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は
じ
め

に

古
代

の
日
朝
関
係
史
の
研
究
は
、
戦
後
、
新
た
な
展
開
を
み
せ
、

一
九
入

○
年
代
か
ら
は

い
っ
そ
う
活
発
に
な

っ
た
。
こ
と
に
任
那
日
本
府
に
関
す
る

『日
本
書
紀
』

の
信
憑
性
に
関
す
る
研
究
が
進
み
、
現
在

で
は
伽
耶

・
加
羅

(
1
)

地
方
と

い
う
認
識
が

一
般
化
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
四
、
五
世
紀
お
よ
び

六
世
紀
前
半
の
研
究
が
進
ん
だ
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、
大
化
改
新
か
ら
壬
申

の
乱
に
至
る
時
代

の
研
究

の
深
化

と
と
も

に
、
白
村
江
の
戦

い
の
見
直
し
、

七
世
紀
に
お
け
る
日
本

・
中
国

・
朝
鮮
三
国
の
東
ア
ジ
ア
領
域
に
お
け
る
関

係
史
の
研
究
も
進
ん
だ
。
こ
と
に
高
松
塚
古
墳

の
壁
画
が
高
句
麗
文
化

の
影

響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は

一
目
瞭

然
で
あ
り
、
文
献
史
料
に
記
録
が
な
く
と

も
、
七
世
紀
に
旦
麗
間
に
文
化
交

流
が
あ

っ
た
こ
と
は
否
定
し
よ
う

の
な
い

事
実
と
認
め
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
日
韓
関
係
史
と

い
う
と
百
済

・
新
羅
が
中
心

で
、
高
句
麗
に

関
す
る
研
究
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
む
し
ろ
八
世
紀
以
降
の
渤
海
史

の
研

究
の
方
が
盛
ん
と

い
え
る
。
高
句
麗
関
係
の
研
究
は
、
広
開
土
王
碑
文

の
研

(2
)

究
が
中
心
で
、
倭

の
五
王
関
係
で
多
少
触
れ
ら
れ
る
と

い
う
程
度
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
高
句
麗
の
歴
史
そ
の
も

の
が
、
五
世
紀
か
ら
滅
亡
す
る
七
世
紀
ま

で
中
国
と

の
交
流
が
中
心

で
あ
る
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
。

『
三
国
史
記
』
に
は
高
句
麗
と
日
本

の
関
係
を
記
す
記
録
は
少
な

い
が
、

『
日
本
書
紀
』
に
は
高
句
麗
関
係
の
記
述
も
少
な
く
な
い
。
こ
と
に
欽
明
末

年
の
任
那
日
本
府
問
題
が
、
と
り
あ
え
ず

一
段
落
し
た
時
期
か
ら
敏
達
初
年

に
か
け
て
は
高
句
麗
使
節

の
記
事
が
集
中
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
時

期
の
日
麗
関
係
の
研
究
は
皆
無
に
等
し
い
。

本
論
考
は
、
研
究

の
薄

い
欽
明
三
十

一
年
来
航

の
高
句
麗
使
節
に
焦
点
を

あ
て
て
、
旦
麗
関
係
史

の

一
端
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

蒡

な
か
む
ら

し
ゅ
う
や

文
教
大
学
教
育
学
部
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一
、
高
句
麗
使
節

の
来
航

『
日
本
書
紀
』
に
高
句
麗
使
節

の
記
事
が
登
場
す
る
の
は
、
応
神
二
十
八

年
三
月
が
最
初
で
、
そ
の
後
、
仁

徳

・
継
体
各
朝
に
も
来
朝
記
事
が
見
ら
れ

る
が
、
活
発
化
す
る
の
は
欽
明
朝

に
な

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
欽
明
三

十

一
年

(五
七
〇
)
四
月
乙
酉

(
二
日
)
条

の
高
句
麗
使
節
の
記
事
は
、
い

さ
さ
か
特
殊
と
も

い
え
る
。

は

つ
せ
の
し
ば
か
き

の
み
や

え

ぬ

の

お

み
も

し

ろ

夏
四
月
の
甲
申

の
朔
乙
酉
、
泊
瀬
柴
籬
宮
に
幸
す
。
越
人
江
渟
臣
裾
代
、

つ

か

い

た

し

な

京

に
詣

で
て
奏
し
て
日
さ
く

、
「高
麗

の
使
人
、
風
浪
に
辛
苦
み
て
、

と

ま

り

た

だ

よ

迷
ひ
て
浦
津
を
失

へ
り
。
水

の
任
に
漂
流
ひ
て
、
忽

に
岸
に
到
り
着
く
。

か

く

あ
ら
わ

郡
司
隠
匿
せ
り
。
故
、
臣

顯

し
奏
す
」
と
ま
う
す
。
詔
し
て
曰
は
く
、

あ
ま
つ
ひ
つ
ぎ

そ

こ

ば

く

「朕
、
帝
業
を
承
け
て
、
若
干
年
な
り
。
高
麗
、
路
に
迷
ひ
て
、
始
め

い

の
ち

ま
た

て
越
の
岸
に
到
れ
り
。
漂
ひ
溺
る
る
に
苦
し
ぶ
と
雖
も
、
尚
性
命
を
全

ま
き
の
り

あ
ま
ね

く
す
。
豈
徽
猷
廣
く
被
ら
し
め
て
、
至
徳
魏
魏
に
、
仁
化
傍

く
通
せ

て
、
洪
恩
蕩
蕩
に
非
ざ
る
も

の
な
ら
む
や
。
有
司
、
山
城
國

の
相
樂
郡

は
ら

あ
い
た
す

に
し
て
、
館
を
起
て
て
淨
め
治
ひ
て
、
厚
く
相
資
け
養

へ
」
と
の
た
ま

ふ
。

越
人
江
渟
臣
裾
代
か
ら
高
句
麗
人
漂
着

の
報
告
が
あ

っ
た
。
高
句
麗
使
節

が
風
浪
に
翻
弄
さ
れ
て
目
的

の
港
を
見
失

い
、
波
に
流
さ
れ
、
越
国
の
海
岸

に
漂
着
し
た
。
在
地
の
郡
司
は
事

が
大
き
く
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
高
句

麗
使
節
を
匿

っ
て
い
ま
す
が
ど
う

し
た
ら
よ
い
か
、
と
い
う
報
告
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
欽
明
は
、
高
句

麗
使
節
が
遭
難
し
た
の
は
可
哀
相
な
こ
と

だ
が
、
無
事
に
日
本
に
た
ど
り
着

い
た
こ
と
は
、
自
分
の
治
世
が
行
き
渡
り
、

自
分
に
徳
が
あ
り
、
教
化
が
行
き
届

い
た
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
喜
ば
し

い

こ
と
だ
か
ら
、
山
背
国
相
楽
郡
に
客
館
を
建
設
し
て
、
高
句
麗
使
節
を
厚
く

迎
え
る
べ
き

で
あ
る
と
判
断
し
た
。

こ
こ
に
は
、
事
情
は
ど
う

で
あ
れ
、
高
句
麗
使
節
の
来
航
は
、
自
分
の
治

世
が
徳
あ
る
も
の
と
天
が
認
め
た
証
で
あ
る
と
、
歓
迎
し
て
い
る
様
子
が
読

み
取
れ
る
。
翻

っ
て
考
え
れ
ば
、
高
句
麗
使
節

の
来
航
は
、
珍
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
「迷
失
浦
津
」
と
記
さ
れ
る

だ
け
で
、
本
来
、
高
句
麗
使
節
が
ど
こ
の
港
を
目
指
し
て
い
た
か
は
明
記
さ

れ
て
い
な

い
。

そ
の
う
え
、
こ
の
高
句
麗
使
節

の
こ
と
は

『三
国
史
記
』
コ
咼
句
麗
本
紀
」

に
は
記
さ
れ
て
い
な

い
。
年
代
的
に
は
平
原
王
の
時
代
で
あ
る
。
五
七
〇
年

前
後

(巻
十
九
)
の
記
事
を
書
き
抜
く
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

八
年

(五
六
六
)
冬
十
二
月
。
遣
使
入
陳
朝
貢
。

十
二
年

(五
七
O
)
冬
十

一
月
。
遣
使
入
陳
朝
貢
。

十
三
年

(五
七

一
)
春
二
月
。
遣
使
入
陳
朝
貢
。
秋
七
月
。
王
、
畋
於
溟
河

之
原
。
五
旬
而
返
。
八
月
。
重
修
宮
室
。
蝗
。
旱
。
罷

役
。

十
五
年

(五
七
三
)
遣
使
入
北
斉
朝
貢
。

十
六
年

(五
七
四
)
春
正
月
。
遣
使
入
陳
朝
貢
。

十
九
年

(五
七
七
)
王
、
遣
使
入
周
朝
貢
。
周
高
祖
、
拝
王
、
為
開
府
儀
同

三
司
大
将
軍
遼
東
郡
開
国
公
高
句
麗
王
。

こ
の
次
期
、
高
句
麗
の
平
原
王
は
中
国
の
諸
国
と
の
外
交
に
忙
し
い
時
期

で
あ
る
。
陳

・
北
斉

・
周
に
朝
貢
し
、
自
ら
の
地
位
を
認
め
て
も
ら
お
う
と

必
死
で
あ

る
。
五
七
七
年

に
は
、
そ
れ
が
成
功
し
、
周
の
高
祖
か
ら
は
、

「開
府
儀
同
三
司
大
将
軍
遼
東
郡
開
国
公
高
句
麗
王
」
の
称
号
を
授
け
ら
れ

て
い
る
。
実
は
、
先
に
五
六
〇
年

に
は
北
斉
の
廃
帝
か
ら

「使
持
節
領
東
夷
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校
尉
遼
東
郡
開
国
公
高
句
麗
王
」

に
封
じ
ら
れ
て
お
り
、
五
六
二
年
に
は
、

陳
の
文
帝
よ
り

「寧
東
将
軍
」
の
位
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。
後

の
五
八
三
年

に
は
、

つ
い
に
隋
の
高
祖
よ
り

「
大
将
軍
遼
東
郡
公
」
を
授
け
ら
れ
て
い
る
。

平
原
王

の
目
は
中
国
に
向

い
て
お
り
、
南
の
百
済

・
新
羅
に
は
む
い
て
い

な
い
。
ま
し
て
や
さ
ら
に
南
の
倭
国
に
意
識
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
と
は

い
え
、
『
三
国
史
記
』
の
成
立
時
期

や
、
そ
の
記
事

の
短
さ
か
ら

い
っ
て
も
、

そ
こ
に
記
さ
れ
た
こ
と
だ
け
が
、
史
実
と
は
い
え
な
い
こ
と
も
ま
た
し
か
り

で
あ
る
。

国
家
間
の
正
式
な
交
渉
が
な
く
と
も
、
民
間
に
お
け
る
通
交
が
あ

っ
た
可

能
性
ま
で
は
否
定
で
き
な

い
。
た
と
え
ば
、
『日
本
書
紀
』
欽
明
二
十
六
年

(五
六
五
)
五
月
条

の
記
事
な
ど
は
、
国
家
的
な
で
き
ご
と
で
は
な

い
。

つ

む

り

や

へ

も

う

き

は
べ

夏
五
月
、
高
麗
人
頭
霧
喇
耶
陛
等
、
筑
紫
に
投
化

て
、
山
背
國
に
置
り
。

今
の
畝
原

・
奈
羅

・
山
村
の
高
麗
人
の
先
祖
な
り
。

つ

む

り

や

へ

高
句
麗
人

の
頭
霧
喇
耶
陛
た
ち
が
筑
紫
に

「投
化
」
し
て
、
山
背
国
に
居

住
地
を
与
え
ら
れ
て

い
る
。
彼
ら

は
、
今

の
畝
原

(位
置
不
明
)
・
奈
羅

(山
城
国
久
世
郡
那
羅
郷
か
)
・
山
村

(山
城
国
相
楽
郡
山
村
か
)
に
住
む
高

句
麗
人

の
祖
先
で
あ
る
と
い
う
。

「投
化
」
を
ど
の
よ
う
な
意
味
に
と

る
か

は
む
つ
か
し

い
が
、
と
り
あ
え
ず

こ
こ
で
は
集
団
で
の
移
住
と
考
え

て
お
く
。

彼
ら
に
つ
い
て
は
ま

っ
た
く
不
詳

で
あ
る
が
、
『新
撰
姓
氏
録
』
右
京
諸
蕃

下
に
関
連
す
る
記
事
が
あ
る
。

長
背
連
。
出
自
高
麗
国
主
鄒
牟

〔
一
名
朱
蒙
〕
也
。
天
国
排
開
広
庭
天

皇

〔諡
欽
明
〕
御
世
、
率
衆
投
化
。
貌
美
体
大
、
其
背
問
長
。
仍
賜
名

長
背
王
。

欽
明
朝
に
集
団
で
投
化
し
た
と

い
う
点
が

一
致
す
る
。
ま
た
ヅ
ム
リ
ヤ

へ

と

い
う
名
前
も
鄒
牟
ジ

ュ
モ
ウ

(
↓
ヅ
ム
)
と
前
半
の
音
に
共
通
性
が
み
ら

れ
る
。
長
背
連

の
祖
先
伝
承
を
そ
の
ま
ま
信
じ
る
必
要
は
な
い
が
、
高
句
麗

王
の
朱
蒙
の
子
孫

で
あ
る
と
主
張
す
る
氏
族
は
珍
し
い
。
し
か
も
、
応
神

・

仁
徳
朝
の
よ
う
な
古
い
時
期
で
は
な
く
、
比
較
的
新
し
い
欽
明
朝

の
渡
来
と

す
る
の
も
珍
し
い
と
い
え
る
。
記
紀
の
編
纂
を
開
始
し
た
天
武
は
欽
明
の
玄

孫
に
当
た
る
。
歴
史
的
に
史
料
が
残
り
始
め
た
時
代
と

い
え
る
。
そ
の
よ
う

な
時
期
に
渡
来
伝
承
を
も

つ
長
背
連
が
荒
唐
無
稽
の
祖
先
伝
承
を
残
し
え
た

と
は
思
え
な

い
。
高
句
麗
王
朱
蒙
の
子
孫
と
い
う
の
は
別
と
し
て
、
高
句
麗

よ
り
の
渡
来
と

い
う

こ
と
は
認
め
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

長
背
連
が
欽
明
朝

に
高
句
麗
よ
り
渡
来
し
た
氏
族
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

欽
明
二
十
六
年

の
記
事
は
俄
然
信
憑
性
を
も

つ
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
と
い

っ
て
、
欽
明
三
十

一
年
の
記
事
も
史
実
と
は
か
ん
た
ん
に
い
う

つ
も
り
は
な

い
。
公
的
使
節
が
自
国
の
史
書
に
記
載
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
虚

偽
と
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
欽
明
三
十

一
年

の
高
句
麗
使
節
は
、
単
発
の
記
事
で
は
終
わ

ら
ず
、
し

つ
こ
い
く
ら
い
に

『日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
。
こ
の
記
事

の
頻

繁
さ
は
異
常
と
も

い
え

る
。

二
、
越
国

の
道
君

欽
明
三
十

一
年
四
月
に
越
国
に
漂
着
し
た
高
句
麗
使
節
は
、
翌
五
月
に
は

大
王
の
迎
使
と
対
面
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
の
様
子
も
ま
た
不
可
解

な
記
事
と
な

っ
て
い
る
。

か
し
わ
で
の
お
み
か
た
ぶ
こ

あ

五
月
。
膳

臣

傾

子
を
越

に
遣
し
て
、
高
麗
の
使

に
饗

へ
た
ま
ふ
。

つ
ば
ひ
ら
か

み

や

こ

〈
傾
子
。
此
を
舸
陀
部
古
と
云
ふ
。
〉
大
使
、
審

に
膳
臣
は
是
れ
皇
華

み
ち
の
き
み

の
使
な
る
を
知
る
。
乃
ち
道
君
に
謂
ひ
て
曰
く
、
「汝
は
天
皇

に
非
ず
。
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ま
す
ま
す

果
し
て
我
の
疑
ひ
し
が
如
し
。
汝
、
既
に
膳
臣
を
伏
し
拜
め
り
。
倍

ま
た

さ
き

い
つ
わ

復
、
百
姓
と

い
ふ
こ
と
を
知

る
に
足
れ
り
。
而
る
に
、
前
に
余
を
詐
り

み
つ
き

お
の
が
み

す
み
や
か

か
ざ
り
こ
と

て
調
を
取
り
て
己
に
入
れ
た
り
。
よ
ろ
し
く
速
に
還
す
べ
し
。
餝
語
を

な
か

し
て
煩
し
む
こ
と
莫
れ
。
膳

臣
、
之
を
聞
き
て
、
使
人
を
し
て
其

の
調

さ
ぐ
り
も
と
め

か

え

を
探

索
せ
し
む
。
具
に
爲

與
さ
し
め
て
、
京
に
還
り
て
復
命
す
。

こ
の
記
述
が
正
し
け
れ
ば
、
在

地
豪
族
で
あ
る
道
君
が
、
漂
着
し
た
高
句

麗
使
節
に
、
自
分
が
大
王
で
あ
る
と
嘘
を

つ
き
、
献
上
物
を
横
領
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
道
君
が
中
央
か
ら

の
使
者
で
あ
る
膳
臣
に

「伏
拝
」
し
て
い

る
の
を
、
使
節
た
ち
が
見
て
、
そ

の
虚
偽
を
知

っ
た
と

い
う

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
四
月
に

「郡
司
隠
匿
」
と
あ
る
郡
司
が
道
君
で
あ
る
と
す
る
と
、

す
で
に

「越
人
江
淳
臣
裾
代
」
に
よ

っ
て
、
大
王
に
報
告
が
達
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
五
月
に
始
め
て
虚
偽
が
判
明
し
た
と

い
う

の
も
お
か
し
な
話

で
あ
る
。
ま
た
、
郡
司
ク
ラ
ス
の
館
で
大
王
と
し
て
の
威
厳
を
保

つ
こ
と
は

難
し
く
、
自
分
を
大
王
で
あ
る
と
偽
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
と

い
わ
ざ
る

を
え
な
い
。

も

っ
と
も
、
郡
司
道
君
に
よ
る
調
物
の
隠
匿
と

い
う

こ
と
は
あ
り
え
る
。

漂
着
し
た
高
句
麗
使
節
た
ち
は
、
衣
服
も
無
残
な
状
態

で
あ
り
、
献
上
物
も

傷

つ
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
道
君

一
族
が
、
使
節
に
は
、
き

ち
ん
と
献
上
物
は
大
王
の
も
と
に
届
け
る
か
ら
、
あ
な
た
が
た
は
休
息
を
取

っ
て
か
ら
高
句
麗
に
帰
国
し
て
は
ど
う
か
と
も
ち
か
け
て
、
献
上
物
を
隠
匿

し
よ
う
と
し
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
使
節
漂
着
の
報
告
が
、
越
国

の
国
司
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
越
人
江
渟
臣
裾
代
」
と
い
う

個
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
事
情
を
察
知
し
た
江
渟
臣
裾

代
が
、
朝
廷
に
御
注
進
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
す
る
と
膳
臣
傾
子
は
、
使
節
を
迎
え
る
使
で
は
な
く
、
真
相
究
明
の
調

査
員

で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
「探
索
」
「
還
京
復
命
」
と

い
う
言
葉

は
、
膳
臣
傾
子
の
使
と
し
て
の
真

の
目
的
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
し
た
調
査

の
結
果
、
同
年
七
月
、
高
句
麗
使
節
は
朝
廷
に
迎
え
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
、
近
江
に
ま
で
到
達
す
る
。

こ
せ
の
お
お
み
さ

る

き
し

の
あ
か
は

と

た

是
の
月
。
許
勢
臣
猿
と
吉
士
赤
鳩
と
を
遣
し
て
、
難
波
津
よ
り
発
た
し

さ

さ

な

み

ひ
き

こ

か
ざ
り
ぶ
ね

め
、
船
を
狹
狹
波
山
に
控
引
し
て
、
飾
船
を
裝
ひ
、
乃
ち
近
江
の
北
山

こ
ま
ひ
の
む
う
つ
み

や
ま
と
の
あ

に
徃
き
迎

へ
し
む
。
遂
に
山
背

の
高
威

舘
に
引
入
れ
て
、
則
ち
東

や
の
さ
か
の
う
え

の
あ
た
い
こ
ま
う

に
し
こ
り
の
お
び
と
お
お
い
し

ま
も
り
び
と

漢
坂
上
直
子
麻
呂

・
錦

部

首

大

石
を
遣
し
て
、
以
て
守
護
と
為
す
。

更
に
高
麗
使
者
を
相
樂
舘
に
饗
ふ
。

近
江
に
い
る
人
間
を
迎
え
る
場
合

の
ル
ー
ト
が
こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。

陸
路
を
山
背
国
に
向
か
う

の
で
は
な
く
、

い
っ
た
ん
難
波
津
に
出
て
、
そ
こ

か
ら
舟
運

で
狹
狹
波
山
ま
で
行

っ
て
い
る
。
狹
狹
波
山
は
滋
賀
県
大
津
市

の

逢
坂
山
と
比
定
さ
れ
て
い
る
が
、
と
く
に
根
拠
は
な

い
。
そ
の
後
、
飾
り
船

で
近
江

の
北
山
に
迎
え
に
行

っ
て
い
る
か
ら
、
大
津
の
近
く

の
目
印
と
な
る第1図 最初の高句麗使節の入京経路図

(井上秀雄 『古代日本人の外国観』より転載)
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山
を
さ
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
逢
坂
山
で
は
、
い
さ
さ
か
陸

の
奥
す
ぎ
る
。

そ
の
後
、
迎
え
た
外
国
使
節
を
山
背
国
に
あ
る
客
館
に
入
れ
、
そ
こ
か
ら
相

楽
郡
の
客
館
ま
で
連
れ
て
来
る
と

い
う
手
順
が
わ
か
る
。

船
で
淀
川
を
遡
り
、
賀
茂
川
沿

い
に
逢
坂
山
ま
で
は
行
け
な

い
か
ら
、
途

中
で
木
津
川
に
入
り
、
琵
琶
湖
の
入
り
口
で
船
を
降
り
て
、
陸
路
、
逢
坂
山

に
戻

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
相
楽
郡

の
客
館
に
入

っ
た
後
は
、
す
ん
な
り
と
使

節
は
大
王
と
会

い
、
使
命
を
果
た
せ
た
か
と
思
う
と
、
あ
に
は
か
ら
ん
や
、

彼
ら
は
長
期
間

の
足
止
め
を
食
う

こ
と
に
な
る
。

欽
明
天
皇
三
十
二
年

(五
七

一
)
三
月
是
月
条
に
よ
る
と
、

み
つ
き
も
の

ふ
み

あ

も
う

あ

ま

た

是
月
。
高
麗
の
獻
物
并
せ
て
表
、
未
だ
呈
げ
奏
す
こ
と
得
ず
。
數
旬

を
經
歴
て
、
良
き
日
を
占

へ
待

つ
。

と
あ
る
。
前
年
の
七
月
に
は
相
楽

郡
に
ま
で
達
し
て
い
た
高
句
麗
使
節
は
、

八
ヶ
月
を
経
て
も
ま
だ
大
王
に
謁

見
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
会
見
の

良
日
が
占

い
で
定
ま
ら
な
い
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る

間
に
、
大
王
欽
明
は
、
翌
四
月
に
病
に
倒
れ
、
あ

っ
と

い
う
間
に
病
没
し
て

し
ま
い
、
五
月
に
は
河
内

の
古
市

で
殯
が
行
わ
れ
て
し
ま

っ
た
。
結
局
、
高

句
麗
使
節
た
ち
は
、
大
王
欽
明
に
謁
見
せ
ず
じ
ま

い
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
「占
待
良
日
」

に
し

て
は
数
十
日
は
長
す
ぎ
る
。
む
し
ろ
、
占

い
で
は
な
く
、
欽
明
の
病
状
が

一
進

一
退
し
、
欽
明
の
回
復
を
待

っ
て
い
る

間
に
、
日
数
が
経

っ
て
し
ま

い
、
と
う
と
う
謁
見
で
き
な
い
ま
ま
、
欽
明
の

崩
御
を
迎
え
て
し
ま

っ
た
と
考
え

る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。
欽
明
は
同
年
九

月
、
桧
隈
坂
合
陵
に
葬
ら
れ
た
。

大
王
に
謁
見
で
き
な
か

っ
た
と
な
る
と
、
彼
ら
は
そ
の
使
命
を
果
た
す
こ

と
が
で
き
な
か

っ
た
わ
け

で
、
そ

の
ま
ま
本
国
に
戻
る
わ
け
に
も

い
か
な

い
。

敏
達
元
年

(
五
七
二
)
五
月
壬
寅
朔
条
を
み
る
と
、
興
味
深

い
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。

み

こ

の
た
ま

五
月
壬
寅
の
朔
。
天
皇
、
皇
子
と
大
臣
と
に
問
ひ
て
曰
は
く
、
「
高
麗

つ
か

い

い
つ
く

あ

こ
た
え
も
う

使

人

、

今

、

何

に
か

在

る
」

と

の
た

ま

ふ

。

大

臣

、

奉

對

し

て

日

さ

く

、

き
こ

い
た

み

「相
樂
舘
に
在
り
」
と
ま
を
す
。
天
皇
、
聞
し
め
し
て
、
傷
惻
た
ま
ふ

き

わ

ま

こ
と
極
甚
り
な
し
。
愀
然
と
歎
き
て
曰
は
く
、
「悲
し
き
か
な
。
此
の

さ
き

の

き
こ
え
も
う

使
人
等
、
名
既
に
先
考
天
皇
に
奏
聞
せ
る
を
」
と
の
た
ま
ふ
。
乃
ち
郡

か
む
が

し
る

み
や
こ

臣
を
相
樂
舘
に
遣
し
て
、
獻
れ
る
調
物
を
検

へ
録
し
て
、
京
師
に
送
ら

し
め
た
ま
ふ
。

な
ん
と
、
か
の
高
句
麗
使
節
は
、
ま
だ
都
入
り
も
果
た
さ
ず
に
い
た
。
お

そ
ら
く
は
欽
明
朝
に
お
い
て
後
継
者
と
し
て
控
え

て
い
た
敏
達
も
気
に
な

っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
「と
こ
ろ
で
例
の
高
句
麗
使
節
は
、
今
、
ど
こ
に
い
る
の

か
」
と
尋
ね
た
。
大
臣

の
返
事
は
、
そ
の
ま
ま
相
楽

の
客
館
に
お
り
ま
す
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
敏
達
は
、
す
で
に
前
大
王

で
あ
る
欽
明
に
ま
で
使
節

の
名
前
は
達
し
て
い
た

の
に
、
ま
だ
そ
の
ま
ま
に
捨

て
置
か
れ
て
い
た
の
は

可
哀
相
な
こ
と
で
あ
る
と
同
情
し
て
、
す
ぐ
に
使
者
を
相
楽
の
客
館
に
派
遣

し
た
。
使
者
は
、
使
節
の
迎
え

の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
献
上
品
の
リ
ス

ト
を
作
成
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
よ
う

で
あ

っ
た
。

吉
村
武
彦
氏

の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
の
時
代
、
日
本

の
大
王
は
外
国
使
節

(
3
)

を
直
接
謁
見
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
と

い
う
。
吉
村
氏

の
研
究
は
、
推
古
朝

を
舞
台
と
し
て
の
も

の
で
あ
る
が
、
「朝
鮮
半
島
か
ら
多
く
の
外
交
使
節
が

来
て
い
る
が
、
接
見
す
る
よ
う
な
態
度
は
と
ら
な
か

っ
た
」

の
は
、
卑
弥
呼

以
来

の
倭
国
の
伝
統
的
外
交
法
で
あ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
敏
達
朝

に
も
、

使
節
と
接
見
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
記
述
は
な
い
。

し
か
し
、
吉
村
氏
自
身
も
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
王
朝
の
外
交
方
式

iss(s)



で
は
他
国

へ
の
派
遣
使
節
が
派
遣

先
の
国
王
と
接
見
し
な

い
と
い
う
の
は
あ

り
え
な
い
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
が
ど

の
程
度
中
国
の
冊
封
体
制
に
組
み
込
ま
れ

て
い
た
か
は
別
と
し
て
、
大
国
中
国
の
外
交
方
式
に
適
さ
な
い
方
式
を
、
倭

国
が
固
持
し
て
い
た
と
考
え
る
に
は
、
ま
だ
史
料
が
不
足
し
て
い
る
の
で
は

な

い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
佐
藤
信
氏
が
主
張
す
る
よ
う
な
大
臣
外
交
が
あ

(
4
)

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
実
務
レ

ベ
ル
の
話
で
あ

っ
て
、
儀
式
と
し
て
の
王

と
使
節
の
接
見
は
別
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。

「此
の
使
人
等
、
名
既
に
先
考
天
皇
に
奏
聞
せ
る
を
」
と

い
う
敏
達
の
言

葉
は
、
来
着
と
名
前
は
前
大
王
に
達
し
て
い
た
の
に
、
結
局
は
相
見
え
る
こ

と

の
で
き
な
か

っ
た
高
句
麗
使
節

へ
の
憐
憫
と
も
受
け
取
れ
る
。
さ
ら
に
欽

明
三
十

一
年
五
月
の
高
句
麗
使
節

が
越
国
の
道
君
に
対
し
て

「汝
は
天
皇
に

非
ず
」
と
看
破
し
た
言
葉
も
注
目

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
道
君
が
大
王
に
偽

装
し
て
高
句
麗
使
節
の
献
上
品
を
奪
お
う
と
し
た
様
子
が
推
察
さ
れ
る
。
道

君
の
方
式
が
大
和
朝
廷

の
外
交
方
式
と
は
断
定
で
き
な

い
が
、
少
な
く
と
も

日
本
国
内
に
お
い
て
、
王
が
外
国
使
節
と
接
見
す
る
と

い
う
方
式
が
存
在
し

た
こ
と

の

一
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、
高
句
麗
大
使
の
殺
害

敏
達

の
計
ら

い
で
高
句
麗
使
節
は
無
事
に
大
和
に
到
着
し
、
上
表
文
を
提

出
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
ま
た
も
問
題
が
出
来
し
た
。
上
表
文
が
、
暗
号
の
よ

う
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

敏
達
元
年

(五
七
二
)
五
月
丙
辰
条
に
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ふ

み

天
皇
、
高
麗
の
表
疏
を
執
り
た
ま
ひ
て
、
大
臣
に
授
け
た
ま
ふ
。
諸
の

ふ
び
と

つ
ど

史
を
召
し
聚

へ
て
、
讀
み
解

か
し
む
。
是

の
時

に
、
諸
の
史
、
三
日

こ
こ

ふ
ね
の
ふ
び
と

お
う

じ

ん

に

の
内
に
、
皆
讀
む
こ
と
能
は
ず
。
爰
に
船

史

の
祖
王
辰
爾
有
り

て
、

ま

と

く

能
く
讀
み
釋
き
奉
る
。
是
に
由
り
て
、
天
皇
と
大
臣
と
倶
に
爲
讃
美
め

い
そ

よ

た

ま

ひ

て

曰

く

、

「
勤

し

き

か

な

、

辰

爾

。

懿

き

か

な

、

辰

爾

。

汝

若

こ
の

し
學
ぶ
る
こ
と
を
愛
ま
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
誰
か
能
く
讀
み
解
か
ま
し
。

は

べ

今
よ
り
始
め
て
、
殿
の
中
に
近
侍
れ
」
と

の
た
ま
ふ
。
既
に
し
て
、
東

西

の
諸

の
史
に
詔
し
て
曰
は
く
、
「汝
等
習
ふ
業
、
何
故
か
就
ら
ざ
る
。

お
お

汝
等
衆
し
と
雖
も
、
辰
爾
に
及
か
ず
」
と
の
た
ま
ふ
。
又
高
麗

の
上
れ

ま
ま

る
表
疏
、
烏

の
羽
に
書
け
り
。
字
、
羽
の
黒
き
随
に
、
既
に
識
る
者
無

ね
り
き
ぬ

し
。
辰
爾
、
乃
ち
羽
を
飯

の
氣
に
蒸
し
て
、
帛
を
以
て
羽
に
印
し
て
、

あ
や

悉
に
其
の
字
を
冩
す
。
朝
庭
悉
に
異
し
が
る
。

(
5
)

こ
の
伝
承
は
王
辰
爾
の
機
知
を
顕
彰
す
る
記
事
で
あ
る
。
王
辰
爾
は
船
史

氏
の
祖
で
あ
る
か
ら
、
船
連
た
ち
が
こ
の
記
事
を
書
紀
編
纂
時
に
採
択
し
た

(
6
)

可
能
性
は
大
き

い
。
王
辰
爾

の
顕
彰
は
と
も
か
く
と
し
て
、
高
句
麗
の
正
式

な
国
書
を
初
め
て
目
に
し
て
、
そ
れ
の
対
応
に
右
往
左
往
し
た
様
子
が
描
か

れ
て
お
り
、
な
か
な
か
に
興
味
深

い
。
こ
の
欽
明
朝
か
ら
敏
達
朝

に
か
け
て

の
高
句
麗
使
節
が
、
正
式
な
使
節
来
朝

の
最
初
と
考
え
ら
れ
る
由
縁
で
も
あ

る
。
越
国

の
豪
族
の
対
応
に
は
、
こ
の
よ
う
な
混
乱
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い

が
、
そ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

史
料
的
に
は
何
も
残

っ
て
い
な
い
が
、
越
国
の
豪
族
達
が
独
自
の
外
交
を

展
開
し
て
い
た
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
上
表
文
の
対
応
に
も
慣
れ
て
い
た

可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。

引
き
続
き
、
同
年
六
月
も
高
句
麗
使
節
関
係
の
記
事
で
あ
る
。
こ
の
月
に

と
ん
で
も
な
い
事
件
が
出
来
す
る
。

し
き
し
ま
の
す
め
ら
み
こ
と

六
月
、
高
麗
の
大
使
、
副
使
等

に
謂
り
て
曰
は
く
、
「磯
城
嶋
天
皇

の
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は
か

時
、
汝
等

、
吾
が
議
る
処
に
違
ひ
て
、
他
に
欺
か
れ

て
、
妄
に
國

の

み
つ
き

た
や
す

い
や
し
き
も
の

あ

あ
や
ま
ち

調

を
分
ち
、
輙
く
微

者

に
與

へ
き
。
豈
に
汝
等
が
過
に
非
ず

や
。

つ
み
な

其
れ
若
し
我
が
國
王
聞
し
め

さ
ば
、
必
ず
汝
等
を
誅
ひ
た
ま
は
む
」
と

か
た
ら

い
ふ
。
副
使
等
、
自
ら
相
謂

ひ
て
曰
く
、
「若
し
吾
等
、
國
に
至
ら
む

あ
ら
は

も
う

さ
が
な
き
こ
と

ひ
そ

時
、
大
使
、
吾
が
過
を
顯
し
轡
さ
ば
、
是
不
祥
事
な
り
。
楡
か
に
殺
し

は
か
り
ご
と
も

て
其

の
口
を
断
た
む
と
思
欲

ふ
」
と

い
ふ
。
是
の
夕
、
謀

泄
り
ぬ
。

よ

そ

ひ

か
く
れ
ゆ

大
使
、
知
り
て
裝
束
衣
帯
し

て
獨
り
自
ら
潜
行
く
。
館
の
中
庭
に
立
ち

せ
む
す
べ

あ
た

て
所
計
知
ら
ず
。
時
に
賊

一
人
有
り
。
杖
を
以
ち
て
出
で
来

て
、
大
使

い
で
さ

の
頭
を
打
ち
て
退
り
ぬ
。
次
ぎ
て
賊

一
人
有
り
。
直
に
大
使
に
向
ひ
て
、

い
で
さ

も

だ

頭
と
手
と
を
打
ち
て
退
り
ぬ
。
大
使
、
尚
、
黙
然
し
て
地
に
立
ち
て
面

の
こ

に
わ
か

の
血
を
拭
ふ
。
更
に
賊

一
人
有
り
、
刀
を
執
り
て
急
に
来
り
て
、
大
使

い
で
さ

の
腹
を
刺
し
て
退
り
ぬ
。
是

の
時
。
大
使
、
恐
り

て
地
に
伏
し
て
拜
む
。

後
に
賊

一
人
有
り
。
既
に
殺
し
て
去
ぬ
。
明
旦
、
領
客
東
漢
坂
上
直
子

か
ん
が
え
と

い
つ
わ
り
ご
と

麻
呂
等
、
其

の
由
を
推
問
ふ
。
副
使
等
、
乃
ち
矯

詐
を
作
し
て
日
さ

く

、
「
天
皇

、
妻
を
大
使

に
賜

ふ
。
大
使
、
勅

に
違
ひ

て
受

け
ず
。

い
や
な
き

こ
れ

無
禮
こ
と
茲
甚
し
。
是
を
以

ち
て
、
臣
等
、
天
皇

の
為

に
殺
せ
り
」
と

ま
を
す
。
有
司
、
禮
を
以
ち

て
收
め
葬
る
。

な
ん
と
も
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と

だ
が
、
高
句
麗
の
副
使
以
下
の
者
た
ち
に

よ

っ
て
、
大
使
が
殺
害
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
副
使
以
下
の
者
ど
も

が
越
国
に
漂
着
し
た
際
に
、
道
君

に
欺
か
れ
て
献
上
品
を
与
え

て
し
ま

っ
た

責
任
を
、
大
使
が
追
及
し
、
帰
国
後

に
自
分
が
そ
の
こ
と
を
包
み
隠
さ
ず
報

告
し
た
ら
、
お
前
た
ち
は
罰
せ
ら

れ
る
に
違

い
な
い
そ
、
と
脅
か
し
た
た
め

に
、
か
え

っ
て
窮
鼠
猫
を
噛
む
で
、
よ
け
い
な
口
を
塞

い
で
し
ま
え
と
殺
害

さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

し
か
も
、
そ
の
殺
害

の
状
況
が
克
明
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
盗
賊

に
扮
し
て
大
使
を
襲

っ
た
。
賊
は
四
人
。
ま
ず

一
人
目
が
大
使

の
頭
を
杖
で

叩
く
。
二
人
目
は
大
使
の
頭
と
手
を
叩
い
た
。
三
番
目
の
賊
は
刀
で
大
使

の

腹
を
刺
し
た
。
そ
し
て
最
後

の
四
人
目
は
と
ど
め
を
さ
し
て
、
息

の
根
を
止

め
た
の
で
あ
る
。
「面
の
血
を
拭
ふ
」
と

い
う
表
現
が
な
ん
と
も
む
ご
た
ら

し
い
。

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
大
使
殺
害
事
件
を
誰
が
記
録
に
残
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
副
使
た
ち
が
、
自
分

の
犯
罪
の
証
拠
を
残
す
と
も
考
え
に
く

い
。
そ
も

そ
も
古
代
朝
鮮
、
こ
と
に
高
句
麗
で
は
身
分
制
が
厳
し
い
。
武
田
幸
男
氏
の

研
究
に
よ
る
と
、
六
世
紀

の
高
句
麗
外
交
は
国
王
と
私
的
関
係
の
深
い
中
裏

制
と
不
可
分
な
国
政
機
関
が
担
当
し
て
い
た
。
し
か
も

「官
爵
を
授
与
す
る

(
7
)

権
限
が
上
位

の
五
官
位
を
も

つ
特
権
階
級
に
独
占
さ
れ
て
た
」
。
こ
の
よ
う

な
社
会
状
況
に
あ

っ
て
、
副
使
以
下
が
大
使
を
殺
害
す
る
こ
と
は

い
か
な
る

理
由
が
あ

っ
て
も
厳
罰
の
対
象
と
な
る
。
献
上
物
喪
失

の
失
態
ど
こ
ろ
で
は

す
ま
な

い
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
場
面
の
記
事
は
、
伝
聞
を
そ

の
ま
ま
記
載
し
た
か
、

そ
れ
と
も
ま

っ
た
く

の
創
作
か

の
ど
ち
ら
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

い
ず
れ

に
し
て
も
信
憑
性
は
低

い
。
し

い
て
こ
の
場
面
で
の
真
実
を
見
出
そ
う
と
す

る
と
、
高
句
麗
大
使
が
死
亡
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
大
使
の
死
亡
を
、

な
ん
ら
か

の
か
た
ち
で
説
明
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

日
本
側
で

こ
の
よ
う
な

「事
件
」
が
創
作
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

だ
が
、
副
使
た
ち
は
大
使
を
殺
害
し
て
、
本
国
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
か
。
敏
達
元
年
秋
七
月
条
に
は

「高
麗
使
人
罷
歸
」
と
あ
り
、
帰
国

の
途
に
つ
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
は
こ

れ
以
上
な
に
も
語
ら
な

い
。

と
こ
ろ
が
、
同
二
年
五
月
戊
辰
条
に
、
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ほ
と
り

わ

お
お

高
麗

の
使
人
、
越
海
の
岸

に
泊
る
。
船
破
れ
て
溺
れ
死
ぬ
る
者
衆
し
。

し
き
り

う
た
が

あ
へ

か
へ
し

朝
庭
、
頻
に
路
に
迷
ふ
こ
と
を
猜
ひ
た
ま
ひ
て
、
饗
た
ま
は
ず
し
て
放

つ
か
わ

よ

き
び
の
あ
ま
の
あ
た
い
な
に
わ

還
す
。
仍
り
て
吉
備
海
部
直
難
波
に
勅
し
て
、
高
麗
の
使
を
送
ら
し
む
。

と
い
う
記
事
が
み
え
る
。
先
の
高
句
麗
使
節
を
送
り
出
し
て
か
ら
十
ヶ
月
後

の
こ
と
で
あ
る
。
再
び
高
句
麗
使
節
が
来
朝
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時

も
や
は
り
遭
難
し
て
越
国
に
漂
着

し
て
い
る
。
欽
明
三
十

一
年
の
際
に
高
句

麗
使
節
を
迎
え
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
使
の

一
人
に

「葛
城
直
難
波
」
が
い

る
。
こ
こ
で
の
送
使
に

「吉
備
海

部
直
難
波
」

の
名
前
が
あ
が

っ
て
い
る
。

両
人
は
別
人
と
し
て
記
述
さ
れ
て

い
る
が
、
氏
族
名
は
と
も
か
く
名
前
は

「難
波
」
と
共
通
す
る
。
こ
こ
に
第

一
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
。

次
に
、
同
年
七
月
乙
丑
朔
条

の
記
事
を
み
よ
う
。

こ
し
の
う
み

あ
い

秋
七
月
の
乙
丑
の
朔
、
越
海

の
岸
に
し
て
、
難
波
と
高
麗
の
使
等
と
相

は
か

お
お
し
ま
の
お
び
と
い
わ
ひ

さ
お
か
の
お
び
と
ま
せ

議
り
て
、
送
使
難
波

の
船

の
人
大
嶋
首
磐

日

・
狹
丘
首
間
狹
を
以
て
、

高
麗
の
使

の
船

に
乘
ら
し
め
、
高
麗

の
二
人
を
以
て
、
送
使
の
船
に
乘

か

く

か
だ
み

こ
こ
ろ

も
ろ
と
も

ら
し
む
。
如
此
互
に
乘
ら
し
め
て
鼾
の
志
に
備
ふ
。
倶
時
に
發
船
し
て

ば
か
り

お

そ

數
里

許

に
至
る
。
送
使
難
波
、
乃
ち
波
浪

に
恐
畏
り

て
、
高
麗

の
二

な

人
を
執

へ
て
、
海
に
擲
げ
入

る
。

こ
れ
ま
た
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
事
件
が
お
こ
る
。
大
王
の
命
を
受
け
て

高
句
麗
使
節
を
送
り
返
す
役
目
を
担

っ
た
吉
備
海
部
直
難
波
が
、
使
節
二
人

を
海
に
投
げ
入
れ
る
と

い
う
破
天
荒
な
事
件
が
出
来
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

難
波
と
使
節
が
話
し
合

っ
た
結
果
、
高
句
麗
使
節
は
難
波
が
乗

っ
て
き
た
船

に
乗
り
、
高
句
麗
の
船
に
は
難
波

の
随
員
大
嶋
首
磐
日

・
狹
丘
首
間
狹
が
乗

る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
う
し
た
理
由
は

コ
針
の
志
に
備
ふ
」
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
お
そ
ら
く
、
飛
鳥

の
都
に
も
行
け
ず
引
き
返
さ
ざ
る
を
え
な

い
事
態

は
、
高
句
麗
使
節
に
は
不
満
で
あ

っ
た
こ
と
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
強

引
に
帰
国
さ
せ
る
た
め
に
は
、
使
節
を
日
本
船
に
乗
せ
て
送
り
返
す
し
か
な

か

っ
た
。
そ
の
結
果
、
高
句
麗
船
も
日
本
側
が
曳
航
し
て
ゆ
く
し
か
方
法
が

な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
や
む
を
え
な

い
と
は

い
え
、
吉
備
海
部
直
難
波
は
大
王
の
命
令

を
伝
え
て
、
高
句
麗
使
節
に
帰
国
し
て
も
ら
う
だ
け
の
つ
も
り
で
、
自
分
ま

で
高
句
麗
に
送

っ
て
ゆ
く
覚
悟
で
来
て
い
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
。
外
海
に

出
る
の
も
彼
に
と

っ
て
初
め
て
だ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
航
海

の
困
難
な
る

を
知
り
、
な
ん
と
か
自
分
が
高
句
麗
ま
で
行
か
な
く
て
済
む
方
法
を
考
え
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
送
る
べ
き
人
間
が

い
な
け
れ
ば
行
く
必
要
は
な

い
と

い
う
結
論
に
達
し
、
使
節
二
人
を
海
に
投
げ
入
れ
殺
害
す
る
と
い
う
凶
行

に

及
ん
で
し
ま

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
の
凶
行
を
、
難
波
は
次
の
よ
う

に
虚
偽

の
報
告
で
ご
ま
か
し
て
い
る
。

か

へ
り
こ
と

八
月
の
甲
午
の
朔
丁
未
、
送
使
難
波
、
還
り
來
て
復
命
し
て
日
さ
く
、

う
ち

く

ち

ら

か
ち
さ
お

た

く

「海

の
裏
に
鯨
魚
大
き
な
る
有
り

て
、
船
と
楫
櫂
と
を
遮

へ
囓
ふ
。
難

ま

か

波
等
、
魚
の
船
呑
ま
む
こ
と
を
恐
り
て
、
入
海
る
こ
と
得
ず
」
と
ま
う

い
つ
は
り
こ
と

つ

か

ゆ
る
し

す
。
天
皇
聞
し
て
、
其
の
謾

語
を
識
る
。
官
に
駈
使
ひ
て
、
國
に
放

つ
か
は

還
さ
ず
。

海
に
巨
大
な
鯨
が
出
現
し
て
、
船
を
飲
み
込
ま
ん
ば
か
り
で
あ

っ
た
の
で
、

出
航
し
な
か

っ
た
と
報
告
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
嘘
は
す

ぐ
に
露
見
す
る
。
大
王
は
難
波
の
嘘
を
見
破
り
、
彼
を
朝
廷
の
雑
用
係
に
落

と
し
て
、
吉
備
に
帰
国
さ
せ
な
か

っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
難
波
は
帰
国
も

出
来
ず
、
奴
隷

の
よ
う
な
身
分
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
、
そ
れ
で
も
遭
難
し

て
命
を
落
と
す
こ
と
か
ら
は
免
れ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
こ
に
、
使
節
の
殺
害

と

い
う
点
で
、
欽
明
朝
と
第
二
の
共
通
点
が
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
内
容
は

ま

っ
た
く
異
な
る
が
、
道
君
が
偽

っ
て
自
ら
を
朝
廷
と
し
た
こ
と
と
、
難
波
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が
朝
廷
を
欺
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
、
朝
廷
を
欺
く
と
い
う
点
で

第
三
の
共
通
点
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第

一
回
目
と
第

二
回
目
の
高
句
麗
使
節
の
来
朝
に
は
、
共

通
す
る
点
が
見
出
せ
る
。

し
か
し
、
こ
と
は
国
際
問
題
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
高
句
麗
が
黙

っ
て
い
る

は
ず
が
な

い
。
敏
達
三
年

(五
七

四
)
五
月
甲
子

(五
日
)
に
、
三
度
目
の

高
句
麗
使
節
が
来
朝
す
る
。
コ
咼
麗
使
人
泊
于
越
海
之
岸
」
と

や
は
り
越
国

の
海
岸
に
到
達
し
て
い
る
。
そ
し

て
彼
ら
の
主
張
が
同
年
七
月
戊
寅

(二
十

日
)
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

み
や
こ

も
う

も
う

秋
七
月
の
己
未
の
朔
戊
寅
、
高
麗

の
使
人
、
京
に
入
り
て
奏
し
て
日
さ

あ
い
し
た
が

く
、
「臣
等
、
去
年
送
使
に
相

逐
ひ
て
、
國
に
罷
り
歸
る
。
臣
等
、
先

く
に

い
や

に
臣
が
蕃
に
至
る
。
臣
が
蕃
、
即
ち
使
人
の
禮
に
准

へ
て
、
大
嶋
首
磐

う

や
ま

あ

う
や
ま

日
等
を
禮
ひ
饗

へ
た
ま
ふ
。
高
麗
國

の
王
、
別
に
厚
き
禮
を
以

て
禮
ふ
。

ま
た

つ
つ
し

既
に
し
て
送
使
の
船
、
今
に
至
る
ま
で
に
到
ら
ず
。
故
、
更
謹
み
て
使

あ
わ
せ

き
た

う
け
た
ま
わ

人

并

て
磐
日
等
を
遣
し
て
、
臣
が
使
の
來
ら
ざ

る
意
を
請
問
ら
し
む
」

き
こ
し
め

せ

と
ま
う
す

。
天
皇

聞

し
て
、
即
ち
難
波
が
罪
を
數
め
て
曰
は
く
、

み
か
ど

あ
ざ
む

お
ぼ
ほ

「朝
庭
を
欺
誑
き
ま

つ
れ
り
、

一
つ
な
り
。
隣

の
使
を
溺
ら
し
殺
せ
り
、

こ
こ

ゆ
る
し

つ
か
わ

か
な

二
つ
な
り
。
茲

の
大
き
な
る
罪
を
以
て
は
、
放

還
す
こ
と
合
は
ず
」

さ
だ

と
の
た
ま
ふ
。
以

て
其
の
罪
を
斷
む
。

こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
難
波
の
随
員
大
嶋
首
磐
日

・
狹
丘
首
間
狹
が
乗
船

し
た
高
句
麗
船
は
無
事
に
本
国
に
到
着
し
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
大
嶋
首

磐
日
と
狹
丘
首
問
狹
は
高
句
麗
海
岸
で
ユ
ー
タ
ー
ン
し
た
の
で
は
な
く
、
高

句
麗
の
都
ま
で
行
き
、
そ
こ
で
高
句
麗
平
原
王
の
接
待
を
受
け

て
い
る
。
と

こ
ろ
が
、
も
う

一
方
に
乗
船
し
た
高
句
麗
使
節
た
ち
は
い
く
ら
待

っ
て
も
帰

国
し
な
い
。
そ
こ
で
大
嶋
首
磐
日
た
ち
に
再
度
使
者
を
随
行
さ
せ
て
、
事
情

を
調
べ
に
来
た
ど
い
う
わ
け
で
あ
る
。

も
し
、
こ
の
記
事
が
事
実
な
ら
ば
、
日
本
の
大
嶋
首
磐
日
た
ち
が
高
句
麗

王

に
会

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
コ
咼
句
麗
本
紀
」

に
記
載
さ
れ
る
べ
き
事
柄

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は

コ
咼
句
麗
本
紀
」
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

と

い
っ
て
、
『
日
本
書
紀
』
編
者
が
勝
手
に
創
作

で
き
る
こ
と
が
ら
で
も
な

い
。
な
ん
ら
か
の
事
実
の
反
映
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
初
め
て
敏
達
が
吉
備
海
部
直
難
波

の
罪
状
を
数
え
上
げ

て
、
「
放
還
す

こ
と
合
は
ず
」
と
断
罪
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
と
、
敏

達
二
年
八
月
段
階
で
は
、
難
波

の
報
告
を
そ
の
ま
ま
聞
き
受
け
て
い
た
可
能

性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
高
句
麗
使
節
の
詰
問
に
あ

っ
て
、
初
め
て
本
格
的

に
調
査
し
、
事
実
が
判
明
し
、
断
罪
と
い
う
経
緯
を
想
定
す
る
ほ
う
が
現
実

的
で
あ
る
。

以
上
が

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
に
沿

っ
た
記
事

の
解
釈
で
あ
る
が
、
次
節

で
は
朝
鮮
三
国
の
動
静
を
視
野
に
入
れ
て
、
新
た
な
解
釈
を
展
開
し
て
み

る
。

四
、
高

句

麗
使

節

と
朝

鮮

三
国

こ
こ
で
、
欽
明
朝
以
来

の

一
連
の
高
句
麗
使
節
関
連
の
記
事
を
年
表
形
式

で
示
し
て
み
よ
う
。

欽
明
31
年
4
月

高
句
麗
使
節
、
越
国
に
漂
着
。
道
君
対
応
。
敏
達
、
使
者

を
派
遣
し
て
迎
送
さ
せ
る
。

欽
明
31
年
5
月

欽
明
、
膳
臣
傾
子
を
越
に
派
遣
。

欽
明
31
年
7
月

高
句
麗
使
節
、
近
江
に
到
着
。
相
楽
館
に
饗
宴
す
る
。

敏
達
1
年
5
月

敏
達
、
高
句
麗
使
節
の
安
否
を
問

い
、
調
物
を
京
師
に
送
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ら
し
め
、
上
表

文
を
王
辰
爾
に
読
ま
せ
る
。

敏
達
1
年
6
月

高
句
麗
大
使
、
副
使
以
下
に
殺
害
さ
れ
る
。

敏
達
1
年

7
月

高
句
麗
使
節
帰
国
す
る
。

敏
達
2
年

5
月

高
句
麗
使
節
、
越
国
に
来
朝
。
朝
廷
は
送
り
返
す
こ
と
に

決
定
。

敏
達
2
年

7
月

吉
備
海
部
直
難
波
、
高
句
麗
使
節
二
人
を
海
中
に
投
じ
て

殺
害
。

敏
達
2
年
8
月

吉
備
海
部
直
難
波
、
朝
廷
に
鯨
の
害
を
報
告
。

敏
達
3
年

5
月

高
句
麗
使
節
、
越
国
に
来
朝
。
前
使
節

の
不
帰
国
の
理
由

を
詰
問
。

『日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
欽

明
三
十

一
年
以
来
の
高
句
麗
使
節
の
来
朝

は
三
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
れ
が
真
実
で
あ
ろ
う(井上秀雄 『古代朝鮮史』より転載)

か
。
わ
ず
か
三
年
の
間
に
高
句
麗
が
日
本
に
三
度
も
使
節
を
派
遣
し
て
く
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
、
朝
鮮
半
島
の
情
勢
は
、
活
発
化
し
て
い
る
。
新

羅
は
五
六
二
年
に
は
大
加
耶
地
方
を
併
呑
し
、
領
土
を
拡
張
し
て
い
た
。
百

済
も
五
三
八
年
に
は
国
都
を
熊
津
か
ら
扶
余
に
遷
し
、
対
高
句
麗
防
戦
態
勢

を
築

い
て
い
た
。
五
五

一
年
に
は
北
進
し
て

一
時
漢
城
を
奪
還
す
る
が
、
五

五
四
年
に
は
聖
明
王
が
戦
死
し
て
い
る
。
こ
の
百
済
の
弱
体
化
は
、
こ
れ
ま

で
の
三
国
の
関
係
を

一
変
さ
せ
た
。
百
済
は
こ
れ
ま
で
高
句
麗
と
対
抗
し
て

新
羅
と
盟
約
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
新
羅

の
強
大
化
に
よ

っ
て
、
そ
の

圧
迫
を
直
接
受
け
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
新
羅
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
高
句

(
8
)

麗
と
手
を
握
る
路
線

へ
と
変
更
し
た
。

こ
の
時
期

の
百
済

・
新
羅
の
様
子
を
、
『
三
国
史
記
』
か
ら
拾

い
上
げ

て

み
よ
う
。

五
六
二
年

七
月
、
百
済
が
出
兵
し
て
新
羅
の
辺
境
を
侵
す
が
、

一
千
余
人

の
死
者
を
出
す
。

九
月
、
加
耶
が
反
乱
を
起
こ
し
、
新
羅
が
こ
れ
を
制
圧
し
た
。

五
六
四
年

新
羅
が
北
斉
に
朝
貢
す
る
。

五
六
五
年

二
月
、
斉

の
武
成
皇
帝
が
新
羅
王
を
使
持
節

・
東
夷
校
尉

・
楽

浪
郡
公

・
新
羅
王
と
す
る
。

五
六
七
年

九
月
、
百
済
が
使
者
を
陳
に
派
遣
。
新
羅
が
使
者
を
陳
に
派
遣

す
る
。

五
六
八
年

六
月
、
新
羅
が
使
者
を
陳
に
派
遣
す
る
。
六
月
、
新
羅
が
使
者

を
陳
に
派
遣
す
る
。

五
七
O
年

六
月
、
新
羅
が
使
者
を
陳
に
派
遣
す
る
。

高
斉
の
後
主
が
百
済
王
を
使
持
節

・
侍
中

・
車
騎
大
将
軍

・
帯

方
郡
公

・
百
済
王
と
す
る
。
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五
七

一
年

六
月
、
新
羅
が
使
者
を
陳
に
派
遣
す
る
。

高
斉
の
後
主
が
百
済
王
を
使
持
節

・
都
督

・
東
青
州
諸
軍
事

・

東
青
州
刺
史
と
す
る
。

五
七
二
年

百
済
が
使
者
を
北
斉

に
派
遣
す
る
。
新
羅
が
使
者
を
北
斉
に
派

遣
す
る
。

五
七
七
年

七
月
、
百
済
が
使
者
を
陳
に
派
遣
す
る
。

十
月
、
新
羅
の
西
部

辺
境
を
侵
す
が
、
世
宗
に
撃
破
さ
れ
る
。

十

一
月
、
百
済
が
使
者
を
宇
文
周

(北
斉
)
に
派
遣
す
る
。

若
干

の
戦
闘
は
あ
る
も
の
の
、
比
較
的
、
平
和
外
交
が
主
と
さ
れ
た
時
期

で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
高
句
麗
が
百
済
と
親
交
を
結
ぼ
う
と
し
た
の
と
同
じ

よ
う
に
、
日
本
と
も
通
行
し
、
遠
交
近
攻
策
で
新
羅
を
牽
制
し
よ
う
と
考
え

た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

『
三
国
史
記
』
の
六
世
紀
後
半

の
記
事
は
、
高
句
麗

・
新
羅

・
百
済

の
三

国
と
も
に
倭
国
関
係
記
事
は
な

い
。
ひ
と

つ
に
は
大
加
耶
連
合
の
消
滅
と
と

も
に
、
日
本
が
朝
鮮
半
島
の
拠
点

を
な
く
し
た
こ
と
も
関
係
し
よ
う
。
大
加

耶
連
合
を
壊
滅
さ
せ
た
新
羅
に
対
し
て
、
日
本
も
な
ん
ら
か
の
手
段
を
講
じ

る
必
要
が
あ

っ
た
。
百
済
と
の
交

流
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
北
の
高
句
麗

と
の
関
係
も
新
た
に
結
び
、
新
羅
包
囲
網
を
構
築
す
る
方
針
が
立
て
ら
れ
た

の
か
も
し
れ
な

い
。

そ
の
意
味
で
は
、
五
七
〇
年
前

後
は
、
日
本
と
朝
鮮
三
国
と
の
問
で
、
約

二
〇
年
間
は
外
交
路
線
に
よ
る
勢
力
の
競

い
合
い
の
時
期
で
あ

っ
た
と

い
え

よ
う
。
北
朝
の
斉
や
南
朝
の
陳

へ
の
度
重
な
る
朝
貢
記
事
は
、
最
大

の
勢
力

で
あ
る
中
国
王
朝
を
い
か
に
し
て
味
方
に
つ
け
る
か
と

い
う
せ
め
ぎ
合

い
で

も
あ

っ
た
。

そ
の
時
期
に
お
け
る
日
本

へ
の
使
節
の
派
遣
を
ど
の
よ
う

に
考
え
る
か
が

問
題
と
な
る
。
も
う

ひ
と

つ
は
、
日
本
を

一
つ
の
統

一
国
家
と
み
て
よ
い
か

ど
う
か

の
問
題
も
あ
る
。
先

の
年
表
概
観
に
よ

っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

高
句
麗
使
節

の
来
航
地
は
、
三
度
と
も
越
国
と
さ
れ
て
お
り
、
直
接
、
大
和

王
朝

へ
と

い
う
記
載
で
は
な
い
。
六
世
紀
の
越
国
が
大
和
朝
廷
と
は

一
線
を

画
し
て
独
立
性
を
保
持
し
て
い
た
と

い
う
考
え
も
あ
る
。
門
脇
禎
二
氏
は
、

越
国
の
豪
族
道
君
が
、
高
句
麗
使
節
に
対
し
て
国
王
と
し
て
調
物
を
収
納
し

て
い
た
こ
と
を
大
和
政
権
か
ら
叱
責
さ
れ
た
こ
と
は
、
越
が

「こ
の
こ
ろ
か

ら
ヤ

マ
ト
政
権
と
直
接

の
か
か
わ
り
を
も
ち
は
じ
め
、

コ
シ
も
ヤ

マ
ト
政
権

(9
)

の
直
接
の
支
配
下
に
入
り
は
じ
め
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
」
と
す
る
。

ま
た
、
浅
香
年
木
氏
は
、
「
コ
シ
の
ミ
チ
氏

の
自
主
的
な
外
交
姿
勢
」
を
、

日
本
海
ル
ー
ト
を
用

い
た
越
国
の
在
地
豪
族
の
相
対
的
な
自
主
性
が
前
提
に

な

っ
て
い
る
と
理
解
す
る
。
そ
し
て

「日
本
海
ル
ー
ト
に
よ
る
コ
シ
と
対
岸

諸
地
域
と

の
交
流
記
事
が

『記
紀
』
に
著
し
く
乏
し
い
こ
と
自
体
が
、

コ
シ

の
在
地
豪
族
に
よ
る
対
岸
交
流
の
自
主
的
な
展
開
が
遅
く
ま
で
確
保
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
考

麓

・

六
世
紀
後
半
に
お

い
て
も
、
越
国
が
相
対
的
な
独
立
性
を
保

っ
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
は
、
大
和
政
権
論
に
大
き
な
問
題
を
投
げ
か
け
る
。
直
接
に
は

五
世
紀
の
倭

の
五
王
に
も
か
か
わ
る
。
越
地
方
が
独
立
性
を
も

っ
て
い
る
な

ら
ば
、
大
和
政
権
が
倭
国
の
代
表
と
し
て
中
国
に
ア
ジ
ア
的
称
号
を
要
求
す

る
の
は
不
自
然
と
な
り
、
む
し
ろ
小
国
で
あ

っ
て
も
九
州
地
方

の
政
権
が
、

対
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
か
ら
称
号
を
求
め
た
と
す
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
ま

た
、
欽
明

の
父
王
で
あ
る
継
体
が
越
国
出
身
と
す
る
こ
と
も
、
そ
の
意
味
を

あ
ら
た
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

だ
が
、
越
国
が
高
句
麗
を
は
じ
め
と
し
て
朝
鮮
か
ら
の
使
者

の
到
着
す
る

場
所
で
あ

っ
た
こ
と
は
否
め
な

い
。
そ
の
際
に
、
在
地
豪
族

の
道
君
が
越
国
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王
と
し
て
、
外
国
使
節
と
接
見
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
。

む
し
ろ
内
陸
の
大
和
よ
り
も
必
然
性
は
高

い
と
い
え
よ
う
。
そ
の
際
、
越
国

に
は
道
君
以
外
に
も
在
地
豪
族
は
お
り
、
そ
の
中
の
江
渟
臣
裾
代
が
大
和
と

の
関
係
を
模
索
し
て
お
り
、
高
句

麗
使
節
の
来
航
も
情
報
と
し
て
提
供
し
た

こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
あ
る
い
は
欽
明
末
年
で
あ

っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
高
句
麗
使
節
は
、
道

君
を
唯

一
の
外
交
相
手
と
考
え
て
い
た
と

こ
ろ
、
大
和
に
も
よ
り
強
大
な
勢
力
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
り
、
大
和
と
の

交
渉
も
視
野
に
入
れ
、
そ
の
方
法

を
探

っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
道
君
や
大
和
か

ら
の
使
者
と
の
間
に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
、
大
使
は
そ
の
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込

ま
れ
て
命
を
落
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

大
嶋
首
磐
日
と
狹
丘
首
間
狹
が
高
句
麗
船
で
単
独
に
高
句
麗
ま
で
出
か
け

て
し
ま

っ
た
の
も
、
ト
ラ
ブ
ル
の
中
で
や
む
を
え
な

い
事
情
が
発
生
し
た
た

め
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
備
海
部
直

難
波
は
大
和
政
権
の
使
命
を
ま

っ
と
う

で

き
ず
に
逃
げ
帰

っ
て
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
、
ト
ラ
ブ
ル
で

命
を
落
と
し
た
高
句
麗
大
使
の
責

任
も
取
ら
さ
れ
て
、
奴
隷
同
然
の
身
分
に

落
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
欽
明
末
年
か
ら
敏
達
初
年

の

高
句
麗
使
節
記
事
は
、
多
く
の
潤
色
を
受
け
、

一
連
の
記
事
が
三

つ
に
大
き

く
分
け
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
あ

る
程
度
の
史
実
は
含
ん
で
い
る
と
理
解
で

き
る
。

討
を
加
え
て
き
た
。

欽
明
三
十

一
年
か
ら
敏
達
二
年
に
か
け
て
の
高
句
麗
使
節
来
朝
の
記
事
は
、

そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
独
立
し
た
来
朝
記
事

で
は
な
く
、

一
連
の
記
事
と
み
な
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
な

っ
た
。
こ
と
に
欽
明
三
十

一
年
と
敏
達
元

年

の
記
事
は
、
同
じ
事
件
が
別
の
形
で
記
載
さ
れ
た
だ
け
で
、
使
節
来
朝
は

一
回
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
際
、
当
初
は
越
国
の
在
地
豪
族
た
ち
が
、
そ

れ
ぞ
れ
独
自
に
外
国
使
節
と
対
応
し
て
き
て
お
り
、
高
句
麗
使
節
も
道
君
を

越
国
王
と
認
め
て
交
渉
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
継
体
以
降
、
こ
と
に
欽
明

朝

で
は
、
朝
鮮
半
島
と

の
交
渉
を
考
え

て
日
本
海

ル
ー
ト
の
開
拓
が
必
然
と

な
り
、
越
の
豪
族
と
の
交
流
も
行
わ
れ
て
い
た
。

ち
ょ
う
ど
、
朝
鮮
三
国
の
平
和
外
交

の
時
期
に
高
句
麗
よ
り
派
遣
さ
れ
た

使
節
を
大
和
政
権
が
正
式
に
迎
え
る
た
め
に
、
越
国
と
主
導
権
争
い
を
し
た

の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
と
な

っ
て
残
り
、
書
紀
編
纂
時
に
、
二
つ
、
あ
る

い
は
三

つ
の
記
事
と
な

っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
さ
に
高
句
麗
も
日
本
も
、
新
羅
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま

で
遠
い
存
在
で
あ

っ
た
両
国
が
お
互
い
に
緊
密
な
関
係
を
必
要
と
す
る
時
代

と
な

っ
て
ゆ
く
出
発
点
で
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
こ
の
敏
達
朝

の
後
、
推
古

朝
に
高
句
麗
僧
慧
慈
や
曇
徴
が
渡
来
す
る
の
も
、

一
連
の
旦
麗
関
係
史
の
上

で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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お
わ
り
に

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
を

一
応

は
素
直
に
読
み
な
が
ら
、
そ
の
矛
盾
点
を

考
え
な
が
ら
、
欽
明
末
年
か
ら
敏
達
初
年
に
み
え
る
高
句
麗
使
節
記
事
に
検
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