
紹

介

松
方
冬
子
編

﹃
国
書
が
む
す
ぶ
外
交
﹄

本
書
の
扉
を
開
く
と
︑
五
点
の
史
料
が
口
絵
と

し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
第
一
は
﹁
日
本
国

王
源
道
義
﹂
︵
足
利
義
満
︶
に
宛
て
た
永
楽
帝
の

勅
書
で
あ
る
︒
続
く
三
点
は
豊
臣
政
権
の
対
南
蛮

交
渉
に
関
わ
る
も
の
で
︑
豊
臣
秀
吉
が
受
領
し
た

ポ
ル
ト
ガ
ル
国
イ
ン
ド
副
王
親
書
︑
秀
吉
が
そ
れ

ぞ
れ
﹁
小
琉
球
﹂
︵
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
総

督
︶
と
﹁
高
山
国
﹂
︵
台
湾
︶
に
対
し
て
発
給
し

た
書
状
か
ら
成
る
︒
口
絵
に
見
ら
れ
る
薄
い
金
属

板
は
︑
シ
ャ
ム
国
王
の
清
朝
皇
帝
へ
の
書
簡
で
あ

る
︒
本
書
は
︑
こ
の
よ
う
な
前
近
代
の
ア
ジ
ア
で

取
り
交
わ
さ
れ
た
様
々
な
国
書
が
む
す
ぶ
外
交
の

実
態
に
迫
る
外
交
史
研
究
の
新
成
果
で
あ
る
︒

編
者
の
松
方
冬
子
氏
は
﹁
総
論
﹂
に
お
い
て
︑

国
書
を
﹁
対
等
／
非
対
等
と
い
う
論
点
を
超
え
て
︑

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
ジ
ア
を
対
置
せ
ず
に
外
交
を
論

ず
る
た
め
の
手
が
か
り
﹂
と
し
︑
ま
た
﹁
国
書
を

送
る
と
い
う
慣
行
か
ら
︑
外
交
を
成
り
立
た
せ
た

最
低
限
の
合
意
を
見
つ
け
出
そ
う
﹂
と
述
べ
︑
新

し
い
外
交
史
研
究
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
そ
の
め
ざ
す

と
こ
ろ
を
明
記
し
て
い
る
︒
こ
の
背
景
に
あ
る
の

は
︑
既
存
の
外
交
史
研
究
に
見
ら
れ
る

“tr
e
a
ty

s
y
s
te
m

v
s
.
tr
ib
u
ta
r
y
s
y
s
te
m
”
の
構
図
︵
﹁
平

等
﹂
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
条
約
体
制
と
﹁
不
平
等
﹂

な
ア
ジ
ア
の
朝
貢
体
制
を
対
置
さ
せ
る
見
方
︶
へ

の
批
判
で
あ
る
︒
ま
た
国
書
に
加
え
︑
通
航
証
の

検
討
も
本
書
の
も
う
一
つ
の
柱
を
成
す
が
︑
こ
れ

は
国
書
外
交
と
商
人
の
往
来
と
の
連
動
状
況
を
視

野
に
入
れ
る
必
要
性
か
ら
だ
と
い
う
︒

本
論
は
第
一
部
﹁
国
書
の
世
界
﹂
と
第
二
部

﹁
国
書
の
周
辺
と
し
て
の
通
航
証
﹂
に
分
か
れ
る
︒

ま
ず
第
一
部
の
第
一
章
か
ら
第
三
章
︵
橋
本
雄
︑

清
水
有
子
︑
川
口
洋
史
︶
は
順
に
︑
口
絵
の
永
楽

帝
勅
書
が
﹁
別
幅
﹂
と
誤
解
さ
れ
て
き
た
問
題
と

室
町
期
以
降
の
朝
鮮
外
交
文
書
認
識
と
の
関
わ
り
︑

豊
臣
政
権
の
南
蛮
勢
力
宛
て
国
書
に
装
飾
料
紙
が

使
わ
れ
た
こ
と
の
意
味
や
添
付
さ
れ
た
訳
文
の
機

能
︑
一
八
・
一
九
世
紀
の
シ
ャ
ム

清
朝
・
阮
朝

間
の
外
交
文
書
に
対
す
る
認
識
や
文
書
翻
訳
の
意

図
な
ど
を
追
究
す
る
︒
前
記
三
論
文
に
対
し
︑
第

四
章
︵
原
田
亜
希
子
︶
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
交
シ

ス
テ
ム
に
関
す
る
事
例
研
究
と
し
て
︑
一
五
・
一

六
世
紀
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
お
け
る
駐
在
大
使
制
度

の
成
立
と
そ
の
政
治
的
契
機
︑
大
使
の
日
常
的
活

動
や
資
質
を
概
観
す
る
︒
続
い
て
第
二
部
の
第
五

章
か
ら
第
七
章
︵
岡
本
真
︑
彭
浩
︑
木
村
可
奈

子
︶
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
日
明
勘
合
制
度
の
臨
機
応
変

の
運
用
︑
明
朝
後
期
の
渡
海
﹁
文
引
﹂
制
度
成
立

と
﹁
文
引
﹂
取
引
の
実
態
︑
明
末
期
に
お
け
る
シ

ャ
ム
の
勘
合
使
用
の
あ
り
方
や
金
葉
の
包
装
に
つ

い
て
解
き
明
か
す
︒
勘
合
制
度
が
発
行
先
に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
た
事
実
や
︑
文
引
と
異
国
渡
海
朱

印
状
の
違
い
も
︑
こ
れ
ら
の
研
究
を
順
に
読
み
進

め
る
こ
と
で
明
瞭
に
な
る
︒
第
八
章
︵
蓮
田
隆

志
︶
は
︑
ベ
ト
ナ
ム
人
権
力
者
の
義
子
と
し
て
日

越
間
の
文
書
外
交
を
支
え
た
日
本
人
貿
易
商
の
紹

介
と
︑
外
国
人
義
子
の
社
会
的
位
置
付
け
の
考
察

で
あ
る
︒

以
上
八
編
の
論
考
の
ほ
か
︑
計
七
編
の
コ
ラ
ム

が
付
さ
れ
︑
史
料
の
紹
介
や
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ

に
よ
り
本
書
の
内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
る
︒

本
書
を
通
読
す
る
こ
と
で
︑
﹁
総
論
﹂
の
い
う

﹁
あ
る
種
の
緩
や
か
な
合
意
や
慣
習
﹂
が
前
近
代

外
交
の
現
場
に
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
を
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
︑
再
び
口
絵
の
国
書
に
立

ち
戻
れ
ば
︑
そ
の
外
形
的
特
徴
の
背
後
に
あ
る
意

味
を
読
者
そ
れ
ぞ
れ
が
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は

ず
だ
︒

編
者
は
最
後
に
本
書
の
起
点
で
あ
る
共
同
研
究

紹 介
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の
目
標
を
﹁
各
国
︑
各
時
代
の
専
門
家
が
同
じ
海

で
知
識
と
経
験
を
交
換
し
合
う
﹃
交
易
の
時
代
﹄

を
作
り
出
す
こ
と
﹂
だ
っ
た
と
振
り
返
る
︒
本
書

を
機
縁
に
こ
の
よ
う
な
地
域
横
断
的
な
外
交
史
研

究
が
一
層
進
展
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
︒

︵
Ａ
�
判

三
六
〇
頁

二
〇
一
九
年
一
月

東
京
大
学
出
版
会

税
別
六
四
〇
〇
円
︶

︵
阿
久
根
晋

京
都
大
学
人
間
・
環
境
学
研
究
科

博
士
課
程
︶

ク
テ
シ
ア
ス
著
︑
阿
部
拓
児
訳

﹃
ペ
ル
シ
ア
史
／
イ
ン
ド
誌
﹄

一
般
に
は
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
か
も
し
れ
な

い
が
︑
ク
テ
シ
ア
ス
と
い
う
人
は
︑
ギ
リ
シ
ア
人

で
あ
り
な
が
ら
オ
リ
エ
ン
ト
世
界
を
そ
の
内
側
か

ら
観
察
し
え
た
稀
有
な
人
物
で
あ
り
︑
彼
の
﹃
ペ

ル
シ
ア
史
﹄
は
︑
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
の
歴
史
に
関
す

る
主
要
な
︑
時
期
に
よ
っ
て
は
唯
一
の
史
料
で
あ

る
︒
し
か
し
脚
色
が
多
く
信
用
な
ら
な
い
と
の
評

価
が
専
ら
で
︑
歴
史
家
の
真
剣
な
考
察
の
対
象
と

な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
近
年
︑
ク

テ
シ
ア
ス
再
評
価
の
動
き
が
進
ん
で
い
る
︒
詩
や

小
説
な
ど
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
の
類
比
に
よ
っ
て
︑

狭
義
の
歴
史
学
の
範
疇
に
収
ま
ら
な
い
要
素
を
積

極
的
に
評
価
す
る
方
向
に
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ

る
︒本

書
は
︑
こ
の
ク
テ
シ
ア
ス
作
品
群
の
全
訳
と

し
て
﹃
西
洋
古
典
叢
書
﹄
シ
リ
ー
ズ
か
ら
刊
行
さ

れ
た
も
の
で
︑
訳
者
の
阿
部
氏
は
︑
日
本
で
唯
一

ク
テ
シ
ア
ス
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
歴
史
学
者

で
あ
る
︒
以
下
で
は
ま
ず
︑
ク
テ
シ
ア
ス
の
経
歴

と
そ
の
作
品
の
伝
存
状
況
を
概
観
し
た
う
え
で
︑

内
容
の
紹
介
に
移
ろ
う
︒

ク
テ
シ
ア
ス
は
小
ア
ジ
ア
南
西
部
の
ギ
リ
シ
ア

都
市
ク
ニ
ド
ス
の
出
身
で
︑
前
四
〇
〇
年
前
後
の

一
時
期
︑
侍
医
と
し
て
ペ
ル
シ
ア
宮
廷
に
仕
え
︑

﹃
ペ
ル
シ
ア
史
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
諸
作
品
を
ギ

リ
シ
ア
語
で
執
筆
し
た
︒
不
幸
に
し
て
原
作
の
大

半
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
古
代
・
中
世
を
通

じ
て
よ
く
読
ま
れ
た
た
め
︑
他
の
著
述
家
に
よ
る

言
及
か
ら
︑
そ
の
大
略
が
復
元
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
な
史
料
は
﹁
断
片
史
料
﹂
と
呼
ば
れ
︑

﹁
証
言
﹂
と
﹁
断
片
﹂
か
ら
な
る
独
特
の
二
部
編

成
を
と
る
が
︑
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
本
書
の
構
成
と

な
っ
て
い
る
︒

冒
頭
に
置
か
れ
る
﹁
証
言
﹂
は
︑
後
代
の
作
家

ら
が
残
し
た
ク
テ
シ
ア
ス
の
出
自
に
関
わ
る
記
述

群
で
あ
り
︑
先
に
述
べ
た
彼
の
経
歴
も
︑
こ
れ
ら

を
根
拠
に
推
定
さ
れ
て
い
る
︒
﹁
証
言
﹂
に
は
︑

作
品
自
体
に
対
す
る
後
世
の
評
価
も
含
ま
れ
る
た

め
︑
こ
れ
を
読
め
ば
︑
ク
テ
シ
ア
ス
作
品
の
﹁
受

容
史
﹂
を
通
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
作
品
の
内
容
自
体
を
伝
え
る

の
が
︑
後
に
続
く
﹁
断
片
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
第
一
︑

全
二
三
巻
か
ら
な
る
大
著
﹃
ペ
ル
シ
ア
史
﹄
は
︑

ア
ッ
シ
リ
ア
︑
メ
デ
ィ
ア
史
を
前
史
と
し
︑
彼
が

同
時
代
人
と
し
て
目
撃
し
た
時
点
ま
で
の
ペ
ル
シ

ア
帝
国
史
を
扱
う
︒
こ
こ
に
見
え
る
ア
ッ
シ
リ
ア
︑

メ
デ
ィ
ア
︑
ペ
ル
シ
ア
と
い
う
三
大
帝
国
継
起
の

図
式
は
︑
そ
の
後
の
西
洋
世
界
に
お
け
る
オ
リ
エ

ン
ト
史
叙
述
の
枠
組
み
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
っ

た
︒﹁

断
片
﹂
の
二
つ
目
﹃
イ
ン
ド
誌
﹄
は
︑
﹁
イ

ン
ド
﹂
︵
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
に
相
当
︶
の
地
理
︑

風
俗
を
論
じ
た
民
族
学
的
著
作
で
あ
る
︒
こ
の
作

品
に
は
﹁
犬
頭
人
﹂
や
﹁
一
角
獣
﹂
と
い
っ
た
一

見
荒
唐
無
稽
な
存
在
が
数
多
く
登
場
す
る
が
︑
訳

者
は
︑
当
地
の
気
候
や
動
植
物
相
に
つ
い
て
要
を

得
た
註
を
付
す
こ
と
で
︑
こ
れ
ら
の
記
述
が
生
み

出
さ
れ
た
背
景
を
丹
念
に
洗
い
出
し
て
い
る
︒

﹁
断
片
﹂
の
最
後
に
一
括
さ
れ
て
い
る
﹁
そ
の

他
の
作
品
﹂
の
中
に
は
︑
ク
テ
シ
ア
ス
の
医
師
と
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