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は
し
が
き


ྐྵ
二
三
九
年
の
ౙ
、
倭
使
・

ঋ
ถ
一
ߦ
は
ᲇ
都
・
བ
ཅ
に
よ
う
や
く
౸
着
し
、
ᲇ
都
を
め
ぐ
る
෯

二
〇
メ
ー
ト

ル
༨
の
土
城
を
見
上
͛
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

日
後
に
は
ᲇ
の
ߖ
帝
・
໌
帝
に
Ӽ
見
し
、
こ
こ
に
ᲇ
・
倭
の
国
交
が
։
࢝

さ
れ
た
。


ঋ
ถ
た
ち
は
倭
国
を
出
発
し
て
六
Χ
月
༨
り
、
朝
鮮
半
島

岸
中
ԝ
に
あ
る
ଳ
ํ
郡
ி
で
ᲇ
王
朝
へ
の
表
ܟ
๚
問
の

झ
ࢫ
を
説
໌
し
、

介
を
ґ
པ
し
、

日

在
し
て
ਫ
や
৯
料
の
ิ
څ
を
お
こ
な
い
、
ଳ
ํ
郡
࢘
の
Ҋ
内
の
も
と
བ
ཅ
へ

と
向
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

二
〇
〇
九
年
一
一
月
五
日
、
奈
良
県
の
二
上
山

に
ू
っ
た
「
ふ
た
か
み
࢙
༡
会
」
の
一
ߦ
は
漢
ᲇ
བ
ཅ
城
に
౸
着
し

た
。
༦
ܠ
の
な
か
に
土
城
が
ු
か
Ϳ
。
ま
さ
に
མ
ཅ
の
時
だ
っ
た
。
ϙ
ϓ
ϥ
ฒ
木
の
向
う
に
༦
日
が

ん
で
い
っ
た
。

「
ふ
た
か
み
࢙
༡
会
」
は
、
一
九
九
二
年
四
月
に
Φ
ー
ϓ
ン
し
た
߳
ࣳ
市
二
上
山
ത
物
ؗ
༑
の
会
と
し
て
一
九
九
三
年
に

発

し
、
遺
跡
の
見
ֶ
会
や
अ
അ
台
国
γ
ン
ϙ
δ

Ϝ
な
ど
ଟ
く
の
׆
ಈ
を
し
て
き
た
が
、
お
し
く
も
二
〇
一
七
年
に
解

ࢄ
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
上
山
ത
物
ؗ
の
入
ޱ
に
は
、
བ
ཅ

近
か
ら
出
土
し
た

৾
時
代
（
二
六
五
～
三
一
六
年
）
の
武
人
ဵ
を
Ϟ
σ
ル
に
し

た


大
の
૾
が
ཱ
つ
。
な
ぜ
武
人
ဵ
な
の
か
。
そ
れ
は
市
内
の
ผ
ॴ
城
山
二
号

出
土
の
四
世
紀
の
さࡳ

Ͷ
よ
ろ
いߕと

ࣅ
た
ߕ
を
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伝
བ
ཅ
出
土
の
武
人
が
着
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
ത
物
ؗ
։
ؗ
の
前
年
に
ٸ
ᬎ
北
ژ
に
向
か
い
、
北
ژ
大
ֶ
で
そ

の
土
製
の
武
人
૾
に
ର
面
し
た
。
奈
良
県
ཱ
־
原
考
古
ֶ
研
ڀ
ॴ
に
留
ֶ
し
て
い
た
同
ߦ
の
ો

さ
ん
（
北
ژ
大
ֶ
ଔ
ۀ
、

奈
良
県
ཱ
־
原
考
古
ֶ
研
ڀ
ॴ
に
留
ֶ
）
は
、
そ
の
武
人
૾
が
三
世
紀
の
中
国
北
ํ
民

の
إ
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
と

ڭ
え
て
く
れ
た
。
ؼ
国
後
、
奈
良
市
の
石

、
ࠤ

উ
࣏
さ
ん
に
ґ
པ
し
、
二
上
山
࢈
ڽ
փ
ؠ
で
石
૾
を
ແ
ঈ
で
つ
く
っ

て
い
た
だ
い
た
。


৾
初
期
の
二
六
六
年
に
は
倭
国
の
使
ऀ
が
བ
ཅ
に

ݣ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
石
૾
は
二
上
山
ത
物
ؗ
で
࢝
ま
る

अ
അ
台
国
γ
ン
ϙ
δ

Ϝ
に
ふ
さ
わ
し
い
武
人
૾
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
ത
物
ؗ
と
「
ふ
た
か
み
࢙
༡
会
」
が
ओ
࠵
す
る

二
〇
〇
一
年
の
ୈ
一
ճ
अ
അ
台
国
γ
ン
ϙ
δ

Ϝ
か
ら
二
〇
一
七
年
の
ୈ
一
七
ճ
ま
で
の
一
七
年
ؒ
を
བ
ཅ
の
石
人
が
見

क
っ
て
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
七
ճ
の
γ
ン
ϙ
δ

Ϝ
で
は
、
ओ
に
अ
അ
台
国
時
代
の
प
ล
地
域
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
を
୳
っ
て
き
た
。
ࠓ

ճ
、
一
七
ճ
の
γ
ン
ϙ
δ

Ϝ
の
資
料
ू
に
د
ߘ
し
た
論
考
に
Ճ
え
て
、
関
連
す
る
ߨ
ԋ

を
ま
と
め
、
三
世
紀
の
都

市
・
纒
向
遺
跡
と
अ
അ
台
国
論
を
一
書
と
し
、
あ
ら
た
め
て

अ
അ
台
国
の
問

に
ഭ
っ
て
み
た
。

な
お
、
本
書
の
地
域
໊
は
、
ඈ
ௗ
・
奈
良
時
代
以
߱
の
旧

国
໊
を
漢
字
表
記
の
ま
ま
Ծ
に
使
用
し
て
い
る
。
弥
生
時
代

か
ら
古

時
代
に
か
け
て
の
地
域
త
ಛ
৭
が
、
ݱ
代
の
都
ಓ


県
໊
よ
り
近
い
と
ײ
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

邪
馬
台
国
時
代
の
王
国
群
と
纒
向
王
宮
◉
目 
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1
　
倭
人
は
文
字
を
使
っ
て
い
た

弥
生
時
代
以
来
、
日
本
列
島
各
地
に
中
国
商
人
た
ち
が
つ
く
っ
た
植
民
地
が
存
在
す
る
、
と
い
う
一
九
七
七
年
の
岡
田

英
弘
氏
の
説
は
強
烈
だ
っ
た
。
当
時
、
弥
生
時
代
の
日
本
列
島
に
そ
の
痕
跡
が
あ
る
可
能
性
を
私
は
ま
っ
た
く
考
え
て
い

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
武
末
純
一
氏
は
北
部
九
州
を
は
じ
め
、
ご
く
少
量
な
が
ら
近
畿
に
も
楽
浪
系
遺
物
が
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
武
末
氏
は
、
旧
伊
都
国
の
領
域
と
な
る
福
岡
県
糸
島
市
三み

く
も
ば
ん
じ
ょ
う

雲
番
上
遺
跡
で
は
五
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小

さ
な
発
掘
区
内
か
ら
楽ら

く

浪ろ
う

土
器
が
坏つ
き

・
壺つ
ぼ

・
大お
お

甕が
め

・
鉢は
ち

な
ど
器
種
セ
ッ
ト
を
そ
ろ
え
て
五
〇
点
ほ
ど
出
土
し
て
お
り
、
楽

浪
郡
の
人
び
と
が
来
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
楽
浪
系
官
人
が
伊
都
国
中
枢
に
い
て
文
字
に
よ
っ
て
朝
鮮
半
島

と
の
交
易
や
外
交
交
渉
の
一
端
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
。
後
漢
・
光
武
帝
か
ら
金
印
を
受
け
た
「
委
奴
国
」
の
外
交
も
当

然
、
文
書
外
交
で
あ
り
、
文
字
を
読
み
、
書
く
官
人
が
存
在
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
列
島
の
文
字
資
料
は
弥
生
中
期
に
伝
来
し
た
中
国
鏡
に
あ
る
吉
祥
句
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
倭
人
は
そ
れ
を

文
字
と
認
識
し
て
い
な
い
し
、
認
識
し
て
も
読
め
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
福
岡
県
須す

玖ぐ

王
墓
や
三

雲
王
墓
に
は
三
〇
～
四
〇
面
の
文
字
の
あ
る
漢
鏡
が
副
葬
さ
れ
て
お
り
、
入
手
し
た
王
が
外
交
を
担
当
す
る
漢
人
に
鏡
に

描
か
れ
て
い
る
図
柄
や
文
字
ら
し
き
も
の
に
つ
い
て
質
問
し
、
次
の
機
会
に
は
〝
こ
の
吉
祥
句
の
あ
る
鏡
を
〟
と
い
う
注

文
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
鏡
に
あ
る
文
字
が
倭
人
の
文
字
へ
の
関
心
を
ひ
ろ
め
、
福
岡
県
糸
島
市
三
雲
甕

棺
の
「
竟
」
を
は
じ
め
、
三
重
県
津
市
大だ

い

城し
ろ

遺
跡
の
二
世
紀
後
半
の
「
奉
」
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

で
は
、
弥
生
時
代
に
文
字
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
奈
良
県
の
唐か

ら

古こ

・
鍵か
ぎ

遺
跡
な
ど
か
ら
は
、
弥
生
時
代
後
期
の
記
号

の
つ
い
た
長
ち
ょ
う

頸け
い

壺つ
ぼ

な
ど
が
出
土
し
て
い
る
が
、
こ
の
記
号
は
後
続
す
る
三
世
紀
の
纒ま
き

向む
く

式
土
器
に
は
刻
印
さ
れ
る
こ
と
な

く
消
滅
す
る
。
纒
向
式
期
の
土
器
に
は
長
頸
壺
も
な
い
。

地
域
を
離
れ
て
も
共
通
し
た
表
記
を
お
こ
な
っ
て
い
る
一
、
二
世
紀
（
弥
生
時
代
後
期
）
の
記
号
が
そ
の
共
通
性
の
ゆ

え
に
文
字
に
発
展
す
る
要
素
が
強
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
枢
地
で
あ
る
近
畿
中
部
（
奈
良
・
大
阪
）
で
な
ぜ
突
然
に

記
号
は
消
滅
し
た
の
か
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
と
き
に
漢
字
が
導
入
さ
れ
、
文
字
に
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
記

号
は
消
滅
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
記
号
が
消
滅
し
た
地
域
に
文
字
が
早
く
導
入
さ
れ
、

記
号
が
残
る
地
域
へ
の
文
字
の
導
入
は
遅
い
と
み
ら
れ
る
。
記
号
が
消
え
る
時
期
は
、
女
王
卑
弥
呼
の
登
場
の
時
期
と
ほ

ぼ
同
時
で
あ
り
、
女
王
を
中
心
と
し
た
倭
国
の
外
交
中
枢
地
と
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

武
末
氏
は
、
韓
国
の
李
健
茂
氏
の
見
解
を
紹
介
し
、
前
一
世
紀
の
茶タ

戸ホ

里リ

一
号
墓
に
副
葬
さ
れ
て
い
た
筆
五
本
に
注
目

し
て
い
る
。
そ
し
て
倭
人
も
文
字
を
読
め
た
だ
け
で
は
な
く
、
書
け
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。

奈
良
県
桜
井
市
大だ

い

福ふ
く

遺
跡
の
三
世
紀
前
半
の
木
棺
の
底
か
ら
編
物
の
管
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
管
は
径
〇
・
八
セ
ン
チ
、

長
さ
八
セ
ン
チ
で
両
端
に
何
か
を
着
装
し
た
痕
跡
は
な
い
。
後
漢
の
『
論ろ

ん

衡こ
う

』
に
は
「
一
尺
の
筆
」
と
あ
り
、
漢
の
一
尺

は
二
三
セ
ン
チ
で
、
大
福
遺
跡
の
例
は
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
筆
軸
と
は
断
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
大
福
遺
跡
の

管
は
、
茶
戸
里
一
号
墓
の
筆
と
同
様
に
棺
の
下
か
ら
出
土
し
て
い
る
の
で
、
筆
で
あ
る
可
能
性
を
保
留
し
て
お
き
た
い
。

弥
生
時
代
の
文
字
使
用
を
さ
ら
に
決
定
づ
け
た
の
は
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
発
表
さ
れ
た
「
伊
都
国
」
三み

雲く
も

・
井い

原わ
ら

遺

跡
の
一
～
二
世
紀
の
硯

す
ず
り

片
で
あ
る
。
四
・
三
×
六
セ
ン
チ
の
片
面
が
研
磨
さ
れ
て
い
る
板
石
で
木
製
の
台
上
に
固
定
し
て

使
用
し
た
ら
し
い
。
同
様
の
硯
片
は
島
根
県
松
江
市
田た

和わ

山や
ま

遺
跡
に
も
あ
り
、
日
本
海
沿
岸
の
国
々
と
楽ら
く

浪ろ
う

郡
と
の
文
書

外
交
が
確
実
さ
を
増
し
て
き
た
。
ま
た
近
年
、
福
岡
県
筑
前
町
薬や

く

師し

ノ
上う
え

遺
跡
か
ら
完
全
な
形
の
硯
が
出
土
し
た
。
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図 1　奈良県唐古・鍵遺跡出土記号のついた土器図 2　弥生時代の筆・硯、文字


