
モ
ン
ゴ

ル
国
国
書

の
周
辺

植

松

　

正

モ ンゴル国国書 の周辺

は
　

し
　

が
　

き

　

い
わ
ゆ
る
蒙
古
襲
来
、
元
寇
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
こ

れ
ま
で
知
ら
れ
て

い
な
か

っ
た

モ
ン
ゴ

ル
国
国
書

な
ど
が
張
東
翼
氏
に
よ

っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

①

『
異
国
出
契
』

の
中
か
ら
再
発
見
さ
れ

て
紹
介
さ
れ
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
史
料

状
況
に
貴
重
な

一
歩
を
進
め
る
こ
と
と

な

っ
た
。

至
元
八
年

(
=
毛

一
)
に
国

号
を

「大
元
」
と
す
る
以
前
、
大
蒙
古
国
か
ら
B
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
国
書
と
し

て
は
、
至
元
三
年

(
一
二
六
六
)
八
月
、
大
蒙
古
国
皇
帝

(
フ
ビ
ラ
イ
、
世
祖
)
か
ら

日
本
国
王

(す
な
わ
ち
天
皇
)
に
宛

て
た
も
の
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
国
書

は
す
ぐ
に
は
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
な
か

っ
た
。
高
麗
国
の
使
者

は
蒙
古
国
使
者

の

ヘ
イ
ダ

ル

黒
的
ら
を
臼
本
に
送
り
届
け
る
べ
く
巨
済
島
に
ま
で
至
り
な
が
ら
、
海
峡
で
波
浪

の
高
い
の
を
前
に
し
て
引
き
返
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
と
の
次
第
を
蒙

古
朝
廷
に
報
告
し
た
高
麗
国
王
は
フ
ビ

ラ
イ
か
ら
再
度
日
本

へ
の
使
者
を
通
ず
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
はん

よ
う
厳
し
く
譴
責
を
受
け
た
。
か
く
し
て
最
初

の
蒙
古
国
国
書
が
高
麗

の
使
者
潘

ふ阜
に
よ

っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
至
元
五
年

(日
本
文
永
五
年
)
正
月

の

こ
と
で
あ

っ
た
。
張
氏
に
よ

っ
て
紹
介

さ
れ
た
の
は
、
従
来
そ
の
存
在
が
確
実
視

さ
れ
、
内
容
も
推
測
さ
れ
て
い
た
第
二
の
国
書
で
あ
り
、
至
元
六
年
に
大
蒙
古
国

中
書
省
か
ら
臼
本
国
王
に
宛
て
た
牒
形
式
の
文
書
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
や
視
点
か
ら
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
可
能

で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
も
と
元
代
の
海
運
事
業

へ
の
関
心
か
ら
蒙
古

(元
)
・
高
麗

・

日
本
の
関
係
に
接
近
し
よ
う
と
し
た
が
、
再
発
見
の
国
書
を
含
め
て
歴
史
的
に
考

察
す
る
に
は
、

ま
ず

基
本
と
な
る
相
互
の
関
係
を
外
交
文
書
の
往
復
と
し
て
捉

え
、
文
書
情
報
の
伝
達
の
様
相
と
し
て
理
解
す
る
の
が
有
力
な
方
法
で
は
な
い
か

と
想
い
到

っ
た
。
上
に
述
べ
た
よ
う
な
大
蒙
古
国
皇
帝
の
フ
ビ
ラ
イ
が
高
麗
国
王

　
　
　

し
よく

の
元
宗
王
殖

(も
と
の
諱
は
椣
)
を
譴
責
し
た
こ
と
に
し
て
も
、
使
者
が
も
た
ら
し

た
外
交
文
書
に
よ
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
文
献
史
料
の
全
般
的
検

討
が
必
要
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
あ
る
限
ら
れ
た
期
間
を
切
り
取

っ

た
形
で
、
こ
う
し
た
方
法
に
つ
い
て
そ
の
有
効
性
い
か
ん
を
検
討
し
、
な
お
モ
ン

ゴ
ル
国
国
書
の

一
部
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

外
交
文
書
の
整
理

　
ま
ず
文
献
史
料
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
従
来
と
も
研
究
者
が
歴
史
叙
述
や
論
証

の
た
め
に
用
い
て
き
た
文
献
は
主
と
し
て
以
下
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち

『
元
史
』
の
本
紀
と
列
伝
、　
『
元
高
麗
紀
事
』、　
『
高
麗
史
』
世
家
、
『
高
麗
史
節

要
』、
そ
し
て
日
本
に
伝
世

の
文
書
写
本
及
び
そ
の
翻
刻
で
あ
る
。

　

『
元
史
』
の
本
紀
は
元
朝
の
宮
廷
に
蓄
[積
さ
れ
て
い
た
実
録
に
基
づ
い
て
そ
れ
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窓史

を
節
略
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
く

に
日
付
に
つ
い
て
は
信
頼
の
お
け
る
も
の

と
考
え
て
よ
い
。
至
元
三
年
に
お
け
る
日
本
国
王
宛
の
国
書
の
全
文
が
世
祖
紀
に

採
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、　
『
元
史
』
の
編
者
が
対
日
本
関
係
の
重
要
な
第

一
歩
と

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。

ま
た

『
元
史
』

巻
二
〇
八
、

高
麗
伝
、

耽
羅

伝
、
日
本
伝
に
は
当
然
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
、
地
域
に
関
す
る
基
本
的
な
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
そ
の
来
源
で
あ

っ
て
、　
『
元
史
』
の
外
国
伝
は
、
至
順
三

年

(
一
三
三
二
)
に
成

っ
た

『
経
世
大
典
』

の
政
典
、

征
伐
の
記
録
に
基
づ
く
と

考
え
ら
れ
る
。　
『
経
世
大
典
』
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
残
ら
ず
、
分
解
さ
れ
て
明

代

の

『
永
楽
大
典
』

の
中
に
収
め
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が

『永
楽
大
典
』
は
清
末
の

混
乱
に
あ

っ
て
多
く
が
散
逸
し
、
そ
の
残

っ
た
部
分
か
ら
元
代

の
記
録
を
輯
本
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ジ
ヤム
チ

し
て
刊
行
し
た
の
が

『
憲
台
通
紀
』
、　

『
姑
赤
』、　
『
大
元
海
運
記
』
、
『大
元
馬
政

記
』
等
の
諸
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
輯
本
に
は
脱
誤
が
か
な
り
多
く
、　

『永
楽
大

典
』
の
該
当
部
分
と
校
合
す
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
て
き
た
。　
『
元
高
麗
紀
事
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②

も
そ
う
し
た
輯
本
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
書
の
も
と
と
な

っ
た
は
ず

の

『
永
楽
大
典
』
の
該
当
部
分
が
今
日
見
当
た
ら
な
い
の
で
、　

『
元
高
麗
紀
事
』

を
扱
う
場
合
に
は
誤
り
の
多
い
こ
と
に
と
く
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
基
本
的
に
は

『
元
高
麗
紀
事
』
の
記
録
は

『
元
史
』
高
麗
伝
に
引
き
継
が
れ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　

『
元
高
麗
紀
事
』
、　

『
元
史
』
高
麗
伝

の
記
事
は
、

当
然
な
が
ら
蒙
古

・
元
の

立
場
か
ら
記
さ
れ
、
例
え
ば
皇
帝
の

「
詔
」
な
ら
ば
高
麗
の
使
者
に
伝
達
さ
れ
た

年
時
に
繋
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

「
詔
」
は
高
麗
、
あ
る
い
は
蒙
古
の
使
者
の

旅
程
を
は
さ
ん
で
、
だ
い
た
い
二
箇
月
近
く
を
経
過
し
て
高
麗
に
伝
え
ら
れ
る
。

そ
れ
が

『
高
麗
史
』
世
家
、
ま
た

『高
麗
史
節
要
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
反
対

に
高
麗
か
ら
蒙
古

・
元
に
伝
え
ら
れ
る
情
報
も
同
じ
よ
う
な
次
第
で
伝
達
さ
れ
記

録
さ
れ
る
。

つ
ま
り
発
給
と
受
給

の
時
間
差
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

い
ま
こ
こ
で
日
本
国
王
宛

の
最
初
の
国
書
以
来
の
数
年
間
を
取
り
上
げ
る
便
宜

の
上
か
ら
、

至
元
三
年

(
一
二
六
六
)
か
ら
至
元
七
年

(
一
二
七
〇
)
ま

で
に
行
き

来
し
た
外
交
文
書
の
発
給
年
時
、
発
給
者
、
形
式
、
受
給
者
、
使
者
、
受
給
年
時

に
つ
い
て

「蒙
古

・
高
麗

・
日
本
外
交
文
書
簡
表
」
と
し
て
示
し
、
そ
の
文
書
の

内
容
が
い
く
ら
か
で
も
記
録
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
各
々
の
欄
外
に
出
典
を
示
し

て
お
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
校
合
の
便
宜
が
得
ら
れ
よ
う
。

　

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
数
年
の
情
勢
を
文
書
の
上
か
ら
概
観
し
て
お
け
ば
以
下
の

よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
初
の
蒙
古
国
国
書
の
発
給
か
ら
、
使
者
が
渡
海
せ

ず
に
引
き
上
げ
る
な
ど
が
あ

っ
た
末
に
、
よ
う
や
く
日
本
の
大
宰
府
に
国
書
が
届

け
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
果
な
く
し
て
帰
国
し
た
高
麗
の
蒙
古

に
対
す
る
弁
明
と
蒙
古
か
ら
の
再
度
の
譴
責
、
再
発
見
の

『
異
国
出
契
』
所
収
の

蒙
古
国
中
書
省
の
牒
、
高
麗
慶
尚
道
按
察
使

の
牒
、
高
麗
国
内
に
お
け
る
権
臣
林

え
ん衍

の
国
王
廃
立
の
ク
ー
デ
タ
に
か
ら
む
高
麗

・
蒙
古
間
の
文
書
往
復
と
、
蒙
古
か

ら
の
圧
力
に
よ
り

一
旦
は
廃
さ
れ
た
国
王
王
禧
が
復
位
し
た
こ
と
、
高
麗
国
内
の

蒙
古
に
対
す
る
抵
抗

(と
く
に
至
元
七
年
六
月
、
三
別
抄
の
反
乱
)
に
対
応
す
る
蒙
古

か
ら
の
文
書
群
で
あ
る
。

　
表
中

〔
ア
〕
、　

〔
カ
〕、　

〔キ
〕
、　

〔
ソ
〕
、　

〔
ツ
〕、　

〔
ヒ
〕

は
日
本

に
も
た
ら

さ
れ
た
文
書
で
あ
り
、　

〔
ソ
〕
、　

〔
ツ
〕
の
ふ
た
う

の
文
書
が

張
氏
に
よ

っ
て
再

発
見
、
紹
介
さ
れ
た

『異
国
出
契
』
所
収

の
も
の
で
あ
る
。
ま
た

〔ウ
〕
、
〔
コ
〕、

〔
サ
〕
、　

〔
シ
〕、　

〔
タ
〕
、　

〔
ナ
〕
は
高
麗
か
ら
蒙
古
に
伝
え
ら
れ
た
文
書
で
あ

る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

〔
ヌ
〕
、　

〔ネ
〕
は
、
臼
本
側
か
ら

〔
ソ
〕、　

〔
ツ
〕
の

両
文
書

へ
の
返
書
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
で
、
最
終
的
に
発
給
す
る
に
至
ら
な

か

っ
た
文
書
草
案
で
あ
る
。　

〔
へ
〕

は
現
存
し
て
は
い
な
い
が
、
従
来

の
研
究
成
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果
か
ら
、
三
別
抄

の
反
乱
勢
力
か
ら
日
本

へ
の
援
助
要
請
が
行
わ
れ
た
は
ず
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

書

の
存
在
を
推
定
し
て
付
し
て
お
い
た
。

　
蒙
古
襲
来

の
研
究
は
日
本
を
被
害
者

と
す
る
視
点
で
叙
述
す
る
も
の
が
多
か

っ

た
が
、

近
年
は

よ
り
視
野
を
拡
げ
て
東

ア
ジ
ア
全
般
の
情
勢
の
な
か
で

(あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

は
世
界
史
と
し
て
)
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が

つ
よ
く
な

っ
て
き
た
。
高
麗
情
勢
に

着
目
す
べ
き
こ
と
は
従
来
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
表
か

ら
も
蒙
古
と
日
本
の
二
国
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
間
に
介
在
す
る
高
麗
国
の

苦
境
と
も
い
う
べ
き
立
場
、
高
麗
国
国
内
の
情
勢
が
日
本

へ
波
及
す
る
さ
ま
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
詳
細
は
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
日
本
の

蒙
古

へ
の
対
応
も
、
蒙
古
の
圧
力
を
受
け
続
け
て
き
た
高
麗
国
の
情
勢
に
鑑
み
た

と
こ
ろ
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
各
国
と
も
こ
の
時
代
な
り
の
情
報
収
集
の
争
い

の
渦
中
で
苦
慮
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　
外
交
文
書
の
文
言
の
問
題

　
上
述
の
簡
表
は
国
際
情
勢
の
推
移
の
考
察
に
便
宜
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

い

ま
少
し
丁
寧
な
分
析
に
も
役
立

つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
文
書
中
に
あ
ら
わ
れ
る

文
言
の
問
題
で
あ
る
。

現
代
と
て
同
じ
で
あ
る
が
、

と
く
に
外
交
文
書
の
場
合

に
は
ど
の
よ
う
な
表
現
に
よ

っ
て
事
態
や
態
度
を
表
現
す
る
か
に
大
い
に
気
を
使

い
、

ま
た
相
手
に
誤
解
を
与
え
る
こ
と

の
な
い
よ
う

正
確
を
期
さ
ね
ば

な
ら
な

い
。
こ
れ
ら
の
文
書
群
に
は
同
じ
文
言
を
常
套
句
の
よ
う
に
く
り
返
し
用
い
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
そ
れ
は
事
実
と
し
て
同
じ
言
葉
が
く
り
返
さ
れ
た
と
い
う

に
と
ど
蓑
ら
ず
、
同
じ
言
葉
を
踏
襲
し
て
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
く
に
元
代

の
文
書
行
政

の
あ
り
方
の
問

題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。
大

モ
ン
ゴ

ル
帝
国
の
時
代
か
ら
大
可
汗
の
言
葉
は
格

別

に

大

い
な

る
権

威

と

し

て
尊

重

さ

れ

て

き

た
。

ヤ

サ
や

ジ

ャ

ル
リ

ク
が

そ

れ

で

あ

る
。

元

代

に

も

「
皇

帝

聖

旨
」
　

「
詔

書

」

な

ど
が

行

政
的

措

置

の
最
終

的

根

拠

と

し

て

し
ば

し
ば

引

用

さ

れ

た
。

同

じ

言
葉

の
く

り

返

し

に

は
、

誤

り

な

き

を
期

す
官

吏

の
慎

重

な
態

度

が

あ

っ
た
。

と
同

時

に
、

の
ち

に
詳

述

す

る

よ

う

に
、

モ

ン
ゴ

ル
語

か

ら
漢

語

へ
の
翻

訳

の
問
題

が

介

在

し

た

と
考

え

る

の
で

あ

る
。

　

つ
ぎ

に
簡

表

の
文

書

を

主

た

る
題

材

と

し

て
、

い
く

つ
か

の
文

言

を
検

討

し

て

み

た

い
。

　

　

　

　

　

　
事

例

1

「
去

使

」

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
へ

　

A
至

於

導

達

去

使

、

以

徹

彼

彊

、

開

悟

東

方

、

嚮

風

慕

義

、

茲

事

之

責

、

卿

宜

　

　
任

之

、

勿

以

風

濤

險

阻

爲

辭

、

勿

以

未

嘗

通

好

爲

解

、

勿

以

恐

彼

不

順

命

有

　

　

　

ヘ　　へ

　

　
阻

去

使

爲

託

。

卿

之

忠

誠

、

於

此

可

見

。

卿

其

勉

之

。

(
『
元
高

麗
紀
事
』
至
元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
⑤

　

　
三
年

八
月
条

、

『
高
麗
史

』

元
宗
世
家
元
宗
七
年

十

一
月

癸
丑
条
、

『
高

麗
史
節
要
』
)

　

　

〔イ

〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

む
か

　

　
去

使

を

導

達

し

て
、

以

て
彼

の
疆

に
徹

し
、

東

方

を

開

悟

し
、

風

に
嚮

い
義

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ

　

　
を

慕

わ

し
む

る

に

至

り

て

は
、

茲

の
事

の
責

、

卿

宜

し
く

こ
れ

に

任

ず

べ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
な

　

　
く

、

風

濤

の
険

阻

を

以

て
辞

と

為

す

勿

く

、

未

だ

嘗

て
通

好

せ
ざ

る

を
以

て

　

い
い
わ
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が

　

　
解

と

為

す

勿

く

、

彼

れ

命

に
順

わ

ず

去

使

を

阻

む

あ

る
を

恐

る

を
以

て
託

と

　

　
為

す

勿

れ

。

卿

の
忠

誠

、

此

こ
に
於

て

見

る

べ

し
。

卿

其

れ

こ
れ

に

勉

め

　

　
よ

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
へ

　

B

(至
元

四
年
六
月
)
、

帝

謂

王
稙

以

辭

爲

解

、

令

去

使

徒

還

、

復

遣

黒

的

等

至

　

　

高

麗

諭

稙

、

委

以

日
本

事

、

以

必

得

其

要

領

爲

期

。

稙

以

爲

海

道

險

阻

、

不

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑥

　

　

可
辱

天

使

。

(
『
元
史

』
日
本
伝
、
高

麗
伝
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お
も

　

　

(
至
元
四
年
六
月
)
、
帝

謂

え

ら

く

、
王
殖

、
辞

を

以

て
解

と
為

し
、

去
使

を

し

　

　

い
た
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

　

　

て
徒

ら

に

還

ら

し

む

と
、

復

た

黒
的

ら

を

遣

し
高

麗

に

至

り

て
禧

を
諭

し
、

29



窓史

　
　
委
ぬ
る
に

日
本
の
事
を
以
て
し
、

必
ず
其
の
要
領
を
得
る
を
以
て
期
と
為

　
　
す
・
醜

掛

え
ら
く
海
道
険
阻
に
し
て
、
天
使
を
購
か
し
む
べ
か
ら
ず
と
。

　

C

(
至
元
五
年
正
月
二
十
八
日
)
、

詔

諭

王
稙

日
、

「
…

…
令

海

陽

公

金

俊

.
侍

郎

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　へ

　

　
李

藏

用
賚

表
章

、

與

去
使

同

來

、

具
悉

以

聞

。
」
　

(
『
元
高
麗
紀
事
』
)
　

〔
ケ
〕

　

　

(
至
元

五
年
正
月
二
十

八
日
)
、

王
稙

に
詔

諭

し

て

日
く

、
　

「
…

…
令

海

陽

公

金

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
た
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
　
　
　
　
き
た
　
　
　
　
つ
ぶ

　

　
俊

・
侍

郎
李

蔵

用

を

し

て
表

章

を

責

し

、

去

使

と

同

も

に
来

り

、

具

さ

に

　

こ
と
こ
と

　

　

悉

く

以

聞

せ

よ
。
」

　

D

(
至
元

五
年
)
九

月

、

復

遣

黒

的

等

使

日

本
、

命
稙

導

送

。

詔

日
、　

「
:
:
:

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　へ

　

　
朕

謂
向

委

卿

導

達

去

使

、

若

送

至

日
本

、
彼

或

發

還

、
或

留

滞

、
責

不
在

卿

、

　

　
乃

飾

以

僞

辭

、

中

道

而

還

。
」

(『
元
高
麗
紀
事
』
、
『
高
麗
史
』
元
宗
世
家
)

〔
セ
〕

　

　

(至
元
五
年
)
九
月

、

復

た

黒
的

ら

を

遣

し

日
本

に

使

せ

し

め
、

禧

に

命

じ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
お
も
　
　
　
　
　さ

　

　

て
導

送

せ

し

む
。

詔

し

て

曰
く

、　

「
…

…

朕

謂

う

に
向

き

に

卿

に

委

し

て

去

　

　
使

を
導

達

せ

し

む

る

に

、

若

し

送

り

て

日
本

に

至

る

に
、

彼

或

い
は
発

還

　

　

し
、

或

い
は

留

滞

せ
ば

、

責

は
卿

に
在

ら
ず

、

乃

ち
飾

る

に

偽
辞

を
以

て

　

　

し
、

中

道

に

し

て
還

る
。

　

E

(至
元
七
年
)

十

二
月

、

詔

諭

禧

送

使

通

好

臼
本

、

日
、

「
朕

惟

日
本

自

昔

通

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　へ

　

　
好

中

國

、

實

相

密

邇

、

故
嘗

詔

卿

導

達

去
使

、

講
信

修

睦

、

爲

其
疆

吏

所

　

　
梗

、

竟

不
獲

明

諭

朕

心
。

…

…

し
　

(『
元
史
』
高
麗
傳

)

〔
フ
〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
よ
し

　

　

(
至
元
七
年
)

十

二
月

、

殖

に
詔

諭

し

使

を
送

り

好

み

を

日
本

に

通

ぜ

し

め

　

　

　

　

　

　

　

　
お
も

　

　

て

曰
く

、

「
朕

惟

う

に

日
本

は
昔

よ

り

好

み

を

中

国

に
通

じ
、

実

に
相

い
密

　

　
邇

た

り
、

故

に
嘗

て
卿

に
詔

し
去

使

を

導

達

し
、

信

を

講

じ

睦

を

修

め

し

め

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　じ
や
ま
だ
て
す
る
　

　

　

し

に
、

其

の
疆

吏

の
梗

す

る
所

と

な

り

、
竟

に
明

か

に
朕

が

心

を

諭

す

る

を

　

　

え

　

　
獲

ず

。

…

…
」

こ

の

「
去

使

」

な

る
語

は

元
代

特

有

の
言

葉

で
あ

り

、

お

そ

ら

く

「
差

去

使

臣
」

　さ
し
つ
か
わ
す
　

(
差
去
す

る
使
臣
)
を

約

め
た

語

と

考

え

ら

れ

る

。

な

に
ゆ

え

に

こ

の
よ

う

な

語

が

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ピ
チ
ク
チ

あ

ら

わ

れ

る

か
と

い
え

ば

、

訳

官

(蒙
古
的

に
い
え
ば
必
闍
赤
)
と

し

て

は
、

フ
ビ

ラ
イ

が

発

し

た

言

葉

を

忠

実

に
翻

訳

す

る
義

務

が

あ

り
、

そ

れ

で

こ

の
よ

う

な

造

語

が

行

わ

れ

た

と

み

た

い

の
で

あ

る

。

　

類

例

と

し

て

は
以
下

の
よ

う

な

も

の
が

あ

る
。

上

述

D

の

『
高
麗

史

』

元
宗

世

家

(文
書

〔
セ
〕
)

に
対

応

す

る
部

分

が

『
高

麗

史

節

要

』

巻

一
八
、

元
宗

九
年

十

一
月

の
条

で

は

つ
ぎ

の
よ

う

に

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　へ

　

　

詔

日
、　

「
向

委
卿

導
達

使

者
、

送

至

日
本

、

卿

乃

飾
辭

、

以

爲

風
浪

險

阻
、

　

　

不

可
輕

渉
、

中

道

而

還

。

…

…
」

こ

こ
で

は

「
去
使

」

を

「
使

者
」

と

言

い
換

え

て

い
る
。

さ

ら

に

『
高
麗

史
』

巻

二
六
、

世

家

元

宗

九

年

十

一
月
庚

寅

の
条

(文
書

〔
ス
〕
)
に

い
う

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
へ

　

　

詔

日
、　

「
…

…

其

所

造
船

隻

、

聽

去
官

指
畫

、

如

耽

羅

、

已
與

造
船

之

役
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
へ

　

　

不

必

煩

重

。

…

…
仍

差

去
官

先
行

相

視

黒

山

・
日
本

道

路
、

卿

亦

差
官

護

送

　

　

道
達

。
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し
か
く
　
　
　
　
　
　
ゆ
る

　

　

詔

し

て

曰

く

、

「
…

…

其

の
造

る
所

の
船

隻

は
、

去

官

の
指

画

す

る
を

聴

し
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

あ
ず
か

　

　

耽

羅

の
如

き

は
、

已

に

造
船

の
役

に

与

れ

ば

、

必

ず

し
も

煩

重

せ
ざ

れ
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
　
ず

　

　

…

…
仍

お

去
官

を

差

し

て

先
行

黒

山

・
日
本

の
道

路

を
相

視

し
、

卿

も
亦

た

　

　

官

を

差

し

て

護

送

し

道
達

せ

よ
。
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑦

や

は

り

「
去
官

」

と

い
う
翻

訳

の
造
語

が

あ

っ
た

の
で
あ

ろ

う
。

　

　

　

　

　

　

事

例

2

「
風
濤

険

阻
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

A
茲

事

之

責
、

卿

宜
任

之
、

勿

以

風
濤

險

阻
爲

辭

、

勿

以

未

嘗

通

好
爲

解

、

勿

　

　

以

恐

彼

不

順

命
有

阻

去

使
爲

託

。

(
『
元
高
麗
紀
事

』
至
元
三
年
八
月
、
『
高
麗
史
』

　

　

元
宗
世
家
元
宗
七
年

十

一
月
癸
丑
条
、

『
高
麗
史
節
要
』
)

〔
イ

〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

B

國

書

日

、　

「
…

…

故

特

遣

書

以

往

、

勿

以

風
濤

險

阻
爲

辭

、

其

旨
嚴

切
、

茲
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モンゴル国国書 の周辺

　
　
不
獲
已
、
遣
某
官
某
奉
皇
帝
書
前
去
。
…
…
L　
(『高
麗
史
』
元
宗
世
家
元
宗
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

　
　
年
八
月
丁
丑
条
、

『高
麗
史
節
要
』、

『鎌
倉
遺
文
』)　
〔カ
〕

　
　
国
書
に
曰
く
、　

「…
…
故
に
特
に
書
を
遣
し
て
以
て
往
き
、
風
濤

の
険
阻
を

　
　
以
て
辞
と
為
す
勿
れ
と
あ
り
。

其

の
旨
厳
切
に
し
て
、

茲

こ
に
已
む
を
獲

　
　
ず
、
某
官
某
を
遣
し
皇
帝
の
書
を
奉
じ
て
前
去
せ
し
む
。
…
…
」

　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

C
勿
以
風
濤
險
阻
爲
辭
、
抑
未
嘗
通
好
爲
解
。
其
旨
嚴
切
、
固
難
違
忤
。

(『鎌

　
　
倉
遺
文
』
、

『異
国
出
契
』)　
〔キ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
も
そ

　
　
風
濤

の
険
阻
を
以
て
辞
と
為
し
、
抑

も
未
だ
嘗
て
通
好
せ
ざ
る
を
解
と
為
す

　
　
な
か
れ
。
其
の
旨
厳
切
に
し
て
、

固
よ
り
違
忤
し
難
し
。

こ
の
表
現
は
と
く
に
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
高
麗
国
王
の
日
本
国
王
宛

の
文

書
中
の
表
現
が
世
祖
の
高
麗
国
王
に
対

す
る
厳
命
を
忠
実
に
ト
レ
ー
ス
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
た
。
C
は
日
本

の
大
宰
府

に
来
訪
し
た
折

の
潘
阜
の
書
状
で
あ
る
。

別
の
表
現
と
し
て
は
、
文
書

〔
セ
〕

の

『
元
高
麗
紀
事
』
に

「風
浪
蹴
天
」
の
表

現
が
あ
り
、
ま
た
同
じ
く
文
書

〔
セ
〕

の

『高
麗
史
』
元
宗
世
家
で
は

「風
浪
険

阻
」
と
あ
る
の
を
付
言
し
て
お
く
。

　
さ
ら
に
至
元
六
年
、
高
麗

の
使
者
申
思
佳
が
倭
人
塔
二
郎
ら
を
連
れ
て
フ
ビ
ラ

イ
に
拝
謁
し
た
折

に
は
、

フ
ビ
ラ
イ
は

「
爾
ら
険
阻
を
以
て
辞
と
為
さ
ず
、
不
測

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よみ

の
地

に
入
り
て
生
還
し
復
命
す
る
は
忠
節
嘉
す
べ
し
」
と
上
機
嫌
で
話
し
た
と
い

⑨う
。

　
　
　
　
　
　
事
例
3

「得
其
要
領
」　

「必
得
要
領
」

　
こ
の
語
法
も
漢
文
と
し
て
珍
し
い
も

の
で
は
な
い
が
、
至
元
四
年
に
蒙
古
が
高

麗
に
対
し
て
日
本
に
必
ず
達
す
べ
し
と

の
厳
命
と
し
て
、
諸
所
に
踏
襲
し
て
用
い

ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。

　
A
黒
的

・
殷
弘
以
高
麗
使
者
宋
君
斐

・
金
贊
不
能
導
達
至
日
本
來
奏
。
降
詔
責

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
ヘ　　
ヘ　　
へ

　

　

高

麗

王

王
禧

、

仍

令

其

遣

官

至

彼

宣

布
、

以

必

得

要

領

為

期

。

(『
元
史
』
世

　

　

祖
紀

至
元

四
年
六
月
乙
酉
条
)

　

　

黒

的

・
殷
弘

、

高

麗

の
使

者

宋

君
斐

・
金

贊

(
が

)

導

達

し

て

日
本

に

至

る

　

　

能

わ

ざ

る

を

以

て
来

奏

す
。

詔

を
降

し
高

麗

王

王

稙

を
責

め
、

仍

お
其

れ

を

　

　

し

て
官

を

遣

し
彼

に
至

り

て

宣

布

し
、

必
ず

要

領

を
得

る

を
以

て
期

と
為

さ

　

　

し
む

。

　

B
奉

旨

、

復

遣

黒

的

等

與

君
斐

等

還

、

諭

以

日
本

國

通
好

事

。

詔

日
、
　

「
…

…

　

　

今

日
本

之

事

、　

一
以

委
卿

、

凡

我

朝

所

行

、

卿

之

所

信

服

者

、

當

俾

官

詣

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

　

彼

宣

布

、

以

必

得

要

領
爲

期

。

…

…

」
　
(
『
元
高
麗
紀
事
』
至
元

四
年
六
月
条
)

　

　

〔
エ
〕

　

　

　

　

　

　

　

ま

　

　

旨

を
奉

じ
、

復

た
黒

的

ら

を
遣

し
君

斐

ら

と

還

り
、

諭

す

る

に

日
本

国
通

好

　

　

の
事

を
以

て
す

。

詔

し

て

曰
く

、
　

「
…

…

今

日
本

の
事

は

一
に
以

て
卿

に
委

　

　

す

れ

ば

、

凡

そ

我

が

朝

の
行

う

所

に

し

て
卿

の
信

服

す

る
所

の
者

は
、

当

さ

　

　

に
官

を

し

て
彼

に
詣

り

て
宣

布

し
、

必

ず

要

領

を
得

る

を
以

て
期

と

為

す

べ

　

　

し
。

…

…

」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

　

C

(
至
元
四
年
六
月
)
、

復

遣

黒

的

與

君

斐

等

以

詔

諭

稙

、

委

以

日
本

事

、

以

必

　

　

ヘ　
　ヘ　　
ヘ　　へ

　

　

得

其

要

領

爲

期

。

(
『
元
史
』
高
麗
伝
、
日
本
伝
)

　

D
帝

諭

日
、

「
…

…
今

日
本

之

事

、

一
委

於

卿

、

卿

其

體

朕

此

意

、

通

諭

日
本

、

　

　

　

ヘ　　
ヘ　　
ヘ　　
へ

　

　

以

必

得

要

領

爲

期

。

…

…
」
　

(
『
高
麗
史
』
元
宗
世
家
元
宗
八
年

八
月
丙
辰
朔
条
、

　

　

『
高

麗
史
節
要
』
)　

〔
エ
〕

潘

阜

が

日
本

の
大
宰

府

に
至

り

な

が

ら
、

所

期

の
目

的

を
達

成

で
き

な

か

っ
た

こ

と

に

つ

い
て

も
、
　

『
元

史
』

巻

二
〇

八
、

日

本

伝

に

は

「
留

ま

る

こ
と

六
月

、

亦

た

其

の
要
領

を

得
ず

し

て
帰

る
」

と

あ

る

。

　

　

　

　

　

　

事

例

4

「
日
本

与

高

麗

密

邇
」

31



窓史

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

A
高

麗

朕

之

東

藩

也
。

日
本

密

邇

高

麗
、

開

國

以

來

、

亦

時

通

中

國

、

至
於

　

　
朕

躬

、

而

無

一
乘

之
使

以

通

和

好
。

(『
元
史
』
世
祖
紀

至
元

三
年
八
月
丁
卯
条

、

　

　
b
『
元
史
』
日
本
伝

、

『
鎌
倉
遺
文
』
、

『
異
国
出
契
』
)　

〔
ア
〕

　

　
高

麗

は

朕

の
東

藩

な

り
。

日
本

は

高

麗

に

密

邇

し
、

国

を
開

き

て

よ

り
以

　

　
来

、

亦

た

時

に
中

国

に

通
ず

る

に
、

朕

躬

ら

に

至

り

て
、

一
乗

の
使

の
以

て

　

　

　

　

　

　

　

　

　

⑩

　

　

和

好

を

通
ず

る

な

し

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
ヘ　　
ヘ　　
へ

　

B

高

麗

朕

之

東

藩

也

。

日

本

密

邇
、

開
國

以
來

、

亦

時

通

中
國

、

至

於
朕

躬

、

　

　

而

無

一
乘

之

使

以

通

和

好

。　

(
『
山咼
麗
史

』
元
宗
世
家
宗
八
年

八
月
了
丑
条
、

『
高

　

　
麗
史
節
要
』
)

〔
ア
〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

C

惟

爾

日

本

、

國

于

海

隅

、

漢

・
唐

以
來

、

亦

嘗

通

中
國

、

其
與

高
麗

寔

爲

密

　

　

へ

　

　

邇

。　

(『
異

国
出
契
』
)　

〔
ソ
〕

蒙

古

国

か
ら

日

本

宛

の
最

初

の
国

書

に

引

用

さ

れ

た

表

現

が

再

発

見

の
至

元

六
年

の
大
蒙

古

国

中

書

省

か
ら

の
牒

文

に
も

踏
襲

さ

れ

て

い
る

。

　

な

お
蒙

古

か
ら

高

麗

へ
の
文

書

に
あ

っ
て

は
、　

「
日

本
與

高
麗

爲

近
隣

」

と

の

表

現

が

用

い
ら

れ

る

こ
と

が
多

い

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　ヘ　　
ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　　ヘ　　
へ

　

D

詔

日
、　

「
今

趙
彝

奏

、

海

東

諸

國

、

聞
本

與

高

麗

爲

近

鄰

、

典

章

政

治

、

　

　

有

足

嘉

尚

、

漢

・唐

而

下
、

亦

或

通

使

中
國

。

…

…
」

(『
元
高
麗
紀
事
』
至
元

　

　

三
年

八
月
条
、　
『
高
麗
史
』
元
宗
世
家
宗
七
年
十

一
月

癸

丑

条

、　

『
高

麗

史

節

要
』

　

　

〔
イ

〕

　

　

詔

し

て

曰
く

、　

「
今

趙
彝

奏

す

ら

く

、

海

東

の
諸

国
、

日

本

は
高

麗

と

近
鄰

　

　

た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　い
　
か

　

　

為

り

、

典

章

政

治

、

嘉

尚

す

る

に
足

る
あ

り
、

漢

・
唐

而

下

、
亦

た

或

い

は

　

　

使

を

中

国

に
通

ず

。

…

…

」

　

E

國

書

日
、　

「
我

國

臣

事

蒙

古

大

國

、

稟

正

朔

有

年

矣

。

…

…

今

欲

通

好

於

貴

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　へ

　

　

國

、

而

詔

寡

人

云

、

日
本

與

爾

國

爲

鄰

、

典

章

政

治

、

有

足

嘉

者

、

漢

・
唐

　

　

而

下

、

屡

通

中

國

。

…

…

L

(『
高
麗
史
』
元
宗
世
家
元
宗
八
年

八
月
丁
丑
条
、
『
高

　

　

麗
史
節

要
』
)

〔
カ
〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ワつ

　

　

国

書

に

曰
く

、　

「
我

が

国

、

蒙

古

大

国

に
臣

事

し

正
朔

を
稟

け

て
年

あ

り
。

　

　

　

　

　

　
よ
し

　

　

…

…

今

、

好

み

を
貴

国

に
通

ぜ

ん
と

欲

し

て
、

寡

人

に
詔

し

て

云
う

、

日
本

　

　

な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み

　

　

は
爾

が

国

と

鄰

為

り
、

典

章

政

治

、

嘉

す

る

に
足

る
者

あ

り
、

漢

・
唐

而

下

、

　

　

屡

ば

中

国

に
通

ず

と

。

…

…
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

F
今

欲

通

好

于

貴

國

、

而

詔

寡

人

云
、

海

東

諸

國

、

目
本

與

高

麗

爲

近

隣

、

典

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
⑪

　

　

章

政

理

、

有

足

嘉

者

、

漢

・
唐

而

下
、

亦

或

通

使

中

國

。

(
『
鎌
倉
遺
文
』
、
『
異

　

　

国
出
契
』
)

〔
カ
〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　

G

越

丙

寅

年

秋

、

遣

使

二
人

、

傳

詔

云
、

日
本

與

高

麗

爲

鄰

、

自

漢

・
唐
而

下

、

　

　

通

使

中

朝

。

(
『
鎌
倉
遺
文

』
、
『
異
国
出
契
』
)

〔
キ
〕

　

　

越

え

て
丙

寅

の
年

秋

、

使

二
人

を
遣

し
詔

を
伝

え

て

云
え

ら

く

、

日
本

は
高

　

　

麗

と

鄰

為

り
、

漢

・唐

よ

り

而

下
、

使

を

中

朝

に
通
ず

と

。

「
日
本

與

高

麗

爲

近

隣

」

云

々

は
、

D

に

み

る

よ
う

に
、

も

と

高

麗

の
僧

で
還

俗

し

て
蒙

古

皇

帝

に
近

づ

い

た
趙

彝

の
言

葉

で
あ

っ
た
。

こ

の
人

物

の
存

在

が

あ

っ

て

こ
そ

、

蒙

古

か
ら

日
本

へ
の
働

き

か
け

が

始

ま

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

れ

が

E

の

高

麗

か
ら

日
本

へ
の
国

書

と

し

て
高

麗

史

料

に
残

り
、

そ

の

国
書

が

F

の

よ
う

に

日
本

に
残

っ
て

い

る
。

蒙

古

皇

帝

の

「
海

東

諸

国

」

の
文

言

が

F

に
あ

り

な
が

ら

E

の
高

麗

史

料

に

み
え

な

い
が

、

本

来

は

日
本

宛

の
高

麗

国

国
書

に
存

在

し

た

に

ち
が

い
な

い
。

G

は
潘

阜

の
書

状

に
見

え

る
も

の
で
あ

る
。

　

　

　

　

　

　
事

例

5

「
以

至
用

兵

」

　

A

(
至
元
一二
年
)

八
月

丁
卯

、

以

兵

部

侍

郎

黒

的

・
禮

部

侍

郎

殷

弘

使

日
本

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

　

　

賜

書

日
、
　

「
…

…

且
聖

人

以

四
海

爲

家

、

不

相

通

好

、

豈

一
家

之

理
哉

。

以

　

　

ヘ　　ヘ　　へ

　

　

至

用

兵
、

夫

孰

所

好

、

王
其

圖

之

。
」

(
『
元
史
』
世
祖
紀
)　

〔
ア
〕

32



モ ンゴル国国書の周辺

　

(
至
元
一二
年
)

八
月

丁
卯

、

兵

部
侍

郎

黒
的

・
礼

部
侍

郎

殷

弘
、

日
本

に
使

　

す

る

を
以

て
、

書

を
賜

い

て

曰
く

、

「
且

つ
聖

人

は
四
海

を

以

て
家

と
為

し

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

こ
と
わ
り

　

相

い
好

み

を
通

ぜ

ざ

る

は
、

豈

に

一
家

の
理

な

ら

ん
や

。

以

て
兵

を

用

う

る

　

　

　

　

　

　

　

　
た
れ

　

に

至

ら
ば

、

夫

れ
孰

か
好

む

所

ぞ

。

王
其

れ

こ
れ

を
図

れ

。
」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　へ

B
書

日
、　

「
…

…
豈

一
家

之

理

哉

。

以

至

用

兵

、

夫

孰

所

好

。

王
其

圖

之

。
」

　

(
『
元
史

』
日
本
伝
)

〔
ア
〕

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　
ヘ　　へ

C
豈

一
家

之

理

哉

。

至
用

兵

、

夫

孰

所

好

。

王
其

圖

之

。

(『
鎌
倉
遺
文
』
)

〔
ア
〕

　

　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

D
豈

一
家

之

理

哉

。

以

至
用

兵

、

夫

孰

所

好
。

王

其

圖

之

。　

(『
異
国
出
契
』
)

　

〔
ア
〕

E

遣

起

居

舎

人

潘

阜
齎

蒙

古

書

及

国
書

如

日
本

。
蒙

古

書

日
、　

「
…

…

豈

一
家

　

　

　

　

　

ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　へ

　

之

理

哉

。

以

至

用

兵

、

夫

孰

所

好

。

王
其

圖

之

。
」

(
『高
麗
史
』
元
宗
世
家

元

　

宗
八
年

八
月
月
丁
丑
条

、　
『
高
麗
史
節
要
』
)

〔
ア
〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
た
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　

起

居
舎

人
潘

阜

を

遣

し
蒙

古

の
書

及

び

国
書

を
齎

し

日
本

に
如

か

し

む
。

蒙

　

古

の
書

に

曰
く
、
　

「
…

…

豈

に

一
家

の
理

な

ら

ん

や
。

以

て

兵

を

用

う

る

に

　

　

　

　

　

　

　
た
れ

　

至

ら
ば

、

夫

れ
孰

か
好

む
所

ぞ

。

王
其

れ

こ
れ

を

図

れ
。
」

F

(
至
元
一二
年
)

八

月
、

遣
國

信
使

兵
部

侍

郎

黒

的

・
禮

部
侍

郎

殷

弘

・
計
議

　
官

伯

徳

孝

先

等
、

奉

旨

至
稙

國

、

諭

以

目
太

國

通

好

事

、

詔

日
、　

「
今

趙
彝

　
奏

、
海

東

諸
國

、

日

本

與

高

麗
爲

近
鄰

、

典

章

政

治

、

有

足
嘉

尚

、

漢

・
唐

　

而

下

、

亦

或

通

使

中
國

。

故
特

遣

使

持

書

以

往

、

得

遂

通

好

爲

嘉

。

苟

不

諭

　

　

　

　

ヘ　
　ヘ　
　ヘ　　
へ

　

此

意

、

以

至

用

兵

、

夫

孰

所

好

。　

(
『
元
高
麗
紀
事
』
)
　

〔
イ
〕

　

(
至
元
三
年
)

八
月

、

国
信

使

兵

部
侍

郎

黒

的

・
礼

部

侍

郎

殷

弘

・
計

議

官

　

伯

徳

孝

先

ら

を

遣

し
、

旨

を

奉

じ
殖

の
国

に

至

ら

し

め
、

諭

す

る

に

日
本

国

　

通

好

の

事

を

以

て

し
、

詔

し

て

曰
く

、
　

「
今

趙

彝

奏

す

ら

く

、

海

東

の
諸

　

国
、

日
本

は
高

麗

と

近
鄰

た

り
、

典

章

政

治

、

嘉

尚

す

る

に

足

る
あ

り
、

　
　
　
　
　
い　か

　
　

漢
・唐
而
下
、

亦
た
或
い
は
使
を
中
国
に
通
ず
と
。

故
に
特
に
使
を
遣
し
書

　
　
を
持
し
て
以
て
往
き
、
通
好
を
遂
ぐ
る
を
得
て
嘉
と
な
す
。
苟
く
も
此
の
意

　
　
を
諭
ら
ず
、
以
て
兵
を
用
う
る
に
至
ら
ば
、
夫
れ
孰
れ
か
好
む
所
ぞ
。
L

　
G

(至
元

(六
)
口七
凵
年
)
十
二
月
、
又
命
秘
書
監
趙
良
弼
往
使
。
書
日
、

「蓋

　
　
聞
王
者
無
外
、

高
麗
與
朕
既
為

一
家
、

王
國
實
爲
隣
境
、

故
嘗
馳
信

使
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　
　
好
、
爲
彊
場
之
吏
抑
而
弗
通
。
…
…
其
或
猶
豫
、
以
至
用
兵
、
夫
誰
所
樂
爲

　
　
也
。
王
其
審
圖
之
。」　
(『元
史
』
日
本
伝
)
〔
ヒ
〕

　
　

(至
元
七
年
)
十

二
月
、

又
た
秘
書
監
趙
良
弼
に
命
じ
往
き
使
せ
し
む
。
書

　
　
に
曰
く
、
「蓋
し
聞
く
に
王
者

は
無
外
、
高
麗

は
朕
と
既
に

一
家
を
為

せ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
よう
えき

　
　
王
国
は
実
に
隣
境
た
り
、
故
に
嘗
て
信
使
を
馳
せ
て
修
好
せ
し
に
、
疆
場
の

　
　
吏
の
た
め
に
抑
せ
ら
れ
て
通
ぜ
ず
。
…
…
其
れ
或
い
は
猶
豫
し
て
、
以
て
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ねが
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つまび

　
　
を
用
う
る
に
至
ら
ば
、
夫
れ
誰
か
為
す
を
楽
う
所
な
ら
ん
や
。
王
其
れ
審
ら

　
　
か
に
こ
れ
を
図
れ
。し

A
か
ら
E
ま
で
は
周
知
の
蒙
古
国
か
ら
の
最
初
の
国
書
で
あ
り
、
こ
こ
の
文
言
が

果
た
し
て
日
本
に
対
す
る
武
力
的
威
嚇
を
含
意
す
る
も
の
か
否
か
議
論
の
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

蒙
古
側
は
単
に

「通
好
」、

あ
る
い
は
通
商
を
求
め
た
も
の
で
あ

っ
て
、
最
初

の
段
階
で
は
武
力
攻
撃
を
意
図
し
て
は

い
な
か

っ
た
と
も
言
わ
れ

る
。

　
ま
ず
C
の

『鎌
倉
遺
文
』
に
収
め
ら
れ
た
の
は
東
大
寺
尊
勝
院
旧
蔵
の
写
本
で

あ
り
、　
「
至
用
兵
」
と
あ

っ
て

「
以
」

の
字
を
欠
い
て
い
る
。
こ
こ
は
興
福
寺

一

乗
院
所
蔵
本
に
拠

っ
た

『
異
国
出
契
』
に
従

っ
て

「以
し
の
字
を
補
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。　
『
元
史
』
の
世
祖
紀
と
日
本
伝
と
も
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
文
章
の
冒
頭
に

「以
」
の
字
を
配
置
す
る
の
は
い
か
に
も
通
常
の
文
と
し

て
は
奇
異
の
感
を
免
れ
な
い
。

一
般
に
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
に

「兵
を
用
い
る
に

33



窓史

至
り
て
は
、
夫
れ
孰
か
好
む
所
ぞ
」
と
す
る
な
ら
、　

「至
於
用
兵
」
な
り

「至
于

用
兵
」

と
あ

っ
て
然
る
べ
き

と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が

F
の

『
元
高
麗
紀
事
』
の
文
で
あ
る
。
こ
こ
は

「苟
不
諭
此
意
」
の
文
を

つ
ぎ
の

「以
」

の
字
に
始
ま
る
四
字
句
に
連
結
し
て
な

ん
ら
違
和
感
の
な
い
文
に
な

っ
て
い
る
。

G
の
、
趙
良
弼
が
至
元
七
年
末
に
使
者

に
た
ち
、
翌
年
日
本
に
も
た
ら
し
た
日
本

国
王
宛
の
国
書
で
も

「其
或
猶
豫
」
の
文
が
前
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
F

の
例
に
し
た
が

っ
て

「苟
不
諭
此
意
」

の
文
を
補
う
べ
き
だ
と
言
う
の
で
は
な

い
。
F
は
蒙
古
国
皇
帝
か
ら
高
麗
国
王

に
宛
て
た
詔
文
で
も
あ
る
。

　
愚
見
は
、
国
書
の
こ
の
部
分
の
文
言

は

『
異
国
出
契
』
、
『
元
史
』
、
『
高
麗
史
』、

『
高
麗
史
節
要
』
の
通
り
で
よ
い
と
考
え
る
。
そ
れ
な
ら
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
不
自

然
な
句
づ
く
り
に
な

っ
た
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
さ
き
に
見

た
よ
う
な
翻
訳
の
問
題
が
関
わ

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
外
交
文
書
は
し
ば
し

ば
皇
帝
の
言
葉
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
フ
ビ
ラ
イ
皇
帝
が
モ
ン
ゴ
ル
語
で
話
し

た
こ
と
を
書
記
官
、
訳
官
は
忠
実
に
記
録
し
、
翻
訳
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
漢

語
の
四
字
句
を
重
ね
る
常
套
的
ス
タ
イ

ル
は
継
承
し
な
が
ら
、
場
合
に
よ

っ
て
は

翻
訳
の
た
め
に
造
語
し
た
り
、
通
常
の
文
法
を
破

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

っ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
よ
り
つ
き
詰
め
た
例
と
し
て
、
我
々
は
モ
ン
ゴ
ル
語

の
語
順

の
ま
ま
に
翻
訳
し
た
蒙
文
直
訳
体
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
異
例
の
漢
文
も
知

っ
て
い

る
。
詔
書
や
皇
帝
聖
旨
の
場
合
と
同
様
に
、
皇
帝
の
モ
ン
ゴ
ル
語
の
言
葉
を
下
敷

き
に
す
れ
ば
こ
そ
、

こ
の
よ
う
な
変
則
的
な
文
と
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
な
ら
ば

こ
の
国
書
の
文
言
は

武
力
的
威
嚇
を
含
意
す
る
も
の
で
あ

っ
た

か
。
筆
者
は
、
蒙
古
が
南
宋
攻
撃
に
主
力
部
隊
を
振
り
向
け
て
い
る
さ
な
か
に
日

本
宛
の
国
書
が
発
せ
ら
れ
た
と
は
い
え
、
こ
の
国
書

の
文
言
そ
の
も
の
に
即
し
て

考
え
る
限
り
、
明
ら
か
に

「用
兵
」
と
あ
る
以
上
、
日
本
に
対
す
る
軍
事
力
行
使
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

可
能
性
を
口
に
し
て
い
る
と
考
え
る
。
た
と
え

「望
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
断

っ
て
い
る
に
せ
よ
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上
に

『
異
国
出
契
』
所
収
の
文
書

〔
ソ
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ただ

の
牒
文
に
お
け
る

「戦
舸
万
艘
も
て
、
径
ち
に
王
城
を
圧
せ
ん
」
と
の
具
体
的
な

文
言
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

再
発
見

の

『
異
国
出
契
』
所
収

モ
ン
ゴ

ル
国

国
書
な
ど

に
つ
い
て

　

『
異
国
出
契
』
所
収
の
蒙
古
襲
来
前
夜
の
文
書
六
種
の
う
ち
、
張
東
翼
氏
に
よ

っ
て
新
た
に
見
出
さ
れ
た
の
は
、　
〔
ソ
〕
の
大
蒙
古
国
中
書
省
か
ら
の
日
本
国
王

宛
の
牒

(至
元
六
年
六
月
)
と

〔
ツ
〕
の
高
麗
国
按
察
使
か
ら
の
大
宰
府
守
護
所
宛

の
牒

(至
元
六
年
八
月
)
で
あ
る
。
張
氏
は
抬
頭
の
形
式
を
復
原
し
た
釈
文
と
翻
訳

を
付
し
て
両
文
書
を
紹
介
さ
れ
た
。

ま
た
文
書

の
内
容
に
即
し
た
分
析
的
解
説

(と
く
に
国
書
末
尾
の
宰
相
名
の
同
定
)
も
詳
細
で
説
得
的
で
あ
る
。
い
ま
筆
者
は
と

く
に
文
書

〔
ソ
〕
に
つ
い
て
文
字
の
校
訂
を
す
べ
き
と
こ
ろ
が
い
く
ら
か
あ
る
と

考
え
、
ま
た
翻
訳
に
も
張
氏
と
多
少

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の

で
、
あ
え
て
訓
読
と
現
代
語
訳
に
よ
る
拙
案
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
文

書
の
内
容
を
重
視
す
る
上
か
ら
、

こ
こ
で
は
抬
頭
の
書
式
に
よ
ら
ず
に
原
文
を
提

示
し
て
お
く
。
後
掲
の
原
文
、
訓
読
、
現
代
語
訳
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
文
書

〔
ソ
〕

の
大
蒙
古
国
中
書
省

の
牒
文
に
つ
い
て
の
筆
者

の
校
訂
案
は
原
文

に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

蒙
古
皇
帝
の
威
勢
が

拡
ま

っ
た
こ
と
を
述
べ
る
う

ち
、　

「
南
抵
六
詔

・
五
南
し

の

「
六
詔
」
は
唐
代

の
南
詔
国
成
立
以
前

の
雲
南
地

方

の
呼
称
で
あ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
た
だ

「
五
南
」
に
つ
い
て
張
氏
は

「中

国
と
交
阯
、
合
浦

の
境
界
に
あ
る
五
嶺
」
と
さ
れ
る
が
、
筆
者
は

「安
南
し
の
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
リ
ヤ
ソ
ハタイ
　
　
　
　
　
　
　
　ト
ゴ
ソ

り
と
考
え
る
。
憲
宗

モ
ン
ケ
の
時
期
以
来
、
安
南
に
は
兀
良
哈
鰐
や
鎮
南
王
脱
歓
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モ ンゴル国国書の周辺

ら
が
差
し
向
け
ら
れ
て
モ
ン
ゴ
ル
の
軍
事
作
戦
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。

　

こ
の
牒
文
に
は
最
初

の
蒙
古
国
国
書

(文
書

〔ア
〕)
と
同
様
の
こ
と
が

述
べ
ら

れ
て
い
た
に
ち
が

い
な
い
と
従
来
と
も
推
測
さ
れ
て
い
た
が
、
文
書
の
内
容
に
即

し
て
み
る
と
、　

「以
四
海
為
家
」、　

「
畏
威
懐
徳
」
、　

「嘗
通
中
国
、
其
与
高
麗
寔

為
密
邇
」、　

「
義
雖
君
臣
、
歓
若
父
子
」

の
文
言
が
ほ
ぼ
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
原
文
に
二
重
線
を
ほ
ど
こ
し
た
部
分
の
文
言
に
つ
い
て
み
る
と
、　
『
元

文
類
』
巻
四

一
、
雑
著
、
征
伐
、
日
本

に
つ
ぎ
の
よ
う
な
対
応
す
る
文
が
あ
る
。

　
　

阜
還
、
上
以
爲
將
命
者
不
達
、
黒
的
被
衂
、
上
以
爲
典
封
疆
者
、
以
愼
守
固

　
　

禦
爲
常
、

此
將
吏
之
過
。

良
弼
之
往
、

復
謂
不
見
報
者
、

豈
以
高
麗
林
衍

　
　

叛
、
道
梗
故
耶
。
終
不
以
旅
拒
名
之
。

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
補
足
し
て
述
べ
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
潘
阜

が
大
宰
府
に
留
め
置
か
れ
た
末
に
空
し
く
帰
国
し
た
の
ち
、

フ
ビ
ラ
イ
は
命
令
を

取
り
次
ぐ
も
の
が
首
尾
よ
く
到
達
で
き

な
か

っ
た
と
考
え
た
。
そ
こ
で
再
度
派
遣

さ
れ
た
蒙
古

の
使
者
の
黒
的
は
、

至
元
六
年

(
一
二
六
九
)
二
月
に
対
馬
に
至

っ

た
が
、
現
地
で
抵
抗
に
遭

っ
た
末
に
、
倭
人
塔
二
郎
と
彌
二
郎
を
連
れ
帰

っ
た
。

塔

二
郎
ら
は
高
麗
か
ら
燕
京

(
の
ち
の
大
都
、
今
日
の
北
京
)
に
送
ら
れ
、

フ
ビ
ラ

イ
に
謁
見
し
て
壮
麗
な
宮
城
を
見
学
し
て
い
る
。

こ
の
た
び
の
高
麗
国
の
使
者

(金
有
成
)
は
両
名
を
日
本
に
還
す
任
務
も

帯
び
て
い
た
。　
『
元
文
類
』

に
よ
れ

ば
、

黒
的
が

対
馬
で
抵
抗
に
遭

っ
た
こ
と
に

つ
い
て
、

現
地
の
辺
境
守
備

の
も

の
が
職
務
に
忠
実
で
あ
る
あ
ま
り
に
犯
し
た
過
ち
で
あ
る
と
、

フ
ビ
ラ
イ
は
考
え

た
。
こ
の
フ
ビ
ラ
イ
の
判
断
が
そ
の
ま
ま

『異
国
出
契
』
所
収

の
国
書

の
文
言
に

反
映
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
な
お

『
元
文
類
』
の
こ
の
記

録
は

『経
世
大
典
』
政
典
、
征
伐
、
日
本
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、　
『
元
史
』

日
本
伝
に
は
採
録
さ
れ
な
か

っ
た
。

　
文
書

〔
ツ
〕

の
高
麗
国
按
察
使

の
牒
文
に
つ
い
て
、
張
氏
の
論
に
付
け
加
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑬

べ
き
も
の
は
あ
ま
り
な
い
。
い
ま
は

『
異
国
出
契
』
の
再
発
見
に
触
発
さ
れ
て
、

蒙
古
襲
来
に
先
立

つ
国
際
関
係
に
つ
い
て
多
少
考
え
た
と
こ
ろ
を
示
す
に
と
ど
め

て
お
き
た
い
。

註①

張
東
翼

「
一
二
六
九
年

「
大
蒙

古
国
」
中
書
省

の
牒

と
日
本
側

の
対
応
L
(
『
史
学
雑

　

誌
』
第

一
一
四
編
第
八
号
、

二
〇

〇
五
)
参
照
。

②

『
学
術
叢
編
』
所
収
。
ま
た

『
国
学
文
庫
』

(
一
九

三
七
)
と
し

て
刊
行
さ
れ
、
そ

　

の
影
印
本

(
広
文
書
局
、

一
九

七
二
)
が
流
布
し
て
い
る
。

③

石
井
正
敏

「
文
永
八
年
来

日
の
高
麗
使

に
つ
い
て
」

(
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
報
』

　

=

一、

一
九

七
七
)
参
照
。

④

た
と
え
ば
、
杉
山
正
明

『
逆
説

の

ユ
ー
ラ
シ
ア
史
』

二
〇
〇
二
、
佐
伯

弘
次

『
モ
ン

　

ゴ

ル
襲
来

の
衝
撃
』
　
(
日
本
の
中
世

9
)
二
〇
〇
三

、
な
ど
参
照
。

⑤

『
高
麗
史
節
要
』
で
は
引
用

の
文
と
異
な
る
部
分
も
あ

る
が
、

「
去
使
」

の
用

い
方

　

は
同
じ
で
あ

る
。

⑥

こ
こ
の

「
去
使
」

の
語

は
、

『
元
史
』
罠
本
伝
及
び
高
麗
伝

の
記
事

の
も
と

に
な

っ

　

た
は
ず

の
文
書

工
の

『
元
高
麗
紀
事
』

に
は
み
え
な

い
。

⑦

な

お

『
元
高

麗
紀
事
』

に
よ
れ
ば
、

「
其
所
造
船
隻
、
聴
其
指
画
」
と
あ
り
、
ほ
か

　

は
同
じ

で
あ
る
。
な
お

「
道
達
」
は

「
導
達
」

の
意

で
あ
る
。

⑧

『
鎌
倉
遺
文

』
で
は

「
特
」

の
字

を
脱

し
、

「
某
官
某
」

を

「
朝
散
大
夫
尚
書
礼
部

　
侍
郎
潘
阜
等
」

と
明
示
し

て
い
る
。

『
異
国
出
契

』
も
同
じ
。

ま
た

『
高
麗
史
節
要
』

　

に

「
風
涛
阻
険
」
と
あ
る

の
は
単

に

「
険
阻
」
を
誤

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

⑨

『高

麗
史
』
巻

二
六
、
元
宗

世
家
元
宗
十
年
七
月
甲
子
条
。

『
高
麗
史
節
要
』
巻

一

　
八
、
元
宗
十
年

七
月
条

で
は

「
不
以
険
難
為
辞
」
に
作
る
。

⑩

『
元
史
』
世
祖
紀

に
は

「
亦
」

の
字
を
脱
す
。

⑪

『
異
国
出
契
』

で
は

「嘉

し
の
字

を

「
喜
」
に
誤

ま
り
、

「
亦
」

の
字

を
脱
す
。

⑫

張
東
翼
氏

は

「
蒙
古

の
立
場

か
ら
両
国

の
友
好
的

な
通
交

の
締
結
を
通
報

し
た
も

の
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窓史

　

で
あ
る
が
、
そ
の
実
質

に
お
い
て
は
日
本

の
臣
属

を
要
求

し
た
も
の
で
あ

る
」
と
述
べ

　

る

(
註
①
)
。

⑬

た
だ
、

「
郷
導
」

を

「
嚮
導
」

と
、
ま
た

「使

介
」

を

「
使
价
」
と
校

し
て
お
ら
れ

　

る
と

こ
ろ
は
誤
字

と
ま
で
言
わ
な
く

と
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
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モ ンゴル国国書 の周辺

蒙 古 ・高 麗 ・日本 外 交文 書 簡 表(1266～1270)

至元3年(高 麗元宗7年,日 本文永3年,1266)

〔ア〕 発給年時　　　　　　 発給者

至元3年(1266)8月 　大蒙古国皇帝

形式

国書

受給者

日本国王

使者
ヘイダル

黒的・殷弘

受領年時

r元 史』世祖紀,P元 史 』 日本伝,『 高麗史』元宗世家,『 高麗史節要』,『鎌倉遺文』,『異国出契』

〔イ〕 発給年時 発給者

大蒙古国皇帝

形式

詔

受給者

高麗国王

使者　　　　　受領年時

黒的・殷弘　元宗7年(1266)II月

『元高麗紀事』,P高 麗 史』元宗世家,　 r高麗史節要』

至元4年(高 麗元宗8年,日 本文永4年,1267)

〔ウ〕 発給年時　　　　　　発給者

至元4年(1267)正 月 高麗国王

形式

奏

受給者　　　　　使老

大蒙古国皇帝　宋君裴

受領年時

『高麗史』元宗世家,『 高麗史節要』

〔エ 〕発給年時　　　　　　発給者

至元4年(1267)6月 　 大蒙古国皇帝

形式

詔

受給者

高麗国王

使者

黒的

受領年時

元宗8年(1267)8月

『元高麗紀事』,『 高麗史』元宗 世家,『 高麗史節要』

〔オ 〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 アソトソ

至元4年(1267)10月 安童(中 書右丞相)書

受給者

高麗国王

使者 受領年時

r元高麗紀事』

〔ア 〕

〔カ〕

〔キ 〕

発給年時　　　　　　 発給者

〔至元3年(1266)8月 〕大蒙古国皇帝

〔至元4年(1267)9月 〕高麗国王

(至元5年)(1268)正 月 潘阜

形式

国書

国書

書

受給者

日本国王

日本国王

少弐資能

使者

潘阜

潘阜

　 　 受領年時

〔文 永5年(1268)正 月〕*1

〔文 永5年(1268)正 月〕*2

〔文 永5年(1268)正 月〕*3

*1前 出　　*2『 高麗 史』元宗世家(8月),

*3P倉 遺文』,　P異 国出契』

『高麗史節要 』,r鎌 倉遺文』,　P異国出契 』

〔ク〕 発給年時 発給者　　　　　　形式　　受給者

大蒙古国皇帝　　勅　　　王渇

使者 受領年時

元宗9年(1268)2月

P高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』

至元5年(高 麗元宗9年,日 本文永5年,1268)

〔ケ 発給年時　　　　　　発給者

至元5年(　 ・:)正月 大蒙古国皇帝

形式

詔

受給者

高麗国王

使者　　　　　受領年時
　 エスントウ

于也孫脱　　元宗9年(1268)3月

r元史d高 麗伝,r元 高麗紀事』,『 高麗史』元宗世家,　 r高 麗史節要 』
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〔コ〕発給年時　　　　　　発給者

元宗9月(1268)4月 　高麗国王

形式　　 受給者　　　　　使者

表　　　大蒙古国皇帝　李蔵用

史 窓

受領年時

至元5年(1268)5月

r高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』

〔サ〕 発給年時　　　　　　 発給者

元宗9年(1268)7月 　 高麗国王

形式　　受給者　　　　　使者

表　　　大蒙古国皇帝　潘阜

受領年時

『高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』

〔シ〕 発給年時　　　　　　 発給者

元宗9年(1268)8月 　 高麗国王

形式　　 受給者　　　　　使者

書　　　大蒙古国皇帝　崔東秀

受領年時

『高麗史』元宗世家,『 高麗史節要』

〔ス〕 発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　 受給者

至元5年(1268)8月 　大蒙古国皇帝　　書　　　高麗国王

使者
ト　 ド　ル

脱朶児

受領年時

元宗9年(1268)10月

『元 高麗紀事』,『 高麗史』元宗世家

〔セ〕 発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　 受給者

至元5年(1268)9月 　大蒙古国皇帝　　詔　　　高麗国王

使者

黒的

受領年時

元宗9年(126＄)11月

P元高麗紀事』,r高 麗史』元宗世 家,　 r高麗史節要』

至元6年(高 麗元宗10年,日 本文永6年,1269)

〔ソ: 発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　 受給者

至元6年(1269)6月 　大蒙古国中書省　牒　　　 日本国王

r異国出契』

使者

金有成

受領年時

〔タ1 発給年時　　　　　　　発給者
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 えん

元 宗10年(1269)7月 林 衍

形式　　受給者　　　　　使者

表　　　大蒙古国皇帝　郭汝弼

受領年時

r高麗史』元宗世家,r高 麗史節要 』

〔チ〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式　　　受給者

至元6年(1269)7月 　大蒙古国皇帝　　詔　　　高麗国王

使者

脱朶児

受領年時

〔ツ〕

〔テ〕

P元高麗紀事 』

発給 年時

至 元6年(1269)8月

P異国出契 』

発給者　　　　　　形式　　受給者　　　　　使者

慶尚道按察使　　牒　　　大宰府守護所　金有成

受領年時

発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式

至元6年(1269)8月 　大蒙古国皇帝　　詔

受給者　　　　　使者　　　　　受領年時
　 　 　 　 　 　 　 　 オ　ロ　ス　ブ　ハ

高麗国文武臣僚　斡朶思不花

『元高麗紀事』
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モ ンゴル国国書の周辺

〔ト〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式

至元6年(1269)10月 大蒙古国皇帝　　詔

受給者　　　　　使者

高麗国官吏軍民　黒的

受領年時

至元6年(1269)11月

P元高麗紀事』

〔ナ〕 発給年時　　　　　　発給者

至元6年(1269)11月 高麗国王

式形

表

受給者　　　　　使者
　 　 　 　 　 　 　 　 きゆう

大蒙古国皇帝　朴烋

受領年時

P高麗史』元宗世家,r高 麗史節要』

至元7年(高 麗元宗11年,日 本文永7年,1270)

〔二〕 発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式

至元7年(1270)正 月 大蒙古国皇帝　　詔

受給者　　　　　使者

高麗国僚属軍民

受領年時

r元史 』高麗伝,『 元 高麗紀事』

〔ヌ〕
'
発給年時 　 　 発給者

文永7年(1270)正 月 太政官

形式

牒

受給者　　　　　使者

大蒙古国中書省

受領年時

『異国出契』,r本 朝文 集』

〔ネ 〕 発給年時　　　　　　発給者

文永7年(1270)2月 　 大宰府守護

式形

牒

受給者　　　　　使者

慶尚道按察使

受領年時

r異国出契』,r本 朝文集』

〔ノ 〕'発給年時　　　　　　 発給者　　　　　　　形式

至元7年(1270)2月 　大蒙古国皇帝　　詔

受給者　　　　　使者

高麗国官吏軍民

受領年時

r元 史』高麗伝,『 元 高麗紀事』

〔ハ〕 発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式

至元7(1270)閏11月 大蒙古国皇帝　　詔

受給者

高麗国王

使者　　　　　受領年時

(世子惟)　 元宗11年(1270)12月

r元 史』高麗伝,『 元 高麗紀事』,『 高麗史』元宗世家,P高 麗史節要』

〔ヒ〕 発給年時　　　　　　発給者

至元7年(1270)12月 大蒙古国皇帝

形式　　 受給者

国書　　日本国王

使者

趙良弼

受領年時

文永8年(1271)9月

『元史』 日本伝

〔フ〕発給年時　　　　　　発給者　　　　　　形式

至元7年(1270)12月 大蒙古国皇帝　　詔

受給者

高麗国王

使者 受領年時

r元 史』高麗伝,『 元高麗紀事』

〔へ 〕{発給年時 発給者

(三別抄?)

式形

牒

受給者　　　　　使者

日本国王?

　　 受領年時

文永8年(1271)8月 以前
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些ノ巳6、

 

史

【高
麗
国
の
使
者
が
も
た
ら
し
た
蒙
古

国
中
書
省
の
牒
】

至
元
六
年

(高
麗
元
宗
十
年
、
日
本
文
永
六
年
、
一
二
六
九
)
六
月

『
異
国
出
契
』
巻

一　
　
　
　

拠
奈
良
興
福
寺

一
乗
院
所
蔵
本
転
鈔

　

大
蒙
古
國
皇
帝
洪
幅
裏
、
中
書
省
牒
日
本
國
王
殿
下
。
我
國
家
以
神
武
定
天

　

下
、
威
徳
所
及
、

無
思
不
(能
)
[
服
]。

逮
皇
帝
帥
位
、

以
四
海
爲
家
、
兼

　

愛
生
靈
、

同
仁

一
覗
、

南
抵
六
詔

・
(五
)
[
安
]南
、

北
至
于
海
、

西
極
崑

　

崙
、
敷
萬
里
之
外
、

有
國
有
土
、

莫
不
畏
威
懐
徳
、
奉
幤
來
朝
、

惟
爾
日

　

本
、
國
于
海
隅
、
漢
唐
以
來
、
亦
嘗
通
中
國
、
其
與
高
麗
寔
爲
密
邇
。
皇
帚

　

嚮
者
敕
高
麗
國
王
、
遣
其
臣
潘
阜
持
璽
書
通
好
、
貴
國
稽
留
數
月
、
殊
不
見

　

答
。

皇
帚
以
爲
將
命
者
不
逹
、

尋
遣
中
憲
大
夫

・
兵
部
侍
郎

・
國
信
使
紜

　

徳
、

中
順
大
夫

・
禮
部
侍
郎

・
國
信
副
使
殷
弘
等
、
重
持
璽
書
、

直
詣
貴

　

國
、
不
意
纔
至
彼
彊
樹
馬
島
、
堅
拒
不
納
、
至
兵
刄
相
加
我
信
使
、
勢
不
獲

　

已
、
聊
用
相
應
、
生
致
塔
二
郎

・
彌
二
郎
二
人
以
歸
。
皇
帚
寛
仁
好
生
、
以

　

天
下
爲
度
、
凡
諸
國
内
附
者
、
義

雖
君
臣
、
歡
若
父
子
、
初
不
以
遠
近
小
大

　

爲
間
。
至
于
高
麗
、
臣
屬
以
來
、
唯
歳
致
朝
聘
、
官
受
方
物
、
而
其
國
官
府

　

土
民
、
安
堵
如
故
、
及
其
來
朝
、

皇
帚
所
以
眷
遇

(樹
)
[
撫
]
慰
者
、

恩
至

　

渥
也
。

貴
國
隣
接
、

想
亦
周
悉
。

且
兵
交
使
在
其
間
、

寔
古
今
之
通
義
、

　

彼
彊
場
之
吏
、
赴
敵
舟
中
、
俄
害
我
信
使
、
較
之
曲
直
、
聲
罪
致
討
、
義
所

　

當
然
。
又
慮
貴
國
有
所
不
知
、
而
典
封
疆
者
、
以
愼
守
固
禦
爲
常
事
耳
。
皇

　

帚
獪
謂
此
將
吏
之
過
、

二
人
何
罪
、

今
將
塔
二
郎
致
貴
國
、
俾
奉
牒

書
以

　

往
。

其
當
詳
體
聖
天
子
象
容
井
包
混
同
無
外
之
意
。

忻
然
效
順
、

特
命

重

　

臣
、
期
以
來
春
、
奉
表
闕
下
、
盡
畏
天
事
大
之
禮
。
保
如
高
麗
國
例
處
之
、

　

必
無
食
言
。
若
獪
負
固
恃
險
、
謂
莫
我
何
、
杏
無
來
、
則
天
威
赫
怒
、
命
將

　

出
師
、
戰
舸
萬
艘
、
徑
壓
王
城
、
則
將
有
噬
臍
無
及
之
悔
矣
。
利
害
明
甚
、

敢
布
之
殿
下
。
唯
殿
下
寔
重
圖
之
。

　
右
牒
日
本
國
王
殿
下
。

　
至
元
六
年
六
月
　
日
　
牒
。

　
資
政
大
夫
中
書
左
丞

　
資
徳
大
夫
中
書
右
丞

　
榮
祿
大
夫
罕
章
政
事

　
榮
祿
大
夫
罕
章
政
事

　
光
碌
大
夫
中
書
右
丞
相

謹

牒

。
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表

牒
奉

日
本
國
王
殿
下

中
書
省
　
封

裏

至
元
六
年
六
月
　
日

　

　
ー

"
最
初

の
モ
ン
ゴ

ル
国
国
書

(
〔
ア
〕

至
元
三
年
八
月
)

の
文
言
と
重
な
る
部
分
。

　

　
ー

"

『
元
文
類
』
巻

四

一
、
雑
著
、
征
伐

、
日
本

の
記
事
と
重

な
る
部
分
。

　

大
蒙

古

国

皇

帝

の
洪

福

の
う

ち

に
、

中
書

省
、

日
本

国

王

殿

下

に
牒

す

。

我
が

国

家

、

神

武

を

以

て
天

下

を

定

め
、

威

徳

の
及

ぶ
所

、

思

い
て

服

せ
ざ

る

は

な

　

　

　

　

　

　

　

　

　
お
よ

し

。

皇

帝

即

位

す

る

に
逮

ん
で

、

四

海

を

以

て

家

と

為

し
、

生

霊

を

兼
愛

し
、

同

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
た

仁

一
視

、

南

は
六

詔

・
安

南

に
抵

り

、

北

は
海

に
至

り

、

西

は
崑
崙

を

極

め
、

数

　

　

　

ほ
か

万

里

の
外

、

有

国

有

土

、

威

を
畏

れ
徳

を
懐

き

、

幣

を

奉

じ

て

来

朝

せ

ざ

る

な

　

　

だ
　
　
な
ん
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ね

し
。

惟

だ

爾

日
本

、

海

隅

に
国

た

て
、

漢

・
唐

以

来

、

亦

た
嘗

に
中

国

に
通

じ

、

　

　

　

　

ま
こ
と
　
み
つ
じ

た
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
ご
ろ

其

の
高

麗

と

寔

に
密

邇

為

り

。

皇

帝

嚮

者

、

高

麗

国

王

に
勅

し
、

其

の
臣

潘

阜

を



モ ンゴル国国書の周辺

　

　

　

　

　

　

　

　

よ
し

遣

し
璽

書

を

持

し

て

好

み

を
通

じ

た

る

に
、

貴

国
稽

留

す

る

こ

と
数

月

、

殊

に
答

　

　

　

　

　

　

　

お
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　つ
い

え

ら

れ
ず

。

皇

帝

以
為

え

ら
く

将

命

す

る
者

達

せ
ざ

る

と
、

尋

で
中

憲

大

夫

・
兵

部
侍

郎

・
国

信
使

紜

徳

、

中

順

大

夫

・
礼

部

侍

郎

・
国
信

副

使

殷

弘

ら

を
遣

し
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
　
　
　
　
　
よ
う
や

重

ね

て
璽

書

を
持

し
、

直

ち

に
貴

国

に
詣

ら

し

む

る

に
、

意

わ
ざ

り
き

纔

く

彼

の

疆

の
対

馬
島

に

至

る

に
、

堅

拒

し

て
納

れ

ず

、

兵

刃

も

て
我

が

信

使

に
相

い
加

う

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

え
　
　
　
　い
さ
さ
　
も
つ

る

に

至

り
、

勢

い
と

し

て

已

む

を
獲

ず

、

聊

か
用

て
相

い
応

じ
、

塔

二
郎

・
彌

二

郎

二
人

を

生
致

し

て
以

て
帰

る
。

皇

帝

は
寛

仁

に

し

て
生

を
好

み
、

天

下

を
以

て

度

と
為

し
、

凡

そ
諸

国

の
内

附

す

る
者

は
、

義

、

君

臣

と

雖

も

、

歓

び

は
父

子

の

若

く

、

初

め

よ

り
遠

近

小
大

を
以

て
間

と

為

さ
ず

。

高

麗

に

至

り

て

は
、

臣

属

し

て

よ

り
以

来

、

唯

だ
歳

ご

と

に
朝

聘

を
致

し
、

官

よ

り
方

物

を
受

け

、

而

し

て
其

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
と

の
国

の
官

府

土

民

は
安

堵

す

る

こ
と

故

の
如

く

、

其

の
来

朝

す

る

に
及

ん

で
、

皇

帝

の
眷

遇

撫

慰

す

る
所

以

の
者

は
、

恩

、

至

渥

な

り
。

貴

国

隣

接

す

れ

ば

、

想

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま
こ
と

て
亦

た

周
悉

せ

ん
。

且

つ
兵

交

わ

る
と

き

、

使

、

其

の
間

に
在

る

は
、
寔

に
古

今

　

　

　

　

　

　

　

き
よ
う
え
き

の
通

義

な

り
。

彼

の
疆

場

の
吏

、

敵

舟

の
中

に
赴

き

、

俄

か

に
我

が

信

使

を

害

す

る

は
、

こ
れ

を
曲

直

に
較

ぶ
れ

ば

、

罪

を

声

し

て
討

を

致

す

と

も

、

義

と

し

て
当

さ

に
然

る

べ
き

所

な

り
。

又

た
慮

る

に
貴

国

知

ら

ざ

る

所

あ

り

て
、

封
疆

を
典

す

る
者

、

慎

守

固

禦

を
以

て
常

事

と

為

せ
る

の
み

と

。

皇

帝
猶

お

謂

い

て
此

れ
将

吏

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
も
つ

の
過

に

し

て
、

二
人

何

の
罪

あ

ら

ん
と

。

今
、

塔

二
郎

を
将

て
貴

国

に
致

し
、

牒

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ま

書

を
奉

じ

て
以

て
往

か

し
む

。

其

れ

当

さ

に
聖

天

子
、

兼

容
井

包

し

混

同

し

て
外

に
す

る
な

き

の
意

を

詳

体

し
、
忻

然

と

し

て
順

を

効

し
、

特

に

重

臣

に
命

じ

て
、

期
す
る
に
来
春
を
以
て
し
、
表
を
闕
下

に
奉
じ
、
天
を
畏
れ
大
に
郭

え
る
の
礼
を

尽

く

せ
。

保

し

て

高

麗

国

の

例

の
如

く

こ
れ

を
処

し
、

必
ず

食

言

す

る

な

か

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い
か
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
る
　
　
　
　
　
　
　
き
た

ん
。

若

し
猶

お
固

き

を

負

い
険

を
恃

み
、

我

を

何

と

も

す

る

な

く

杏

か

に

し

て
来

る
な

し
と

謂

わ

ば

、

則

ち

天
威

赫

怒

し
、

将

に
命

じ

て
師

を

出

し
、

戦

舸

万
艘

も

　
　
た
だ

て
、
径
ち
に
王
城
を
圧
せ
ば
、
則
ち
将
に
噬
臍
及
ぶ
な
き

の
悔
あ
ら
ん
。
利
害
明

甚
な
れ
ば
、
敢
て
こ
れ
を
殿
下
に
布
す
。
唯
だ
殿
下
寔
に
重
ね
て
こ
れ
を
図
れ
。

謹
み
て
牒
す
。

　
　
右
、
日
本
国
王
殿
下
に
牒
す
。

　
　
至
元
六
年
六
月
　
日
、
牒
す
。

　
　
資
政
大
夫
中
書
左
丞

　
　
資
徳
大
夫
中
書
右
丞

　
　
栄
禄
大
夫
平
章
政
事

　
　
栄
禄
大
夫
平
章
政
事

　
　
光
禄
大
夫
中
書
右
丞
相

【翻
訳
】

　
大
蒙
古
国
皇
帝
の
洪
福

に
よ
り
、
中
書
省
が
日
本
国
王
殿
下
に
文
書
を
差
し
上

げ
る
。

　
我
が
国
家
は
神
武
に
よ

っ
て
天
下
を
平
定
し
、
そ
の
威
徳
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
服

従
し
な
い
も
の
は
な
い
。
皇
帝
が
即
位
さ
れ
る
と
、
四
海
を
家
と
な
し
、
生
き
と

し
生
け
る
も
の
を
兼
愛
し
、　
一
視
同
仁
、
南
は
六
詔

・
安
南
に
至
り
、
北
は
北
海

に
至
り
、
西
は
崑
崙
山
に
極
ま
る
ま
で
、
数
万
里
の
ほ
か
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
国
も

地
域
も
威
を
畏
れ
徳
を
懐
き
、
幣
を
奉
じ
て
来
朝
し
な
い
も
の
は
な
か

っ
た
。
と

こ
ろ
が
な
ん
じ
日
本
は
、
海
洋
の

一
角
に
国
を
た
て
、
漢

・
唐
以
来
、

つ
ね
に
中

国
と
通
交
し
、
高
麗
と
も
た
い
へ
ん
密
接
で
あ

っ
た
。

　
皇
帝
は
さ
き
に
高
麗
国
王
に
命
令
し
、
そ
の
臣
潘
阜
を
遣
わ
し
て
璽
書
を
持
参

し
て
誼
み
を
通
じ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
貴
国
は
こ
れ
を
数
カ
月
間
に
わ
た

っ
て

留
め
置
き
、

い

っ
こ
う
に
回
答
を
示
さ

な
か

っ
た
。　
(
こ
れ
に
対
し
)
皇
帝
は
命

令
を
取
り
次
ぐ
も
の
が
到
達
し
な
か

っ
た
と
考
え
、

つ
い
で
中
憲
大
夫

・
兵
部
侍

41



窓史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘイダ
ル

郎

・
国
信
使
の
紜
徳

(黒
的
)
と
中
順
大
夫

・
礼
部
侍
郎

・
国
信
副
使

の
殷
弘
ら

を
遣
わ
し
、
か
さ
ね
て
璽
書
を
持

っ
て
直
接
貴
国
に
赴
か
せ
た
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
思
い
も
よ
ら
ず
境
界
あ
た
り
の
対
馬
島

に
至
る
や
、
堅
く
入
国
を
拒
否
し
、

我
が
使
節
に
刃
を
向
け
る
事
態
と
な

っ
た
。　
(我
が
方
と
し
て
は
)
な
り
ゆ
き

の
う

え
か
ら
や
む
を
得
ず
、
い
さ
さ
か
こ
れ

に
対
応
し
、
塔

二
郎

・
彌

二
郎

の
二
人
を

生
け
捕
り
に
し
て
帰
国
し
た
。

　
皇
帝
は
寛
容
、
人
道
的
で
あ
り
、
全
世
界
の
こ
と
を
お
考
え
で
あ
り
、
お
よ
そ

諸
外
国
が
内
附
す
る
と
き
に
は
、
立
場

は
君
と
臣
な
が
ら
父
子

の
よ
う
に
歓
び
を

共
有
し
、
そ
の
国
の
遠
近
や
大
小
で
分
け
隔
て
す
る
わ
け
で
は
け

っ
し
て
な
い
。

高
麗
に
つ
い
て
い
え
ば
、
わ
が
国
に
臣
属
し
て
よ
り
こ
の
か
た
、
た
だ
毎
年
天
子

に
ご
挨
拶
し
て
返
礼
の
物
を
受
け
、
そ

の
国
の
政
府
と
人
民
は
も
と
ど
お
り
安
堵

さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
来
朝
の
際
に
は
皇
帝
か
ら
格
別
の
処
遇
、
慰
撫

に
あ
ず
か

り
、
そ
の
恩
寵
は
き
わ
め
て
厚
い
。
貴
国
は
隣
接
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
あ
た
り

は
よ
く
ご
存
知
で
あ
ろ
う
。

　
且
つ

「兵
交
わ
る
と
き
使
そ
の
間
に
在
り
」

(軍
事
対
決
の
と
き
に
も
使
者
が
そ
の

間
に
介
在
し
て
和
平
を
図
る
)
と
は
ま
こ
と
に
古
今
の
通
義
で
あ
る
。

か
の
国
境

の

役
人
が
敵
舟
の
う
ち
に
赴

い
て
、
突
然
我
が
使
節
を
傷
害
す
る
な
ど
は
、

こ
と
が

正
し
い
か
誤

っ
て
い
る
か
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
公
然
と
相
手
の
罪
を
せ
め
て

討
伐
に
の
り
だ
し
て
も
当
然
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
さ
ら
に
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、

貴
国
に
お
い
て
承
知
し
て
お
ら
ず
、
国
境
警
備
に
当
た
る
も
の
が
職
務
上
ひ
た
す

ら
固
く
防
禦
し
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

皇
帝
は
そ
れ
で
も
、

こ
れ
は

下
級
の
役
人
の
過
ま
ち
で
あ

っ
て
、
二
人
の
も
の
に
は
罪
は
な
い
と
お
考
え
に
な

り
、

い
ま
塔

二
郎
ら
を
貴
国
に
送
り
届
け
牒
書
を
奉
じ
て
行
か
せ
る

こ
と
と
し

た
。

　

こ
こ
は
聖
天
子
が
す
べ
て
を
包
容
し
て
す
べ
て

一
体
で
あ
る
と
の
意
向
を
よ
く

心
得
て
、
よ
ろ
こ
ん
で
恭
順
の
誠
意
を
示
し
、
と
く
に
重
臣
に
命
じ
て
、
来
春
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つか

期
し
て
闕
下
に
表
文
を
奉
り
、
天
を
畏
れ
て
大
に
事
え
る
の
礼
を
尽
す
よ
う
に
せ

よ
。
保
証
し
て
高
麗
国
の
例
の
よ
う
に
処
遇
し
て
、
き

っ
と
約
束
に
違
う
よ
う
な

こ
と
は
な
い
。

そ
れ
で
も
な
お
も

国
の
堅
固
を
恃
ん
で
、

当
方
を
何
と
も
思
わ

ず
、
遠
方
ゆ
え
来
る
こ
と
も
な
い
と
考
え
る
よ
う
な
ら
、
そ
れ
こ
そ
天
威
は
怒
り

が
火
に
つ
き
、
武
将
に
命
じ
て
軍
隊
を
出
し
、
万
艘
も
の
戦
艦
で
も

っ
て
、
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
つ
ぶ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほぞ

ち
に
王
城
を
お
し
潰
そ
う
。
そ
う
な

っ
た
ら
臍
を
か
ん
で
も
及
ば
な
い
と
の
後
悔

を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
利
害
は
甚
だ
明
白
で
あ
り
、
あ
え
て
殿
下
に
布
告
す
る

の
で
あ
る
。
た
だ
殿
下
、
ま
こ
と
に
重
ね
て
検
討
さ
れ
る
よ
う
。
謹
ん
で
牒
す
。

右
、
臼
本
国
王
殿
下
に
牒
す
。

至
元
六
年
六
月
　
日
、
牒
す
。

資
政
大
夫
中
書
左
丞
　
　
　
　

(廉
希
憲
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

パ
ヤ
ソ

資
徳
大
夫
中
書
右
丞
　
　
　
　

(伯
顔
)

栄
禄
大
夫
平
章
政
事
　
　
　
　

(史
天
沢
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

フトウ
ク
チ
ヤル

栄
禄
大
夫
平
章
政
事
　
　
　
　

(忽
都
察
児
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

アソトン

光
禄
大
夫
中
書
右
丞
相
　
　
　

(安
童
)

門高
麗
国
慶
尚
晋
安
東
道
按
察
使
が
も
た
ら
し
た
日
本
国
大
宰
府
宛
の
牒
】

至
元
六
年

(高
麗
元
宗
十
年
、
日
本
文
永
六
年
、
一
二
六
九
)
八
月

『
異
国
出
契
』
巻

一　
　
　
　
　
　

拠
奈
良
興
福
寺

一
乗
院
所
蔵
本
転
鈔

　

高
麗
國
慶
尚
晉
安
東
道
按
察
使
牒
。

　

日
本
國

(太
)
[大
凵
宰
府
守
護
所
。

高
麗
國
慶
省
晉
安
東
道
按
察
使
牒
日
本
國

(太
)
[大
]宰
府
。
當
使
契
勘
、
本
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朝
與
貴
國
講
信
修
睦
、

世
已
久
矣
。

頃
者
北
朝
皇
帚
欲
通
好
貴
國
、

發
使

齎

書
、
道
從
于
我
境
、

井
告
以
郷
導
前
去
、

方
執
牢
固
、

責
以
多
端
。

我
國
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　

不
獲
已
、
使
使
俘
行
過
海
、
前
北
朝
使
介
逹
於
野
馬
、
乃
男
子
二
人
偕
乃
至
帝

所
、
二
人
者
部
被
還
、
今
已
於
當
道
管
内
至
訖
、
惟
今
裝
舸
備
糧
、
差
爾
州
牧

將
校

一
名

.
晉
州
牧
將
校

一
名

・
郷
通
事
二
人

・
水
手
二
十
人
護
途
。
凡
其
情

實
、
可
於

(比
)
[
此
]
人
聽
取
知
悉
。
牒
具
如
前
、
事
須
謹
牒
。

　
至
元
六
年
己
己
八
月
日
、
牒

　
按
察
使
兼
監
倉
使

.
轉
輸
提
點
刑
獄
兵
馬
公
事

・
朝
散
大
夫

・
爾
書
禮
部
侍

　
郎

・
太
子
宮
門
郎

(位
)
[在
]
剣
。

*
こ
の
あ

た
り

に
恐
ら
く
脱
誤
あ
り
。

　
高
麗
国
慶
尚
晋
安
東
道
按
察
使
の
楪
。

　

日
本
国
大
宰
府
守
護
所
。

　
高
麗
国
慶
尚
晋
安
東
道
按
察
使
、

日
本
国
大
宰
府
に
牒
す
。

当
使

契
勘
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
このご
ろ

に
、
本
朝
、
貴
国
と
信
を
講
じ
睦
み
を
修
め
、
世
よ
已
に
久
し
。
頃
者
北
朝
皇
帝
、

好
み
を
貴
国
に
通
ぜ
ん
と
欲
し
、
使
を
発
し
書
を
齎
し
、
道
、
我
が
境
に
従
い
、

井
び
に
告
ぐ
る
に
郷
導
し
て
前
去
す
る
を
以
て
し
、
方
に
牢
固
を
執
り
、
責
む
る

に
多
端
を
以
て
す
。
我
国
勢

い
と
し
て
已
む
を
獲
ず
、
使
い
を
し
て
伴
行
し
て
過

　
　
　
　
　
き

海
せ
し
め
、
前
き
に
北
朝

の
使
介
、
対
馬
に
達
し
、
乃
ち
男
子
二
人
と
偕
に
乃
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
わ

帝

の
所
に
至
る
。

二
人

の
者
即
ち
還
さ
れ
、
今
已
に
当
道
の
管
内
に
至
り
訖
り
、

惟
だ
今
舸
を
装
し
糧
を
備
え
、
尚
州
牧
将
校

一
名

・
晋
州
牧
将
校

一
名

・
郷
通
事

二
人

.
水
手
二
十
人
を
差
し
て
護
送
す
。
凡
そ
其
の
情
実
は
、
此
の
人
に
聴
取
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

す
べか

知
悉
す
べ

し
。
牒
具
す
る
こ
と
前
き
の
如
く
、
事
須
ら
く
謹
み
て
牒
す
べ
し
。

　
　

至
元
六
年
己
巳
八
月
日
、
牒
す
。

　
　
按
察
使
兼
監
倉
使

・
転
輸
提
点
刑
獄
兵
馬
公
事

・
朝
散
大
夫

・
尚
書
礼
部
侍

　
　
郎

・
太
子
宮
門
郎
在
判
。

【翻
訳
】

　
高
麗
国
慶
尚
晋
安
東
道
按
察
使
の
牒
。

　
日
本
国
大
宰
府
守
護
所
宛
て
。

　
高
麗
国
慶
尚
晋
安
東
道
按
察
使
が

日
本
国

大
宰
府
に
牒
す
る
。
当
使
が

思

う

に
、
本
朝
が
貴
国
と
友
好
親
善
関
係
を
築

い
て
か
ら
久
し
い
。
最
近
、
北
朝
皇
帝

(す
な
わ
ち
大
蒙
古
国
皇
帝
)
は
貴
国
と
友
好
関
係
を
通
じ
よ
う
と
し
て
、
使
者
を

派
遣
し
国
書
を
も
た
ら
す
の
に
わ
が
国
内
に
ル
ー
ト
を
と
り
、
な
ら
び
に
先
導
し

て
行
く
よ
う
通
告
し
、
強
硬
な
姿
勢
で
あ
れ
こ
れ
と
注
文
を
つ
け
て
き
た
。
我
国

と
し
て
は
や
む
を
得
ず
、
使
者
を
随
行
さ
せ
て
海
を
渡
ら
せ
た
が
、
さ
き
に
北
朝

の
使
者
が
対
馬
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
、

男
子
二
人

(を
捕
ら
え
て
)
と
も
に
皇
帝

の
居
所
に
至

っ
た
。
二
人
の
も
の
は
す
ぐ
に
返
還
さ
れ
て
、
い
ま
す
で
に
当
道
の

管
内
に
至

っ
て
い
る
。
現
在
船
出
の
準
備
を
し
食
糧
を
積
み
込
み
、
尚
州
牧
の
将

校

一
名

・
晋
州
牧

の
将
校

一
名

・
郷
通
事
二
人

・
水
手
二
十
人
を
や

っ
て
護
送
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
実
情
は
こ
れ
ら
の
人
か
ら
聴
取
の
う
え
よ
く
よ

く
ご
承
知
あ
り
た
い
。
以
上
の
よ
う
に
文
書
を
と
と
の
え
た
の
で
、
謹

ん
で
文
書

を
差
し
上
げ
ま
す
。

　
　
至
元
六
年
己
巳
八
月
日
、
牒
す
。

　
　
按
察
使
兼
監
倉
使

・
転
輸
提
点
刑
獄
兵
馬
公
事

・
朝
散
大
夫

・
尚
書
礼
部
侍

　
　
郎

・
太
子
宮
門
郎
在
判
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