な
い
か
と
い
う
見
解
を
披
瀝
し
て
い
ま
す
［
昭
槤
一
九
八
〇
：
五
二
―
五
三
］。
ま

た
、
関
係
が
深
か
っ
た
ロ
シ
ア
人
に
つ
い
て
も
、
清
朝
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
は
な
く
、
内
陸
ア
ジ
ア
の
民
と
し
て
扱
っ
て
い
ま
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し
た
。
モ
ン
ゴ
ル
・
チ
ベ
ッ
ト
・
新
疆
な
ど
、
清
朝
治
下
の
内
陸
ア
ジ
ア
地
域
の
行
政
官
を
歴
任
し
た
蒙
古
旗
人
ス
ン
ユ
ン
（
松

筠
、
一
七
五
二
―
一
八
三
五
）
は
、
満
洲
語
で
著
し
た
『
百
二
老
人
語
録
』（
満
洲
語
書
名
：E

m
u

 tan
ggū  orin

 sakd
a i gisu

n
 

sarkiyan
）
の
中
で
、
ロ
シ
ア
人
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

ロ
シ
ア
人
と
は
、
も
と
も
と
回
子
（
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
）
と
同
族
の
よ
う
で
あ
る
が
、
回
子
の
よ
う
に
豚
肉
を
食
べ
る

人
々
で
は
な
い
。
…
…
〔
ロ
シ
ア
人
の
〕
衣
服
は
西
洋
の
地
と
同
じ
で
あ
る
。
彼
ら
の
土
地
に
は
西
洋
の
地
の
人
々
が
お
り
、

し
か
も
西
洋
の
教
え
を
尊
崇
し
て
い
る
［S

ungyun 1982: 416–418

］。

中
国
に
お
け
る
「
西
洋
」
と
は
、
も
と
は
中
国
本
土
か
ら
み
た
西
の
海
、
つ
ま
り
イ
ン
ド
洋
海
域
世
界
を
漠
然
と
指
す
概
念
で
あ
り
、

そ
の
地
域
に
住
む
人
々
が
「
西
洋
人
」
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
「
西
洋
」
に
次
第
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
進
出
し
、
イ
ン
ド
洋
・

東
南
ア
ジ
ア
沿
岸
の
植
民
都
市
を
経
由
し
て
、
明
末
に
は
中
国
の
東
南
沿
海
に
渡
来
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
清
朝
前
半
期
、「
西

洋
人
」
は
海
を
渡
っ
て
や
っ
て
く
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
を
指
す
用
語
と
な
り
、
康
煕
帝
な
ど
は
清
朝
宮
廷
に
仕
え
た
イ
エ
ズ
ス
会
士
を

「
西
洋
人
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
ス
ン
ユ
ン
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
ロ
シ
ア
人
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
好
み
、
そ
れ
を
受
け
入
れ

て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
本
質
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
は
な
く
、
新
疆
の
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
に
近
い
人
々
な
わ
け
で
す
。
現
在
の
日

本
人
か
ら
す
る
と
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
ロ
シ
ア
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
な
か
な
か
払
拭
さ

れ
ず
、
清
末
に
至
っ
て
も
根
強
く
残
っ
て
い
ま
し
た
。
一
八
八
七
―
八
八
年
に
ロ
シ
ア
へ
視
察
の
た
め
派
遣
さ
れ
た
遊
歴
官
の
繆
祐

孫
は
、
帰
国
後
の
報
告
書
の
な
か
で
、
ロ
シ
ア
人
は
「
吐
蕃
」（
古
代
チ
ベ
ッ
ト
）
の
子
孫
で
あ
り
、
コ
サ
ッ
ク
は
「
突
厥
」
の
「
可

薩
」（
ハ
ザ
ー
ル
）
の
子
孫
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
［
佐
々
木
二
〇
〇
二
：
二
三
二
］。
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さ
て
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
乾
隆
帝
は
新
疆
の
「
回
子
」
を
、
か
つ
て
モ
ン
ゴ
リ
ア
に
い
た
「
回
紇
」
に
結
び
つ
け
て
理

解
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
理
解
は
清
朝
の
時
代
に
生
き
た
人
々
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
一
七
八
〇
年
、
乾
隆

帝
の
七
〇
歳
の
誕
生
日
を
祝
う
式
典
に
参
加
す
る
た
め
、
朝
鮮
王
朝
の
使
者
（
燕
行
使
）
の
一
員
と
し
て
朴パ

ク

趾＝
チ

源ウ
ォ
ン（

一
七
三
七
―

一
八
〇
五
）
が
派
遣
さ
れ
ま
し
た
。
滞
在
中
の
あ
る
日
、
朴
趾
源
は
、「
破
老
回
回
図
」
と
い
う
、
中
国
内
地
育
ち
の
モ
ン
ゴ
ル
人

官
僚
（
お
そ
ら
く
蒙
古
旗
人
）
と
知
遇
を
え
ま
し
た
。
二
人
の
会
話
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
み
ら
れ
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、数
人
の
回
子
が
〔
お
茶
を
〕
飲
み
に
入
っ
て
来
た
。
私
は
〔
破
老
回
回
図
に
〕「
彼
ら
も
ま
た
西
番
（
チ

ベ
ッ
ト
）
の
部
民
で
す
か
？
」
と
尋
ね
た
。〔
破
老
回
回
図
は
〕「
ち
が
い
ま
す
。
回
子
と
は
、
す
な
わ
ち
唐
の
時
代
の
回
紇

で
す
。
唐
に
対
し
て
功
績
も
あ
り
ま
し
た
が
、中
華
に
と
っ
て
大
き
な
憂
い
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
回
鶻
と
も
い
い
ま
す
。

五
代
の
時
期
に
西
に
移
動
し
て
突
厥
を
侵
略
し
、つ
い
に
漢
の
西
域
故
地
を
占
拠
す
る
に
至
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
清
真
教（
イ

ス
ラ
ー
ム
教
）
も
ま
た
〔
中
国
に
お
け
る
〕
異
端
の
教
え

（
４
）

の
一
つ
で
す
。」
と
答
え
た
［
朴
一
九
九
六
：
三
五
五
］。

近
代
に
お
け
る
民
族
名
称
と
し
て
の
「
ウ
イ
グ
ル
」
は
、
ソ
連
の
「
民
族
的
境
界
画
定
」
作
業
の
一
環
と
し
て
、
一
九
二
一
年
に
ソ

連
領
内
に
居
住
す
る
新
疆
出
身
者
の
代
表
者
を
集
め
た
ア
ル
マ
ア
タ
会
議
の
席
上
で
採
用
さ
れ
ま
し
た

（
５
）
。
た
だ
し
、
ロ
シ
ア
領
内
で

刊
行
さ
れ
て
い
た
『
シ
ュ
ー
ラ
ー
』『
ワ
ク
ト
』
と
い
っ
た
テ
ュ
ル
ク
語
の
定
期
刊
行
物
上
で
は
、
す
で
に
一
九
一
四
年
に
、
セ
ミ

レ
チ
エ
州
ガ
ル
ジ
ャ
ト
村

（
６
）
に
住
む
ナ
ザ
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
な
る
人
物
が
、「
ウ
イ
グ
ル
の
子
」（U

ygh
u

r balasi

）
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー

ム
を
使
用
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
よ
り
以
前
、『
シ
ュ
ー
ラ
ー
』『
ワ
ク
ト
』
に
は
、
古
代
ウ
イ
グ
ル
の
歴
史
と
言
語
に
関
す
る
論
説
が

掲
載
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
に
触
発
さ
れ
て
ナ
ザ
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
は「
ウ
イ
グ
ル
の
子
」を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す［
大
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石
二
〇
〇
三
］。
ナ
ザ
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
の
着
想
と
、「
回
子
」
を
「
回
紇
」
の
後
裔
と
位
置
づ
け
る
認
識
の
間
に
、
直
接
的
な
関
連
性

は
見
い
だ
し
が
た
い
で
す
が
、
新
疆
の
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
、
特
に
清
朝
宮
廷
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
た
王
公
ら
有
力
者
層
に
、

清
朝
側
の
認
識
を
受
容
し
て
い
た
者
が
存
在
し
た
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
ま
す
。

で
は
一
方
で
、
中
央
ア
ジ
ア
の
人
々
は
、
清
朝
あ
る
い
は
清
朝
皇
帝
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
か
。
当
初
、
中
央
ア
ジ
ア
の
ム
ス
リ
ム
住
民
に
は
、
ジ
ュ
ー
ン
ガ
ル
を
滅
亡
に
追
い
込
ん
だ
清
朝
権
力
の
到
来
を
歓
迎
す
る
向
き

が
あ
っ
た
よ
う
で
す
［Ibragim

ov 1969: 422

］。
と
こ
ろ
が
、
清
軍
が
続
け
て
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
ム
ス
リ
ム
居
住
地
域
を
征
服
し
、

カ
シ
ュ
ガ
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
家
の
指
導
者
を
殺
害
に
追
い
込
ん
だ
こ
と
は
、
現
地
ム
ス
リ
ム
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
、
警
戒
心
を

巻
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、ド
ゥ
ッ
ラ
ー
ニ
ー
朝
の
創
始
者
で
あ
る
ア
フ
マ
ド=

シ
ャ
ー=

ド
ゥ
ッ
ラ
ー
ニ
ー（
在

位
一
七
四
七
―
七
二
）
の
提
唱
の
も
と
、
異
教
徒
た
る
清
朝
に
対
し
て
、
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
わ
た
る
ム
ス
リ
ム

「
同
盟
」
の
結
成
が
呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
現
地
の
支
配
者
の
な
か
に
は
、
清
朝
へ
の
聖ジ

ハ
ー
ド戦

を
唱
え
る
人
物
も
い
ま
し
た

［V
alikhanov 1985: 136–137, 323–324

］。
強
大
な
清
朝
権
力
の
突
然
の
出
現
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
人
々
の
心
理
に
清
朝
に
対
す

る
畏
怖
の
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
付
け
、
そ
れ
は
新
疆
に
お
け
る
清
朝
の
統
治
が
弱
体
化
し
た
一
九
世
紀
に
お
い
て
も
、
な
お
中
央
ア
ジ

ア
の
人
々
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
規
制
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
［N

ew
by 2005: 43–44, 121, 156

］。

な
か
で
も
問
題
と
な
る
の
は
、
清
朝
統
治
下
に
置
か
れ
た
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
清
朝
の
支
配

と
は
、
異
教
徒
・
異
民
族
に
よ
る
支
配
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
異
教
徒
の
王
」
の
支
配
下
か
ら
脱
却
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

支
配
者
の
も
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
家
」（
ダ
ー
ル=

ア
ル=

イ
ス
ラ
ー
ム
）

を
実
現
す
る
こ
と
は
、
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
普
遍
的
な
目
標
で
し
た
。
当
然
な
が
ら
、
清
朝
支
配
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
考
え
方

は
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
急
先
鋒
が
、
中
央
ア
ジ
ア
西
部
に
逃
げ
の
び
た
カ
シ
ュ
ガ
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
家
の
子
孫
た
ち
で
し
た
。
し
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か
し
そ
の
一
方
で
、
現
地
ム
ス
リ
ム
の
間
に
は
、
た
と
え
「
異
教
徒
の
王
」
で
あ
れ
、「
公
正
な
る
統
治
」
を
実
現
し
て
く
れ
る
清

朝
皇
帝
に
は
信
頼
を
寄
せ
、
そ
の
恩
義
に
は
忠
誠
を
も
っ
て
報
い
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
持
つ
人
々
が
い
ま
し
た
［
濱
田

一
九
九
四
］。
彼
ら
は
理
想
と
現
実
の
狭
間
に
お
い
て
、
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
立
っ
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

で
は
、中
央
ア
ジ
ア
の
人
々
は
、世
俗
的
な
意
味
で
、清
朝
皇
帝
を
い
か
な
る
存
在
と
し
て
把
握
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。ジ
ュ
ー

ン
ガ
ル
征
服
直
後
の
一
七
五
七
年
、
清
の
ヌ
サ
ン
使
節
団
が
カ
ザ
フ
中
ジ
ュ
ズ
の
有
力
者
ア
ブ
ラ
イ
の
幕
営
に
到
来
し
ま
す
。
そ
の

時
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
ア
ブ
ラ
イ
は
使
節
に
対
し
て
「
日
が
昇
る
方
角
に
い
る
満
洲
の
ハ
ン
は
強
大
で
あ
る
。
日
が
沈
む
方
角
に
い

る
フ
ン
カ
ル
の
ハ
ン
（
オ
ス
マ
ン
皇
帝
）
も
強
大
で
あ
る
」
と
述
べ
た
と
い
い
ま
す
。
二
年
後
、
コ
ー
カ
ン
ド
の
イ
ル
ダ
ナ
も
ア
ブ

ラ
イ
と
同
様
の
見
解
を
別
の
清
朝
使
節
に
対
し
て
口
に
し
て
い
ま
す
。
中
央
ア
ジ
ア
の
支
配
者
た
ち
は
、
東
方
に
君
臨
す
る
清
朝
の

満
洲
人
皇
帝
を
、
西
方
の
オ
ス
マ
ン
皇
帝
に
比
肩
す
る
強
大
な
君
主
と
み
な
し
て
い
た
よ
う
で
す
［
小
沼
二
〇
〇
八
］。

清
朝
皇
帝
が
、
漢
人
で
は
な
く
、
満マ

ン
ジ
ュ洲

人
で
あ
っ
た
と
い
う
点
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
テ
ュ
ル
ク
系
諸
民
族
の
間
に
は
、
自
ら
を
ノ

ア
の
三
男
で
あ
る
ヤ
ペ
テ
の
息
子
「
テ
ュ
ル
ク
」
の
子
孫
と
み
な
す
系
譜
意
識
が
ひ
ろ
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
［
小
笠
原

二
〇
一
四
］。
満
洲
人
の
起
源
に
関
し
て
、
ム
ッ
ラ
ー=

ム
ー
サ
ー
が
『
ハ
ミ
ー
ド
史
』
の
な
か
で
、
一
つ
の
興
味
深
い
見
解
を
紹

介
し
て
い
ま
す
（
傍
線
は
筆
者
が
付
し
た
も
の
）。

神
の
預
言
者
ヌ
ー
フ
（
ノ
ア
）
の
息
子
、
ヤ
フ
ェ
ス
（
ヤ
ペ
テ
）
の
一
一
人
の
息
子
を
別
々
に
述
べ
て
い
た
ら
、
我
々
の
言

葉
が
長
く
延
び
、
こ
の
簡
明
さ
が
重
く
な
っ
て
し
ま
う
。
我
々
の
目
的
は
一
一
人
の
う
ち
テ
ュ
ル
ク
の
息
子
た
ち
の
部
分
だ

け
を
述
べ
る
〔
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
〕
目
的
の
た
め
、
テ
ュ
ル
ク
の
子
孫
に
つ
い
て
の
み
記
そ
う
。
テ
ュ
ル
ク
を
、

い
く
つ
か
の
歴
史
書
で
は
ヤ
フ
ェ
ス=

オ
グ
ラ
ン
（
ヤ
ペ
テ
の
息
子
）
と
呼
び
、
キ
ュ
ー
マ
ル
ス
（
７
）
と
同
時
代
人
と
述
べ
て
い
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る
。
総
じ
て
テ
ュ
ル
ク
、
モ
グ
ー
ル
、
タ
タ
ー
ル
、
キ
プ
チ
ャ
ク
、
ウ
イ
グ
ル
、
マ
ン
ジ
ュ
、
ナ
イ
マ
ン
、
チ
ル
ケ
ス
、
ダ

チ
ン
、
ダ
ゲ
ス
タ
ン
、
ト
ル
グ
ー
ト
、
ノ
ガ
イ
、
バ
ル
ラ
ス
、
チ
ョ
ラ
ー
ス
、
ジ
ャ
ラ
イ
ル
、
デ
ィ
リ
ン
、
ジ
ュ
ル
ジ
ュ
ト
、

ヤ
イ
ジ
ュ
イ
、
マ
イ
ジ
ュ
イ
な
ど
の
数
千
の
部
族
と
数
千
の
氏
族
が
あ
り
、
そ
の
集
団
の
血
脈
は
ヤ
フ
ェ
ス
の
息
子
テ
ュ
ル

ク
に
連
な
る
の
だ
［T

Ḥ
/Z

: 15; T
Ḥ

/Ä
: 52

］。

当
時
の
中
央
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、
以
上
の
言
説
が
ど
こ
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
の
か
不
明
で
す
が
（
８
）

、
こ
こ
で
は
観
念
的
に
満
洲

人
を
自
ら
の
系
譜
意
識
の
な
か
に
取
り
込
み
、
同
じ
く
「
テ
ュ
ル
ク
」
の
子
孫
に
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
二
重
傍
線
を
引
い

た
「
ダ
チ
ン
」（
＝
大
清
）
に
つ
い
て
、
ム
ッ
ラ
ー=

ム
ー
サ
ー
は
、

モ
ン
ゴ
ル
人
の
子
孫
た
る
マ
ン
ジ
ュ
人
に
属
す
る
太
宗
（
ホ
ン
タ
イ
ジ
）
の
息
子
、
シ
ュ
ン
ジ
ル
（
順
治
）
と
い
う
者
に
王

冠
と
王
権
を
ま
と
わ
せ
、
北
京
で
即
位
さ
せ
た
。
現
在
に
至
る
ま
で
の
ハ
ン
た
ち
は
み
な
、
こ
の
一
族
に
属
す
る
。
こ
の
氏

族
は
ダ
チ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
［T

Ḥ
/J: 10b–11a; T

Ḥ
/Z

: 27; T
Ḥ

/Ä
: 75–76

］。

と
述
べ
、「
ダ
チ
ン
」
を
「
マ
ン
ジ
ュ
」
か
ら
出
た
清
朝
皇
帝
を
輩
出
す
る
一
族
―
―
す
な
わ
ち
ア
イ
シ
ン=

ギ
ョ
ロ
氏
族
―
―
と

紹
介
し
て
い
ま
す
。
満
洲
人
を
モ
ン
ゴ
ル
人
の
子
孫
と
す
る
誤
解
が
示
す
よ
う
に
、
中
国
本
土
と
そ
の
支
配
者
に
関
す
る
ム
ッ
ラ
ー

=

ム
ー
サ
ー
の
知
識
に
は
か
な
り
の
混
乱
と
矛
盾
が
み
ら
れ
ま
す
が
［
濱
田
一
九
九
四
：
一
三
八
］、
清
朝
皇
帝
が
満
洲
人
の
出
自

を
も
つ
こ
と
は
、
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
テ
ュ
ル
ク
系
ム
ス
リ
ム
の
間
で
一
定
の
共
有
を
獲
得
し
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
、
対
中
央
ア
ジ
ア
政
策
の
場
か
ら
「
漢
文
化
（
中
国
文
化
）
に
か
か
わ
る
側
面
を
意
識
的
に
排
除
」
す
る
と
い
う
清
朝
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政
権
の
戦
略
は
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
生
ん
で
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

他
方
、清
朝
皇
帝
が
統
治
す
る
国
あ
る
い
は
地
域
は「
チ
ー
ン
」と
呼
ば
れ
、ゆ
え
に
皇
帝
は「
チ
ー
ン
の
ハ
ー
カ
ー
ン
」（K

h āq ān
-i 

C
h īn

）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。「
ハ
ン
／
ハ
ー
ン
」
と
同
様
、「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
も
君
主
を
指
す
称
号
で
し
た
が
、
正
確
に
は
両

者
の
間
に
違
い
が
あ
り
ま
し
た
。
ム
ッ
ラ
ー=

ム
ー
サ
ー
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
ハ
ー
カ
ー
ン
」
と
は
モ
ン
ゴ
ル
語
の
「
カ
ア

ン
」
が
訛
っ
た
も
の
で
あ
り
、そ
れ
は
元
来
「
ハ
ー
ン
の
な
か
の
ハ
ー
ン
」
あ
る
い
は
「
シ
ャ
ー
の
な
か
の
シ
ャ
ー
」（
い
ず
れ
も
「
王

の
な
か
の
王
」
と
い
う
意
味
）
を
意
味
し
て
い
ま
し
た
［T
Ḥ

/Z
: 23; T

Ḥ
/Ä

: 68

］。
た
だ
し
、
一
九
世
紀
中
頃
に
清
朝
統
治
下
の

カ
シ
ュ
ガ
ル
で
著
さ
れ
た
テ
ュ
ル
ク
語
の
歴
史
書
で
は
、「
チ
ー
ン
」
の
領
域
は
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
地
域
の
外
側
に
位
置
す
る
空
間
と

し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
の
ム
ス
リ
ム
に
と
っ
て
の
清
朝
に
よ
る
支
配
と
は
、
清
朝
皇
帝
へ

の
人
的
な
帰
属
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
間
に
自
ら
の
土
地
が
「
チ
ー
ン
」
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
ほ
と
ん
ど
存

在
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
［
新
免
二
〇
〇
九
：
一
一
九
―
一
二
〇
］。

む
す
び
に
か
え
て

本
講
演
で
は
、
清
朝
と
中
央
ア
ジ
ア
の
相
互
認
識
に
か
か
わ
る
問
題
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。
一
八
世
紀
中
頃
に
出
会

う
こ
と
に
な
っ
た
清
朝
と
中
央
ア
ジ
ア
世
界
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
具
有
す
る
世
界
観
や
思
い
描
く
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
な
か
で
、
新
た
な
る

隣
人
の
位
相
を
見
定
め
て
い
き
ま
し
た
。
両
者
の
対
話
に
お
い
て
鍵
と
な
っ
て
く
る
文
書
の
翻
訳
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ

う
な
作
為
は
、
こ
と
さ
ら
問
題
と
な
ら
な
い
ほ
ど
、
常
態
的
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
本
講
演
で
示
し
た
見
解
の
多
く
は
、
な
お
結

論
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
清
と
中
央
ア
ジ
ア
の
関
係
を
再
考
す
る
上
で
の
新
た
な
視
点
は
提
供
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
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思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
異
人
」
認
識
に
ひ
そ
む
政
治
性
は
、
清
と
中
央
ア
ジ
ア
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
歴
史
上
、

そ
し
て
現
代
に
お
い
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
あ
ら
た
め
て
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

最
後
に
余
談
な
が
ら
、
清
朝
に
お
け
る
新
疆
の
位
置
づ
け
の
変
遷
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
本
講
演
で
述
べ
た
よ

う
に
、
乾
隆
朝
の
文
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
じ
て
、
清
朝
政
権
内
で
は
「
新
疆
＝
祖
宗
偉
業
の
地
」
と
い
う
セ
オ
リ
ー
が
確
立
し
ま

し
た
。
一
八
二
六
年
に
カ
シ
ュ
ガ
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
家
に
属
す
る
ジ
ャ
ハ
ー
ン
ギ
ー
ル=

ホ
ー
ジ
ャ
が
カ
シ
ュ
ガ
リ
ア
西
部
に
侵
入

し
、
そ
の
地
を
半
年
間
占
領
し
ま
し
た
。
こ
の
時
も
清
朝
政
府
は
、
こ
の
セ
オ
リ
ー
に
も
と
づ
い
て
軍
隊
を
派
遣
し
、
新
疆
の
支
配

を
回
復
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
一
九
世
紀
後
半
に
お
け
る
領
土
の
割
譲
と
国
境
の
画
定
は
、
清
朝
の
版
図
に
そ
れ
ま
で
に
な
い
明

確
な
輪
郭
を
与
え
、
そ
の
伝
統
的
な
空
間
認
識
の
あ
り
方
に
変
容
を
迫
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
八
六
〇
年
代
に
勃
発
し
た
ム
ス

リ
ム
に
よ
る
大
規
模
な
蜂
起
、
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
ヤ
ー
ク
ー
ブ=

ベ
グ
政
権
の
樹
立
は
、
一
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
い
て
き
た
当
地

域
に
お
け
る
清
朝
の
統
治
を
、
一
時
的
に
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
八
七
一
年
に
ヤ
ー
ク
ー
ブ=

ベ
グ
宛
に
送
付
さ
れ
た

ハ
ミ
辦
事
大
臣
文
麟
の
書
簡
に
は
、
新
疆
は
本
来
清
朝
の
「
国
家
版
図
」（
＝
清
朝
の
支
配
領
域
）
な
の
で
あ
り
、
征
服
地
を
す
べ

て
返
還
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
ま
す
［
新
免
・
小
沼
二
〇
一
二
：
二
六
―
三
〇
］。
そ
の
後
、
新
疆
回
復
を
主

張
し
た
左
宗
棠
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
内
陸
か
ら
迫
り
来
る
ロ
シ
ア
の
脅
威
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、「
新
疆
を
重
ん
じ
る
の
は

蒙
古
を
保
つ
た
め
で
あ
り
、
蒙
古
を
保
つ
の
は
京
師
（
北
京
）
を
保
つ
た
め
で
あ
る
」［『
左
文
襄
公
全
集
』
奏
稿
巻
五
〇
：
七
五
―

七
八
］
と
述
べ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、新
疆
を
ロ
シ
ア
の
侵
入
か
ら
版
図
を
防
衛
す
る
た
め
の
最
前
線
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
す
。

さ
ら
に
左
宗
棠
は
、
歴
史
的
な
観
点
か
ら
、「〔
新
疆
の
〕
カ
シ
ュ
ガ
ル
と
は
、
い
に
し
え
の
疏
勒
国
で
あ
り
、
漢
代
に
は
す
で
に
中

華
に
属
し
て
い
た
。
も
と
よ
り
我
々
の
旧
き
土
地
な
の
で
あ
る
」［『
光
緒
宮
中
檔
』
一
：
六
二
四
］
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
な
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る
議
論
が
必
要
で
し
ょ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な
清
朝
に
お
け
る
新
疆
の
位
置
づ
け
に
か
か
わ
る
言
説
の
推
移
か
ら
は
、
現
在
の
中
華

人
民
共
和
国
政
府
に
も
受
け
継
が
れ
る
、「
古
来
新
疆
は
中
国
の
不
可
分
の
領
土
で
あ
る
」
と
い
う
公
的
な
政
治
見
解
の
形
成
プ
ロ

セ
ス
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

［
付
記
］
本
講
演
は
、
英
文
で
執
筆
し
た
［
小
沼
二
〇
一
四
Ｂ
］
を
も
と
に
し
て
い
る
。
講
演
録
と
い
う
性
格
上
、
註
記
や
参
考
文

献
の
提
示
は
最
低
限
に
と
ど
め
た
。［
小
沼
二
〇
一
四
Ｂ
］
は
ウ
ェ
ブ
上
で
公
開
（http://w

w
w

.saksaha.org/

）
さ
れ
て
い
る
の
で
、

ご
関
心
が
あ
る
方
は
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

註（
１
）　

本
講
演
で
使
用
す
る
「
中
央
ア
ジ
ア
」
は
、
主
に
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
北
部
、
パ
キ
ス
タ
ン
北
部
、
旧
ソ
連
領
五
共
和
国
（
カ

ザ
フ
ス
タ
ン
・
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
・
ク
ル
グ
ズ
・
タ
ジ
キ
ス
タ

ン
・
ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン
）
に
中
国
新
疆
を
加
え
た
範
囲
（「
歴

史
的
中
央
ア
ジ
ア
」）
を
指
す
。

（
２
）　

現
在
の
理
解
で
は
、
大
宛
は
フ
ェ
ル
ガ
ナ
盆
地
に
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）　

唐
の
元
和
元
年
（
八
〇
六
）
に
ウ
イ
グ
ル
可
汗
国
の
使
節
に

マ
ニ
僧
が
随
行
し
て
来
朝
し
、
翌
年
に
河
南
府
（
洛
陽
）
と
太

原
府
に
マ
ニ
教
寺
院
を
建
設
し
た
と
い
う
史
実
に
も
と
づ
く
。

（
４
）　

こ
こ
で
の
「
異
端
の
教
え
」
と
は
、「
三
教
（
仏
教
・
儒
教
・

道
教
）
以
外
の
教
え
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
５
）　

そ
の
後
新
疆
に
お
い
て
は
、
ソ
連
の
民
族
政
策
を
範
と
し
て

い
た
盛
世
才
政
権
が
一
九
三
五
年
の
省
内
在
住
民
族
の
区
分
確

定
時
に
「
ウ
イ
グ
ル
」（
漢
字
表
記
は
「
維
吾
爾
」）
を
公
式
採

用
し
た
。

（
６
）　

ガ
ル
ジ
ャ
ト
は
も
と
も
と
清
朝
領
内
に
位
置
し
た
が
、

一
八
八
一
年
の
サ
ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
条
約
（
イ
リ
条
約
）

に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
領
と
な
っ
た
。

（
７
）　
『
シ
ャ
ー
ナ
ー
メ
』
に
登
場
す
る
古
代
イ
ラ
ン
の
帝
王
。

（
８
）　

奇
妙
な
こ
と
に
、『
ハ
ミ
ー
ド
史
』
の
別
写
本
（
ル
ン
ド
図
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書
館
ヤ
ー
リ
ン
グ=

コ
レ
ク
シ
ョ
ンP

rov. 163

）
で
は
、「
ウ

イ
グ
ル
」・「
マ
ン
ジ
ュ
」・「
ダ
チ
ン
」
が
登
場
せ
ず
、「
ダ
チ
ン
」

の
部
分
に
「
カ
ル
マ
ク
」（
オ
イ
ラ
ト
）
が
挿
入
さ
れ
て
い
る

［T
Ḥ

/J, 5b

］。
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