
日
本
国
王
良
懐
の
遣
使
に
つ
い
て

栗

林

宣

夫

『明
太
祖
実
録
』
に
洪
武
四
年

(
一
三
七

一
)
十
月
癸
巳
の
条
か
ら
、
同
十
九
年

(
=
二

八
六
)
十

一
月
辛
酉

の
条
ま

で
の
約
十
五
年
間

に
お
け
る
、
日
本
か
ら
の
使
節
に

つ
い

て
の
記
事
が
あ
り
、
こ
の
中
に
六
回
に
わ
た
る

日
本
国
王
良
懷
の
遣
使
が
あ
る
が
、
「良

懷
」
と
は
、
明
の
太
祖
が
日
本
国
王
と
認
め
た
征
西
将
軍
懷
良
親
王
を
劇
懷
」と
記
し
た

も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
「良
懷
」
の
遣
使
と
記

さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
は
た
し
て
懷
良
親

ω

王
の
送

っ
た
も
の
か
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
疑
問
が
も
た
れ
て
い
た
。
し
か
し
「良
懐
」

遣
使
の
記
事
は
、
初
期

の
日
明
交
渉

の
情
勢
を
う
か
が
う
た
め
の
重
要
資
料
と
思
わ
れ

こ
れ
に
関
す
る
諸
論
考
も
あ
る
。
私
も
こ
れ
ら
先
行

の
諸
論
考
に
導
か
れ
て
、
「艮
懐
あ

遣
使
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
が

臆
測
の
域
を
出
な

い
も

の
に
終

っ
た
。

御
批
判
を

い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

明
の
太
祖
が
即
位
し
、
年
号
を
洪
武
と
定

め
た
年

(
=
二
六
八
)
は
、
日
本
で
は
少

年
の
義
満
が
父
義
詮

の
あ
と
を

つ
い
で
征
夷
大
将
軍
と
な
り

(北
朝
応
安
元
年
)
、南
朝

は
後
村
上
天
皇
の
正
平
二
十
三
年
で
あ

っ
た
。
ま
た
朝
鮮
で
は
、
元
朝
の
没
落
に
よ

っ

て
高
麗
の
命
運
は
い
よ

い
よ
き
わ
ま
り
、
加
え
て
倭
寇

の
ほ
し

い
ま
ま
な
る
侵
害
掠
奪

に
悩
む
恭
愍
王
の
十
七
年
で
あ
る
。
明
の
太
祖
は
即
立
す
る
と
、
ま
わ
り
の
東
ア
ジ
ア

諸
国
に
対
し
て
、
新
王
朝

の
成
立
と
そ
の
正
統
性
を
告
げ
、
中
華
思
想
に
本
つ
く
宗
属

関
係
を
結
ぶ
た
め
の
朝
貢
を
促
す
招
諭
の
使
節
を
派
遣
し
た
。
こ
の
時
の
使
は
日
本
に

つ
く
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
翌
年
二
月
、
再
び
楊
載
ら
が
お
く
ら
れ
た
。

こ
の

一

行
は
九
州
博
多
に
上
陸
し
、
当
時
九
州
を
制
覇
し
て
い
た
征
西
将
軍
懐
良
の
本
拠
地
大

②

宰
府
に
赴
い
た
こ
と
は
当
然
の
行
動
で
あ

っ
た
と
思
う
。

懐
良
親
王
は
、

=
二
三
六

(延
元
元
)
年
九
月
、
八
才
の
幼
少
の
身
を
も

っ
て
征
西

将
軍
に
任
命
さ
れ
て
以
来
、
約
二
十
五
年
に
及
ぶ
辛
労
苦
難
が
よ
う
や
く
実
を
結
び
、

一
三
六

一

(南
朝
正
平
十
六
、
北
朝
康
安
元
)
年
以
来
、
大
宰
府
を
本
拠
と
し
て
ほ
ぼ

九
州
全
土
に
号
令
し
、
征
西
府

の
黄
金
時
代
を

つ
く

っ
て
い
た
。
そ
こ
に
も
た
ら
さ
れ

た
太
祖
の
詔
書
は
、
上
表
し
て
朝
貢
す
る
こ
と
を
促
す
と
と
も
に
、
倭
寇

の
侵
犯
、
掠

奪
を
怒

っ
て
、
そ
の
禁
絶
を
強
く
要
求
し
、
詔
書
が
つ
い
た
時
、
臣
服
す
る
な
ら
ば
表

(1)



文
を
奉
じ
て
朝
貢
せ
よ
。
も
し
海
賊
行
為
を
続

け
る
な
ら
ば
、
わ
が
水
軍
に
出
動
を
命

じ
て
海
賊
ど
も
を
ほ
ろ
ぼ
し
、
直
ち
に
日
本
を
攻
撃
し
て
国
王
を
縛
り
あ
げ
よ
う
、
と

い
う
威
嚇
脅
迫
の
言
辞
で
あ

っ
た

(実
録
洪
武
二
年
辛
未

の
条
)。懐
良
は
こ
れ
を
無
礼

と
怒
り
、
明
使

一
行
七
人
の
う
ち
五
人
を
斬
り
、
楊
載
ら
二
名
は
、
三

ヶ
月
に
及
ぶ
拘

㈲

留

の
の
ち
に
釈
放
す
る
と

い
う
措
置
を
と

っ
た
。

太
祖

の
言
辞
が
無
礼

で
あ

っ
た
と
は

い
え
、
使
者

一
行

の
う
ち
五
人
を
斬
り
、
二
人

を
拘
留
す
る
と

い
う
こ
と
は
普
通
で
は
な

い
。
斬
ら
れ
た
五
人
は
、
こ
う
ま
ん
な
態
度

で
、
日
本
を
東
海

の
え
び
す
と
軽
侮
す
る
よ
う

な
態
度
行
動
が
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
、-
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
乱
暴

と
思
わ
れ
る
行
動
を
と

っ
た
の
は
な
ぜ
で

あ
ろ
う
か
。
当
時
征
西
府

の
勢
さ
か
ん
で
、
懐
良

は
意
気
軒
昂
た
る
も
の
が
あ

っ
た
で
あ

ろ
う
。
ま
た
皇
子
と
い
う
出
身
か
ら
く
る
自
尊

心
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
、
中
国
の
も

つ

中
華
思
想
に
対
す
る
理
解
は
少
な
く
、
む
し

ろ
日
本
の
神
国
思
想
さ
え
も
抱
い
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
朝
貢
要
求
に
対
す
る
反
発

も
あ

っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
よ

り
も
更
に
大
き

い
理
由
は
、
倭
寇
禁
絶
の
威
嚇

を
ま
じ
え
た
要
求
に
対
す
る
激
し

い
拒

絶
、
敵
愾
心
か
ら
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
懐

良
は
延
元
元
年
の
西
向
以
来
、
熊
野
水

軍
、
瀬
戸
内
海

の
河
野
、
忽
那
氏
ら
の
水
軍

ま
た
九
州
に
お
け
る
中
小
豪
族
、
こ
れ
ら

勢
力

の
援
助
を
う
け
、
菊
池
氏
と
連
絡
が
と
れ
、
九
州

の
武
家
方

(北
朝
側
)
を
破
る

㈲

こ
と
が
で
き
た
。
瀬
戸
内
の
水
軍
、
九
州

の
中
小
武
士
団
に
は
、海
賊
集
団
に
転
じ
、
倭

㈲

寇
と
し
て
活
躍
す
る
も
の
が
多
く
、
懐
良
も

こ
れ
を
知

っ
て
い
た
。
自
分
の
与
党
で
あ

る
倭
寇
を
禁
絶
せ
よ
と

い
う
脅
喝
的
要
求
に
対
し
で
、
強
く
反
発
し
た
の
は
当
然
で
あ

り
、
そ
れ
が
明
使

一
行
に
加
え
ら
れ
た
暴
行
と
な

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

第
二
回
の
使
節

一
行
が
こ
の
よ
う
な
取
扱

い
を
う
け
た
に
も
拘
ら
ず
、
太
祖
は
翌
洪

武
三
年
三
月
、
第
三
回
の
使
を
よ
こ
し
た
。
そ
し
て
、
ま
わ
り
の
諸
国
は
天
命
に
順

つ

て
、
臣
と
称
し
て
入
貢
し
、
西
域
諸
蕃
の
王
さ
え
も
朝
貢
し
て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
ひ

と
り
巳
本
は
こ
の
情
勢
を
理
解
せ
ず
、
往
問
に
答
え
な

い
こ
と
は
不
満
で
あ
る
と
し
、

華
夷
の
分
を
強
調
し
て
そ
の
朝
貢
を
促
し
た
。
そ
し
て
あ
わ
せ
て
倭
寇

の
禁
止
を
要
求

し
、
な
ん
じ
は
外
夷
の
小
邦
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
道
に
逆
ら
い
、
自
ら
の
分

を
わ
き
ま
え
ず
、
海
賊
行
為
を
し
て
海
岸
地
方
を
み
だ
す
な
ら
ば
、

こ
れ
は
神
人
と
も

に
怒
り
、
許
し
が
た

い
行
為
で
あ
る
、
征
討
の
軍
隊
は
準
備
を
と
と
の
え
て
待
機
し
て

い
る
、
と
威
嚇
し
た

(『実
録
』洪
武
三
年
三
月
戊
午
の
条
)。
こ
の
時

の
明
使
趙
秩
と
懐

良
と
の
応
対
は
、
趙
秩
の
帰
国
報
告
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

『実
録
』
洪

武
四
年
十
月
癸
巳
の
条
の
記
事

に
よ
る
と
、
懐
良
は
趙
秩
を
さ
き
の
文
永
の
際
の
元
使

の
子
孫
と
解
し
て
斬
ろ
う
と
し
た
が
♪
趙
秩
は
少
し
も
恐
れ
ず
、
毅
然
と
し
た
態
度
で

説
得
し
た

の
で
、
懐
良
は
そ
の
態
度
に
庄
さ
せ
ら
れ
て
礼
遇
を
加
え
、
答
礼
の
使
と
し

て
僧
祖
来
ら
を
明
に
お
く
り
、
臣
と
称
し
て
上
表
し
方
物
を
貢
し
、
明
州

・
台
州

の
被

虜
中
国
人
男
女
七
十
余
人
を
か
え
し
た
、
と
記
し
て
い
る
。

藤
田
明
氏
は
、
「こ
の
記
事
は
明
史
に
兄
ゆ
る
事
な
る
が
、
真
偽
相
半
ば
し
、
恐
ら
く

は
親
王
秩
を
逐
わ
れ
、
秩
や
む
な
ぐ
貢
物

・
国
書
を
偽
作
し
、
祖
来
な
る
者
を
伴
い
帰

り
し
に
す
ぎ
ず
」
㌔

親
王
の
使
で
あ
る
こ
と
を
全
善

定
し
て
い
ゑ

懐
良
の
ぞ

っ
た
使

で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
、
そ
の
上
表
文
が
称
臣
朝
貢

の
形
式
で
あ

っ
た

こ
と
は
疑
わ
し
い
と
し
て
、
石
原
道
博
氏
は

「果
し
て
臣
と
称
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
疑

問

で
、
あ
る
い
は
文
案
起
章
者
の
舞
筆
か
、
明
の
史
臣
の
潤
色
で
で
も
あ
ろ
う
か
」
と
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、
ω

考
え
ら
れ
、
佐
久
間
重
男
氏
は

「お
そ
ら
く
、
中
国
側
で
は
、
日
本
使
節
が
表
文
な
ら

び
に
進
貢
物
と
し
て
の
名
馬

・
宝
刀
な
ど
を
も

た
ら
し
た
こ
と
を
も

っ
て
臣
服
の
意
思

⑧

表
示
と
解
釈
し
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
、
中
国
側

の
誤
解
が
あ

っ
た
と
し
て
い
る
。
田
中

健
夫
氏
は

「真
相
は
史
料

の
表
面
か
ら
は
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
佐
久
間
氏

の
い
う
誤
解
説
、
藤
田
氏

の
い
う
偽
作
説
は
と
も
に
、
征
西
将
軍
府
は
中
国
と

の
正
式

通
文
を
希
望
す
る
は
ず
は
な

い
、
と
い
う
想
定

の
上
で
の
立
論
で
あ
る
。
私
も
ま
た
征

西
将
軍
府
が
伝
統
的
外
交
方
針
を
大
き
く
旋
回
さ
せ
る
意
志
も
な
く
、
ま
た
そ
の
力
も

な
か

っ
た
ろ
う
と
想
定
し
、
両
氏

の
説
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
太
祖
が
の
ち

に
征
西
将
軍
を
さ
し
て

「国
王
良
懐
」
と
か

「
日
本
正
君
」
と
称
し
て
、
正
式
の
通
文

の
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
を
思
え
ば
、
藤
田
氏

の
偽
作
説
の
ほ
う
が
よ
り
真
相
に
近
か

⑨

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
D

と
説
か
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
し
、
今
枝

・
村
井
氏
は

「実
録
の
書
き
ぶ
り
に
は
、
む
ろ
ん
趙
秩
に
都
合
よ
く
誇
張
さ
れ
た
点
が
あ
ろ
う
。
陵

良
親
王
が
対
明
方
針
を

一
八
〇
度
転
換
さ
せ
た
背
景
に
は
、
日
本
国
内

の
政
治

・
軍
事

情
勢

の
変
化
が
あ
る
。
い
ま
詳
説
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
従
来
有
力
な

趙
秩
に
よ
る
表
箋

の
偽
作
説
や
、
中
国
側
の
誤
解
説
に
は
従
が
い
が
た

い
。
こ
こ
で
明

帝
と
懷
良
と
の
あ

い
だ
に
冊
封
関
係
が
成
立
し

た

(す
な
わ
ち
日
本
国
王
良
懐
の
成
立
)

と
み
る
方
が
は
る
か
に
史
料
に
即
し
た
自
然
的
な
解
釈
で
あ
ろ
う
」
と
主
張
さ
れ
て
い

⑳
る
。『実

録
』
洪
武
四
年
十
月
癸
巳
の
条

の
記
事

の
よ
う
に
、
趙
秩

の
説
得
に
よ

っ
て
、
前

述
し
た
よ
う
な
懷
良
の
考
え
方
が

一
変
し
、
太
祖
に
上
表
し
て
称
臣
朝
貢
し
た
と
は
到

底
考
え
ら
れ
な

い
。
も
し
趙
秩
の
説
得
を
う
け

い
れ
て
使
節
を
派
遣
し
た
と
す
る
な
ら

ば
、
洪
武
三
年

(
一
三
七
〇
)
三
月
か
ら
、
あ
ま
り
時
日
を
経
過
し
な

い
時
期
に
行
わ

れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
明
使
趙
秩
ら
が
来
て
か
ら

一
年
半
も
経
過
し
た
時
期

の
洪
武
四
年
十
月
に
、
祖
来
が
派
遺
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
趙
秩
の
説
得
に
よ
る
も

の

で
は
な
く
、
今
枝
氏
ら
の
い
う
日
本
国
内
の
政
治

・
軍
事
的
情
勢
の
変
化
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
祖
来
派
遣
の
洪
武
四
年
十
月
は
北
朝
応
安
四
年
に
あ
た

る
が
、
征
西
府
打
倒
の
た
め
九
州
探
題
に
任
命
さ
れ
た
今
川
了
俊
が
、
中
国

の
大
内
氏

ら
有
力
大
名
の
協
力
を
得
て
、
こ
の
年
五
月
に
は
安
芸
に
、
、十
月
に
は
長
門
に
入

っ
た
。

こ
れ
は
征
西
府
に
と

っ
て
大
き
な
圧
迫
で
あ
り
、
情
勢

の
緊
迫
化
で
あ

っ
た
。
こ
の
た

め
、
拘
留
し
て
い
た
明
使
趙
秩
ら
を
釈
放
し
て
本
国
に
送
還
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
処

置
を
征
西
側
に
つ
く
九
州
の
中
小
豪
族
の
う
ち
、
明
使
ら
を
中
国
に
送
る
こ
と
の
で
き

る
も

の
、
す
な
わ
ち
、
港
を
も

つ
海
岸
地
域
を
所
領
と
す
る
も
の
の
た
れ
か
に
委
任
し

た
も

の
と
思
う
。
こ
の
委
托
を
う
け
た
豪
族
は
趙
秩
ら
と
接
触
し
た
結
果
、
た
だ
彼
等

を
送
る
だ
け
で
は
な
く
、
遣
明
使
節
を
仕
立
て
て
、
明
朝
側

の
対
倭
寇
政
策
や
中
国
事

情
を
探
り
、
ま
た
俘
虜
中
国
人
男
女
七
十
余
人
を
返
還
し
て
、
み
か
え
り
の
賞
賜
品
を

期
待
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
俘
虜
中
国
人
は

『実
録
』
に
、
明
州

・
台
州

の
被
虜

と
あ
る

の
で
、
彼
等
は
前
年
六
月
に
倭
寇
が
掠
奪
し
て
き
た
中
国
人

で
あ
ろ
う
。

こ
の

厂
倭
寇
掠
奪

の
中
国
人
を
返
還
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
祖
来
派
遣
の
こ
と
を
行

っ
た
者
が

倭
寇
自
身
ま
た
は
そ
れ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も

の
と

思
う
。
こ
の
際
趙
秩
の
入
れ
知
恵
に
よ

っ
て
、
上
表
朝
貢
の
形
式
を
と
る
こ
と
と
し
、

日
本
国
王
に
は
征
西
将
軍
懐
良
を
擬
し
た
が
、
こ
れ
は
懐
良
の
諒
解
を
得
て
い
な

い
の

で
、
そ
の
名
前
を
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
を
憚

っ
て
、
こ
と
さ
ら
に

「良
懐
」
と
記
し
た

(3)



の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「国
王
良
懐
」
の
上
表
を
も

っ
た
祖
来
ら
を
迎

え
た
明
の
太
祖
は
、
日
本
国
王
が
使
を

お
く
り
、
上
表
し
て
臣
と
称
し
て
朝
貢
し
た
も

の
と
解
し
て
う
け

い
れ
た
。
そ
し
て
こ

れ
に
答
え
て
、
「国
王
良
懐
」
に
対
し
て
大
統
暦

及
び
賞
賜
品
を
与
え
る
べ
く
、
祖
闡

.

克
勤
ら
を
日
本

へ
お
く
る
使
節
と
定
め
た
(『実
録
』洪
武
四
年
十
月
癸
巳
の
条
)。
翌
年

五
月
明
使

一
行
は
博
多
に
つ
い
た
が
、
そ
の
時
既
に
九
州
の
情
勢
は

一
変
し
て
い
た
。
今

川
了
俊
は
前
年
の
北
朝
応
安
四
年
十
二
月
関
門
海
峡
を
渡
り
、
応
安
五
年
三
月
か
ら
大

宰
府
の
攻
撃
を
始
め
、
四
月
に
は
大
宰
府
北
方

の
佐
野
山
に
進
出
、
八
月
に
は
大
宰
府

働

を
落
し
、懷
良
は
菊
池
武
光
と
と
も
に
大
宰
府

の
南

の
高
良
山
へ
退
い
た
。

従

っ
て
明

使

一
行
が
博
多

へ
つ
い
た
時
、
こ
の
地
域
は
了
俊

の
制
圧
下
に
あ

っ
た
の
で
、明
使
ら
は

了
俊
に
よ

っ
て
約

一
年
間
博
多
聖
福
寺
に
抑
留
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
に
明
使
ら
は

南
北
朝
内
乱
と
い
う
日
本

の
国
内
事
情
を
知
り
、克
勤
は
天
台
座
主
に
書
簡
を
よ
せ
、
自

分
ら
は
太
祖
の
密
命
を
う
け
て
北
朝
に
連
絡
を

つ
け
る
た
め
日
本
に
来
た
が
、
博
多
に

抑
留
さ
れ
て
使
命
を
果
せ
な

い
で
い
る
と
訴
え
、
北
朝

へ
の
あ

っ
せ
ん
を
依
頼
し
た
。
仄お

台
座
主
は
こ
の
書
面
を
将
軍
義
満
に
見
せ
、義
満

は
明
使

一
行
を
京
都

へ
よ
び
よ
せ
た
。

こ
の
天
台
座
主
あ
て
の
書
簡

の
内
容
に
よ

っ
て
、
明
使

一
行
は
は
じ
め
か
ら
太
祖
の

密
命
を
う
け
、
北
朝
に
連
絡
を

つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
、
と

い
う
解
釈

が

一
般
的
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
佐
久
間
氏
は
、
中
国
側
が
日
本
に
お
け
る
南
北

の
紛
争
を
知

っ
た
の
は
、
祖
闡

・
克
勤
ら
の
帰
国
報
告
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
洪
武
五
年
の
段
階

で

は
、
彼
等

が
太
祖

の
密
命
を
う
け
、
北
朝
に
連
絡
を
と
る
た
め
来
日
し
た
と

い
う

こ
と

は
考
え
ら
れ
ず
、
太
祖
は
あ
く
ま
で
良
懐
す
な

わ
ち
懐
良
親
王
を
日
本
の
正
君
と
み
な

し
た
。
克
勤

の
天
台
座
主
に
よ
せ
る
書
と
い
う

の
は
、
彼
等
が
九
州
に
滞
留
し
て
い
る

uの

間
に
思
考
し
た
作
文

で
あ

っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ね
、
と
批
判
し
た
。

今
枝
.
村
井
氏

も
、
明
使
発
遺
の
段
階
で
は
、
太
祖
は
良
懐
を
日
本
王
と
認
め
、
そ
れ

へ
の
答
使
と
し

て
祖
闡
ら
を
送

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
明
使
の
日
本
到
着
と
相
前
後
し
て
情
勢
は
変

化
し
、
大
宰
府

の
陥
落
に
よ

っ
て
明
使
は
苦
境
に
立
ち
、
太
祖
の
本
意
は
北
朝

に
意
を

㈲

通
ず
る
に
あ
る
と
強
弁
し
た
。
と
佐
久
間
説
と
同
様

の
見
解
を
と

っ
て
い
る
。

た
し
か

に
『実
録
』洪
武
四
年
十
月
癸
巳
の
条
に
は
、
「良
懷
」
に
大
統
暦
を
頒
賜
す
る
と
あ
り
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
「良
懐
」を
日
本
国
王
と
認
め
た
態
度
で
あ
る
。「
良
懷
」に
大
統
暦
を
賜
う

目
的
で
使
を
送

つ
た
の
で
、
北
朝
に
連
絡
を
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
、
と
思
わ

れ
る
。

二

明
使

一
行
は
洪
武
七
年
五
月
帰
国
し
た
が
、
太
祖
は
、
さ
き
に
「
日
本
国
王
良
懷
」
が
上

表
朝
貢
し
た
の
で
、
朕
は
こ
れ
を
日
本
正
君
と
み
な
し
て
、
使
を

つ
か
わ
し
て
朝
貢
に

答
え
さ
せ
た
。
と
こ
ろ
が
使
は
拘
留
さ
れ
る
こ
と
二
年
、
今
年
五
月
か
ら
う
じ
て
帰

っ

て
き
た
、
と
憤
概
し
た
(『実
録
』
洪
武
七
年
六
月
乙
未
朔

の
条
)。

し
か
し
、
明
使

一

使

一
行
を
相
応

の
礼
を
つ
く
し
て
応
接
し
た
幕
府
が
、
去
舟
わ
ず
か
に
帰
る
、
と
い
う

よ
う
な
状
態

で
帰
し
た
わ
け
は
な
か
ろ
う
。

『隣
交
微
書
』
三
篇
巻

一
の
宋
濂

「送
無

逸
勤
公
出
使
還
郷
省
親
序
」
に
は
、
明
使
を
送

っ
て
、
答
使
と
し
て
円
宣
と
浄
業

.
喜

春
が
方
物
を
備
え
て
来
貢
し
、
あ
わ
せ
て
倭
寇
が
捕
え
た
中
国

・
山口同麗

の
民
百
五
十
人

を
返
し
舳
・

と
述
べ
て
い
る
の
が
実
情

で
あ
り
、
幕
府

の
靉

は
墅

で
あ

っ
た
考

で
あ
る
。
幕
府
と
し
て
は
、
誠
意
を

つ
く
し
て
明
朝
と
の
交
渉
を
も
と
う
と
し
た

の
で
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厂丶

あ
る
が
、

『実
録
』
洪
武
七
年
六
月
乙
未
朔

の
条

に
は
、
日
本
国
が
僧
宣
聞
溪

・
浄
業

・
喜
春
等
を

つ
か
わ
し
て
来
朝
し
、
馬
及
び
方
物
を
貢
し
た
が
、
詔
し
て
こ
れ
を
却
け

た
。
…
…
…
時
に
日
本
国
で
は
、
持
明
と
良
懐

が
争

っ
て
い
た
。
宣
聞
溪
ら
は
、
そ
の

国
臣
の
書
を
持
参
し
て
中
書
省
に
さ
し
だ
し
た
が
、
表
文
が
な
い
。
皇
帝

は
命
じ
て
そ

の
貢
を
却
け
た
。
と
記
し
て
い
る
。
幕
府
は
明
使

に
応
接
し
て
、
中
国
側

の
事
情
を
知

っ
た
の
で
、
使
を
送

っ
て
幕
府
の
立
場
を
説
明
し
、
明
朝
と
の
通
文
を
は
か
ろ
う
と
し

た
の
で
あ
る
が
、
外
交
経
験
の
未
熟
さ
か
ら
、
中
国

の
中
華
思
想
に
関
す
る
理
解
知
識

を
欠

い
て
い
た
の
で
、
太
祖
か
ら
礼
儀
を
な

い
が
し
ろ
に
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
朝

貢
は
却
下
さ
れ
た
。
ま
た

『実
録
』
乙
未
の
条

に
は
、
こ
の
記
述
の
あ
と
に
、
こ
の
時
、

そ
の
臣
の
志
布
志
の
島
津
氏
久
が
ま
た
僧
道
幸

ら
を
使
と
し
て
、
表
を
進
め
、
馬

・
茶

・
布

・
刀

・
扇
な
ど

の
物
を
貢
し
た
。
皇
帝
は
、
氏
久
は
本
国

の
命
で
な
く
、
私
に
入

貢
し
た
も
の
と
し
て
、
命
じ
て
こ
れ
を
却
け
た
。
と
あ
る
。
鳥
津
氏
久
は
高
麗
に
も
使

を
お
く

っ
て
お
り
、
こ
の
明

へ
の
朝
貢
も
貿
易

の
利
を
求
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
高
麗
と
ち
が

っ
て
明
で
は
、
ま

た
礼
部

に
詔
し
て
、
氏
久

に
命
令
を
下

し
、
夷
狭
が
中
国
を
奉
ず
る
こ
と
は
礼

の
常
経

で
あ
り
、
小
を
も

っ
て
大
に

つ
か
え
る

こ
と
は
古
今
の
通
義
で
あ
る
。
し
か
し
氏
久
は

、
日
本

の
紀
年
を

つ
か
い
、
陪
臣
の
身

分
に
も
拘
ら
ず
、
表
を
奉
じ
て
入
貢
し
た
。
こ
れ
は
分
を
越
え
て
礼
を
行

っ
た
も
の
で

あ
り
、
う
け

い
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
、
と
い

っ
て
い
る
(
『実
録
』
洪
武
七
年
六
月
乙

未

の
条
)。

朝
貢
と
は
、
そ
の
国
の
王
が
明
の
皇
帝
に
奉

る
上
表
を
も

っ
て
朝
貢
す
る

こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
上
表

の
紀
年
は
、
明
朝

が
頒
賜
し
た
大
統
暦
に
よ

っ
て
明
の
紀

年
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
ま
た
、

こ
の
乙
未

の
条
に
は
こ
の
あ
と
、
日
本

の
高
宮
山
報
恩
禅
寺

の
使
僧
が
、
先
に
け
さ
を
賜

っ
た
こ
と
に
対
す
る
謝
恩
を
表
す
た

め
来
朝
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
ま
た

『実
録
』
同
月
乙
卯

の
条
に
は
、
日
本
の
僧

侶
ら
七
十

一
人
が
南
京

に
つ
い
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
、
日
明

間
の
往
来
が
容
易
に
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た

『実
録
』
同
月
戊
午

の
条
に
は
、

日
本
国
が
掠
奪
し
て
き
た
中
国
沿
海
の
民
百
九
人
を
か
え
し
て
き
た
の
で
、
各
々
郷

里

に
還
し
た
、
と
い
う
記
事
が
あ
る
。

『実
録
』
の
記
事
を
た
ど

っ
て
い
く
と
、
洪
武
八
年
正
月
丁
亥
の
条

に
は
、
正
月
を

賀
し
て
海
外
諸
国
が
使
を
お
く

っ
て
入
貢
し
、
そ
の
中
に
日
本
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
日
本
国

の
実
体
も
分
ら
な

い
。
同
九
年
四
月
甲
申
朔

の
条
に
、
「国
王
良
懐
」
の
使
が

来
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
同
年
五
月
壬
午

の
条

に
は
、
日
本
商
人
が
来

て
、
弓

・
馬

・
刀

・
甲

・
硫
黄
を
献
じ
、
太
祖
は
そ
の
貢
を
却
け
た
が
、
商
人
に
は
白
金
を
賜

っ
た

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
貿
易
の
利
を
求
め
て
西
国
地
方
の
商
人
が
中
国
と
の
間
を
往
来

し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
洪
武
十
二
年
閏
五
月
丁
未

の
条
、
同
十
三
年
五
月
是

月
の
条
に
、「
日
本
国
王
良
懐
」
の
遣
使

の
こ
と
が
あ
る
が
、「良
懐
」の
遺
使
に
つ
い
て
は
後

述
の
こ
と
に
す
る
。

続

い
て
同
十
三
年
九
月
甲
午

の
条
に
、
日
本
国
が
僧
明
悟

・
法

助
ら
を
来
朝
さ
せ
て
方
物
を
貢
し
た
が
表
文
は
な

い
、
た
だ
そ
の
征
夷
将
軍
源
義
満
の

丞
相
に
あ
て
た
書
面
を
持

つ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
辞
意
は
こ
う
ま
ん
で
あ
る
。

皇
帝
は
そ
の
貢
を
却
け
さ
せ
た
、
と
あ
る
。
幕
府
は
依
然
と
し
て
対
明
交
渉
、
朝
貢
形

式
に
つ
い
て
の
知
識

・
理
解
を
も
た
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
当
時

の
幕
府
の
外
交

に
関
す
る
姿
勢

・
態
度
と
い
う
も

の
を
考
え
て
み
よ
う
。

幕
府
に
と

っ
て
最
初
の
外
交
交
渉
と
も

い
う

べ
き
も
の
は
、
二
代
義
詮

の
未
年
、
高
麗
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使
節
が
倭
寇
禁
圧
要
請
の
た
め
来
日
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
、
幕
府
は
こ
れ
を
朝

廷
に
報
告
し
て
そ
の
評
議
を
待

っ
た
が
、
朝
議

は

一
向
に
は
か
ど
ら
ず
、
結
局
そ
の
取

扱
い
を
幕
府

に

一
任
し
た
。
幕
府
は
、
海
寇

の
こ
と
は
四
国
九
州
の
海
賊
の
仕
業
で
あ

り
、
京
都
か
ら
厳
刑
の
加
え
よ
う
も
な

い
が
禁
圧
の
方
策
を
講
ず
る
意
志
が
あ
る
、
と

α⑤

い
う
回
答
を
天
竜
寺
僧
録
司
妙
醢
春
屋
の
名
に
お
い
て
発
送
し
た
。

こ
れ
は
、
い
わ
ば

天
竜
寺
役
僧
の
書
状
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
高
麗
と
の
間
に

通
交
が
開
か
れ
、
倭
寇
禁
絶
の
要
望
を
も

っ
て
高
麗
使
節

が
度
々
来
訪
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
ら
使
節
の
う
ち
鄭
夢
周
が
来
た
時

は
、
今
川
了
俊
が
わ
ざ
わ
ざ
応
接
し
、

こ
の
時
の
了
俊
の
態
度
と
倭
寇
と
り
し
ま
り
の
行
動
を
高
麗
側
は
高
く
評
価
し
、
以
後

高
麗
は
中
央
政
府
た
る
幕
府
と
の
直
接
交
渉
せ
ず
、
西
B
本
の
実
力
者
に
倭
寇
禁
圧
を

求
め
る
よ
う

に
な
り
、
今
川
了
俊
が
九
州
探
題

と
し
て
高
麗
と
の
外
交
交
渉
を
、
幕
府

⑰

か
ら
接
収
し
た
形
で
担
当
し
た
。

し
か
し
、
『善
隣
国
宝
記
』
上
に
、
「答
朝
鮮
書

」
と
し
て
、
北
朝
明
徳
三
年

(
一
三
九

二
)
十
二
月
二
十
七
日
付
の
高
麗
に
対
す
る
幕
府

の
返
書
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
高
麗

の
大
臣

(高
麗
国
門
下
府
諸
相
国
)
に
対
し
、
相
国
寺
住
持

(絶
海
中
津
)
が

返
書
を
呈
す
る
形

の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
十

一
月
初
め
、
貴
国
の
使
僧

が
相

国
閣
下
の
命
令
に
よ
り
来
日
し
、
わ
が
征
夷
大
将
軍
に
対
し
倭
寇

の
と
り
し
ま
り
の
要

望
を
し
た
。
海
賊
の
横
行
は
わ
が
国
君
臣
の
恥
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
鎮
西
の
諸

将
に
対
し
て
海
賊
を
と
り
し
ま
ら
せ
、
俘
虜
を
送
還
し
て
隣
交
を
回
復
し
た
い
、
亠口同
麗

と
の
友
好
は
わ
が
方
で
も
願
望
す
る
所
で
あ
る
と
述

べ
、
終
り
に
、
わ
が
国

の
武
将
が

外
国

と
通
問
す
る
こ
と
が
な

い
の
で
直
接
答
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
こ
で
僧
侶

の

私

(絶
海
)
に
命
じ
て
代
書

せ
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
礼
を
み
だ
り
に
し
た
も

鰌

の
で
は
な

い
、
と
断

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
足
利
将
軍
の
返
書

は
禅
寺

の
僧
侶
に

代
書
せ
し
め
、
そ
の
僧
侶

の
書
状
の
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
返
書

の
体
裁
と
内
容

か
ら
み
て
、
さ
き
の
二
回
に
わ
た
る
義
満

の
遺
明
使
が
表
文
を
も
た
ず
、
征
夷
大
将
軍

の
丞
相
あ
て
の
書
状
を
も

っ
て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
幕
府
と
し
て
は
、

わ
が
国

の
将
臣
、
古
よ
り
境
外
通
事

の
事
な
し
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
の
で
、
-
日
本

に
お
け
る
征
夷
大
将
軍
に
相
当
す
る
も
の
は
、
明
の
丞
相
で
あ
る
と
解
釈
し
、
丞
相
あ

て
の
書
状
を
も
た
す

の
が
適
当
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
礼
を
み
だ
り
に

し
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
が
、
明
朝
側
か
ら
は
辞
意
こ
う
ま
ん
と
み
え
た
の

で
あ
る
。
洪
武
期
に
お
け
る
幕
府
と
明
と
の
関
係
は
、
幕
府
は
明
朝
の
考
え
る
外
交
儀

礼
す
な
わ
ち
朝
貢
形
式
を
知
ら
な
い
の
で
、
明
朝
か
ら
は
無
礼

こ
う
ま
ん
な
態
度
と
し

て
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
全
く
行
き
ち
が
い
と
な
り
、
相
交
わ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
・

前
記
の
よ
う
に
、『
実
録
』
に
は
第

一
回
の
洪
武
四
年
十
月
の
祖
来
派
遣

に
つ
い
で
、

②
洪
武
九
月
四
月
甲
申
朔
、
㈹
洪
武
十
二
年
閏
五
月
丁
未
、
ω
洪
武
十
三
年
五
月
是
月

の
各
条
に
、
「
日
本
国
王
良
懷
」
の
遣
使

の
記
事

が
あ
る
。②

の
場
合
は
、
、倭
寇
が
あ

い
か

わ
ら
ず
中
国
沿
岸
地
域
を
あ
ら
し
ま
わ
る
こ
と
を
怒

つ
た
太
祖
が
、
中
書
省
を
し
て
詰

問
叱
責

の
書
を
お
く

っ
た
こ
と
に
対
す
る
謝
罪
の
使
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
太

祖
は

一
応
そ
の
謝
罪
を
う
け

い
れ
た
が
、
「良
懐
」
の
表
文
の
詞
語
は
誠
意
が
な
い
と
し
て
噛

さ
ら
に
長
文
の
戒

諭
の
詔
を
与
え
、
険
阻
を
た
の
ん
で
天
道
を
無
視
し
て
海
賊
を
横
行

さ
せ
て
い
る
こ
と
を
責
め
、
日
本
を
征
伏
し
よ
う
と
思
え
ば
容
易

で
あ
る
。
と
威
嚇
し

て
そ
の
禁
絶
を
強
く
要
求
し
た
。
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洪
武
九
年

(
一
三
七
六
)
は
、
北
朝
の
永
和

二
年

・
南
朝

の
天
授
二
年

に
当
る
が
、

こ
の
こ
ろ
懷
良
は
ど
ん
な
状
態
に
あ

っ
た
か
。
前
記
の
よ
う
に
こ
れ
よ
り
四
年
前
、
す

な
わ
ち

一
三
七
二

(南
朝
文
中
元
、
北
朝
応
安
五
)
年

に
、
大
宰
府
が
落
さ
れ
た

の
で

筑
後
高
良
山

へ
退
い
た
が
、
そ
の
翌
年

(
=
二
七
三
年
)
十

一
月
ご
ろ
、
征
西
府
側

の

大
黒
柱
で
あ

っ
た
武
光
が
死
ん
だ
こ
と
は
、
征
西
府
側
に
と

っ
て
は
大
き
な
打
撃
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
あ
と
を

つ
い
だ
武
政
さ
え
も
翌
文
中
三
年

(
=
二
七
四
)
五
月

に
死
に
、
あ
と
を
相
続
し
た
の
は
ま
だ
年
少

の
賀
々
丸

(武
興
の
ち
武
朝
と
改
む
)
で

あ

っ
た
。
征
西
府
陣
営

の
士
気
は
阻
喪
し
、
そ

の
年
九
月
に
は
高
良
山
の
陣
も
支
え
難

く
な
り
、
十
月
初
め
ご
ろ
肥
後

の
菊
池
に
退

い
た
。
そ
し
て
翌
年

(
=
二
七
五

・
南
朝

天
授
元
年

・
北
朝
永
和
元
年
)
の
夏
ご
ろ
、
懷
良
は
征
西
将
軍
の
職
を
甥
に
当
る
良
成

親
王

(後
村
上
天
皇
の
皇
子
)
に
譲

つ
た
。
こ

の
処
理
は
、
戦
局
の
不
利
と
重
な
る
不

幸
の
た
め
困
憊
し
た
懷
良

が
、
局
面
の
打
開
を
次
代

に
任
せ
て
引
退
し
た
も
の
と
思
わ

㈲

れ
る
。
引
退

の
の
ち
、
ま
も
な
く
菊
池
を
去

っ
て
矢
部

へ
移

っ
た
。

矢
部

(福
岡
県
八

女
郡
矢
部
村
)
は
、
懷
良
を
そ
の
幼
時
よ
り
育

て
て
西
向
に
従

い
、
九
州
経
営
を
助
け

て
三
十
年
の
苦
労
を
共
に
し
て
き
た
五
条
頼
元
、
良
氏
文
子
の
所
領

で
あ

っ
た
。
当
時

頼
元
は
既
に
な
く
な

っ
て
い
た
が
、
良
氏
お
よ

び
そ
の
弟
良
遠
、
良
遠
の
子
頼
治
が
懐

良
を
迎
え
た
。
矢
部
は
四
方
を
山
に
囲
ま
れ
、
九
州
無
双
の
要
害
と
よ
ば
れ
た
地
で
あ

⑳る
。こ

の
よ
う
な
山
深

い
矢
部

に
引
退
し
て
い
た

懷
良
が
、
遺
明
使
し
か
も
謝
罪
の
使
を

送
る
必
要
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『実
録
』
に
は
、
こ
れ
よ
り
先
、
皇
帝
は
中
書
省
に

命

じ
て
文
を
移
し
て
責
め
た
。
と
あ
る
が
、
当
時
の
北
九
州
の
情
勢
か
ら
み
て
、
こ
の

詰
責
の
移
書

が
懐
良
に
と
ど
い
た
か
、
と
ど
い
た
と
し
て
も
懷
良
が
こ
れ
に
対
し
て
謝

罪
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、『実
録
』

の
記
事
自
体
が
疑
問

の
多
い
文
で
あ

る
。
佐
久
間
氏
も
、
南
朝
勢
力
が
わ
ず
か
に
残
存
勢
力
と
し
て
肥
後
の
山
中

に
逼
息
せ

ざ
る
を
得
な

い
状
態
で
、
大
陸
に
派
遣
船
を
出
す
こ
と
が
果
し
て
可
能
で
あ

っ
た
か
ど

⑳

う
か
、
は
な
は
だ
疑
問
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

藤
田
氏
は
、

こ
の
使
は
義
満

の
派
遺
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
述

の
よ
う
に
、
義
満
は
こ
の
前
後

に
使
を
お
く

っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
表
文
を
も
た
ず
、
た
だ
将
軍

の
丞
相
あ

て
の
書
面
を
持
参
し
た
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
使
は
表
文
を
持
参
し
て
、
遺
使
の
方
法
が

違

っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
義
満
の
使
と
は
思
え
な

い
。

な
お
冖艮
懐
」の
第
六
回
す
な
わ
ち
最
後
の
遣
使
は
、
『実
録
』
洪
武
十
九
年
十

一
月
辛
酉

の
条

に
、
日
本
国
王
良
懐
、
僧

の
宗
嗣
亮
を

つ
か
わ
し
て
、
表
を
た
て
ま

っ
つ
て
方
物

を
貢
し
た
が
、
こ
れ
を
却
け
た
。
と
記
し
て
あ
る
。
洪
武
十
九
年
は

一
三
八
六
年
で
あ

る
が
、
懷
良
は
そ
れ
よ
り
三
年
前
の

一
三
八
三
年

(南
朝
弘
和
三
年
)
三
月
ご
ろ
、
矢

㈱

部

で
死
去
し
た
こ
と
は
藤
田

・
杉
本
諸
氏
の

一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
従

っ
て

『実
録
』

洪
武
十
九
年
十

一
月
辛
酉

の
条

の
記
事

の
国
王
良
懷
モ
は
、
懐
良
で
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
り
、
な
に
も
の
か
が
「
国
王
良
懐
」
の
使
と
称
し
て
派
遺
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の

.芝

か
ら
も
、
た
だ
第
六
回
の
遣
使
だ
け
で
は
な
く
、他
の
場
合
の
国
王
良
携

遺
使
と

い
う

の

も

、

そ

れ

ら

は

果

し

て
懐

良

の
使

で

あ

る

か
ど

う

か

、

疑

わ

し

い
と

も

い
え

よ

・つ
。㈹

は
、
「
日
本
国
王
良
懐
」
が
使
を
お
く
り
、上
表
し
て
馬

・
刀

・
甲

・
硫
黄
な
ど
の
物

を
貢
し
た
。
使

の
帰
国

に
際
し
、「良
懐
」
お
よ
び
使

に
相
当

の
賜
物
が
あ

つ
た
。
と

い
う
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記
述
で
あ
る
。
石
原
氏
は
、
こ
の
使
節

一
行

の
な
か
に
、
通
事
尤
虔
と
い
う
も
の
が
い

る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
れ
は
さ
き
の

『実
録
』

洪
武
七
年
六
月
乙
未

の
条

に
見
え
る
、

㈱

島
津
氏
久

の
使
の
通
事
と
同
じ
人
物
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

佐
久
間
氏
も
こ
の
事
を

あ
げ
、
従

っ
て
、
こ
の
使
は
懷
良
の
使
で
は
な
く
、
島
津
氏

の
お
く

っ
た
も

の
と
す
る

⑳

の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
通
事
が
同
人
物
で
あ
る
こ
と
だ
け
か

ら
、
島
津

の
使
と
す
る
に
は
や
や
た
め
ら
う
が
、
矢
部
に
こ
も

っ
て
い
る
懷
良

が
明
に

使
を
お
く
る
必
要
は
考
え
ら
れ
ず
、
使
を
送
る

こ
と
が
可
能
で
あ

っ
た
か
も
疑
わ
し
く
、

こ
れ
も
懷
良
の
送

っ
た
使
で
は
あ
る
ま
い
。

ω

の
場
合
は
、
「国
王
良
懷
」
の
使
が
来

て
方
物
を
貢
献
し
た
が
、
表
文
が
な

い
の
で
、

皇
帝
は
そ
の
誠
な
ら
ざ
る
を
も

っ
て
、
こ
れ
を
却
け
た
、
と
記
し
て
あ
る
。
不
誠
と
い

う

の
は
、
表
文
を
も
た
な
い
非
礼
と
、
倭
寇
の
と
り
し
ま
り
が
と
ら
れ
て
い
な

い
不
誠

意
な
態
度
の
両
者
を
含
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「国
王
良
懐
」
の
遣

使
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ま
で
の
三
回
は
、
み
な
表
文
を
も
ち
、
表
文
な
し
と
い
う
こ

と
は
な
か

っ
た
。
こ
の
㈲
の
場
合
の
差
遣
者
は
、
「国
王
良
懷
」
と
い
い
な
が
ら
、
こ
れ
ま

で
の

「良
懷
」
と
は
違

っ
た
人
物
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

三

洪
武
十
三
年
五
月
の
「国
王
良
懐
」
の
便
は
表
文
を
も
た
ず
、
そ
の
朝
貢
は
誠
な
ら
ず

と
し
て
却
け
ら
れ
た
。
同
年
九
月

の
将
軍
義
満

の
使
も
表
文
を
も
た
ず
、
将
軍
の
丞
相

あ
て
の
書
面
を
た
ず
さ
え
た
だ
け
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
辞
意

が
こ
う
ま
ん
で
あ
る
と

し
て
、

こ
れ
ま
た
そ
の
朝
貢
が
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
か
、
こ
の
年

の
十
二
月
、

太
祖
は
日
本
国
王
問
責
の
使
を
よ
こ
し
、
口
を
極
め
て
日
本

の
不
誠
意
と
君
臣
の
非
道

を
の
の
し
り
、
そ
の
隣
邦
を
侵
寇
し
、
こ
う
ま
ん
不
恭

の
態
度
を
非
難
し
た

(『
実
録
』

洪
武
十
三
年
十
二
月
是
月

の
条
)。

し
か
し
、
太
祖
が
日
本
国
王
と
認
め
て
い
る
懐
良

は
矢
部

の
山
中
に
隠
居
し
て
お
り
、
北
九
州
を
制
圧
し
た
今
川
了
俊
は
全
力
を
あ
げ
て

菊
池
を
攻
撃
し
て
い
た
。

こ
の
情
勢
下
、
日
本
国
王
問
責
の
明
使
が
懐
良
の
も
と
に
到

着
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
明
使
と
今
川
了
俊
と
の
応
接
も
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
っ
た
い
明
使
は
ど
こ
に
到
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
責
使
派
遣
の
こ
と
を
知

っ
て
か
、
知
ら
な

い
で
か
、
翌
洪
武
十
四
年

(
一
三
八

一
)
七
月
、「
日
本
国
王
良
懐
」
の
使
僧
如
瑶
ら
が
朝
貢
し
、
方
物
お
よ
び
馬
十

匹
を
た
て
ま
つ
っ
た
。
倭
寇

の
と
り
し
ま
り
を
放
置
し
て
い
る
日
本
の
態
度
を
怒

っ
て

い
た
太
祖
は
こ
れ
を
却
け
、
さ
ら
に
礼
部
尚
書
に
命
じ
日
本
国
王
に
対
し
、
上
帝

の
命

を
奉

ぜ
ず
、
お
の
れ

の
分
を
守
ら
ず
…
…
た
だ
環
海
の
険
を
な
す
の
を
知

っ
て
、
み
だ

り
に
尊
大

の
態
度
を
と
り
、
ほ
し
い
ま
ま
に
隣
邦
を
侮

っ
て
、
民
を
は
な

っ
て
海
賊
を

さ
せ
て
い
る
、
と
そ
の
態
度
を
き
び
し
く
責
め
、
も
し
叛
服
常
な
ら
ず
、
中
国
と
仲
た

が
い
を
す
る
な
ら
ば
、
必
ら
ず
禍
を
う
け
よ
う
、
と
威
嚇
し
た
書
状
を
お
く
ら
せ
た
。

ま
た
、
日
本

に
征
夷
大
将
軍
と
い
う
実
力
者

の
存
在
す
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
、
征
夷
将
軍
に
対
し
て
も
、
日
本
の
君
臣
は
大
海
に
う
か
ぶ
小
国
に
す
ぎ
な

い
く

せ
に
、

い
つ
わ
り
が
多
く
不
誠
で
あ
り
、
民
を
は
な

っ
て
海
賊
を
は
た
ら
か
せ
、
ほ
し

い
ま
ま
に
隣
邦
を
あ
ら
し
、
良
民
の
害
と
な

っ
て
い
る
、
と
烈
し
く
責
め
な
じ
り
、
日

本
は
近
ご
ろ
強
盛
を
ほ
こ
り
、
民
を
は
な

っ
て
海
賊
を
さ
せ
、
ほ
し
い
ま
ま
に
隣
邦
を

害
し
て
い
る
。
も
し
、
勝
負
を
く
ら
べ
、
是
非
を
見
よ
う
と
し
、
強
弱
を
判
別
し
よ
う

と
欲
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
将
軍
の
利
で
は
な

い
、
将
軍
は
慎
重
に
考
え
て
み
よ
、
と

(s>



脅
嚇
し
た
書
状
を
送
ら
せ
た
。

こ
の
二
通
の
移
書
は
、
当
然
如
瑶
が
彼
を
派

遣
し
た
も

の
の
所

へ
持
ち
帰

っ
た
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
移
書
に
対
す
る
「良
懷
」
の
返
書
と
い
う
も
の
が
、

『
実
録
』
に
は

記
さ
れ
て
な
い
が
、
中
国

の
若
干

の
史
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
史
書
の

一
つ
で

あ
る

『
明
史
』

日
本
伝
に
は
、

(洪
武
)
十
四
年
、
ま
た
来
貢
す
。
帝
ふ
た
た
び
こ
れ

を
却
け
、
礼
官
に
命
じ
て
書
を
移
し
、
そ
の
王
を
責
め
、
な
ら
び
に
そ
の
征
夷
将
軍
を

責
め
、
も

っ
て
こ
れ
を
征
せ
ん
と
す
る
意
を
示
す
。
良
懐
上
言
し
、
臣
聞
く
三
皇
極
を

立
て
、
五
帝
宗
を
ゆ
ず
る
。
た
だ
中
華
に
主
有

り
て
、
あ
に
夷
狄
に
君
な
か
ら
ん
や
。

…
…
と
い
う
書
き
出
し
で
記
載
し
て
い
る
。

こ
の

「良
懐

の
返
書
」
は
有
名
な
の
で
全

文
は
省
略
す
る
が
、
そ
の
大
要
は
、
太
祖

の
威
嚇
に
ひ
る
ま
ず
、
そ
の
詰
責
を
は
ね
か

え
し
、
わ
が
国
は
辺
境
の
小
国
が
あ
る
が
、
足

る
を
知
る
心
が
あ
る
。
明
の
皇
帝
は
広

大
な
領
域
を
も
ち
な
が
ら
、
な
お
足
ら
ざ
る
の
心
が
あ

っ
て
、
戦
争
を
お
こ
し
て
わ
が

国
を
攻
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
わ
が
国

に
は
こ
れ
を
防
ぐ
計
画
も
あ
り
、
な
ん
で

恐
れ
よ
う
か
。
望
み
と
あ
ら
ば

一
戦
を
辞
す
る
も

の
で
は
な

い
。
さ
れ
ど
古
よ
り
平
和

を
上
と
し
、
戦
争
を
や
む
る
を
強
し
と
す
る
、

民
衆

の
苦
し
み
を
ま
ぬ
か
る
よ
う
に
し
、

そ
の
艱
難
辛
苦
を
救
う
こ
と
が
上
策

で
あ
る
、

と
い
う
雄
気
堂

々
と
し
て
、
し
か
も
条

理
の
通

っ
た
文
章
で
あ
る
。

藤
田
氏
は
、
太
祖

の
詰
責
の
移
書
は
懷
良
親

王
に
と
ど

い
た
よ
う
で
、
親
王
は
こ
れ

に
返
書
を
与
え
、
明
の
東
征
の
念
を
く
じ
い
た
。
親
王
は
当
時
矢
部
の
奥

に
籠
居
し
て

い
た
時

に
も
拘
ら
ず
、
意
気
の
盛

ん
な
る
こ
と
天
を

つ
く

の
慨
が
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ

㈱

て
い
る
。

石
原
氏
は
、
太
祖
の
移
書
は
両
方
と
も
懐
良
親
王
の
も
と
に
も
た
ら
さ
れ
、

返
書
は
親
王
か
ら
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
南
風
競
わ
ず
、
北
九
州
さ
え
支
配
で

き
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
親
王
の
堂
々
た
る
こ
の
返
書
は
、
太
祖
を
圧
し
て
征

戦
の
意
を
断
念
せ
し
め
た
と
い
う
成
功
を
お
さ
め
た
。
こ
の
特
筆
す
べ
き
自
主
外
交
の

勝
利
は
、
当
時

の
日
本
人
は
誇

り
と
し
た
。

『高
麗
史
』
恭
王

の
三
年
十
月
甲
戍

の
条

に
、
日
本
の
僧
侶
玄
教
が
、
道
本
ら
四
十
余
人
を
つ
か
わ
し
て
土
物
を
献
じ
、
表
を
奉

っ
た
記
事
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
事
の
後
半
に
、
道
本
ら
言
う
、
中
国
か
つ
て
日

本
を
責
む
る
に
、
臣
と
称
せ
ざ
る
の
政
を
も

っ
て
す
。
わ
が
国
こ
た
え
て
曰
く
、
天
下

は
天
下
の
天
下
に
し
て
、
あ
に

一
人
の
天
下
な
ら
ん
や
、

つ
い
に
臣
を
称
せ
ず
、
…
…

㈱

と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
は
親
王
の
返
書
を
さ
す
も
の
、
と
い
わ
れ
る
。

小
葉
田
氏
も
、

『
高
麗
史
』

の
こ
の
記
事
を
あ
げ
、
玄
教
は
博
多
辺
の
興
利
の
徒
で
も
あ
ろ
う
が
、
中

国
云
殉
の
事
は
、
懐
良
親
王
の
返
書

の
事
実
を
指
す
事
は
明
ら
か
で
あ
る
、
と
さ
れ
て

⑳

い
る
。

恭
譲
王

の
三
年
は

=
二
九

一
年

(南
朝
元
中
八
年
、
北
朝
明
徳
二
年

・
明
洪
武

二
十
四
年
)
で
あ
り
、
こ
の
返
書

の
こ
と
や
そ
の
内
容
は
、
そ
の
頃
の
九
州
在
住
の
対

外
通
商
に
従
事
し
て
い
る
も
の
に
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
し
、
佐
久
間
氏
の
説
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。
『翦
勝
野
聞
』
に
、

『
明
史
』
お
よ
び

『
明
史
藁
』
の
日
本
伝
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
良
懐
の
返
書
と
大
同
小

異
の
記
録
を
留
め
て
い
る
。
そ
れ
は

「余
か
つ
て
倭
国
の
通
を
求
め
る
表
文
を
見
る
に

曰
く
云
々
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
は
、
年
次
も
な
く
、
倭
国

の
誰
で
あ

る
か
も
記
し
て
い
な

い
。

『明
史
藁
』
の
編
者
は
、
表
文
と
あ
る
か
ら
日
本
国
王
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
日
本
国
王
と

い
え
ば
良
懷
で
あ
る
と
し
て
結
び
つ
け
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
洪
武
十
四
年
如
瑶
ら

の
帰
国

に
あ
た
り
、
礼
部
に
命
じ
て
書

(9)



状
を
送

っ
て
そ
の
王
を
責
め
し
あ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
に
答
え
た
書
状
が
こ
の

表
文
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
し
て
、
洪
武
十
四
年

の
年
次
に
か
け
て
記
載
す
る
に
至

っ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
太
祖
の
移
書
は
同
時

に
将
軍
義
満
に
も
送
ら
れ
た
と

『
実

録
』
は
記
し
て
い
る
。
わ
が
『続
本
朝
通
鑑
』に
も
こ
の
表
文
を
引
用
し
、
そ
の
編
者
は

割
註
に
、
こ
の
表
文
は
義
満
の
書
か
、
懷
良

の
書
か
、
明
ら
か
で
な

い
が
恐
ら
く
後
者

で
、
し
か
も
菊
池
氏
が
中
国

・
高
麗

の
学
識
あ

る
者
に
請
う
て
書
か
せ
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
、
と
推
定
し
て
い
る
。
こ
れ
が
義
満
の
書

か
、
懐
良
の
書
か
、
断
定
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
だ
け
の
資
料
か
ら
は
困
難
で
あ
る
。
当
時

の
政
治
情
勢
や
表
文
の
内
容
か
ら
検
討

す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
、
内
容
か
ら
み
る
と
、
相
手
を
恐
れ
ず
、
こ
れ
に
抵
抗
す

る
毅
然
た
る
態
度
が
看
取
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
だ

け
の
こ
と
が
言
え
る
立
場
に
あ
る
も
の

は
、
当
時
の
政
治
情
勢
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
全
国
統

一
を
ほ
ぼ
完
成
し
た
政
権
担
当
者

義
満
を
お
い
て
他
に
な
か

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
義
満
の
書
と
み
る
の
が
自
然
で

㈱

あ
り
、
そ
の
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
返
書
は
、
そ
の
内
容
や
こ
れ
ま
で
の
日
明
交
渉

の
経
緯

か
ら
み
て
、

『
明
史
』

日
本
伝
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
洪
武
十
四
年

七
月
の
如
瑶
帰
国
に
際
し
て
、
礼
部
を

し
て
日
本
国
王
お
よ
び
征
夷
大
将
軍
に
伝
え
さ
せ
た
詰
責

の
移
書
に
対
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
返
書
の
内
容
か
ら
み
る
と
、
征
夷
将

軍
に
対
す
る
威
嚇
詰
責
に
対
す
る
返
答

の
性
格
が
強
く
、
恐
ら
く
二
通
の
移
書
を
併
せ
読
ん
で
の
返
答
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て

返
書
作
製

の
時
期
は
、
洪
武
十
四
年
七
月
か
ら
そ
れ
ほ
ど
経
過
し
な

い
時
期
、
す
な
わ

ち
日
本
で
は
南
朝
の
天
授
七
年
11
弘
和
元
年
、
北
朝

の
永
徳
元
年

の
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

太
祖

の
二
通

の
移
書
は
、
如
瑶
が
彼
を
明

へ
お
く

っ
た
者
の
も
と

へ
も
た
ら
し
た
と
思

わ
れ
る
。
誰
が
如
瑶
を
明

へ
お
く

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
如
瑶
は
「良
懐
」
の
使
節
と
し
て
送

ら
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
れ
は
宮
方
、
征
西
府
側
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て

天

授
七
年

(弘
和
元
年
)
の
こ
ろ
の
宮
方
の
動
静
を
た
ど
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
使
節

を
お
く

っ
た
も
の
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
も
の
に
関
連
し
て
返
書
の
発
送
者
を
知
る
手
が

か
り
が
つ
か
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

後
征
西
将
軍
良
成
と
菊
池
武
朝
ら
宮
方
は
、
蜷
打
の
敗
戦
以
後
は
防
戦

一
方
で
あ

っ

た
が
、
天
授
七
年

(弘
和
元
年
M
四
月
に
は
菊
池
の
外
城
が
つ
ぎ

つ
ぎ
に
落
さ
れ
、
六

月
に
は
隈
部
本
城
が
落
ち
て
武
朝
は
逃
亡
し
、

つ
い
で
良
成

の
拠

る
染
土
城
も
落
ち
、

良
成
は

「
た
け
」
の
御
所

(熊
本
市

の
西
北
方

の
金
峰
山
の
山
中

に
あ
り
、
と

い
わ
れ

　

て
い
る
)
に
隠
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
良
成
は
海
岸

の
方
面
か
ら
、
ひ
そ
か
に
川
尻

・
宇

伽

土
両
氏
に
連
絡
を
求
め
、
両
氏
の
援
助
に
よ

っ
て
宇
土
に
移

っ
た
。

し
か
し
、
宇
土

へ

移

っ
た
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
よ
う
で
、
弘
和
元
年

の
こ
ろ
は

「た
け
」
に
い
た
の
で

は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

「た
け
」

の
山
中
に
い
た
の
で
は
、
太
祖
の
移
書
を
見
る

機
会
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
懷
良
も
矢
部

の
山
中
に
こ
も

っ
て
い
た
な
ら
ば
、

太
祖
の
移
書
を
見
る
機
会
は
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
大
正
五
年
、
熊
本
県
八

代

の
中
宮
社

の
地
下
か
ら
発
掘
さ
れ
た
宝
篋
印
塔
の
台
石
の
銘
文

(西
面
に
、
「天
授
第

七
辛
酉
の
歳
、
靈
照
院
禅
定
尼

の
た
め
に
、
生
死
を
出
離
し
仏
果
円
満
な
り
、
…
…
」

東
面
に

「願
主
天
心
叟
、
彫
巧
禅
秀
比
丘
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
)
が
あ
り
、
こ
れ
に
着

目
さ
れ
た
杉
本
氏
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。
天
授
七
年

(弘
和
元
年
)
は
、
懷

良
親

王
は
そ
の
母
三
十
回
忌
に
あ
た
る
の
で
、
親
王
は
入
代

の
中
宮
山
護
禅
寺

に
参
籠
し
て

こ
の
塔
を

つ
く
り
、
台
石
に
前
記
の
文
を
刻
ん
で
、
中
宮
社
に
奉
納
供
養
さ
れ
た
も
の

(10)



⑳

と
考
え
ら
れ
る
、
と
。

そ
う
す
る
と
、
懐
良

は
こ
の
頃
の

一
時
期
、
入
代

に
居
ら
れ
た

と
十
分
考
え
ら
れ
る
。
八
代
に
滞
在
し
て
い
た
な
ら
ば
、
太
祖
の
移
書
を
見
る
機
会
が

あ

っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
八
代
の
地
は
、
建
武
中
興
に
お
け
る
名
和
長
年

の
功
労

に
よ

っ

て
、
そ
の
子
義
高
が
八
代

の
地
頭
職
を
与
え
ら
れ
、
正
平
十
九
年

(
=
三
ハ
四
)
義
高

の
子
顕
興
が
家
を

つ
い
で
八
代
に
下
向
し
、

こ
こ
を
根
拠
地
と
し
て
征
西
府

に
つ
い
て

⑳

奮
闘
し
て
き
た
。

九
州

の
海
岸
地
域
を
支
配
す
る
中
小
豪
族
に
は
、
軍
資
金
を
得
る
た

め
、
水
軍
を
組
織
し
海
賊
を
は
た
ら
く
も
の
も
少
な
く
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
八
代

の
位
置
や
地
形
か
ち
み
て
、
名
和
氏
も
海
賊
を
は
た
ら
く
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
の
名

和
氏
が
、
時
に
は
「良
懐
」
の
使
と
称
し
て
朝
貢
の
形
を
と

っ
て
、
明
側

の
事
情
を
さ
ぐ

り
、
あ
わ
せ
て
賞
賜
品
を
得
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。
名
和

氏
は
「日
本
国
王
良
懷
」
の
使
と
称
す
る
も
の
を
お
く
る
可
能
性
の
あ
る

一
人
と
推
測
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
如
瑶
も
そ
れ
ら
使
の

一
人
で
あ

っ
て
、
太
祖
の
移
書
を
八
代
に
も

た
ら
し
た
。
た
ま
た
ま
母
の
供
養

の
た
め
、
名
和
氏
を
頼

っ
て
八
代
に
滞
留
し
て
い
た

懐
良
の
目
に
ふ
れ
、
そ
こ
で
返
書
が
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
臆
測
す
る
も
の

で
あ
る
。

『実
録
』
に
よ
れ
ば
、
「日
本
国
王
良
懐
」
の
最
後

の
遣
使
の
洪
武
十
九
年

(
=
二
入
六
)

十

一
月
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
良
懐
は
す

で
に
死
ん
で
お
り
、
従

っ
て
こ
の
使
は
良

懐
の
送

っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
ろ
、

す
な
わ
ち
南
朝
元
中
三
年

・
北
朝
至
徳
三

年

(
=
二
八
六
)
か
ら
、
武
家
方

の
今
川
軍

の
川
尻

・
宇
土
に
対
す
る
攻
勢
は
強
化
さ

れ
た
。
元
中
七
年
九
月
宇
土
城
に
落
ち
て
良

成
は
八
代
城
に
移
り
、
翌
八
年
は
八
代

は

陥
落
し
て
宮
方
は
降
伏
し
た
。
以
上
の
宮
方

没
落
の
経
過
か
ら
み
て
、
「良
懐
」最
後

の
遣

使
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
八
代

の
名
和
氏
が
使
を
お
く
る
こ
と
の
で
き
た
最
後

の
時
期

と
判
断
で
き
る
。

「
日
本
国
王
良
懐
」
の
遣
使

の
演
出
者
は
、
単
数
か
複
数
か
判
断
し
か
ね
る
が
、

い
ず

れ
に
し
て
も
、
名
和
顕
興
は
そ
の
影
の
こ
い
人
物
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
太
祖
が
倭
寇

禁
絶
を
要
求
し
、
日
本
国
王
と
認
め
て
交
渉
し
た

「
良
懐
」
は
、
懐
良
親
王
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
海
賊
行
為
を
と
り
し
ま
る
意
図
も
な
く
、
そ
の
能
力
も
な

か

っ
た
。
度

々
の
詰
問
叱
責
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
要
求
が

一
向
に
み
た
さ
れ
な

い
の
で

こ
う
を
に
や
し
、
そ
の
不
誠
意
を
怒

っ
た
太
祖
は
洪
武
十
九
年
発
覚
し
た
と
い
う
林
賢

㈲

事
件
を
機
に
、
日
本
も
謀
反

の
陰
謀
に
加
担
し
た
と
し
て
、
日
本
と
の
通
交
を
断
絶
し

た

の
で
、
日
本

の
公
的
交
渉
は
次
の
代
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
。

(
一
九
七
五

・

九

・
二
七
)

註
ω

例
え
ば
、
小
葉
田
淳
氏
は
、
当
時
懐
良
親
王
の
遣
使
と
称
す
る
も
の
も
疑
う

べ

き
も
の
多
く
、
所
謂
貪
商
假
名

の
徒
も
少
な
く
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
、
と
述

べ
ら

れ

(『中
世
日
支
通
交
貿
易
史

の
研
究
』

一
頁
)、
藤
田
明
氏
は

『
征
西
将
軍
宮
』

で
、

良
懷

の
遣
使
と

い
わ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
懐
良
親
王

の
使
で
は
な
い
と
否
定
さ
れ

て
い
る
。

②

田
中
健
夫
氏
は
、
征
西
将
軍
府
を
も

っ
て
日
本
の
外
交
接
待
の
公
式
の
役
所
で

あ
る
大
宰
府

の
後
身
と
意
識
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

『
中
世
対
外
関
係
史
』
五
五
頁
。

㈹

今
枝
愛
真

・
村
井
章
介

「
日
明
交
渉
史

の
序
幕
ー

『
明
国
書
并
明
使
仲
献
無
逸



尺
牘
』
を
中
心
に
ー
」

『東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』

=

。

ω

前
掲
、

『
征
西
将
軍
宮
』
四

一
頁
。

㈲

池
内
宏
氏
も
、
然
れ
ど
も
太
祖
の
望
む
如
く
海
賊
を
鎮
圧
す
る
の
は
宮

の
欲
す

る
所
な
ら
ざ
る
や
明
け
し
、
何
と
な
れ
ば
海
賊
等
は
南
朝
の
有
力
な
る
援
助
に
し
て
、

且
彼
等

の
奪
掠
に
よ

っ
て
得
る
所
の
利
益
は
亦
南
軍

の
利
益
な
れ
ば
な
り
、
と
懷
良

と
倭
寇

の
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
(
「
明
初

に
於
け
る
日
本
と
支
那
と
の

交
渉
口
」
『
歴
史
地
理
』
六
ノ
六
。
)

⑤

『
征
西
将
軍
宮
』
三
六
四
頁
。

叭

「
日
明
交
渉
の
開
始
と
不
征
国
皋

の
成
立
」

(茨
城
大
姜

鞏

部
紀
要

゜

人
文
科
学
』
四
)

別

「
明
初
の
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
二

二

二
の
問
題
-
洪
武
帝

の
対
外
政
策
を
中
心

と
し
て
ー
」
(『北
海
道
大
学
人
文
科
学
論
集
』
四
)

動

前
掲

『中
世
対
外
関
係
史
』
五
六
頁
。

鋤

前
掲

「
日
明
交
渉
史
の
序
幕
」

蘭

『実
録
』
洪
武
三
年
六
月
是
月
の
条

に
・
倭
夷
寇
山
衷

転
掠
温

・
台

・
明
州

傍
海
之
民
、
…
…
と
あ
る
。

働

『征
西
将
軍
宮
』
三
七
〇
1

三
九
〇
頁
。
川
添
昭
二

『今
川
了
俊
』
七
四
i
七

八
頁
。
大
日
本
史
料
六
1
三
六
、
南
朝
文
中

元
年
、
北
朝
応
安
五
年
八
月
十
二
日
の

条

に
大
宰
府
陥
落
を
記
し
て
い
る
。

13

こ
の
明
使

一
行

の
東

日
の
動
静
に
関
し
て
は
、
前
掲

「
日
明
交
渉
史
の
序
幕
」

に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
日
本
史
料

六
ー
三
七
、
南
朝
文
中
二
年
、
北
朝
応

安
六
年
六
月
二
十
九
日
の
条
に
、
使
節

一
行

の
上
京

に
関
す
る
多
く
の
史
料
が
の
せ

ら
れ
て
い
る
。

鈎

前
掲

「
明
初
の
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
二

・
三
の
問
題
」

捌

議
遣
総
州
太
守
畧

岌

浄
業

゜
喜
春
一
頁

従
蘿

下
太
宰
府

゜
備
方
物
来

貢
、
所
虜
中
国
及
高
句
驪
民
、
無
慮
百
五
十
人
、
無
逸
化
以
善
道
、
悉
令
具
大
舶
遣

帰
。
無
逸
等
自
太
宰
府
発
舟
、
五
書
夜
即
達
昌
国
州
、
已
而
赴
南
京
、
仍
見
上
端
門
、

無
逸
備
陳
其
故
。

衂

中
村
栄
孝

「太
平
記
に
見
え
る
高
麗
人
の
来
朝
」

「室
町
時
代

の
日
鮮
関
係
」

『
日
鮮
関
係
史
研
究
』
上

所
収
。

切

前
掲
中
村

「室
町
時
代

の
日
鮮
関
係
」
前
掲
川
添

『
今
川
了
俊
』

一
六

一
r

一

六
八
頁
。

『高
麗
史
』
に
は
、
今
川
了
俊
を
関
西
省
探
題
、
九
州

(道
)
節
度
使
の

官
名
で
記
し
、
時
に
は
覇
家
台
と
書

い
て
い
る
。

鬮

後
小
松
院
明
徳
三
年
壬
申
答
朝
鮮
書

翫
緲
滸
郷
日
本
周
相
国
承
天
禅
寺
住
持
沙
門

某
端
粛
奉
復
高
麗
国
門
下
府
諸
相
国
閣
下
、
…
…
然
而
我
国
将
臣
、
自
古
無
疆
外
通

問
之
事
。
以
是
不
能
直
答
来
教
、
仍
命
釈
氏
某
代
書
致
敬
。
非
慢
礼
也
。
・…
.:
・.

19

藤
田
明
氏
も
、
征
西
将
軍

の
職
を
譲

っ
た
こ
と
を
述

べ
、
こ
こ
に
御
隠
退
の
御

身
と
な
ら
せ
ら
れ
た
る
が
如
し
、
と
記
さ
れ
、
将
軍
職
を
御
譲
あ
ら
せ
ら
れ
し
と
共

に
矢
部
に
遷
御
あ
ら
せ
ら
れ
し
か
、
或

い
は
な
お
暫
く
菊
池
に
あ
ら
せ
ら
れ
、
や
が

て
矢
部
に
移
ら
せ
ら
れ
し
も

の
か
、
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
(『征
西
将
軍
宮
』
四
二
三

-
四
二
四
頁
。杉
本
尚
雄
氏
は
、懐
良
は
元
授
元
年
六
月
か
ら
十
月

の
間
に
引
退
、
引

退
後
ま
も
な
く
筑
後
矢
部

の
五
条
氏
を
頼

っ
て
、
こ
こ
に
遷
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ

(i2)



れ
て
い
る

(『菊
池
氏
三
代
』

二
七
八
頁
)。
ま
た
杉
本
氏
は
、
懷

良
が
矢
部
に
隠
遁

し
た
の
は
、
良
成
や
菊
池

の
当
主
武
朝
ら
と

の
間
が
円
滑
を
欠

い
た
こ
と
も
そ
の

一

因
と
思
わ
れ
る
、
と
述

べ
て
い
る

(『菊
池
氏
三
代
』

二
八

一
頁
)
。
懐
良
と
良
成

・

武
朝
と
の
間
が
疎
隔
し
た
こ
と
は
藤
田
氏
も
認
む
る
所
で
あ
る

(『
征
西
将
軍
宮
』四

七

一
i
四
七
三
頁
)
。

②①

『楓
軒
文
書
纂
』
四
十
九
冊
五
条
家
文
書

「頼
治
申
状
」
に
、
矢
部
の
地
形
に

つ
い
て
、
当
山
者
、
肥
後

・
筑
後

・
豊
後

三
箇
国
之
堺
、
九
州
無
雙
之
要
害
候
。
と

述
べ
て
い
る
。

⑳

前
掲

「明
初

の
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
二

・
三
の
問
題
」

⑳

前
掲

『征
西
将
軍
宮
』
四
八
〇
頁
。
前

掲

『菊
池
氏
三
代
』
二
八
四
頁
に
は
、

弘
和
二
年
八

・
九
月
の
こ
ろ
か
ら
病
床
に
臥
さ
れ
、
翌
三
年
三
月
二
十
七
日
に

(万

寿
寺
過
去
帳
)
、

五
十
五

・
六
歳
と
思
わ
れ
る
齢

で
死
去
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
あ
る
。

㈱

前
掲

「
日
明
交
渉
の
開
始
と
不
征
国

日
本

の
成
立
」

⑳

前
掲

「
明
初

の
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
二

二
二
の
問
題
」

㈱

前
掲

『征
西
将
軍
宮
』
四
四
五
～
四
四
六
頁

㈱

前
掲

「
日
明
交
渉

の
開
始
と
不
征
国
日
本

の
成
立
」

⑫の

前
掲

『中
世
日
支
通
交
貿
易
史
の
研
究
』
二
〇
頁
註
ω

㈱

前
掲

「明
初

の
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
二

.
三
の
問
題
」

⑳

前
掲

『征
西
将
軍
宮
』
四
六
九
～
四
七

一
頁
。

⑳

前
掲

『菊
池
氏
三
代
』
二
八
三
頁
。
な
お
、
藤
田
氏
は
、
こ
の
塔

の
発
掘
前
に

亡
く
な

っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

⑳

名
和
顕
興

・
宇
土
道
光
が
征
西
府
に
く

み
し
、
懷
良
親
王
の
信
任
を
得
て
い
た

こ
と
は
、
大
日
本
史
料
六
～
三

一
、
南
正
平
二
十
四
年
、
北
応
安
二
年
十

一
月
十
七

日
の
条
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

63

林
賢
事
件
に

つ
い
て
は
、
前
掲

「
明
初
の
日
中
関
係
を
め
ぐ
る
二

.
三

の
問
題
」

参
照
。

(昭
和
五
十
三
年
度
科
研
費
、
総
合
A

「中
国
外
交
史
に
お
け
る
中
華
思
想
」

の
分

担
研
究

で
あ
る
)

(13)


