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東
ア
ジ
ア
の
交
流
と
日
朝
比
較
文
学 

- 

「
武
威
」
と
「
文
華
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に 

 

 

山
田
恭
子 

 

一
、
は
じ
め
に 

昨
今
の
日
本
と
韓
国
の
政
治
的
な
軋
轢
を
考
え
る
う
え
で
非
常
に
重
要
な
著
書

に
雨
森
芳
洲
の
『
交
隣
提
醒 (

東
洋
文
庫)

』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
芳
洲
が

日
朝
交
流
を
経
て
蓄
積
さ
れ
た
知
恵
が
余
す
と
こ
ろ
な
く
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
趣
旨
は
現
代
に
も
通
用
す
る
。
ま
た
芳
洲
は
「
交
隣
大
昕
録
」
で
、
日
本
と
朝
鮮

の
特
質
を
上
げ
、
日
本
を
「
武
」
と
し
、
朝
鮮
を
「
文
」
と
し
て
い
る
。
１ 

日
本
の
文
学
研
究
に
お
い
て
、「
武
威
」
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
先
行
研
究

が
あ
る
。
２

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
と
朝
鮮
を
、「
武
」
と
「
文
」
の
二
つ
に
分
け
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
、
両
者
は
む
し
ろ
そ
の
両
方
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
東
ア
ジ
ア
の
交
流
を
媒
介
に
、
文
学
と
関
連
す
る

「
武
威
」
と
「
文
華
」
の
両
面
に
着
目
し
た
。
こ
れ
は
日
朝
比
較
文
学
の
理
解
を
多

角
度
か
ら
考
察
す
る
た
め
の
布
石
と
な
る
。
特
に
「
三
韓
征
伐
」
は
、『
梁
職
貢
図
』

に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
日
本
の
「
武
威
」
と
関
連
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
自
意
識
は
文
学
に
お
い
て
も
時
を
超
え
て
持
続
し
て
い
る
。
ま
た
「
文
華
」

と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
唐
の
文
人
た
ち
の
思
想
が
両
国
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
内
容
や
、
東
ア
ジ
ア
の
「
文
華
」
交
流
に
つ
い

て
も
言
及
す
る
。 

  

二
、
日
本
文
学
に
表
れ
た
「
武
威
」 

 

（
１
）『
梁
職
貢
図
』
の
発
見
と
神
功
皇
后
「
三
韓
征
伐
」
の
行
方 

 

 

『
梁
職
貢
図
』
と
は
梁
に
朝
貢
す
る
諸
国
使
節
の
風
貌
を
絵
に
描
き
、
ま
た
そ
の

国
に
関
す
る
情
報
を
記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
唐
の
模
本
と
南
唐
の
模
本
（
と
も
に

台
湾
の
故
宮
博
物
院
蔵
）、
北
宋
の
模
本
（
北
京
の
中
国
国
家
博
物
館
蔵
）
と
い
う

三
本
の
模
本
が
伝
わ
る
が
、
い
ず
れ
も
完
本
で
は
な
く
、
絵
は
十
二
国
、
題
記
は
十

三
国
に
す
ぎ
ず
、
欠
落
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
一
年
に
趙
燦
鵬
氏
は
、
十
八

国
の
題
記
を
含
み
、
現
行
諸
本
の
欠
落
部
分
や
文
字
の
誤
り
を
補
う
新
た
な
摸
本

を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
清
代
の
学
者
・
画
家
で
あ
っ
た
張
庚
（
一
六
八
五
～
一
七
六

〇
）
の
写
し
で
、
清
末
民
国
初
の
葛
氏
の
『
愛
日
吟
廬
書
画
続
録
』（『
続
修
四
庫
全

書
』
子
部
・
芸
術
類
、
一
〇
八
八
冊
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
３

そ
の
内
容
に
あ
る

斯
羅
国
（
新
羅
）
の
記
述
を
見
る
と
、
新
羅
が
あ
る
と
き
は
韓
の
属
国
で
あ
り
、
あ

る
と
き
は
倭
の
属
国
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
「
或
屬
韓
或
屬
倭
（
或
る
と
き
は
韓

に
属
し
、
或
る
と
き
は
倭
に
属
し
た
）」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
尹
龍
九
は
、
任
那

日
本
府(

三
六
九
～
五
六
二
）
問
題
や
、
四
一
四
年
に
建
立
さ
れ
た
広
開
土
王
碑
碑

文
に
お
け
る
諸
問
題
と
関
連
し
て
議
論
が
起
こ
る
だ
ろ
う
と
し
た
。
４

ま
た
『
梁
職

貢
図
』
の
記
録
は
お
そ
ら
く
、『
日
本
書
紀
』
に
表
れ
た
「
三
韓
征
伐
」（『
日
本
書

紀
』
第
九
巻
「
氣
長
足
姫
尊 

神
功
皇
后
」）
の
記
録
と
も
関
連
し
て
様
々
な
議
論
を

巻
き
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
る
。 

「
三
韓
征
伐
」
は
古
来
よ
り
日
本
が
朝
鮮
よ
り
も
上
位
に
あ
る
国
で
あ
り
、
ひ
い

て
は
皇
統
の
威
信
を
高
め
る
一
つ
の
根
拠
で
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
文
学
に
も
喧
伝

さ
れ
て
い
く
。
５

そ
の
内
容
の
最
た
る
象
徴
と
な
る
の
が
北
畠
親
房(

一
二
九
三
～

一
三
五
四)
の
『
神
皇
正
統
記
』
と
本
居
宣
長
（
一
七
三
〇
～
一
八
〇
一
）
の
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『
馭
戎
慨
言

ぎ
ょ
じ
ゅ
う
が
い
げ
ん(

一
七
九
八)

』
で
あ
ろ
う
。『
神
皇
正
統
記
』
は
天
皇
の
「
万
世
一
系
」

と
そ
の
徳
治
を
も
っ
て
南
朝
の
正
統
性
を
描
き
、
後
の
皇
国
史
観
に
多
大
な
影
響

を
与
え
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
三
韓
征
伐
」
の
記
述
で
「
新

羅
百
済
高
麗
ヲ
打
随
給
キ
」
と
あ
る
。
６

更
に
『
馭
戎
慨
言
』
で
は
、『
日
本
書
紀
』

に
も
三
韓
は
日
本
府
と
あ
る
の
に
、『
三
国
史
記
』『
東
国
通
鑑
』
に
は
一
言
も
そ
の

記
述
が
な
く
、
日
本
に
仕
え
た
貴
族
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
同
列
の
国
に
扱
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
こ
と
を
嫌
っ
て
記
述
し
な
か
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
７

そ
の
証

拠
と
し
て
、『
隋
書
』
の
「
新
羅
百
済
皆
以
倭
為
大
国
多
珍
物
並
敬
仰
之
恒
通
使
往

来
」
や
、
明
の
『
世
法
録
』
の
「
其
属
有
五
十
餘
新
羅
百
済
莫
非
属
国
」
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
ま
た
宣
長
は
、
国
を
奪
う
罪
を
紛
ら
わ
す
た
め
天
命
に
よ
る
も
の
な
ど

と
文
飾
し
民
を
あ
ざ
む
き
、
又
諸
制
度
を
詳
細
に
し
て
尊
い
こ
と
の
よ
う
に
言
う

が
、
そ
の
心
は
悪
し
く
き
た
な
い
８

と
し
て
、「
天
命
」
に
対
し
て
否
定
的
な
考
え
を

も
っ
て
い
た
。
９

こ
の
よ
う
な
感
覚
は
新
井
白
石
な
ど
、
幕
府
の
権
威
を
高
め
る
た

め
、
儒
教
的
論
理
を
用
い
た
当
時
の
学
者
た
ち
の
考
え
に
反
論
す
る
目
的
も
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
１
０

結
果
と
し
て
三
韓
征
伐
を
契
機
に
連
綿
と
続
い
て
き

た
日
本
の
自
意
識
を
物
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
１
１ 

 

（
２
）
漢
詩
文
に
表
れ
た
新
羅
観 

 

勅
撰
漢
詩
集
の
一
つ
で
あ
る
『
経
国
集
（
八
二
七
）
』
巻
第
二
十
、
策
下
「
対
策
」

に
「
三
韓
の
わ
が
国
へ
の
参
朝
は
、
日
数
を
経
て
久
し
い
こ
と
に
な
る
。
風
の
吹
く

方
向
を
占
い
朝
貢
し
、
い
つ
も
絶
え
る
こ
と
が
な
い
」
１
２

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
当

時
の
日
本
の
新
羅
観
が
三
韓
征
伐
と
も
関
連
し
て
、
属
国
意
識
の
延
長
線
上
に
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

ま
た
『
本
朝
文
粋
（
一
〇
五
八
～
一
〇
六
五
）』
巻
二
十
の
兼
明
親
王(

九
一
四
～

九
八
七)

の
「
新
羅
賊
勅
使
」
を
見
る
と
、
帰
化
し
た
新
羅
人
在
留
民
の
過
去
の
反

乱
と
も
相
俟
っ
て
、
そ
の
警
戒
心
は
非
常
に
高
潮
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
１
３

そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
に
三
韓
征
伐
を
は
じ
め
と
す
る
新
羅
へ
の
敵
視
観
が
日
本
の

神
国
思
想
の
発
展
に
つ
な
が
っ
た
と
い
え
る
。
１
４ 

  

三
、「
文
華
」
と
そ
の
背
景 

‐ 

唐
と
の
関
係 

 

（
１
）
韓
愈(

七
六
八
～
八
二
四)

の
文
学
と
朝
鮮
古
典
文
学
へ
の
影
響 

 

こ
こ
で
い
う
「
文
華
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る
経
国
文
学
を
指
し
、
具
体
的
に
は
詩
文

で
も
っ
て
政
治
外
交
と
深
く
か
か
わ
り
を
持
っ
て
き
た
文
学
で
、
内
容
的
に
は

朝
鮮
文
学
の
「
載
道
之
文
」
の
源
流
と
な
る
も
の
を
指
す
。
韓
愈
の
文
学
は
後
に

「
唐
宋
八
大
家
文
」
１
５

を
通
じ
て
東
ア
ジ
ア
に
広
く
流
布
さ
れ
る
が
、
そ
の
特

徴
は
宋
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
か
つ
他
の
宗
教
と
比
較
し
て
儒
教
を
も
っ

と
も
尊
び
仏
教
を
排
斥
し
た
点
に
あ
る
。 

 

私
は
言
い
た
い
、「
仏
教
・
道
教
の
普
及
を
塞
が
な
け
れ
ば
、
い
に
し
え
の

聖
王
の
教
え
は
再
び
広
が
ら
な
い
。
仏
教
・
道
教
を
禁
止
し
な
け
れ
ば
、
い
に

し
え
の
聖
王
の
道
は
行
わ
れ
な
い
。
仏
僧
・
道
士
を
民
に
帰
す
の
だ
。
仏
書
・

道
書
を
焼
き
捨
て
る
の
だ
。
仏
教
徒
・
道
教
徒
を
寺
院
か
ら
追
放
し
て
、
普
通

の
居
宅
に
住
ま
わ
せ
る
の
だ
。
そ
し
て
い
に
し
え
の
聖
王
の
道
を
明
ら
か
に
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示
し
て
、
邪
宗
に
堕
ち
て
い
た
彼
ら
を
導
き
、
鰥か

ん

（
妻
の
な
い
男
）・
寡か

（
夫

の
な
い
女
）・
孤こ

（
親
の
な
い
幼
児
）・
獨ど

く

（
子
の
な
い
老
人
）・
廢
疾

は
い
し
つ

（
不
治

の
傷
病
人
）
の
者
た
ち
を
保
護
し
て
養
育
す
る
の
だ
。
こ
れ
ら
を
す
る
こ
と
は
、

ま
だ
今
よ
り
ま
し
と
な
る
対
策
に
近
い
だ
ろ
う
。
」
（『
原
道
』）
１
６ 

 

こ
の
よ
う
な
韓
愈
の
仏
教
に
対
峙
す
る
態
度
は
『
論
仏
骨
表
』
に
も
表
れ
て
い
る
。 

 

一
体
、
仏
は
も
と
異
民
族
の
人
で
あ
る
。
中
国
と
言
語
が
通
ぜ
ず
、
衣
服
も

作
り
方
が
異
な
り
、
口
に
洗
王
の
礼
法
の
言
説
を
い
は
ず
、
身
に
先
王
の
制
定

し
た
服
を
着
け
ず
、
君
臣
の
道
で
あ
る
義
理
、
父
子
の
間
の
情
愛
を
知
ら
な
い
。

（
中
略
）
ま
し
て
そ
の
身
は
死
ん
で
久
し
く
な
っ
て
い
る
。
そ
の
枯
れ
朽
ち
た

骨
、
不
吉
な
穢
れ
の
残
余
で
あ
る
仏
舎
利
な
ど
を
、
ど
う
し
て
宮
城
に
入
れ
て

よ
ろ
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
１
７ 

 

韓
愈
の
思
想
は
後
の
宋
学
に
も
受
け
継
が
れ
、
か
つ
そ
れ
は
宋
学
を
発
展
さ
せ

た
朱
子
学
を
国
教
化
し
た
朝
鮮
に
於
い
て
、
大
い
に
広
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
時

習
の
「
南
炎
浮
洲
志
」（
『
金
鰲
新
話
』
収
録
）
に
も
主
人
公
の
宗
教
的
葛
藤
が
見
え

る
が
、
こ
れ
な
ど
も
韓
愈
の
作
品
を
通
じ
て
な
ん
ら
か
の
思
想
的
影
響
が
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
同
時
期
に
活
躍
し
日
本
の
思
想
に
多
大

な
影
響
を
与
え
た
空
海
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る
こ
と
が
い
え
よ
う
。 

 

（
２
）
空
海
（
七
七
四
～
八
五
三
）
の
『
三
教
指
帰
』
と
日
本
文
学
の
思
想
的
背

景  

韓
愈
と
同
時
期
に
活
躍
し
た
空
海
（
七
七
四
～
八
五
三
）
の
『
三
教
指
帰
』
に
つ

い
て
簡
略
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。 

『
三
教
指
帰
』
は
空
海
が
二
四
歳
の
十
二
月
に
完
成
し
た
も
の
で
彼
の
処
女
作

で
あ
る
。
構
成
は
序
文
と
上
巻
「
亀
毛
先
生
論
」
中
巻
「
空
虚
隠
士
論
」
下
巻
「
仮

名
乞
食
論
」
の
三
巻
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
三
教
と
は
儒
教
・
道
教
・
仏
教
を

指
し
、
ま
ず
儒
教
を
紹
介
し
、
次
に
道
教
の
立
場
か
ら
儒
教
を
批
判
し
、
最
後
に
仏

教
の
立
場
か
ら
道
教
を
批
判
し
て
、
仏
教
が
最
も
優
れ
て
い
る
こ
と
を
結
論
と
し

て
い
る
。
内
容
は
最
初
に
儒
者
の
亀
毛
先
生
が
兎
角
公
の
甥
の
蛭
牙
公
子
（
モ
デ
ル

は
空
海
の
甥
）
の
非
行
を
諫
め
忠
孝
、
立
身
、
出
世
の
儒
教
道
徳
を
説
明
す
る
。
中

巻
で
は
道
教
の
虚
空
隠
士
が
儒
教
道
徳
を
認
め
な
が
ら
も
不
老
長
寿
、
超
俗
の
道
、

昇
天
の
神
術
な
ど
道
徳
の
特
質
を
説
明
し
て
、
道
教
が
儒
教
よ
り
優
れ
た
教
え
で

あ
る
こ
と
を
結
論
づ
け
た
。
最
後
の
下
巻
で
は
仏
教
の
仮
名
乞
児
が
儒
教
の
立
身

出
世
の
道
徳
を
否
定
し
、
さ
ら
に
道
教
の
脱
俗
長
生
の
説
も
否
定
し
て
、
仏
教
の
三

世
因
果
の
理
法
を
解
説
し
、
衆
生
救
済
こ
そ
最
高
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
の
た
め
に
「
無
常
の
賦
」「
受
報
の
詞
」「
生
死
海
の
賦
」
な
ど
を
唱
え
て
六
道
輪

廻
の
現
実
相
を
教
え
、
さ
ら
に
五
戒
、
十
善
、
六
度
、
八
正
道
、
七
寛
支
、
四
念
処
、

四
弘
誓
願
な
ど
、
仏
教
の
根
本
的
な
教
義
を
説
き
、
仏
徳
の
偉
大
な
る
を
讃
歎
し
て

い
る
。
１
８

こ
の
仏
教
の
優
位
性
は
、
後
の
日
本
文
学
に
お
け
る
仏
教
の
影
響
の
深

さ
と
結
び
つ
く
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。 

 

（
３
）
白
居
易(

七
七
二
～
八
四
六)

と
韓
愈(

七
六
八
～
八
二
四) 
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韓
愈
と
並
び
称
さ
れ
日
本
文
学
へ
の
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
白
居
易
は
「
四

種
の
試
験
を
一
度
の
失
敗
も
な
く
通
り
抜
け
た
受
験
の
神
様
」
１
９

と
さ
れ
る
。
二

人
の
詩
風
に
関
し
て
は
と
も
か
く
、
そ
の
人
柄
に
つ
い
て
は
正
反
対
で
あ
り
興
味

深
い
。 

唐
の
科
挙
は
試
験
官
と
縁
故
の
あ
る
高
官
の
推
挙
が
欠
か
せ
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
当
代
一
流
の
文
人
で
あ
っ
て
も
科
挙
合
格
の
た
め
の
推
挙
の
依
頼
文
を
残
し

て
い
る
。
こ
こ
で
は
日
本
文
学
に
も
っ
と
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
白
居

易
と
韓
愈
の
気
質
の
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
れ
は
日
朝
文
学
の
違
い

に
も
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

四
種
類
の
試
験
を
一
度
の
失
敗
も
な
く
通
り
抜
け
た
受
験
の
神
様
の
よ
う
な
白

居
易
は
、
自
作
の
練
習
問
題
や
、
答
案
が
科
挙
用
模
範
文
例
と
し
て
広
く
流
布
し
た

と
い
わ
れ
る
が
、
そ
ん
な
人
で
も
省
試
に
先
立
っ
て
高
官
に
呈
上
し
た
書
簡
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
２
０

そ
の
内
容
は
「
但
だ
誠
あ
る
所
を
貢
し
、
疑
う
所
を
質た

だ

さ
ん

と
欲
す
る
の
み
」
と
甚
だ
恭
謙
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
一
度
で
合
格
し
た
。 

反
対
に
進
士
科
を
四
度
目
に
及
第
し
、
吏
部
試
に
三
度
失
敗
し
た
韓
愈
は
、
目
上

の
人
に
も
の
を
頼
む
の
に
自
ら
を
怪
物
に
た
と
え
「
常
麟

じ
ょ
う
り
ん

凡ぼ
ん

介か
い

の
品
彙

ひ

ん

い

匹
儔

ひ
っ
ち
ゅ
う

に
非

ざ
る
な
り
」
と
す
る
放
胆
文
を
何
通
も
残
し
て
い
る
。
端
的
に
い
う
な
れ
ば
、
権
威

に
対
す
る
恭
寧
さ
、
新
奇
を
好
む
豪
胆
さ
と
い
う
人
柄
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
違
い
も
両
国
の
人
々
の
精
神
と
何
ら
か
の
相
関
を
な
し
て
い
る
だ

ろ
う
。
２
１ 

 

四
、「
文
華
」
交
流
の
実
態
と
そ
の
行
方 

 

日
朝
の
「
文
華
」
交
流
で
文
学
と
深
く
関
わ
る
も
の
は
漢
詩
で
あ
る
。
そ
の
記
録

の
古
い
も
の
が
日
本
最
古
の
漢
詩
集
で
あ
る
『
懐
風
藻
』（
七
五
一
～
七
五
二
頃
）

２
２

に
み
ら
れ
、
序
文
に
は
日
本
の
漢
文
学
が
百
済
の
入
朝
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た

こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
王
仁
は
軽
島
に
於
い
て
応
神
天
皇
の
息
子
で
仁
徳
天
皇

の
異
母
弟
に
経
籍
を
教
授
し
た
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
敏
達
天
皇
の
頃
に
は
高
麗
上

表
２
３

を
誰
一
人
読
み
解
け
な
か
っ
た
が
、
王
辰
爾
２
４

が
解
読
し
た
と
あ
る
。
百
済

の
日
本
へ
の
漢
文
学
伝
達
は
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
が
、
興
味
深
い
の
が
こ
の
『
懐

風
藻
』
に
長
屋
王(

六
七
五
～
七
二
九)

の
邸
宅
で
読
ま
れ
た
「
宴
新
羅
客
」
と
さ
れ

る
漢
詩
が
九
首
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
十
一
世
紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ

る
『
本
朝
文
粋
』
に
は
兼
明
親
王
（
九
一
四
～
九
八
七
）
の
「
新
羅
賊
勅
符
」
が
あ

る
よ
う
に
、
新
羅
と
の
外
交
は
問
題
が
多
か
っ
た
も
の
の
、
長
屋
王
の
頃
に
は
交
流

が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。 

そ
の
他
に
は
勅
撰
漢
詩
集
２
５

の
一
つ
で
あ
る
『
文
華
秀
麗
集
』（
八
一
八
）
に
は

渤
海
使
と
の
や
り
取
り
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。（
文
末
表
参
照
） 

新
羅
と
の
間
に
は
軋
轢
が
あ
っ
た
も
の
の
渤
海
と
の
間
は
概
ね
良
好
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
２
６

そ
の
始
ま
り
は
蝦
夷
に
漂
着
し
京
都
に
た
ど
り
着
い
た
渤
海
使

の
高
仁
義
ら
が
七
二
七
年
に
天
皇
と
謁
見
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
一
方
で
新
羅

は
七
三
三
年
に
渤
海
を
攻
撃
し
、
唐
へ
の
朝
貢
を
再
開
さ
せ
て
い
る
。
渤
海
側
は
私

的
貿
易
を
行
お
う
と
す
る
商
人
も
多
く
、
そ
の
た
め
遣
使
が
留
め
置
か
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
が
、
２
７

九
二
七
年
の
滅
亡
の
頃
ま
で
三
五
次
に
わ
た
り
そ
の
関
係
が
続

い
た
。『
文
華
秀
麗
集
』
に
み
ら
れ
る
渤
海
大
使
の
中
で
十
七
次
（
八
一
四
）
遣
使

の
王
孝
廉
は
文
人
と
し
て
名
高
か
っ
た
が
、
天
然
痘
に
か
か
り
渤
海
帰
郷
を
望
み

な
が
ら
客
死
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
漢
詩
は
概
ね
友
好
的
な
交
流
に
よ
っ
て
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作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
交
流
に
よ
っ
て
生
じ
た
文
華
の
結
晶
が
平
安
朝
の
国
文

学
発
展
の
寄
与
に
繋
が
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
２
８

そ
う
考
え
る
と
、
勅

撰
漢
詩
集
が
作
ら
れ
た
時
代
の
文
学
と
は
決
し
て
「
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
」
で
は

な
く
、
む
し
ろ
国
風
文
学
の
発
展
を
も
た
ら
し
た
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
ら
渤
海
の
漢
詩
が
多
く
収
録
さ
れ
た
の
は
、
王
孝

廉
が
客
死
し
た
そ
の
非
運
に
同
情
し
た
か
ら
と
か
、
か
ね
て
よ
り
遣
唐
使
や
空
海

ら
と
親
交
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
天
皇
の
徳
を
賛
美
し
、

「
萬
国
臣
義
」
を
表
す
意
味
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
２
９

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
日

本
の
「
文
華
」
意
識
が
表
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
や
や
も
す
れ
ば
互
い
の
国
の
序
列
を

形
成
す
る
上
で
の
蕃
国
意
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
「
武
威
」
と
「
文
華
」
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
相
手
国
と
の
序
列
を
認
識

さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
「
文
華
」
交
流
は
唐
の

影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
も
の
だ
け
あ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
勢
力
が
弱
ま

る
に
つ
れ
寂
れ
る
に
至
っ
た
と
い
え
る
。
律
令
制
が
形
骸
化
し
、
外
交
使
節
の
た
め

の
鴻
臚
館
が
廃
れ
て
し
ま
っ
た
の
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
３
０ 

 

 

五
、
お
わ
り
に 

本
稿
で
は
東
ア
ジ
ア
の
交
流
を
媒
介
に
、
文
学
と
関
連
す
る
「
武
威
」
と
「
文
華
」

の
両
面
に
注
目
し
、
日
朝
比
較
文
学
の
理
解
を
多
角
度
か
ら
考
察
す
る
上
で
の
要

点
を
述
べ
た
。
ま
ず
「
武
威
」
と
関
連
す
る
「
三
韓
征
伐
」
は
、
日
本
の
朝
鮮
に
対

す
る
優
越
意
識
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
新
羅
に
対
す
る
蕃
国
意
識
、
す
な

わ
ち
相
手
を
格
下
と
考
え
る
意
識
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
の
精
神
は
後
々
ま

で
続
い
て
お
り
、
特
に
本
居
宣
長
の
『
馭
戎
慨
言
』
に
強
く
表
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
。
ま
た
そ
の
意
識
は
実
際
『
経
国
集
』
巻
二
十
「
策
」
や
『
本
朝
文
粋
』
「
新

羅
賊
勅
使
」
に
も
表
れ
て
い
る
。
一
方
で
「
文
華
」
の
背
景
と
な
る
唐
と
の
関
係
と

し
て
は
、
朝
鮮
文
学
に
み
ら
れ
る
「
載
道
之
文
」
の
源
流
が
韓
愈
の
廃
仏
思
想
と
関

わ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
反
対
に
日
本
文
学
と
の
関
連
で
は
空
海
の
『
三
教
指
帰
』
を

あ
げ
崇
仏
思
想
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
他
に
も
朝
鮮
で
は
韓
愈
の
詩
文
は
「
唐
宋
八

大
家
」
な
ど
を
通
じ
て
後
々
ま
で
伝
え
ら
れ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
同
時
代
の
白

居
易
の
詩
文
が
平
安
時
代
の
文
学
を
通
じ
て
人
口
に
膾
炙
し
た
。
ま
た
こ
の
二
人

の
性
格
は
豪
胆
と
恭
寧
と
い
う
点
で
対
照
的
な
人
物
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。「
文

華
」
交
流
の
実
態
と
そ
の
行
方
で
は
、
勅
撰
漢
詩
集
を
中
心
に
新
羅
・
渤
海
と
関
係

す
る
内
容
を
も
つ
漢
詩
文
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
。
特
に
渤
海
大
使
で
あ
っ
た
王

孝
廉
の
詩
文
が
『
文
華
秀
麗
集
』
に
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
文

華
」
交
流
と
し
て
国
文
学
の
発
展
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
一
方
で
、
そ
れ
は
つ

ま
る
と
こ
ろ
天
皇
の
徳
を
賛
美
し
、
萬
国
臣
義
を
表
す
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ

の
点
に
お
い
て
「
武
威
」
と
「
文
華
」
は
表
裏
一
体
で
あ
り
、
と
も
に
東
ア
ジ
ア
の

文
学
交
流
と
深
い
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
、
思
想
的
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て

い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
本
稿
で
は
主
に
勅
撰
漢
詩
集
を
挙
げ
た
が
、
今
後
、
個
人

作
品
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
の
「
文
華
」
交
流
も
取
り
上
げ
、
ま
た
朝
鮮
古
典
文
学
に

お
い
て
も
「
武
威
」
と
「
文
華
」
が
ど
の
よ
う
な
形
で
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
、
さ

ら
に
考
察
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。 
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（
表
）
新
羅
・
渤
海
の
交
流
と
関
連
す
る
漢
詩
文 

 

           

『懐風藻(七五一)』 

1 山田三方 五言 秋日於長王宅宴新羅客 

2 背奈王行文 五言 秋日於長王宅宴新羅客 

3 調古麻呂 五言 初秋於長王宅宴新羅客 

4 下毛野虫麻呂 五言 秋日於長王宅宴新羅客 

5 長屋王 五言 於寶宅宴新羅客 

6 安倍廣庭 五言 秋日於長王宅宴新羅客 賦得流字 

7 百済和麻呂 五言 秋日於長王宅宴新羅客 賦得時字 

8 吉田連宜 五言 秋日於長王宅宴新羅客 賦得秋字 

9 藤原総前 五言 秋日於長王宅宴新羅客 賦得難字  

『凌雲集(八一四)』 1 大伴宿禰 渤海入朝 

『文華秀麗集(八一八)』 

1 王孝廉 奉勅陪内宴詩  

2 釈仁貞 七日禁中陪内宴詩  

3 王孝廉 春日対雨 探得情字  

4 巨勢識人 春日餞野柱史奉使存問渤海客 一首    

5 仲雄王 懐書呈王中書 一首 

6 坂上今雄 秋朝聴鴈 寄渤海入朝高判官釈録事 一首  

7 坂上今継 和渤海大使見寄之作 一首  

8 滋野貞主 春夜宿鴻臚 簡渤海入朝王大使 一首 

9 桑原腹赤 和渤海入観副使公賜対龍顔之作 一首 

10 王孝廉 
在邊亭賦得山花戯 寄両箇領客使并滋三 一

首  

11 王孝廉 和坂領客対月思郷見贈之作 

12 王孝廉 従出雲州書情 寄両箇勅使 一首 

『経国集(八二七)』 

1 釈空海 七言 南山中 新羅道見過 一首 

2 安倍吉人 七言 勿聞渤海客礼仏感而賦之 一首  

3 嶋田清田 七言 同安領客感客等禮仏之作 一首 

4 滋野貞主 七言 舘滋貞主春日奉使入渤海客館 一首 

5 楊泰師 七言 夜聽擣衣 一首 

6 楊泰師 五言 奉和紀朝臣公詠雪詩 一首 

7 紀真象 対策 問 三韓朝宗為日久矣 

『本朝文粋(一〇一〇)』 
1 兼明親王 新羅賊勅使 

2 後江相公 夏夜於鴻臚館餞北客 



12 

 

 
１ 

池
内
敏
は
、「
近
世
日
本
人
が
自
ら
を
『
武
』
で
特
徴
づ
け
る
こ
と
は
、
同
時
代

人
の
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
」
と
し
、
雨
森
芳
洲
の
「
日
本
人
ハ
武
ヲ
以
て
利
ト

ス
。
朝
鮮
人
ハ
文
ヲ
以
テ
利
ト
ス
。
眼
前
の
利
は
武
ニ
ア
リ
、
他
日
ノ
利
は
文
ニ

ア
リ
。
史
官
ノ
亀
鏡
文
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
伝
ラ
ズ
、
然
レ
ハ
其
の
智
ノ
浅
深
遠
近
可

知
之
也
。
」（
「
交
隣
大
昕
録
」）
を
引
用
し
て
い
る
。
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所

『
続
芳
洲
外
交
関
係
資
料
（
雨
森
芳
洲
全
書 

四
）
』
関
西
大
学
出
版
部
、
一
五
四

頁
。
池
内
敏
著
『
日
本
人
の
朝
鮮
観
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
た
か
（
叢
書
東
ア

ジ
ア
の
近
現
代
史
、
第
３
巻
）』
講
談
社
、
二
〇
一
七
、
三
九
頁
。
芳
洲
は
ま
た
、

日
本
が
何
事
に
お
い
て
も
先
を
急
ぎ
後
々
の
こ
と
ま
で
深
く
図
ら
な
い
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。「
惣
体
一
時
の
勝
を
主
と
し
、
後
来
を
慮
ら
ず
候
は
日
本
人
の

風
儀
。
当
時
は
穏
便
に
い
た
し
置
き
、
後
来
の
勝
を
取
り
候
は
朝
鮮
の
深
計
に
て
、

智
慮
の
優
劣
是
非
な
き
事
に
候
」
雨
森
芳
洲
・
田
代
和
生 
校
注
『
交
隣
提
醒 (

東

洋
文
庫
八
五
二)

 

』
平
凡
社
、
二
〇
一
四
、
一
六
八
頁
。 

２ 

日
本
の
「
武
威
」
に
関
連
し
て
は
、
池
内
敏
の
著
作
を
参
考
さ
れ
た
い
。『
大
君

外
交
と
「
武
威
」- 

近
世
日
本
の
国
際
秩
序
と
朝
鮮
観
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
六
。 

３ 

趙
燦
鵬
「
南
朝
梁
元
帝
《
職
貢
図
》
題
記
佚
文
的
新
発
現
」『
文
史
』
第
一
輯
、

中
華
書
局
、
北
京
、
二
〇
一
一
年
。 

４ 

尹
龍
九
「
『
梁
職
貢
圖
』
の
傳
統
と
摹
本
」『
木
簡
と
文
字
』
九
、
韓
国
木
簡
学
会
、

ソ
ウ
ル
、
二
〇
一
二
。
原
題
は
韓
国
語
。 

５ 

文
学
と
武
威
の
関
連
性
に
関
し
て
は
以
下
の
著
作
に
詳
し
い
。
金
時
徳
『
異
国

征
伐
戦
記
の
世
界 

:
 

韓
半
島
・
琉
球
列
島
・
蝦
夷
地
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
。

井
上
泰
至
・
長
尾
直
茂
・
鄭
炳
説
編
『
日
中
韓
の
武
将
伝
（
ア
ジ
ア
遊
学
一
七
三
）』

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
。 

６ 

新
羅
、
百
済
、
高
麗
（
高
句
麗
）
を
加
え
て
三
韓
と
し
て
い
る
。『
神
皇
正
統

記
』
二
、
二
十
コ
マ
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
資
料
参
照
。
書
誌
情
報
に

江
戸
初
期
の
写
本
と
あ
る
。
参
考URL

：

https://dl.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fp

id%2F2545123&contentNo=20&outputScale=1

（
二
〇
二
〇
、
一
月
二
七

日
取
得
） 

７ 

三
浦
理
『
直
毘
霊
・
馭
戎
慨
言
・
霊
能
真
柱
（
有
朋
堂
文
庫
）』
有
朋
堂
書
店
、

一
九
一
四
、
一
〇
頁
。
宣
長
は
『
馭
戎
慨
言
』
で
任
那
が
日
本
に
来
た
最
初
の
外

国
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
上
掲
書
、
三
三
～
三
四
頁
。 

８ 

上
掲
書
、
三
七
頁
。 

９ 

国
学
で
は
「
天
命
思
想
」
と
「
易
姓
革
命
」
を
否
定
し
た
。
福
田
安
典
「
平
賀
源

内
の
自
国
意
識
」（
田
中
優
子 

編
『
日
本
人
は
日
本
を
ど
う
み
て
き
た
か
江
戸
か

ら
見
る
自
意
識
の
変
遷
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
）
二
一
四
頁
参
照
。 

１
０ 

当
時
は
、
天
命
を
あ
が
め
徳
川
幕
府
の
威
光
を
高
め
よ
う
と
し
た
新
井
白
石

（
一
六
五
七
～
一
七
二
五
）
が
い
た
。
ケ
イ
ト
・W

・
ナ
カ
イ
『
新
井
白
石
の
政

治
戦
略
－
儒
学
と
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
。
ま
た
荻
生
徂
徠
を
は

じ
め
儒
学
が
栄
え
た
時
期
で
あ
り
、
宣
長
の
説
は
こ
れ
ら
前
時
代
の
学
者
た
ち

へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
徂
徠
は
、「
東
海
は

聖
人
を
出
さ
ず(

『
徂
徠
先
生
學
則
』)

」
と
い
っ
た
が
ゆ
え
に
、
国
学
の
力
が
強

か
っ
た
時
代
に
は
厳
し
い
批
判
と
受
け
て
い
た
と
さ
れ
る
。
大
木
康
「
夷
の
国
の

                                        

             

 

https://dl.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F2545123&contentNo=20&outputScale=1
https://dl.ndl.go.jp/view/jpegOutput?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F2545123&contentNo=20&outputScale=1
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学
問
‐
漢
学
と
国
学
」（
田
中
優
子 

編
、
前
掲
書
）
二
十
頁
参
照
。 

１
１ 

宣
長
は
、
神
功
皇
后
の
三
韓
征
伐
に
関
し
て
も
言
及
し
、
三
韓
を
御
奴
（
み
や

つ
こ
）
と
し
「
つ
か
へ
ま
つ
る
べ
き
国
」
す
な
わ
ち
臣
下
の
国
と
し
て
い
る
。
前

掲
書
『
馭
戎
慨
言
』
三
四
～
三
五
頁
。 

１
２ 

「
三
韓
朝
宗
、
為
日
久
矣
。
占
風
輸
貢
、
歳
時
靡
絶
。
」
与
謝
野
寛
・
政
宗
敦

夫
・
与
謝
野
晶
子
『
日
本
古
典
全
集 

第
一
回 

懐
風
藻 

凌
雲
集 

文
華
秀
麗
集 

経
国
集 

本
朝
麗
藻
（
復
刻
日
本
古
典
全
集
）
』
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
二
、
一
七

七
頁
。
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学 

補
篇
』
塙
書
房
、
一
九
九
八
、
四

一
六
～
四
二
二
頁
。『
経
国
集
』
の
策
文
に
つ
い
て
は
近
年
以
下
の
よ
う
な
研
究

成
果
も
見
ら
れ
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
学
と
は
何
か
を
考
え
る
う
え
で
重
要

な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
尤
海
燕
『
経
国
集
』
の
「
時
務
策
」
研
究
、
第
二
回
東

ア
ジ
ア
日
本
研
究
者
協
議
会 

国
際
学
術
大
会
、
二
〇
一
七
年
十
月
二
七
～
二
九

日

 

南

開

大

学

（

天

津

）

参

考

URL

：

h
t
t
p
:
//
w
w
w.
s
u
mi
t
o
mo
.
o
r.j

p
/
p
d
f/
j
a
re
/
1
6_
j
a
re
_
s
eika/jare16-

1
4
.
p
d
f

（
二
〇
二
〇
年
一
月
十
八
日
取
得
） 

１
３ 

白
村
江
の
戦
い
以
降
、
百
済
か
ら
の
移
民
が
多
く
七
一
六
年
に
は
武
蔵
国
高
麗

群
の
設
置
が
行
わ
れ
た
。
八
世
紀
以
降
は
新
羅
の
賊
が
対
馬
や
北
九
州
を
襲
い
、

ま
た
七
五
〇
年
後
半
に
は
多
く
の
新
羅
人
が
社
会
情
勢
の
悪
化
に
よ
っ
て
日
本

に
帰
化
し
た
。
七
五
八
年
に
は
武
蔵
国
新
羅
郡
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
八
二

〇
年
（
弘
仁
十
一
年
）
二
月
十
三
日
に
は
遠
江
・
駿
河
両
国
に
移
配
し
た
新
羅
人

在
留
民
七
〇
〇
人
が
反
乱
を
起
こ
し
た
た
め
以
降
の
帰
化
は
禁
止
と
な
っ
た
。

以
降
も
新
羅
賊
の
記
録
は
『
日
本
三
代
実
録
』
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
朝
鮮

側
の
資
料
に
は
見
ら
れ
な
い
。
新
羅
賊
に
関
す
る
記
事
が
な
く
な
る
の
は
高
麗

時
代
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
兼
明
親
王
の
生
年
代
に
は
新
羅
末
期
の
政
情
不
安

定
か
ら
た
び
た
び
新
羅
の
海
賊
が
日
本
に
き
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
実
際
に
新
羅

郡
の
設
置
は
高
麗
群
の
設
置
と
は
こ
と
な
り
、
日
本
と
新
羅
が
緊
張
関
係
に
あ

っ
た
時
に
行
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
亡
命
し
て
き
た
高
麗
人
、
百
済
人
と
は
異
な

り
、
政
治
的
緊
張
を
伴
う
中
で
新
羅
人
を
隔
離
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
経
国
集
（
八
二
七
）』
巻
第
二
十
、
策
下
「
対
策
」
に
あ
る
七
五

七
年
十
一
月
の
新
羅
討
伐
に
関
連
す
る
策
文
と
も
相
俟
っ
て
い
る
。
荒
井
秀
規

「
渡
来
人(

帰
化
人)

の
東
国
移
配
と
高
麗
郡
・
新
羅
郡 

文
部
科
学
省
私
立
大
学

戦
略
的
研
究
基
盤
形
成
支
援
事
業
」『
専
修
大
学
社
会
知
性
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー

古
代
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
年
報
』
一
、
二
〇
一
五
、
三
十
～
三
十
二
頁

参
照
。
日
本
の
武
蔵
国
の
高
麗
郡
・
新
羅
郡
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
唐
に
学
ん
だ

「
日
本
型
中
華
思
想
」
の
構
想
、
実
践
で
あ
り
律
令
制
が
及
ん
で
い
な
か
っ
た
蝦

夷
、
隼
人
と
同
様
の
地
位
に
見
て
い
た
と
さ
れ
る
。
藩
国
を
野
蛮
な
国
と
す
る
解

釈
は
と
も
か
く
、
三
韓
征
伐
に
よ
る
新
羅
観
も
含
め
た
日
本
人
の
意
識
構
造
が

う
か
が
え
る
。
宮
瀧
交
二
「
地
域 

日
本
か
ら
世
界
か
ら(

二
四
五)

武
蔵
国
高
麗

郡
・
新
羅
郡
成
立
の
背
景 : 

建
郡
一
三
〇
〇
年
」『
歴
史
地
理
教
育
』
八
五
五
、

二
〇
一
六
、
七
三
～
七
四
頁
。
日
本
型
中
華
思
想
に
つ
い
て
は
一
八
世
紀
の
日
本

の
自
他
意
識
と
関
連
し
て
次
の
書
も
参
照
さ
れ
た
い
。
桂
島
宣
弘
『
自
他
認
識
の

思
想
史 

 

日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
生
成
と
東
ア
ジ
ア
』
有
志
舎
、
二
〇
〇
八
。 

１
４ 

「
出
兵
を
神
託
に
よ
る
も
の
と
し
て
大
義
名
分
化
し
、
新
羅
の
朝
貢
を
正
当
化

せ
ん
と
し
た
発
想
で
あ
り
、
対
外
関
係
の
際
に
強
調
さ
れ
る
神
国
観
の
表
明
で

あ
っ
た
。」
三
宅
英
利
『
朝
鮮
観
の
史
的
展
開
』
一
九
八
二
、
高
塔
印
刷
、
六
頁
。

こ
の
よ
う
な
日
本
の
歴
史
的
経
緯
の
裏
を
返
せ
ば
、
華
夷
思
想
と
の
関
係
も
相

俟
っ
て
、
今
な
お
天
皇
を
「
日
王
」
と
し
て
日
本
の
右
傾
化
を
危
惧
す
る
韓
国
の

歴
史
的
心
情
も
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%A0%E6%B1%9F%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A7%BF%E6%B2%B3%E5%9B%BD
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１
５ 
明
初
の
朱
右
『
八
先
生
文
集
』（
現
存
せ
ず
）、
明
の
茅
坤
『
唐
宋
八
大
家
文
鈔
』

清
の
沈
徳
潜
『
唐
宋
八
大
家
文
読
本
』
な
ど
が
あ
る
。 

１
６ 

星
川
清
孝
『
唐
宋
八
大
家
文
読
本 

一
』
明
治
書
院
、
一
九
七
六
、
五
二
頁
。 

１
７ 

上
掲
書
、
一
二
〇
頁
。 

１
８ 

市
川
本
太
郎
『
日
本
儒
教
史
』（
二
）
中
古
篇
（
東
亜
学
術
研
究
会
）、
汲
古
書

院
、
一
九
九
一
、
一
〇
二
頁
引
用
。
渡
邊
昭
宏
・
宮
坂
宥
勝 

校
注
『
三
教
指
帰 

日
本
古
典
文
学
大
系
』
七
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
、
一
一
六
～
一
四
七
頁
。 

１
９ 

村
上
哲
見
『
科
挙
の
話
』
講
談
社
、
二
〇
〇
〇
、
二
一
三
頁
。 

２
０ 

上
掲
書
、
二
一
五
頁
。 

２
１ 

十
九
世
紀
に
起
こ
っ
た
宋
達
洙
の
「
人
物
同
異
論
」
な
ど
も
「
生
き
と
し
生

け
る
も
の
（
古
今
集
序
）
」
で
あ
る
万
物
を
一
体
と
み
な
し
た
「
一
切
衆
生
悉

有
仏
性
」
の
思
想
を
主
に
崇
拝
し
て
い
た
日
本
で
は
起
こ
り
よ
う
が
な
い
論
だ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
と
す
る
考
え
は
、
大
乗
仏

教
の
『
涅
槃
経
』
に
み
え
る
句
で
あ
る
が
、
仏
教
思
想
の
中
で
も
仏
性
が
あ
る

と
す
る
説 

(

天
台
宗)

に
対
し
、
仏
性
を
も
た
な
い
と
す
る
説(
法
相
宗
、
華
厳

宗)

が
あ
り
、
天
台
宗
や
禅
宗
が
盛
ん
に
お
こ
な
わ
れ
た
日
本
に
対
し
、
華
厳

宗
が
一
定
の
勢
力
を
保
っ
た
朝
鮮
と
の
違
い
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
日

本
に
お
い
て
華
厳
宗
は
「
七
三
六
年
に
唐
僧
道
璿

ど
う
せ
ん

が
伝
え
、
新
羅
僧
審し

ん

祥
じ
ょ
う

が

東
大
寺
で
初
め
て
華
厳
経
を
講
じ
、
日
本
華
厳
宗
の
第
一
祖
と
な
っ
た
。
第
二

祖
良ろ

う

弁べ
ん

に
よ
っ
て
確
立
し
た
が
、
の
ち
に
衰
え
、
鎌
倉
時
代
に
凝
然
・
高
弁
に

よ
り
復
興
さ
れ
た
。
東
大
寺
を
大
本
山
と
す
る
」
と
さ
れ
る
。
な
お
新
羅
の
義

湘
は
「
杜
順
に
華
厳
教
学
を
学
び
，
帰
国
後
，
東
海
華
厳
宗
を
開
い
た
」
と
さ

れ
る
。
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典
小
項
目
事
典 

、
大
辞
林
第
三
版
の
華

厳
宗
参
照
。
参
考URL:  

https://kotobank.jp/word/%E8%8F%AF%E5%8E%B3%E5%AE%97-

59345#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.

E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88

（
二
〇
一
九
年
十
一
月
十
四

日
取
得
） 

２
２ 

撰
者
不
明
の
序
文
か
ら
七
五
一
年
十
二
月
十
日
か
ら
七
五
二
年
一
月
八
日
の

間
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
。 

２
３ 

高
句
麗
国
書
を
さ
す
。 

２
４ 

第
十
六
代
百
済
王
・
辰
斯
王
の
子
で
あ
る
辰
孫
王
の
後
裔
で
中
国
南
朝
系
百

済
人
。 

２
５ 

『
凌
雲
集(

八
一
四)

』『
文
華
秀
麗
集(

八
一
八)

』『
経
国
集(

八
二
七)

』
を
さ

す
。
文
末
表
の
作
成
に
は
与
謝
野
寛
・
政
宗
敦
夫
・
与
謝
野
晶
子
、
前
掲
書
の
ほ

か
、
小
島
憲
之
『
懐
風
藻 

文
華
秀
麗
集 

本
朝
文
粋 

日
本
古
典
文
学
大
系
』
六

九
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
を
参
照
し
た
。
な
お
『
経
国
集
』「
対
策
」
に
つ
い

て
は
以
下
の
書
が
詳
し
い
。
津
田
博
幸
『
経
国
集
対
策
注
釈
』
塙
書
房
、
二
〇
一

九
。 

２
６ 

七
六
〇
年
に
は
遣
唐
副
使
の
大
伴
古
麻
呂
が
唐
の
朝
賀
の
儀
で
新
羅
と
上
席

を
争
う
事
件
が
あ
り
、
二
国
間
の
外
交
関
係
は
緊
張
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
二
年

前
の
七
五
八
年
の
武
蔵
国
新
羅
郡
の
設
置
は
藤
原
仲
麻
呂
政
権
の
政
策
と
し
て

唐
に
向
け
た
「
日
本
型
中
華
思
想
」
の
誇
示
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ

れ
る
。
宮
瀧
交
二
、
前
掲
論
文
、
七
五
頁
参
照
。 

２
７ 

渤
海
使
や
そ
の
漢
詩
に
関
し
て
は
菅
原
道
真
関
連
書
物
を
は
じ
め
と
し
、
次
の

論
稿
が
詳
し
い
。
小
川
利
彦
「
渤
海
使
を
迎
え
た
平
安
皇
権-

『
源
氏
物
語
』
の

https://kotobank.jp/word/%E8%8F%AF%E5%8E%B3%E5%AE%97-59345#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E8%8F%AF%E5%8E%B3%E5%AE%97-59345#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E8%8F%AF%E5%8E%B3%E5%AE%97-59345#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E8%8F%AF%E5%8E%B3%E5%AE%97-59345#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
https://kotobank.jp/word/%E8%8F%AF%E5%8E%B3%E5%AE%97-59345#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
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一
風
景
」
専
修
大
学
人
文
科
学
研
究
所
月
報
、
二
〇
一
四
、
三
九
頁
。（
小
川
利

彦
ほ
か
編
『
王
朝
文
学
と
東
ユ
ー
ラ
シ
ア
文
化
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
五
収

録
）
。
波
戸
岡
旭
「
渤
海
使
節
と
三
勅
撰
漢
詩
文
集-

『
文
華
秀
麗
集
』
と
王
廣
廉
・

釈
仁
貞
と
を
中
心
に-

」『
奈
良
・
平
安
朝
漢
詩
文
と
中
国
文
学
』
笠
間
書
院
、
二

〇
一
六
。
谷
口
孝
介
「
文
学
史
の
な
か
の
渤
海
客
使
」『
菅
原
道
真
の
詩
と
学
問
』

塙
書
房
、
二
〇
〇
六
。
柳
澤
良
一
「
菅
原
道
真
と
渤
海
使
の
交
流
」『
菅
原
道
真

論
集
』
和
漢
比
較
文
学
会
、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
。 

２
８ 

『
本
朝
麗
藻
』
に
み
ら
れ
る
高
階
積
善
、
伊
周
の
詩
文
か
ら
貴
子
や
そ
の
娘
定

子
の
教
養
の
高
さ
も
察
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
か
の
如
く
道
長
が
文
章
博

士
出
身
の
藤
原
為
時
の
娘
紫
式
部
を
娘
彰
子
に
出
仕
さ
せ
た
当
時
の
様
子
を
見

れ
ば
、
一
条
帝
を
取
り
巻
く
貴
族
た
ち
の
教
養
の
高
さ
、
そ
し
て
な
に
よ
り
も
後

宮
で
の
女
流
文
学
が
花
開
い
た
理
由
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。 

２
９ 

波
戸
岡
旭
、
前
掲
書
、
一
七
三
頁
。
王
孝
廉
ら
の
詩
は
、
『
懐
風
藻
』
の
五
言

古
詩
の
詩
型
と
は
違
っ
て
七
言
律
詩
の
近
体
詩
で
あ
り
、
優
れ
た
修
辞
技
巧
を

凝
ら
し
た
秀
作
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
実
は
『
文
華
秀
麗
集
』
に
と
っ
て
肝

心
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
皇
の
徳
を
賛
美
し
、
「
萬
国
臣
義
を
表
は
す
」

と
い
う
意
の
詩
を
、
海
彼
の
渤
海
国
の
詩
人
が
詠
ん
だ
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
の
詩
を
収
載
す
る
と
こ
ろ
に
、
嵯
峨
天
皇
の
文
学
観
の
実
が
よ

り
充
ち
満
ち
た
勅
撰
詩
集
と
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
ま
た
「
餞
別
」

「
贈
答
」
の
詩
群
は
、
渤
海
国
使
節
の
詩
人
た
ち
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
友
情
の

文
学
と
も
い
え
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
詩
の
収
載
に
よ
っ
て
嵯
峨
朝
に
お
け
る

文
学
の
場
が
よ
り
大
き
く
規
模
を
拡
げ
得
た
こ
と
を
示
す
勅
撰
詩
集
と
な
っ
た

と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
上
掲
書
、
一
七
七
頁
引
用
。 

３
０ 

七
〇
一
年
に
大
宝
律
令
の
制
定
と
共
に
大
学
寮
が
設
置
さ
れ
、
唐
を
模
倣
し
て

科
挙
も
行
わ
れ
た
が
、
同
時
に
蔭
位
の
制
な
ど
、
氏
姓
制
、
官
位
相
当
制
が
適
用

さ
れ
、
有
名
無
実
化
し
た
。
ま
た
一
一
七
七
年
の
大
学
寮
焼
失
以
降
、
大
学
寮
は

再
建
さ
れ
ず
、
科
挙
そ
の
も
の
は
室
町
時
代
ま
で
引
き
継
が
れ
た
と
さ
れ
る
が
、

ほ
ぼ
形
骸
化
し
た
。
熊
達
雲
・
李
卓
・
張
暮
輝
、「
古
代
日
本
に
お
け
る
科
挙
制

度
の
導
入
お
よ
び
廃
止
に
つ
い
て
」『
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
』
山
梨
学
院
大

学
、
二
〇
〇
八
、
六
三
～
六
四
頁
参
照
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム

に
於
い
て
、
宋
代
以
降
の
科
挙
が
行
わ
れ
た
の
と
異
な
る
。
日
本
に
於
い
て
は
唐

制
の
一
時
期
の
輸
入
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
唐
の
衰
退
と
と
も
に
そ
の
制
度
も
退

廃
し
た
こ
と
が
い
え
よ
う
。
な
お
大
学
寮
の
創
設
に
つ
い
て
は
『
懐
風
藻
』
序
文

の
内
容
や
『
日
本
書
紀
』
天
智
九
年(

六
七
〇)

正
月
及
び
二
月
の
「
鬼
室
集
斯
學

職
頭
」
の
内
容
か
ら
、
六
七
〇
年
と
す
る
。
実
際
に
「
大
学
寮
」
と
い
う
言
葉
が

表
れ
る
の
は
『
日
本
書
紀
』
天
武
四
年(

六
七
五)

正
月
「
大
学
寮
諸
学
生
」
か
ら

で
、
こ
の
頃
、
あ
る
い
は
六
八
九
年
の
飛
鳥
浄
御
原
令
に
お
い
て
「
学
識
」
か
ら

「
大
学
寮
」
へ
の
改
称
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
久
木
幸
男
『
大
学
寮
と
古
代
儒
教
』

サ
イ
マ
ル
出
版
会
、
一
九
六
八
、
一
八
～
一
九
頁
参
照
。 


