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資

料

皇
學
館
論
叢

第
四
十
五
巻
第
四
号

平

成

二

十

四

年

八

月

十

日

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶

近

藤

左
知
子

『隋
書
﹄
巻
八
十
一
︑
列
伝
第
四
十
六
︑
東
夷
に
は
﹁
倭
国
﹂
の
条
が
あ
り
︵
以
下
︑
た
ん
に
﹁
倭
国
伝
﹂
と
称
す
る
︶︑
隋
代
の
倭
国
の

状
況
や
隋
と
倭
の
交
渉
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
史
料
と
し
て
は
や
く
か
ら
注
目
を
集
め
て
き
た
︒

中
国
正
史
に
倭
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
た
例
と
し
て
は
︑
い
わ
ゆ
る
魏
志
倭
人
伝
や
﹃
宋
書
﹄
倭
国
伝
も
史
料
的
価
値
が
高
い
が
︑
そ
れ

ら
と
比
較
し
て
﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
が
と
く
に
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
︑
倭
側
に
﹃
隋
書
﹄
に
対
応
す
る
記
録
が
残
る
点
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑

両
者
の
比
較
・
対
応
に
よ
っ
て
︑
よ
り
明
確
な
隋
・
倭
の
交
渉
の
実
態
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
註
解
の
な
か
で
も
追
っ
て
ふ
れ
る
よ
う
に
︑
両
者
は
か
な
ら
ず
し
も
整
合
性
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
︑
齟
齬
す
る
点
も
少

な
く
な
い
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
た
と
え
ば
遣
隋
使
の
回
数
や
派
遣
の
時
期
を
め
ぐ
っ
て
︑
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
が
提
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
︒

し
か
し
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
が
七
世
紀
末
か
ら
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
倭
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
貴
重
な

記
録
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑
小
論
で
は
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
の
註
解
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
︑
倭
国
伝
を
め
ぐ
る
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
整
理
し
て
み
た
い
と
思
う
︒
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︻
凡
例
︼

一
︑
原
文
は
中
華
書
局
本
を
底
本
と
し
︑
読
み
下
し
文
・
現
代
語
訳
も
こ
れ
を
も
と
に
作
成
し
た
︒
三
者
を
併
載
し
た
の
は
︑
現
代
語
訳

だ
け
で
は
︑
主
観
が
は
い
っ
た
場
合
︑
内
容
理
解
の
正
確
さ
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
懼
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒

一
︑
原
文
に
つ
い
て
は
︑
常
用
漢
字
体
を
基
本
と
し
︑
正
字
は
︑
倭
人
伝
本
文
同
様
︑
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
の
第
二
水
準
の
範
囲
内
で
使
用
す
る

に
と
ど
め
た
︒

一
︑
倭
国
伝
の
原
文
は
︑
章
節
に
よ
る
分
割
も
な
い
が
︑
読
者
の
便
宜
を
考
え
︑
全
体
を
四
十
七
段
落
に
わ
け
︑
各
段
落
に
見
出
し
を
附

し
︑
段
落
ご
と
に
あ
げ
原
文
・
読
み
下
し
文
・
現
代
語
訳
を
掲
げ
る
体
裁
を
採
用
し
た
︒

一
︑
倭
国
伝
の
原
文
に
は
︑
適
宜
句
読
点
を
附
し
た
︒
中
華
書
局
本
に
は
︑
中
文
独
自
の
符
号
が
施
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
た
び
は
そ
れ

を
日
本
式
句
読
点
に
改
め
た
︒

一
︑
読
み
下
し
文
・
現
代
語
訳
に
つ
い
て
は
︑
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
体
を
用
い
た
︒
な
お
︑
井
上
秀
雄
他
訳
注
﹃
東
洋
文
庫
二
六
四

東
ア
ジ
ア
民
族
史
１
正
史
東
夷
伝
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
七
四
年
十
二
月
︶・
石
原
道
博
﹃
訳
註
中
国
正
史
日
本
伝
﹄︵
国
書
刊
行
会
︑
一
九
七

五
年
八
月
︶・
石
原
道
博
編
訳
﹃
新
訂

魏
志
倭
人
伝
・
後
漢
書
倭
伝
・
宋
書
倭
国
伝
・
隋
書
倭
国
伝
︱
中
国
正
史
日
本
伝
︵
１
︶﹄︵
岩

波
文
庫
︑
一
九
八
五
年
五
月
︶・
藤
堂
明
保
﹃
中
国
の
古
典

倭
国
伝
﹄︵
学
習
研
究
社
︑
昭
和
六
十
年
十
月
︑
の
ち
平
成
二
十
二
年
九
月
に
藤
堂

明
保
・
竹
田
晃
・
影
山
輝
國
﹃
倭
国
伝
︱
中
国
正
史
に
描
か
れ
た
日
本
︱
﹄
と
し
て
講
談
社
学
術
文
庫
に
収
録
︶・
坂
元
義
種
﹁﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝

を
読
む
﹂︵﹃
歴
史
読
本
﹄
四
一
︱
二
〇
︑
一
九
九
六
年
十
二
月
︶
な
ど
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
が
︑
煩
瑣
に
な
る
の
で
︑
一
々
の
注

記
は
省
略
し
た
︒
ご
諒
解
を
乞
う
次
第
で
あ
る
︒

一
︑
現
代
語
訳
で
︑
原
文
に
な
い
語
句
を
補
っ
た
場
合
に
は
︹

︺
に
括
っ
て
示
し
た
︒
ま
た
︑
現
代
語
訳
中
の
︵

︶
は
︑
補
足
的
な

説
明
で
あ
る
こ
と
を
示
す
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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一
︑
註
解
は
︑
お
も
に
︑
①
倭
国
伝
の
解
釈
に
お
い
て
争
点
と
な
る
部
分
︑
②
本
文
の
解
釈
を
左
右
す
る
よ
う
な
字
句
の
異
同
︑
③
隋
と

倭
の
交
渉
に
か
か
わ
る
記
述
︑
に
焦
点
を
絞
っ
て
附
し
︑
語
釈
的
な
も
の
は
現
代
語
訳
に
譲
っ
た
︒
な
お
︑
隋
・
倭
の
交
渉
に
か
か
わ

る
註
解
は
︑
筆
者
の
個
人
的
見
解
を
打
ち
出
し
た
箇
所
も
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
は
︑
小
稿
は
か
な
ら
ず
し
も
中
立
的
な
立
場
で
の
註
解

で
は
な
い
︒

一
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
の
風
俗
関
係
の
記
述
に
つ
い
て
は
︑
魏
志
倭
人
伝
の
そ
れ
と
の
比
較
・
対
照
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
で
︑
で
き

る
か
ぎ
り
魏
志
倭
人
伝
の
記
載
を
引
用
・
紹
介
し
た
︒
な
お
︑
魏
志
倭
人
伝
に
つ
い
て
の
註
解
は
︑
荊
木
美
行
﹁
註
解
・
魏
志
倭
人
伝
﹂

︵﹃
皇
學
館
大
学
紀
要
﹄
四
九
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︶
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
謝
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
︒

１
．
倭
国
の
位
置

︻
原
文
︼

倭
國
①

︑
在
百
濟
︑
新
羅
東
南
︑
水
陸
三
千
里
︑
於
大
海
之
中
依
山
島
而
居
②

︒

読
み
下
し

倭
国
は
︑
百
済
・
新
羅
の
東
南
︑
水
陸
三
千
里
に
在
り
︒
大
海
の
中
に
山
島
に
依
り
て
居
る
︒

現
代
語
訳

倭
国
は
︑
百
済
・
新
羅
の
東
南
︑
海
路
・
陸
路
三
千
里
︹
の
と
こ
ろ
︺
に
あ
る
︒︹
倭
人
は
︺
大
海
の
中
に
︑
山
が
ち
の
島
に
居
住
し
て

い
る
︒
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註
解

①
倭
国
か
俀
国
か

本
来
︑﹁
倭
﹂
と
﹁
俀
﹂
は
音
も
字
義
も
異
な
る
が
︑
司
馬
貞
な
ど
の
唐
代
の
学
者
が
﹁
俀
﹂
と
﹁
倭
﹂
を
同
音
だ
と
指
摘
し
て
お
り
︑

両
字
が
音
通
で
用
い
ら
れ
た
同
じ
実
態
の
文
字
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
︒
両
字
は
字
形
の
類
似
に
よ
る
誤
写
で
は
な
く
︑
古
く
か
ら
同
字
と
み
な

さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
き
た
︵
坂
元
義
種
﹁﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
を
徹
底
し
て
検
証
す
る
﹂﹃
歴
史
読
本
﹄
四
一
︲
二
〇
︑
一
九
九
六
年
十
二
月
︑
一
七
〇
～

一
七
一
頁
︶︒
こ
こ
で
は
﹁
倭
﹂
に
統
一
︒

②
於
大
海
之
中
依
山
島
而
居

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
倭
在
韓
東
南
大
海
中
︑
依
山
島
爲
居
︑
凡
百
餘
國
﹂
と
あ
り
︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
倭
人
在
帶
方
東

南
大
海
之
中
︒
依
山
島
爲
國
邑
﹂
と
あ
る
の
を
う
け
た
記
述
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
と
﹃
魏
志
﹄﹃
後
漢
書
﹄
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
俊
﹁
倭
人
伝
の
史
料
的
研
究
﹂﹃
東
亜
論
叢
﹄
第
六
輯
︑
一
九
四

八
年
四
月
・
高
橋
善
太
郎
﹁
隋
書
倭
国
伝
と
日
本
書
紀
﹂﹃
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
﹄
四
︑
一
九
五
四
年
四
月
︑
な
ど
に
詳
し
い
分
析
が
あ
る
が
︑

い
ま
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
な
が
ら
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
と
そ
れ
に
先
行
す
る
魏
志
倭
人
伝
や
﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
と
の
相
互
関
係
を
整
理
す
る
と
︑
つ
ぎ
の

と
お
り
で
あ
る
︒

『隋
書
﹄
倭
国
伝
に
は
︑
隋
代
に
日
中
間
で
の
交
渉
が
密
接
と
な
っ
た
こ
と
を
う
け
︑
前
史
に
は
な
か
っ
た
新
し
い
記
述
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
特

色
が
あ
る
︒
そ
の
構
成
は
︑
倭
国
の
地
理
・
歴
史
・
風
俗
な
ど
を
記
し
た
前
半
部
の
二
四
一
字
と
︑
開
皇
二
十
年
の
遣
使
に
は
じ
ま
る
隋
と
の
交
渉
な

ど
を
記
し
た
後
半
部
一
〇
五
二
字
と
に
わ
け
ら
れ
る
︒
特
に
前
半
部
は
︑
地
理
・
歴
史
・
内
外
の
官
制
・
服
飾
・
武
事
・
刑
罰
・
娯
楽
生
業
・
婚
葬
祭

に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
︑
隋
代
以
前
の
倭
国
と
の
交
渉
の
記
録
や
風
俗
に
つ
い
て
記
し
た
部
分
も
多
く
︑
こ
れ
ら
の
記
述
は
﹃
隋
書
﹄
の
編
者
が
︑

先
行
す
る
魏
志
倭
人
伝
や
﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
の
記
述
を
参
考
に
し
な
が
ら
編
集
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

魏
志
倭
人
伝
に
は
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
の
当
該
箇
所
の
あ
い
だ
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
九
〇
字
か
ら
二
八
〇
字
に
お
よ
ぶ
多
量
の
記
述
が
存
在
し
︑﹃
隋
書
﹄

と
は
体
裁
や
内
容
が
異
な
る
箇
所
が
多
い
︒
い
っ
ぽ
う
︑﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
は
︑﹃
三
国
志
﹄
の
方
が
先
に
成
立
し
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
︑﹃
後
漢
書
﹄

編
者
が
魏
志
倭
人
伝
の
内
容
を
整
然
と
論
理
的
に
組
み
直
し
簡
略
化
す
る
と
い
う
編
集
を
行
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
の
体
裁
を

み
て
み
る
と
︑
魏
志
倭
人
伝
ほ
ど
複
雑
な
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
近
い
︒
記
述
の
内
容
も
︑
魏
志
倭
人
伝
よ
り
も
む
し
ろ
﹃
後

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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漢
書
﹄
倭
伝
と
大
筋
に
お
い
て
一
致
す
る
︒
そ
の
た
め
﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
は
魏
志
倭
人
伝
を
直
接
参
考
に
し
た
も
の
で
は
な
く
︑
魏
志
倭
人
伝
の
記
述

に
編
集
・
整
理
を
ほ
ど
こ
し
た
﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
え
る
︒
そ
し
て
︑﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
よ
り
つ
つ
も
︑
隋
代
に
な
っ
て
か
ら
得

ら
れ
た
新
た
な
知
識
と
︑﹁
自
魏
至
于
齊
梁
︑
代
与
中
國
相
通
﹂
と
い
う
日
中
関
係
の
付
記
を
加
え
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

２
．
魏
代
の
倭
国

︻
原
文
︼

魏
時
︑
譯
通
中
國
︑
三
十
餘
國
︑
皆
自
稱
王
①

︒

読
み
下
し

魏
の
時
︑
中
国
に
訳
通
す
る
も
の
三
十
餘
国
︑
皆
自
ら
王
と
称
す
︒

現
代
語
訳

︹
三
国
の
︺
魏
の
時
代
に
中
国
に
通
好
し
た
の
は
三
十
餘
国
︹
あ
り
︺︑︹
そ
れ
ら
の
国
の
首
長
は
︺
み
な
み
ず
か
ら
王
と
称
し
て
い
た
︒

註
解

①
譯
通
中
國
︑
三
十
餘
國
︑
皆
自
稱
王

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
使
驛
通
於
漢
者
三
十
許
國
︑
國
皆
稱
王
︑
世
世
傳
統
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
今
使
譯
所
通

三
十
國
﹂﹁
世
有
王
︑
皆
統
屬
女
王
國
﹂
と
あ
る
こ
と
を
う
け
た
記
述
︒
ち
な
み
に
︑
後
者
に
み
え
る
﹁
王
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
世
﹂
を
歴
代
の
意
に
解

し
伊
都
国
歴
代
の
王
と
す
る
説
︑
諸
国
の
歴
代
の
王
と
す
る
説
︑
な
ど
が
あ
る
が
︑﹃
魏
略
﹄
逸
文
で
は
︑
こ
の
部
分
は
﹁
其
國
王
皆
属
女
王
也
﹂
と
な
っ
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て
お
り
︑
こ
れ
に
よ
る
と
︑
伊
都
国
以
前
に
し
る
さ
れ
て
い
た
対
馬
国
・
一
支
国
・
末
廬
国
の
国
々
に
も
み
な
王
が
あ
っ
て
︑
女
王
国
に
属
し
て
い
る

と
い
う
の
が
本
来
の
文
意
と
思
わ
れ
る
︒

３
．
距
離
の
算
出
方
法

︻
原
文
︼

夷
人
不
知
里
數
︑
但
計
以
日
①

︒

読
み
下
し

夷
人
は
里
数
を
知
ら
ず
︑
但
だ
計か
ぞ

う
る
に
日
を
以
て
す
︒

現
代
語
訳

夷
人
︹
で
あ
る
倭
人
︺
は
里
数
︹
を
用
い
る
こ
と
︺
を
知
ら
ず
︑
た
だ
︹
行
程
の
︺
日
数
を
数
え
る
だ
け
で
あ
る
︒

註
解

①
不
知
里
數
︑
但
計
以
日

次
段
の
﹁
其
國
境
東
西
五
月
行
︑
南
北
三
月
行
︑
各
至
於
海
﹂
と
い
う
記
述
と
関
聨
す
る
︒
魏
志
倭
人
伝
が
︑
不
弥
国
か
ら

投
馬
国
︑
投
馬
国
か
ら
邪
馬
臺
国
に
至
る
旅
程
だ
け
を
わ
ざ
わ
ざ
距
離
で
は
な
く
︑
日
数
で
書
い
て
い
る
の
は
︑﹃
隋
書
﹄
の
こ
の
記
述
を
彷
彿
さ
せ
る
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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４
．
倭
国
の
範
囲
・
地
形
の
特
徴

︻
原
文
︼

其
國
境
東
西
五
月
行
︑
南
北
三
月
行
︑
各
至
於
海
︒
其
地
勢
東
高
西
下
︒

読
み
下
し

其
の
国
境
は
︑
東
西
五
ヶ
月
の
行
︑
南
北
三
ヶ
月
の
行
に
し
て
︑
各
海
に
至
る
︒
其
の
地
勢
︑
東
は
高
く
西
は
下
し
︒

現
代
語
訳

倭
国
の
国
境
は
︑
東
西
は
五
ヶ
月
の
行
程
︑
南
北
は
三
ヶ
月
の
行
程
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
海
に
至
る
︒
そ
の
地
勢
は
東
が
高
く
西
が
低
い
︒

５
．
魏
の
時
の
都

︻
原
文
︼

都
於
邪
靡
堆
①

︑
則
魏
志
所
謂
邪
馬
臺
者
也
︒

読
み
下
し

邪や

靡ま

堆と

に
都
す
︒
則
ち
﹃
魏
志
﹄
に
所
謂
邪や

馬ま

臺と

な
る
も
の
な
り
︒
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現
代
語
訳

邪
靡
堆
を
王
都
と
す
る
︒︹
こ
こ
は
︺
す
な
わ
ち
﹃
魏
志
﹄
に
い
う
﹁
邪
馬
臺
﹂
で
あ
る
︒

註
解

①
邪
靡
堆

﹃
隋
書
﹄
諸
本
の
倭
国
伝
に
は
﹁
都
於
邪
靡
堆
︑
則
魏
志
所
謂
邪
馬
臺
者
也
﹂
と
記
さ
れ
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑﹃
北
史
﹄
で
は
﹁
居
於
邪
摩
堆
︑

則
魏
志
所
謂
邪
馬
臺
者
也
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒﹃
隋
書
﹄
で
は
﹁
邪
靡
堆
﹂
と
﹁
邪
馬
臺
﹂
と
を
関
連
づ
け
て
記
し
て
い
る
た
め
︑﹁
ヤ
マ
ト
﹂
と
読
む

と
思
わ
れ
る
が
︑﹁
靡
﹂
の
音
は
﹁
ビ
﹂
で
あ
り
︑﹁
摩
﹂
の
﹁
マ
﹂
と
は
異
な
る
︒
両
字
は
字
形
が
類
似
し
て
い
る
た
め
︑
誤
写
の
可
能
性
が
想
像
さ

れ
る
が
︑﹁
靡
﹂
は
﹁
馬
﹂
の
﹁
マ
﹂
の
音
に
通
じ
て
お
り
︑﹁
邪
靡
堆
﹂
も
﹁
邪
馬
臺
﹂
も
﹁
ヤ
マ
ト
﹂
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
︵
坂
元
義
種
﹁﹃
隋
書
﹄

倭
国
伝
を
徹
底
し
て
検
証
す
る
﹂︿
前
掲
﹀
一
七
一
～
一
七
二
頁
︶︒
な
お
︑﹃
北
史
﹄
は
南
北
朝
時
代
︵
四
三
九
～
五
八
九
︶
の
北
朝
︵
北
魏
・
西
魏
・

東
魏
・
北
斉
・
北
周
・
隋
︶
に
つ
い
て
書
か
れ
た
歴
史
書
で
︑
李
大
師
に
よ
り
編
纂
が
開
始
さ
れ
︑
そ
の
子
の
李
延
寿
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
︒
本
紀

十
二
巻
︑
列
伝
八
十
八
巻
の
全
百
巻
︒
記
述
の
内
容
は
︑
詔
令
や
上
奏
文
の
多
く
を
削
っ
て
叙
事
に
重
き
が
置
か
れ
て
お
り
︑
総
量
は
断
代
史
で
あ
る

﹃
魏
書
﹄﹃
北
斉
書
﹄﹃
周
書
﹄﹃
隋
書
﹄
を
合
わ
せ
た
分
量
の
半
分
ほ
ど
で
あ
る
が
︑
断
代
史
の
四
書
に
見
ら
れ
な
い
記
述
も
少
な
く
な
い
︒
倭
国
に
関

す
る
記
述
に
つ
い
て
は
︑
同
じ
く
唐
代
に
撰
述
さ
れ
た
﹃
隋
書
﹄﹃
梁
書
﹄
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑
両
書
に
先
行
す
る
﹃
魏
志
﹄
や
﹃
後
漢
書
﹄
の

所
伝
を
直
接
採
用
し
た
形
跡
が
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
史
料
的
価
値
は
﹃
隋
書
﹄
に
劣
る
が
︑
本
条
の
よ
う
に
︑﹃
隋
書
﹄
の
本
文
校
訂
に
お
い
て
少
な
か

ら
ず
役
立
つ
点
が
あ
る
︒

６
．
邪
馬
臺
の
所
在
地

︻
原
文
︼

古
云
︑
去
樂
浪
郡
境
及
帶
方
郡
並
一
萬
二
千
里
①

︑
在
會
稽
之
東
︑
與
儋
耳
相
近
②

︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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読
み
下
し

古
よ
り
云
う
︑﹁
楽
浪
郡
の
境
及
び
帯
方
郡
を
去
る
こ
と
︑
並
び
に
一
万
二
千
里
に
し
て
︑
会か
い

稽け
い

の
東
に
在
り
︒
儋た
ん

耳じ

と
相
近
し
﹂
と
︒

現
代
語
訳

昔
か
ら
︹
ヤ
マ
ト
の
所
在
地
を
︺﹁
楽
浪
郡
の
︹
南
︺
境
や
帯
方
郡
︹
治
︺
か
ら
一
万
二
千
里
離
れ
て
お
り
︑
会
稽
︹
郡
治
︺
の
東
に
あ
り
︑

儋
耳
に
近
い
﹂
と
い
わ
れ
て
い
る
︒

註
解

①
古
云
去
樂
浪
郡
境
及
帶
方
郡
並
一
萬
二
千
里

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
樂
浪
郡
徼
︑
去
其
國
萬
二
千
里
︑
去
其
西
北
界
拘
邪
韓
國
七
千
餘
里
﹂︑
魏
志
倭

人
伝
に
﹁
自
郡
至
女
王
國
萬
二
千
餘
里
﹂
と
あ
る
の
を
う
け
た
記
述
︒﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
は
魏
志
倭
人
伝
の
記
載
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
里
数

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
魏
志
倭
人
伝
に
あ
る
︒
右
の
記
述
の
よ
う
に
︑
魏
志
倭
人
伝
は
︑
帯
方
郡
か
ら
女
王
国
ま
で
の
距
離
を
一
万
二
千
餘
里
と
し
る

す
︒
い
っ
ぽ
う
︑
帯
方
郡
か
ら
狗
邪
韓
国
ま
で
が
七
千
餘
里
︑
狗
邪
韓
国
か
ら
末
廬
国
ま
で
の
合
計
が
三
千
餘
里
と
し
る
さ
れ
る
の
で
︑
末
廬
国
か
ら

邪
馬
臺
国
ま
で
は
二
千
里
前
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
倭
人
伝
の
一
里
は
九
十
メ
ー
ト
ル
強
な
の
で
︑
こ
れ
で
い
く
と
邪
馬
台
国
は
末
廬
国
か
ら
二
百

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
内
に
収
ま
り
︑
と
て
も
大
和
ま
で
は
届
か
な
い
︒
た
だ
︑
こ
の
﹁
萬
二
千
餘
里
﹂
を
︑
倭
人
伝
の
冒
頭
に
し
る
さ
れ
た
帯
方
郡

か
ら
邪
馬
臺
国
に
至
る
行
程
記
事
と
同
系
統
の
史
料
と
み
て
︑
両
者
を
整
合
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
み
が
方
法
論
的
に
正
し
い
か
ど
う
か
は

慎
重
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
︑
こ
れ
ら
の
里
程
の
操
作
か
ら
︑
末
廬
国
～
邪
馬
台
国
を
二
千
里
前
後
と
み
る
こ
と
に
つ
い
て
は
保
留
し
た
い
︒

な
お
︑
江
畑
武
氏
は
︑﹃
魏
志
﹄
は
倭
が
会
稽
の
東
冶
の
東
か
ら
海
南
島
附
近
に
か
け
て
南
北
に
よ
こ
た
わ
る
島
嶼
と
想
定
し
︑
帯
方
郡
～
邪
馬
臺
国

間
の
一
万
二
千
餘
里
は
︑
帯
方
郡
か
ら
狗
邪
韓
国
に
至
る
間
の
七
千
餘
里
に
﹁
參
問
倭
地
︑
絶
在
海
中
洲
島
之
上
︑
或
絶
或
連
︑
周
旋
可
五
千
餘
里
﹂

を
加
え
て
計
算
し
た
と
考
え
て
い
る
︵﹁
魏
志
・
東
夷
伝
に
於
け
る
倭
の
地
理
像
﹂﹃
文
化
史
研
究
﹄
一
二
︑
一
九
六
〇
年
十
二
月
︶︒
こ
の
﹁
五
千
餘
里
﹂
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と
い
う
距
離
は
︑﹃
続
漢
書
﹄
に
か
つ
て
の
但
耳
・
朱
崖
に
近
い
合
浦
郡
を
﹁
萌
陽
南
九
千
一
百
九
十
一
里
﹂
と
し
て
い
る
距
離
か
ら
帯
方
郡
以
南
の
朝

鮮
半
島
を
﹁
方
可
四
千
里
﹂
と
す
る
東
夷
伝
︑
韓
条
の
数
字
を
引
い
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
ら
の
数
字
は
邪
馬
台
国
の
位
置
を
比
定
す
る
た
め
の
論

拠
と
は
な
り
え
ず
︑
こ
の
二
つ
の
距
離
に
い
か
に
複
雑
な
算
術
的
計
算
を
施
し
て
も
徒
労
に
過
ぎ
な
い
と
指
摘
︵
前
掲
論
文
︑
五
五
頁
︶︒
た
だ
︑
の
ち

に
江
畑
氏
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
︵﹃
邪
馬
台
国
基
本
論
文
集
﹄
Ⅲ
︿
創
元
社
︑
一
九
八
二
年
七
月
﹀
五
五
頁
の
補
記
参
照
︶︑﹃
後
漢
書
﹄
郡
国
志
に
記

載
さ
れ
る
距
離
は
﹃
続
漢
書
﹄
の
そ
れ
で
は
な
く
︑
梁
代
の
劉
昭
が
採
集
し
た
距
離
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
を
倭
人
伝
の
し
る
す
距
離
に
つ
い
て
考
え
る
際

に
そ
の
ま
ま
利
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
不
安
が
残
る
︒

②
在
會
稽
之
東
︑
與
儋
耳
相
近

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
其
地
大
較
在
會
稽
東
冶
之
東
︑
與
朱
崖
︑
儋
耳
相
近
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
計
其
道
里
︑
當
在
會

稽
︑
東
冶
之
東
﹂﹁
所
有
無
與
儋
耳
︑
朱
崖
同
﹂
と
あ
る
の
を
う
け
た
記
述
︒
会
稽
は
︑
現
在
の
浙
江
省
東
部
︑
東
冶
都
尉
治
は
︑
福
建
省
に
あ
た
り
︑

そ
の
東
と
い
え
ば
沖
縄
県
那
覇
市
附
近
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
の
一
節
は
︑
古
代
中
国
人
は
日
本
列
島
が
台
湾
附
近
ま
で
南
北
に
延
び
て
い
る
と
誤
認

し
て
い
た
と
す
る
説
の
根
拠
の
一
つ
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
︒
た
だ
︑
倭
人
伝
で
は
︑
対
馬
国
か
ら
壱
岐
国
へ
の
行
程
を
﹁
南
一
海
を
渡
る
﹂
と
し
た
り

︵
実
際
は
東
南
︶︑
ま
た
︑
末
廬
国
︵
東
松
浦
半
島
の
唐
津
市
呼
子
町
附
近
︶
か
ら
伊
都
国
︵
糸
島
半
島
の
糸
島
市
前
原
附
近
︶
へ
の
方
位
と
︑
伊
都
国

か
ら
奴
国
︵
博
多
附
近
︶
へ
の
方
位
を
い
ず
れ
も
東
南
︵
実
際
は
東
︶
と
す
る
な
ど
︑
時
計
の
逆
回
り
方
向
に
約
四
十
五
度
ず
れ
て
お
り
︑
厳
密
を
缺

く
点
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
︒
と
く
に
︑
倭
に
つ
い
て
は
︑
魏
志
倭
人
伝
で
は
べ
つ
に
﹁
所
有
無
與
儋
耳
︑
朱
崖
同
﹂﹁
倭
地
温
暖
﹂
と
あ
る
な
ど
︑

気
候
の
温
暖
な
地
域
で
あ
る
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
︑
正
確
な
地
図
の
な
い
三
世
紀
当
時
で
は
︑
日
本
列
島

全
体
が
実
際
よ
り
も
か
な
り
南
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
︵
こ
れ
は
︑
日
本
列
島
が
南
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
︶
こ
と
も
じ
ゅ

う
ぶ
ん
考
え
ら
れ
る
︒﹁
会
稽
の
東
冶
の
東
﹂
と
い
う
表
現
も
そ
こ
か
ら
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
儋
耳
︑
朱
崖
と
は
と
も
に
郡
の
名
で
︑
儋
耳
は

現
在
の
広
東
省
儋
県
の
西
北
︑
朱
崖
は
現
在
の
広
東
省
瓊
山
県
の
東
南
︒
と
も
に
現
在
の
海
南
島
に
あ
た
る
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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７
．
後
漢
の
光
武
帝
の
時
︵
五
七
年
︶
の
朝
貢

︻
原
文
︼

漢
光
武
時
︑
遣
使
入
朝
①

︑
自
稱
大
夫
︒

読
み
下
し

漢
の
光
武
の
時
︑
使
い
を
遣
わ
し
て
入
朝
し
︑
自
ら
大
夫
と
称
す
︒

現
代
語
訳

︹
後
︺
漢
の
光
武
帝
の
治
世
に
使
者
を
派
遣
し
て
入
朝
し
た
が
︑︹
使
者
は
︺
み
ず
か
ら
大
夫
と
称
し
た
︒

註
解

①
遣
使
入
朝

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
建
武
中
元
二
年
︹
西
暦
五
七
年
︺︑
倭
奴
國
奉
貢
朝
賀
︑
使
人
自
稱
大
夫
︑
倭
國
之
極
南
界
也
︒
光
武
賜
以
印
綬
﹂

と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
記
述
︒

８
．
安
帝
の
時
︵
一
〇
七
年
︶
の
朝
貢

︻
原
文
︼

安
帝
時
︑
又
遣
使
朝
貢
︑
謂
之
倭
奴
國
①

︒
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読
み
下
し

安
帝
の
時
︑
ま
た
使
い
を
遣
わ
し
て
朝
貢
す
︒
之
を
﹁
倭
の
奴
国
﹂
と
謂
う
︒

現
代
語
訳

安
帝
の
治
世
︹
西
暦
一
〇
七
年
︺
に
ま
た
使
者
を
遣
わ
し
て
朝
貢
し
た
︒
こ
れ
を
倭
の
奴
国
と
い
う
︒

註
解

①
安
帝
時
︑
又
遣
使
朝
貢
︑
謂
之
倭
奴
國

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
安
帝
永
初
元
年
︑
倭
國
王
帥
升
等
獻
生
口
百
六
十
人
︑
願
請
見
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま

え
た
記
述
︒

９
．
後
漢
の
桓
帝
か
ら
霊
帝
在
位
中
︵
一
四
七
～
一
八
九
年
︶
の
朝
貢

︻
原
文
︼

桓
︑
靈
之
間
︑
其
國
大
亂
①

︑
遞
相
攻
伐
︑
歴
年
無
主
︒

読
み
下
し

桓
・
霊
の
間
︑
其
の
国
大
い
に
乱
れ
︑
逓
た
が
い

に
相
攻
伐
し
︑
年
を
歴
れ
ど
も
主
無
し
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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現
代
語
訳

︹
後
漢
末
の
︺
桓
帝
・
霊
帝
の
治
世
︹
西
暦
一
四
七
～
一
八
九
年
︺
に
︑
倭
国
が
乱
れ
︑
た
が
い
に
攻
撃
し
あ
っ
て
︑
長
い
間
︹
国
︺
主

不
在
の
状
況
だ
っ
た
︒

註
解

①
倭
国
大
乱
の
時
期

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
桓
靈
間
︑
倭
國
大
亂
︑
更
相
攻
伐
︑
暦
年
無
主
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
其
國
本
亦
以
男
子
爲
王
︑
住
七
八
十

年
︒
倭
國
亂
︑
相
攻
伐
歴
年
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
記
述
︒﹃
太
平
御
覧
﹄
巻
七
百
八
十
二
所
引
の
﹃
魏
志
﹄
で
は
︑
こ
の
あ
と
に
﹁
倭
國
本
以
男
子

爲
王
︒
漢
靈
帝
光
和
中
︑
倭
國
亂
︑
相
攻
伐
無
定
﹂
と
あ
る
︒
光
和
は
︑
西
暦
一
七
八
～
一
八
四
年
︒

．
女
王
卑
弥
呼

10
︻
原
文
︼

有
女
子
名
卑
彌
呼
①

︑
能
以
鬼
道
惑
衆
︑
於
是
國
人
共
立
爲
王
︒
有
男
弟
︑
佐
卑
彌
理
國
︒
其
王
有
侍
婢
千
人
︑
罕
有
見
其
面
者
︑
唯
有

男
子
二
人
給
王
飲
食
︑
通
傳
言
語
︒

読
み
下
し

女
子
有
り
て
卑
弥
呼
と
名
づ
く
︒
能
く
鬼
道
を
以
て
衆
を
惑
わ
す
︒
是
に
国
人
︑
共
に
立
て
て
王
と
為
す
︒
男
弟
有
り
て
卑
弥
を
佐た
す

け
て

国
を
理お
さ

む
︒
其
の
王
︑
侍
婢
千
人
有
り
︒
其
の
面
お
も
て

を
見
た
る
こ
と
有
る
者
は
罕ま
れ

な
り
︒
唯
男
子
二
人
の
み
有
り
て
︑
王
に
飲
食
を
給
し
︑

言
語
を
通
伝
す
︒
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現
代
語
訳

卑
弥
呼
と
名
の
る
女
子
が
い
て
︑
巧
み
に
鬼
道
を
操
り
人
々
を
妖
惑
し
た
︒
そ
こ
で
︑
倭
国
の
人
々
は
と
も
に
︹
卑
弥
呼
を
︺
王
に
擁
立

し
た
︒︹
彼
女
に
は
︺
男
弟
が
い
て
︑
卑
弥
︹
呼
︺
を
輔
佐
し
て
国
を
治
め
た
︒
王
に
は
侍
婢
が
千
人
い
た
が
︑
王
の
顔
を
見
た
者
は
稀

で
あ
る
︒
た
だ
二
人
の
男
子
だ
け
が
︑
王
の
飲
食
の
世
話
を
し
た
り
︑
言
語
を
取
り
次
い
だ
り
し
て
い
る
︒

註
解

①
卑
弥
呼
の
描
写

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
有
一
女
子
名
曰
卑
彌
呼
︑
年
長
不
嫁
︑
事
鬼
神
道
︑
能
以
妖
惑
衆
︑
於
是
共
立
爲
王
︒
侍
婢
千
人
︑
少
有
見
者
︑

唯
有
男
子
一
人
給
飲
食
︑
傳
辭
語
︒
居
處
宮
室
樓
觀
城
柵
︑
皆
持
兵
守
衞
︒
法
俗
嚴
峻
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
乃
共
立
一
女
子
爲
王
︒
名
曰
卑
彌
呼
︒
事

鬼
道
︑
能
惑
衆
︒
年
已
長
大
︑
無
夫
壻
︑
有
男
弟
佐
治
國
︒
自
爲
王
以
來
︑
少
有
見
者
︒
以
婢
千
人
自
侍
︒
唯
有
男
子
一
人
給
飲
食
︑
傳
辭
出
入
︒
居

處
宮
室
︑
樓
觀
︑
城
柵
嚴
設
︑
常
有
人
持
兵
守
衞
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
記
述
︒

．
卑
弥
呼
の
居
所
・
規
律

11
︻
原
文
︼

其
王
有
宮
室
樓
觀
︑
城
柵
皆
持
兵
守
衞
①

︑
爲
法
甚
嚴
︒

読
み
下
し

其
の
王
︹
の
居
所
に
︺︑
宮
室
・
楼
観
・
城
柵
有
り
︑
皆
︑
兵
を
持
ち
て
守
衛
す
︒
法
を
為
す
こ
と
甚
だ
厳
な
り
︒

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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現
代
語
訳

王
の
宮
室
・
楼
観
・
城
柵
は
ど
こ
も
み
な
武
装
し
た
兵
士
が
守
備
し
て
い
る
︒
法
律
は
き
わ
め
て
厳
格
で
あ
る
︒

註
解

①
卑
弥
呼
の
居
所

﹃
後
漢
書
﹄
倭
伝
に
﹁
居
處
宮
室
樓
觀
城
柵
︑
皆
持
兵
守
衞
︒
法
俗
嚴
峻
﹂︑
魏
志
倭
人
伝
に
﹁
居
處
宮
室
︑
樓
觀
︑
城
柵
嚴
設
︑
常

有
人
持
兵
守
衞
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
た
記
述
︒

．
魏
・
斉
・
梁
と
の
交
渉

12
︻
原
文
︼

自
魏
①

至
于
齊
②

︑
梁
③

︑
代
與
中
國
相
通
︒

読
み
下
し

魏
よ
り
斉
・
梁
に
至
る
ま
で
代よ
よ

中
国
と
相
通
ず
︒

現
代
語
訳

魏
か
ら
︹
南
︺
斉
・
梁
に
至
る
ま
で
︑
代
々
中
国
に
通
じ
た
︒

― 48 ―



註
解

①
魏
と
の
交
渉

魏
志
倭
人
伝
に
は
︑
景
初
三
年
︵
倭
人
伝
に
は
﹁
二
年
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
三
年
﹂
に
訂
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︶
か
ら
正
始
八
年
に
至
る
邪

馬
臺
国
と
魏
の
交
渉
に
つ
い
て
︑﹁
景
初
二
年
六
月
︑
倭
女
王
遣
大
夫
難
升
米
等
詣
郡
︑
求
詣
天
子
朝
獻
︒
太
守
劉
夏
遣
吏
將
送
詣
京
都
︒
其
年
十
二
月
︑

詔
書
報
倭
女
王
曰
︑﹁
制
詔
親
魏
倭
王
卑
彌
呼
︒
帶
方
太
守
劉
夏
遣
使
送
汝
大
夫
難
升
米
︑
次
使
都
市
牛
利
奉
汝
所
獻
男
生
口
四
人
︑
女
生
口
六
人
︑
班

布
二
匹
二
丈
︑
以
到
︒
汝
所
在
踰
遠
︑
乃
遣
使
貢
獻
︑
是
汝
之
忠
孝
︑
我
甚
哀
汝
︒
今
以
汝
爲
親
魏
倭
王
︑
假
金
印
紫
綬
︑
装
封
付
帶
方
太
守
假
授
汝
︒

其
綏
撫
種
人
︑
勉
爲
孝
順
︒
汝
來
使
難
升
米
︑
牛
利
渉
遠
︑
道
路
勤
勞
︑
今
以
難
升
米
爲
率
善
中
郎
將
︑
牛
利
爲
率
善
校
尉
︑
假
銀
印
青
綬
︑
引
見
勞

賜
遣
還
︒
今
以
絳
地
交
龍
錦
五
匹
︹
臣
松
之
以
爲
地
應
爲
綈
︑
漢
文
帝
著
皂
衣
謂
之
弋
綈
是
也
︒
此
字
不
體
︑
非
魏
朝
之
失
︑
則
傳
冩
者
誤
也
︺︑
絳
地

縐
粟
罽
十
張
︑
蒨
絳
五
十
匹
︑
紺
青
五
十
匹
︑
答
汝
所
獻
貢
直
︒
又
特
賜
汝
紺
地
句
文
錦
三
匹
︑
細
班
華
罽
五
張
︑
白
絹
五
十
匹
︑
金
八
兩
︑
五
尺
刀

二
口
︑
銅
鏡
百
枚
︑
真
珠
︑
鉛
丹
各
五
十
斤
︑
皆
裝
封
付
難
升
米
牛
利
︑
還
到
録
受
︒
悉
可
以
示
汝
國
中
人
︑
使
知
國
家
哀
汝
︑
故
鄭
重
賜
汝
好
物
也
︒

正
始
元
年
︑
太
守
弓
遵
遣
建
忠
校
尉
梯
儁
等
奉
詔
書
印
綬
詣
倭
國
︑
拜
假
倭
王
︑
并
齎
詔
賜
金
︑
帛
︑
錦
︑
罽
︑
刀
︑
鏡
︑
采
物
︑
倭
王
因
使
上
表
答

謝
恩
詔
︒
其
四
年
︑
倭
王
復
遣
使
大
夫
伊
聲
耆
︑
掖
邪
狗
等
八
人
︑
上
獻
生
口
︑
倭
錦
︑
絳
青
縑
︑
緜
衣
︑
丹
︑
木
囲
︑
短
弓
矢
︒
掖
邪
狗
等
壹
拜
率

善
中
郎
將
印
綬
︒
其
六
年
︑
詔
賜
倭
難
升
米
黄
幢
︑
付
郡
假
授
︒
其
八
年
︑
太
守
王
頎
到
官
︒
倭
女
王
卑
彌
呼
與
狗
奴
國
男
王
卑
彌
弓
呼
素
不
和
︒
遣

倭
載
斯
︑
烏
越
等
詣
郡
説
相
攻
撃
状
︒
遣
塞
曹
掾
史
張
政
等
因
齎
詔
書
︑
黄
幢
︑
拜
假
難
升
米
爲
檄
告
喩
之
﹂
と
し
る
す
︒
さ
ら
に
︑
卑
弥
呼
の
死
後
︑

後
継
者
の
壱
与
︵
臺
与
︶
に
よ
る
朝
献
が
あ
っ
た
ら
し
く
︑
同
じ
く
倭
人
伝
に
﹁
壹
與
遣
倭
大
夫
率
善
中
郎
將
掖
邪
狗
等
二
十
人
送
政
等
還
︒
因
詣
臺
︑

獻
上
男
女
生
口
三
十
人
︑
貢
白
珠
五
千
︑
孔
青
大
句
珠
二
枚
︑
異
文
雜
錦
二
十
匹
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
︒﹃
晋
書
﹄
武
帝
紀
の
泰
始
二
年
︵
二
六
六
︶

十
一
月
条
に
﹁
十
一
月
己
卯
︑
倭
人
來
獻
方
物
﹂
と
あ
り
︑
同
書
︑
倭
人
伝
に
﹁
泰
始
初
︑
遣
使
重
譯
入
貢
﹂
と
あ
る
記
事
が
こ
れ
に
相
当
す
る
と
み

ら
れ
る
︒
ち
な
み
に
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
神
功
皇
后
摂
政
紀
に
﹁
六
十
六
年
︒︽
是
年
︒
晋
武
帝
泰
初
二
年
晉
起
居
注
云
︒
武
帝
泰
初
二
年
十
月
︒
倭
女
王

遣
二

重
譯
貢
獻
一︒︾﹂
と
あ
る
︒

②
南
斉
と
の
交
渉

﹃
南
齊
書
﹄
列
伝
︑
第
三
十
九
︑
蠻
・
東
南
夷
に
は
﹁
建
元
元
年
︑
進
新
除
使
持
節
︑
都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
︹
慕
韓
︺
六
國

諸
軍
事
︻
據
南
史
補
︼︑
安
東
大
將
軍
︑
倭
王
武
號
爲
鎭
東
大
將
軍
﹂
と
み
え
︑﹃
南
史
﹄
東
夷
伝
︵
倭
國
条
等
︶
に
も
﹁
齊
建
元
中
︑
除
武
持
節
︑
都

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
慕
韓
六
國
諸
軍
事
︑
鎭
東
大
將
軍
﹂
と
あ
り
︑
建
元
元
年
に
倭
王
武
に
対
す
る
除
正
の
記
事
が
み
え
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ

れ
は
新
王
朝
樹
立
に
と
も
な
う
記
念
的
な
除
正
で
あ
っ
て
︑
遣
使
の
存
在
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︒

③
梁
と
の
交
渉

﹃
梁
書
﹄
武
帝
紀
に
は
﹁︵
天
監
元
年
夏
四
月
︶
戊
辰
︑
車
騎
將
軍
高
句
驪
王
高
雲
︑
進
號
車
騎
大
將
軍
︒
鎭
東
大
將
軍
百
濟
王
餘
大
︑

進
號
征
東
大
將
軍
︒
安
西
將
軍
宕
昌
王
梁
彌
夷
︑
進
號
鎭
西
將
軍
︒
鎭
東
大
將
軍
倭
國
王
武
︑
進
號
征
東
將
軍
︒︵
後
略
︶﹂
と
あ
り
︑
ま
た
︑﹃
南
史
﹄

東
夷
伝
︵
倭
國
条
等
︶﹁
齊
建
元
中
︑
除
武
持
節
︑
都
督
倭
新
羅
任
那
加
羅
秦
韓
慕
韓
六
國
諸
軍
事
︑
鎭
東
大
將
軍
︒
梁
武
帝
即
位
︑
進
武
號
征
東
大
將

軍
﹂
と
み
え
る
︒
た
だ
し
︑
こ
れ
も
新
王
朝
樹
立
に
と
も
な
う
記
念
的
な
除
正
で
あ
っ
て
︑
遣
使
の
存
在
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
︒

．
開
皇
二
十
年
︵
六
〇
〇
︶
の
遣
使

13
︻
原
文
︼

開
皇
二
十
年
︑
倭
王
姓
阿
毎
︑
字
多
利
思
比
孤
①

︑
號
阿
輩
雞
彌
︑
遣
使
詣
闕
②

︒
上
令
所
司
訪
其
風
俗
︒
使
者
言
倭
王
以
天
爲
兄
︑
以

日
爲
弟
︑
天
未
明
時
出
聽
政
︑
跏
趺
坐
︑
日
出
便
停
理
務
︑
云
委
我
弟
︒
高
祖
曰
﹁
此
太
無
義
理
︒﹂
於
是
訓
令
改
之
︒

読
み
下
し

開
皇
二
十
年
︑
倭
王
︑
姓
は
阿あ

毎ま

︑
字
は
多た

利り

思し

比ひ

孤こ

︑
号
し
て
阿あ

輩は

鷄き

弥み

と
号
し
て
︑
使
い
を
遣
わ
し
て
闕
に
詣
ら
し
む
︒
上
し
ょ
う

︑
所
司

を
し
て
其
の
風
俗
を
訪
わ
し
む
︒
使
者
言
わ
く
︑﹁
倭
王
は
天
を
以
て
兄
と
為
し
︑
日
を
以
て
弟
と
為
す
︒
天
︑
未
だ
明
け
ざ
る
時
に
出

で
て
政
を
聴
き
︑
跏ふ

趺か

し
て
坐
す
︒
日
出
ず
れ
ば
便
す
な
わ

ち
理
務
を
停
め
︑
我
が
弟
に
委
ね
ん
と
云
う
﹂
と
︒
高
祖
曰
く
︑﹁
此
れ
太
だ
義
理

無
し
﹂
と
︒
是
に
訓お
し

え
て
之
を
改
め
し
む
︒
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現
代
語
訳

︹
隋
の
高
祖
文
帝
の
︺
開
皇
二
十
年
︵
西
暦
六
〇
〇
年
︶︑
倭
王
は
︑
姓
は
阿
毎
︑
字
は
多
利
思
比
孤
︹
と
い
い
︺︑
阿
輩
鶏
弥
と
号
し
て
︑

使
者
を
派
遣
し
︹
隋
の
︺
朝
廷
に
詣い
た

ら
せ
た
︒︹
文
帝
は
︺
所
轄
官
庁
に
命
じ
て
︑
倭
国
の
風
俗
を
尋
ね
さ
せ
た
︒
使
者
は
︑﹁
倭
王
は
天

を
兄
と
し
︑
日
を
弟
と
し
て
い
ま
す
︒︹
そ
れ
で
︺
天
が
ま
だ
明
け
ぬ
う
ち
に
︹
政
庁
に
︺
出
て
政
を
聴
き
︑︹
そ
の
間
︺
胡
坐
を
組
ん
で

坐
り
ま
す
︒
日
が
昇
る
と
︑
政
務
を
停
止
し
︑︹
あ
と
は
︺
わ
が
弟
︵
日
︶
に
委
ね
る
と
い
っ
て
お
り
ま
す
﹂
と
い
っ
た
︒︹
こ
れ
を
聞
い

た
︺
文
帝
は
︑﹁
そ
れ
は
た
い
そ
う
道
理
に
は
ず
れ
た
も
の
だ
﹂
と
い
っ
て
︑︹
使
者
を
通
じ
て
倭
王
を
︺
訓
し
て
改
め
さ
せ
た
︒

註
解

①
姓
阿
毎
・
字
多
利
思
比
孤

﹁
多
利
思
比
孤
﹂
は
﹁
タ
リ
シ
ヒ
コ
﹂
と
読
み
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
﹁
足
彦
﹂︵
タ
ラ
シ
ヒ
コ
︶︑﹃
古
事
記
﹄
の
﹁
帯
日
子
﹂

︵
タ
ラ
シ
ヒ
コ
︶
と
通
じ
︑
女
性
の
場
合
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
で
は
﹁
足
姫
﹂︑﹃
古
事
記
﹄
で
は
﹁
帯
比
売
﹂
で
と
も
に
﹁
タ
ラ
シ
ヒ
メ
﹂
と
い
う
︒
し
か

し
︑
開
皇
二
十
年
︵
六
〇
〇
︶
は
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
紀
年
に
よ
れ
ば
推
古
天
皇
八
年
に
あ
た
り
︑
当
時
の
君
主
は
女
帝
の
﹁
タ
ラ
シ
ヒ
メ
﹂
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
多
利
思
比
孤
﹂
と
い
う
男
性
の
尊
称
で
伝
え
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
に
続
く
記
事
で
も
﹁
王
妻
号
鷄
弥
︑
後
宮
有
女
六
七
百
人
﹂
と
記

さ
れ
︑
男
帝
を
想
定
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
︒
当
時
の
日
本
の
外
交
方
針
は
︑﹁
日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
無
恙
﹂
と
い
う
国
書
か
ら
︑
隋
と
の

対
等
外
交
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
中
国
側
は
周
辺
諸
国
の
王
は
︑
姓
名
を
名
乗
り
︑
臣
下
と
し
て
皇
帝
に
従
属
す
る
の
が
当
然
と
考

え
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
︑﹃
隋
書
﹄
高
麗
伝
や
百
済
伝
︑
新
羅
伝
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
国
王
の
姓
と
名
を
上
表
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
︒
そ
の
た
め
︑﹃
隋
書
﹄
の
﹁
倭
王
姓
阿
毎
字
多
利
思
比
孤
﹂
は
︑
日
本
側
は
倭
王
の
姓
名
を
明
か
さ
ず
︑﹁
阿
毎
多
利
思
比
孤
﹂
と
名
乗
っ
た

の
を
︑
隋
は
倭
王
の
姓
を
﹁
阿
毎
﹂︑
字
は
﹁
多
利
思
比
孤
﹂
と
解
釈
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
坂
元
義
種
﹁﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝

を
徹
底
し
て
検
証
す
る
﹂︿
前
掲
﹀
一
七
二
～
一
七
三
頁
︶︒

な
お
︑
こ
の
記
述
に
つ
い
て
︑
古
く
辻
善
之
助
氏
が
︑
遣
隋
使
と
な
っ
た
小
野
妹
子
の
祖
先
が
﹁
天
帯
彦
国
押
人
命
﹂
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
︑
対
応

註
解
・﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
︵
上
︶︵
近
藤
︶
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し
た
隋
側
が
君
主
の
名
と
間
違
っ
て
記
録
し
た
の
だ
と
し
︵﹃
増
訂
海
外
交
通
史
話
﹄
内
外
書
籍
︑
一
九
三
〇
年
五
月
︶︑
近
年
︑
東
野
治
之
氏
が
こ
れ

を
再
評
価
し
て
い
る
︒
東
野
氏
は
︑﹁﹃
隋
書
﹄
が
第
一
回
遣
隋
使
の
記
事
に
懸
け
て
記
し
て
い
る
こ
と
が
ら
は
︑
先
の
文
帝
と
の
や
り
取
り
を
除
く
と
︑

二
回
目
以
降
の
遣
隋
使
や
︑
倭
に
使
い
し
た
裴
世
清
の
報
告
を
も
と
に
再
構
成
し
て
い
る
と
考
え
︑﹁
阿
毎
多
利
思
比
孤
﹂
も
第
一
回
の
使
い
が
言
っ
た

こ
と
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
﹂︵﹃
遣
唐
使
﹄
岩
波
新
書
︑
二
〇
〇
七
年
一
一
月
︑
二
四
頁
︶
と
し
て
︑﹁
阿
毎
多
利
思
比
孤
﹂
は
第
二
回
以
降
の
隋
と

倭
と
の
交
渉
の
過
程
で
得
ら
れ
た
情
報
だ
と
し
て
お
ら
れ
る
︒
こ
う
し
た
東
野
氏
の
主
張
は
︑﹁
阿
毎
多
利
思
比
孤
﹂
が
遣
隋
使
と
な
っ
た
小
野
妹
子
が

自
身
の
祖
先
を
﹁
天
帯
彦
押
人
命
﹂
と
称
し
た
の
を
隋
側
が
君
主
の
名
と
間
違
っ
て
記
録
し
た
と
す
る
︑
同
氏
の
提
説
と
結
び
つ
い
て
い
る
が
︑
氏
の

理
解
に
つ
い
て
は
︑
か
な
ら
ず
し
も
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒

②
遣
使
詣
闕

遣
隋
使
の
派
遣
回
数
と
時
期
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
記
事
が
あ
る
が
﹃
隋
書
﹄
に
は
記
事
が
な
い
場
合
や
︑
そ
の
逆
の
場
合
も
あ

る
こ
と
か
ら
︑
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
に
分
か
れ
て
定
ま
っ
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
以
下
︑
遣
隋
使
の
派
遣
回
数
と
時
期
に
つ
い
て
︑
戦
後
に
発
表
さ
れ
た
代

表
的
な
論
考
を
中
心
に
と
り
あ
げ
て
み
た
い
︒

は
じ
め
に
︑
戦
前
ま
で
の
遣
隋
使
派
遣
回
数
に
対
す
る
認
識
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
記
載
の
あ
る
推
古
天
皇
十
五
年
の
遣
使
に
は
じ
ま
る
三
回
と
す
る

説
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑
小
野
妹
子
が
派
遣
さ
れ
た
推
古
天
皇
十
五
年
︵
六
〇
七
︶
の
遣
使
︑
裴
世
清
帰
国
の
際
に
再
び
小
野
妹
子
が

派
遣
さ
れ
た
推
古
天
皇
十
六
年
︵
六
〇
八
︶
の
遣
使
︑
犬
上
御
田
鍬
が
派
遣
さ
れ
た
推
古
天
皇
二
十
二
年
︵
六
一
四
︶
の
遣
使
が
そ
れ
で
あ
る
︒
遣
隋

使
に
関
す
る
記
述
は
﹃
隋
書
﹄
に
も
あ
る
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
記
述
を
尊
重
し
た
内
容
の
三
回
説
と
な
っ
て
い
る
︒

ま
た
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は
派
遣
の
記
録
は
な
い
が
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
に
は
開
皇
二
十
年
︵
六
〇
〇
︶
に
倭
が
遣
使
し
て
き
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
遣
使
に
つ
い
て
坂
本
太
郎
氏
﹁
聖
徳
太
子
の
鴻
業
﹂︵﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄︑
岩
波
書
店
︑
一
九
三
四
年
六
月
︒
詳
し
く
は
拙
稿
﹁
開
皇
二
十
年

の
遣
隋
使
を
め
ぐ
っ
て
︱
坂
本
太
郎
氏
の
所
説
を
中
心
に
︱
﹂﹃
史
聚
﹄
四
五
︑
二
〇
一
二
年
三
月
を
参
照
さ
れ
た
い
︶
と
岩
井
大
慧
氏
﹁
支
那
史
書

に
現
は
れ
た
る
日
本
﹂︵﹃
岩
波
講
座
日
本
歴
史
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
三
五
年
二
月
︶
は
︑
と
も
に
推
古
天
皇
朝
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
で
あ
る
こ
と
を
認

め
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
︑﹁
隋
国
情
偵
察
と
も
い
ふ
べ
き
権
宜
の
使
節
﹂
や
﹁
隋
国
情
偵
察
の
為
非
公
式
に
﹂
遣
わ
さ
れ
た
使
者

と
解
す
る
坂
本
氏
と
︑﹁
隋
廷
に
日
本
の
使
節
の
来
往
す
る
こ
と
︑
前
後
四
回
﹂
の
う
ち
の
一
回
と
み
る
岩
井
氏
の
間
で
︑
主
に
開
皇
二
十
年
の
遣
使
が
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公
式
か
非
公
式
か
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
当
時
に
お
い
て
︑
開
皇
二
十
年
の
使
者
は
認
め
な
い
と
い
う
遣
隋
使
三
回
説
が
多
く
の

支
持
を
集
め
て
い
た
と
い
え
る
︒

こ
う
し
て
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
記
述
を
尊
重
し
た
三
回
説
が
優
勢
な
な
か
で
︑
高
橋
善
太
郎
氏
は
﹁
遣
隋
使
の
研
究
︱
日
本
書
記
と
隋
書
と
の
比
較
︱
﹂

︵﹃
愛
知
県
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
﹄
四
︑
一
九
五
四
年
九
月
︶
に
お
い
て
︑﹃
隋
書
﹄
帝
紀
の
遣
使
記
事
に
着
目
し
︑
従
来
の
三
回
説
を
否
定
し
て
新
た

な
三
回
説
を
提
示
し
た
︒
氏
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
遣
隋
使
関
係
の
記
事
は
﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
に
よ
っ
て
造
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
︑﹃
隋
書
﹄
倭

国
伝
の
遣
隋
使
の
年
時
は
﹃
隋
書
﹄
帝
紀
に
よ
っ
て
﹁
校
訂
﹂
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
︑
の
二
点
を
も
っ
て
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
の
開
皇
二
十
年

と
﹃
隋
書
﹄
帝
紀
に
み
え
る
大
業
四
年
︵
六
〇
八
︶
と
大
業
六
年
︵
六
一
〇
︶
の
︑
合
計
三
回
と
し
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
犬
上
御
田
鍬
の
派
遣
の
記
事
を

無
視
し
て
い
る
︒
そ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
﹃
隋
書
﹄
帝
紀
を
と
り
あ
げ
た
点
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
よ
り
も
﹃
隋
書
﹄

を
尊
重
す
る
あ
ま
り
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
に
の
み
み
え
る
犬
上
御
田
鍬
の
派
遣
を
認
め
な
か
っ
た
点
が
問
題
と
し
て
残
る
︒

『日
本
書
紀
﹄
よ
り
﹃
隋
書
﹄
を
尊
重
す
べ
き
と
す
る
高
橋
氏
の
考
え
は
︑
学
界
に
与
え
た
影
響
が
大
き
か
っ
た
も
の
の
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
を
尊
重
す

る
立
場
か
ら
批
判
が
あ
る
な
ど
︑
な
か
な
か
滲
透
せ
ず
︑
従
来
の
三
回
説
を
支
持
す
る
研
究
者
が
依
然
と
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
従
来
の
三
回
説
に
﹃
隋
書
﹄

倭
国
伝
の
開
皇
二
十
年
の
遣
使
を
加
え
た
四
回
説
を
支
持
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
動
き
の
な
か
︑
先
に
あ
げ
た
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
記
載
の
あ
る
三
回
の
遣
隋
使
の
記
録
と
︑﹃
隋
書
﹄
の
開
皇
二
十
年
の
遣
使
を
あ
わ
せ
た

四
回
説
が
通
説
的
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
回
数
は
同
じ
四
回
で
あ
る
が
︑
山
崎
宏
﹁
隋
よ
り
見
た
日
本
﹂︵﹃
歴
史
教
育
﹄
八
︱
一
︑

一
九
六
〇
年
一
月
︶
は
︑
高
橋
氏
が
提
示
し
た
開
皇
二
十
年
︵
六
〇
〇
︶︑
大
業
四
年
︵
六
〇
八
︶︑
大
業
六
年
︵
六
一
〇
︶
の
遣
使
に
︑﹃
日
本
書
紀
﹄

推
古
天
皇
二
十
二
年
︵
六
一
四
︶
の
犬
上
御
田
鍬
が
派
遣
さ
れ
た
遣
使
を
加
え
た
説
を
出
し
た
︒

高
橋
氏
の
説
を
山
崎
氏
が
修
正
し
て
︑
新
た
な
四
回
説
が
提
示
さ
れ
た
が
︑
従
来
の
三
回
説
に
︑
開
皇
二
十
年
の
遣
使
を
加
え
た
四
回
説
が
通
説
的

位
置
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
後
︑
こ
の
四
回
説
に
﹃
隋
書
﹄
帝
紀
の
大
業
六
年
の
遣
使
を
加
え
た
五
回
説
が
唱
え
ら
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑

徐
先
堯
氏
の
﹁
隋
倭
国
交
の
対
等
性
に
つ
い
て
﹂︵﹃
文
化
﹄
二
九
︱
二
︑
一
九
六
五
年
六
月
︶
や
︑
山
崎
宏
氏
﹁
隋
朝
の
留
学
僧
施
設
と
日
本
の
留
学
僧
﹂

︵﹃
隋
唐
仏
教
史
の
研
究
﹄
法
蔵
館
︑
一
九
六
七
年
三
月
︶︑
上
田
正
昭
氏
﹁
古
代
貴
族
の
国
際
意
識
﹂︵﹃
日
本
古
代
国
家
論
究
﹄
塙
書
房
︑
一
九
六
八
年

註
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﹄
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一
一
月
︶︑﹁
中
国
史
籍
に
お
け
る
倭
人
風
俗
﹂︵﹃
風
俗
﹄
五
︱
四
︑
一
九
六
六
年
三
月
︶
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒
こ
と
に
山
崎
氏
は
︑
前
に
提
唱
し

た
高
橋
氏
の
三
回
説
に
﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
二
十
二
年
の
遣
使
を
加
え
た
四
回
説
へ
改
め
て
い
る
︒
こ
う
し
て
﹃
日
本
書
紀
﹄
や
﹃
隋
書
﹄
の
記

述
の
ど
ち
ら
か
の
史
料
し
か
尊
重
し
な
い
︑
ま
た
は
﹃
隋
書
﹄
帝
紀
を
無
視
す
る
よ
う
な
方
向
に
傾
く
の
で
は
な
く
︑
両
書
の
記
述
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討

し
た
説
が
多
く
出
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

『日
本
書
紀
﹄
と
﹃
隋
書
﹄
の
ど
ち
ら
の
記
述
も
尊
重
す
る
と
い
う
考
え
方
は
︑
増
村
宏
氏
に
よ
る
六
回
説
の
提
唱
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒
増
村
氏

は
﹁
隋
書
と
書
紀
推
古
紀
︱
遣
隋
使
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂
正
編
・
続
編
︵﹃
鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要
・
文
学
科
論
集
﹄
四
・
五
︑
一
九
六
八
年
一
二
月
︑

一
九
六
九
年
一
二
月
︶
の
な
か
で
︑
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ
て
き
た
﹃
隋
書
﹄
本
紀
に
注
目
し
た
高
橋
氏
の
説
を
評
価
し
た
が
︑
高
橋
氏
の
い
う
﹃
隋
書
﹄

倭
国
伝
の
年
時
を
﹃
隋
書
﹄
帝
紀
に
よ
っ
て
﹁
校
訂
﹂
す
る
点
に
つ
い
て
︑﹁
こ
の
場
合
は
本
紀
・
列
伝
の
事
実
を
相
補
っ
て
理
解
す
べ
き
﹂
と
し
て
︑

帝
紀
と
列
伝
に
記
載
さ
れ
た
遣
使
を
と
も
に
史
実
と
認
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
高
橋
氏
が
﹃
日
本
書
紀
﹄
に
み
え
る
遣
隋
使
関
係
記
事
は
﹃
隋
書
﹄
倭
国

伝
に
よ
っ
て
造
作
さ
れ
た
と
否
定
し
た
点
に
つ
い
て
︑
増
村
氏
は
当
該
記
事
に
﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
︑﹃
日
本
書

紀
﹄
に
み
え
る
﹁
皇
帝
問
倭
王
﹂
の
国
書
の
記
事
か
ら
︑﹁
書
紀
編
集
当
時
に
は
関
係
資
料
が
残
存
し
て
い
た
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
増

村
氏
は
︑﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
の
開
皇
二
十
年
︵
六
〇
〇
︶
の
遣
使
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
十
五
年
・
大
業
三
年
︵
六
〇
七
︶
の
遣
使
︑﹃
隋
書
﹄
帝
紀

の
大
業
四
年
︵
六
〇
八
︶
の
遣
使
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
十
六
年
・
大
業
四
年
︵
六
〇
八
︶
の
遣
使
︑﹃
隋
書
﹄
帝
紀
の
大
業
六
年
︵
六
一
〇
︶
の

遣
使
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
推
古
天
皇
二
十
二
年
︵
六
一
四
︶
の
遣
使
の
合
計
六
回
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
た
︒

以
上
が
︑
遣
隋
使
派
遣
回
数
と
時
期
に
つ
い
て
の
主
な
論
考
で
あ
る
︒
派
遣
回
数
は
︑
三
回
・
四
回
・
五
回
・
六
回
を
み
る
こ
と
と
な
っ
た
が
︑
そ

の
内
容
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
り
︑
た
や
す
く
回
数
で
分
類
で
き
な
い
︒
ま
た
派
遣
時
期
は
︑
開
皇
二
十
年
︑
推
古
天
皇
十
五
年
を
そ
れ
ぞ
れ

最
初
の
遣
使
と
み
る
立
場
︑
推
古
天
皇
二
十
二
年
の
犬
上
御
田
鍬
の
派
遣
を
認
め
る
か
否
か
な
ど
︑
多
く
の
説
が
混
在
し
て
定
ま
ら
な
い
と
い
う
実
情

に
な
っ
て
い
る
︒
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．
王
の
妻
・
太
子
の
呼
称
︑
後
宮

14
︻
原
文
︼

王
妻
號
雞
彌
︑
後
宮
有
女
六
七
百
人
︒
名
太
子
爲
利
歌
彌
多
弗
利
①

︒

読
み
下
し

王
の
妻
は
鷄き

弥み

と
号
す
︒
後
宮
に
女
六
七
百
人
有
り
︒
太
子
を
名
づ
け
て
利
歌
弥
多
弗
利
と
為
す
︒

現
代
語
訳

倭
王
の
妻
は
鶏
弥
と
い
い
︑
後
宮
に
は
侍
女
が
六
︑
七
百
人
い
る
︒
太
子
を
和わ

歌か

弥み

多た

弗ふ

利り

と
名
づ
け
て
い
る
︒

註
解

①
利
歌
彌
多
弗
利

﹁
名
太
子
爲
利
歌
弥
多
弗
利
﹂
の
記
事
は
﹃
北
史
﹄
に
も
あ
る
が
︑
大
宰
府
天
満
宮
所
蔵
の
﹃
翰
苑
﹄
の
写
本
に
よ
る
と
︑﹁
王
長
子

号
哥
弥
多
弗
利
﹂
と
あ
り
︑﹃
翰
苑
﹄
所
引
の
﹃
括
地
志
﹄
に
も
﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
に
似
た
記
事
が
あ
り
︑﹃
翰
苑
﹄
の
記
事
は
﹃
括
地
志
﹄
に
依
拠
し

た
可
能
性
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
ワ
カ
ミ
タ
フ
リ
﹂
の
﹁
ワ
カ
﹂
は
王
の
子
を
意
味
す
る
﹁
若
﹂︑﹁
ミ
﹂
は
敬
称
を
表
す
﹁
御
﹂︑﹁
タ
フ
リ
﹂
は
﹁
ト
ホ
リ
︵
通

り
︶﹂
で
直
系
を
意
味
す
る
語
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
必
ず
し
も
﹁
太
子
﹂
と
か
﹁
王
長
子
﹂
の
み
を
指
し
た
言
葉
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
う
が
︑

王
位
継
承
者
の
王
子
の
意
味
と
し
て
用
い
て
い
た
も
の
を
︑
中
国
側
に
聞
か
れ
︑﹁
ワ
カ
ミ
ト
ホ
リ
﹂︵
和
歌
弥
多
弗
利
︶
と
答
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
︑
皇
室
の
血
を
引
く
者
の
意
の
﹁
わ
か
ん
ど
ほ
り
﹂
の
語
が
み
え
︑﹁
ワ
カ
ミ
ト
ホ
リ
﹂
の
﹁
ワ
カ
ミ
﹂
が
音
便
化
し
た
も
の
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で
あ
ろ
う
︵
坂
元
義
種
﹁﹃
隋
書
﹄
倭
国
伝
を
徹
底
し
て
検
証
す
る
﹂︿
前
掲
﹀
一
七
四
頁
︶︒

．
城
郭
の
有
無

15
︻
原
文
︼

無
城
郭
︒

読
み
下
し

城
郭
無
し
︒

現
代
語
訳

︹
倭
国
に
は
︺
城
郭
が
な
い
︒

以
下
︑
次
号
へ
続
く
︒

︵
こ
ん
ど
う

さ
ち
こ
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
︶
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