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蒙
古
第
二
回
目
の
国
書
到
来 

文
永
六
年
の
六
月
良
観
を
背
景
と
し
て
、
鎌
倉
五
山
の
僧
侶
が
こ
れ
を
援
護
し
た
変
成
男
子
の
御
祈
禱
は
み
ご 

 
 
 

と
に
失
敗
し
て
、
そ
の
看
板
に
さ
れ
た
隆
辨
僧
正
は
、
面
目
を
つ
ぶ
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
原
因
で
あ
っ
た
か 

 
 
 

ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
後
隆
辨
僧
正
は
、
鎌
倉
八
幡
宮
の
別
当
を
や
め
て
、
再
び
京
都
に
帰
っ
て
し
ま 

 
 
 

っ
て
お
る
。
変
成
男
子
の
御
祈
祷
が
か
な
っ
て
、
執
権
職
北
条
時
宗
に
男
子
が
出
生
し
て
お
っ
た
な
ら
ば
そ
れ
こ 

 
 

そ
、
諸
宗
が
勝
っ
て
、
日
蓮
が
負
け
た
と
鎌
倉
中
に
評
判
さ
せ
て
、
聖
人
圧
迫
の
手
は
こ
の
年
の
中
に
実
行
さ
れ 

 
 
 

た
で
あ
ろ
う
が
、
事
実
は
そ
う
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
も
、
こ
の
年
に
は
蒙
古
の
使
者
が
、
一
年
の
中
に
二
回
も
き
て
お
る
の
だ
か
ら
、
聖
人
の
立
正
安
国
論
の 

 
 
 

予
言
的
中
が
い
よ
い
よ
現
実
と
な
っ
て
き
て
お
る
の
で
、
諸
宗
側
の
聖
人
に
対
し
て
の
圧
迫
は
、
文
永
六
年
は
変 

 
 
 

成
男
子
の
御
祈
禱
で
終
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
圧
迫
は
手
段
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
勝
負
は
、
知
る
の
は
寺 

 
 
 

方
だ
け
で
あ
っ
た
か
ら
、
諸
宗
の
負
け
た
こ
と
は
鎌
倉
の
評
判
に
は
な
ら
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
の
は
、
ま
あ
ま
あ
念 

 
 
 

禅
真
言
律
宗
等
に
と
っ
て
は
、
幸
い
で
あ
っ
た
ろ
う
。 
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さ
て
文
永
六
年
に
は
、
蒙
古
の
使
者
が
二
回
き
た
と
前
述
し
た
が
、
第
一
回
は
、
文
永
六
年
の
三
月
対
島
に
き 

 
 
 

た
こ
と
を
指
す
。
こ
の
時
は
文
永
五
年
の
正
月
に
、
太
宰
府
に
提
出
し
た
国
書
の
返
事
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 
 

第
二
回
目
の
使
者
は
、
黒
的
、
殷
弘
を
長
と
し
て
、
文
永
五
年
の
十
一
月
に
高
麗
に
到
着
し
、
十
二
月
対
島
に
向 

 
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。 

 

使
節
の
一
行
は
、
蒙
古
の
使
節
八
人
、
高
麗
の
使
節
四
人
、
従
者
七
十
余
人
の
堂
々
た
る
使
節
で
あ
る
。
三
月 

 
 
 

七
日
太
宰
府
守
護
所
か
ら
、
京
都
の
六
波
羅
探
題
に
、
こ
の
使
者
一
行
の
対
島
来
島
が
伝
え
ら
れ
た
。
四
月
二
十 

 
 
 

六
日
に
、
京
都
に
お
い
て
は
御
所
で
評
議
が
開
か
れ
た
が
、
そ
の
時
は
返
書
を
送
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
結
果
は 

 
 
 

鎌
倉
幕
府
の
意
見
に
左
右
さ
れ
て
返
書
は
出
さ
な
い
こ
と
に
決
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
時
、
対
馬
の
島
民
は
、
蒙
古
の
使
節
に
対
し
て
、
な
か
な
か
鼻
息
が
あ
ら
く
、
使
節
の
上
陸
を
こ
ば
ん
だ 

 
 
 

と
伝
え
ら
れ
て
お
る
。 

 

使
節
の
一
行
は
、
国
書
の
返
書
も
え
ら
れ
ず
島
民
か
ら
も
歓
迎
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
非
常
に
憤
慨
し
て
帰
っ 

 
 
 

た
が
、
そ
の
時
に
、
島
民
の
塔
次
郎
と
弥
次
郎
と
称
す
る
者
二
人
を
捕
虜
に
し
て
帰
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
人
の
対
馬
の
島
民
は
、
彼
の
地
に
ゆ
く
と
、
大
変
に
優
遇
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
お
る
。
蒙
古
王
、
コ
ツ 

 
 
 

ピ
ッ
レ
ツ
も
こ
の
両
人
を
み
て
大
い
に
喜
ん
だ
。
生
き
て
お
る
日
本
人
を
み
て
、
始
め
て
日
本
と
い
う
も
の
を
み 

 
 
 

た
と
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
国
書
を
や
っ
て
も
、
返
書
も
よ
こ
さ
な
い
国
か
ら
の
捕
虜
な
の
で
、
大
変
に
興
味
を 

 
 
 

持
ち
、
拝
顔
も
許
し
た
。
搭
次
郎
、
弥
次
郎
の
両
人
も
、
そ
の
好
遇
に
喜
び
、
万
寿
山
の
玉
殿
や
諸
城
を
案
内
さ 
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れ
た
が
、
「
臣
等
、
天
堂
仏
刹
あ
る
を
き
く
、
正
に
是
を
謂
う
や
」
と
、
昭
和
戦
後
の
代
議
士
が
、
中
京
を
視
察 

 
 
 

し
た
時
の
よ
う
な
賛
辞
を
放
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
る
。 

 

文
永
六
年
の
七
月
に
、
蒙
古
王
コ
ツ
ピ
ッ
レ
ツ
は
歓
待
し
た
対
馬
の
島
民
二
人
を
、
ウ
ル
ダ
イ
と
い
う
者
に
命 

 
 
 

じ
て
返
還
を
決
定
し
た
。
蒙
古
の
使
者
ウ
ル
ダ
イ
は
、
蒙
古
の
中
書
省
の
国
書
を
持
っ
て
、
高
麗
の
キ
ン
イ
ウ
セ 

 
 

イ
、
コ
ウ
ヂ
ュ
ウ
等
の
二
人
の
使
節
を
従
え
て
、
九
月
十
七
日
に
、
再
び
対
馬
の
伊
奈
浦
に
到
来
し
た
の
で
あ 

 
 
 

る
。
こ
れ
で
、
蒙
古
は
三
度
使
節
を
日
本
に
向
け
て
出
し
、
二
度
目
の
国
書
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
わ
け
で
あ 

 
 
 

る
。 

 

九
月
二
十
四
日
に
、
太
宰
府
の
守
護
所
か
ら
、
蒙
古
と
高
麗
の
も
た
ら
し
た
国
書
を
、
京
都
の
太
政
官
に
申
し 

 
 
 

上
げ
た
。
朝
廷
で
は
、
さ
っ
そ
く
評
議
を
ひ
ら
い
て
、
菅
原
長
成
を
し
て
返
書
を
つ
く
ら
せ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
の
返
書
を
国
民
の
日
本
史
か
ら
引
用
し
て
み
る
。 

「
日
本
は
こ
れ
ま
で
支
那
と
交
通
し
て
き
た
が
、
蒙
古
の
名
は
一
向
き
か
ぬ
し
、
ど
こ
に
あ
る
国
か
知
ら
ぬ
。
そ 

 
 
 

れ
で
、
日
本
は
蒙
古
に
対
し
て
、
何
等
好
悪
の
感
情
を
抱
い
て
お
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
好
を
通
じ
な
い
と
、
干
戈 

 
 
 

に
訴
え
よ
う
と
は
何
故
か
。
由
来
日
本
は
神
国
と
称
せ
ら
れ
て
、
神
の
威
霊
に
よ
っ
て
、
従
来
国
辱
を
一
度
も
受 

 
 
 

け
な
か
っ
た
。
知
慧
や
力
で
は
日
本
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
つ
い
て
は
そ
れ
ら
の
こ
と
を
篤 

 
 
 

と
考
え
る
が
よ
ろ
し
い
」
云
々
。 

 

第
二
回
目
の
国
書
は
、
第
一
回
の
国
書
よ
り
は
穏
当
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
わ
れ
て
お
る
が
、
第
二
回
目
の
蒙 
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古
の
国
書
に
対
す
る
、
わ
が
方
の
返
事
は
な
か
な
か
相
当
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
語
調
で
う
か
が
う
こ
と 

 
 
 

が
で
き
よ
う
。 

 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
菅
原
長
成
の
返
書
は
、
朝
廷
か
ら
幕
府
に
下
さ
れ
た
が
、
幕
府
で
は
、
断
然
返
書
を
送
る
の 

 
 
 

要
な
し
と
、
決
意
を
か
た
め
て
お
っ
た
の
で
、
こ
の
菅
原
長
成
の
返
書
は
つ
い
に
に
ぎ
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
、 

 
 
 

第
三
回
の
蒙
古
の
使
者
に
対
し
て
も
、
何
の
返
答
も
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

つ
い
で
で
あ
る
か
ら
こ
の
顛
末
を
記
述
し
て
お
く
が
、
蒙
古
は
第
三
回
の
使
節
に
対
し
て
も
日
本
が
国
書
の
返 

 
 
 

書
を
与
え
な
い
の
で
、
こ
れ
を
残
念
に
思
い
、
文
永
六
年
の
十
二
月
に
、
チ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
ヒ
ツ
を
使
と
し
て
、
再 

 
 
 

び
日
不
に
向
か
わ
し
め
た
。
返
書
の
こ
な
い
の
は
中
間
に
お
い
て
、
高
麗
が
細
工
で
も
す
る
も
の
と
思
っ
た
の 

 
 
 

か
、
蒙
古
の
使
者
が
必
ず
日
本
に
到
着
す
る
た
め
、
ク
リ
ン
チ
以
下
の
大
将
を
し
て
海
軍
の
軍
勢
を
引
卒
せ
し
め 

 
 

て
、
金
州
等
に
軍
兵
を
駐
屯
せ
し
め
て
高
麗
を
威
嚇
し
た
の
で
あ
る
。 

 

チ
ョ
ウ
リ
ョ
ウ
ヒ
ツ
の
一
行
は
、
文
永
八
年
の
正
月
に
高
麗
に
到
着
し
、
わ
が
国
に
到
着
し
た
の
は
、
聖
人
の 

 
 
 

竜
の
口
の
難
の
一
週
間
後
の
九
月
十
九
日
で
あ
っ
た
の
も
不
思
議
で
あ
る
。
北
条
時
宗
は
、
蒙
古
襲
来
を
文
応
元 

 
 
 

年
よ
り
唱
え
て
お
っ
た
聖
人
を
、
十
二
年
目
に
世
を
騒
が
す
も
の
と
し
七
、
文
永
八
年
の
九
月
十
二
日
に
、
斬
首 

 
 
 

の
刑
に
処
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
聖
人
の
首
は
き
れ
ず
、
次
の
日
の
九
月
十
三
日
附
で
、
蒙
古
人
襲
来
す
べ 

 
 
 

き
由
の
御
教
書
を
発
し
て
お
る
と
い
う
、
あ
わ
て
た
ま
ね
を
し
て
お
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
日
詳
細
に
の
べ
る 

 
 
 

機
会
が
あ
る
の
で
、
今
は
略
す
。 
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さ
て
、
聖
人
は
一
年
の
中
に
、
三
月
と
九
月
と
、
二
度
も
蒙
古
の
使
節
が
く
る
と
い
う
、
事
態
は
急
な
り
と
感 

 
 
 

ぜ
ら
れ
て
、
こ
の
文
永
六
年
の
十
一
月
に
、
再
び
、
先
年
の
ご
と
く
、
鎌
倉
の
寺
々
に
、
書
を
い
た
し
て
公
場
の 

 
 
 

対
決
を
せ
ま
っ
た
が
、
多
少
の
返
事
は
あ
っ
て
も
、
正
式
に
応
ず
る
も
の
と
て
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
十
一
月
に 

「
今
年
十
一
月
の
頃
、
方
々
へ
申
し
て
候
へ
ば
、
少
々
返
事
あ
る
方
も
侯
、
を
ほ
か
た
人
の
心
も
や
わ
ら
ぎ
て
、 

 
 
 

さ
も
や
と
覚
し
た
り
げ
に
候
。
（
略
）
こ
れ
ほ
ど
の
ひ
が
ご
と
申
し
て
候
へ
ば
、
流
死
の
二
罪
の
内
は
一
定
と
存 

 
 
 

ぜ
し
が
、
い
ま
ま
で
な
に
と
申
す
事
も
候
は
ぬ
は
、
不
思
議
に
お
ぼ
え
候
」
（
全
集
九
九
九
ペ
ー
ジ
） 

と
太
田
金
吾
殿
に
書
を
あ
た
え
て
お
る
の
で
あ
る
。 

 

文
永
五
年
の
第
一
回
の
蒙
古
の
使
節
が
き
た
年
に
は
。
、
四
月
五
日
に
安
国
論
御
勘
由
来
を
書
か
れ
た
が
、
第
二 

 

回
、
第
三
回
と
蒙
古
の
使
節
が
一
年
に
二
回
も
き
た
年
の
文
永
六
年
の
十
二
月
八
日
に
は
、
左
記
の
ご
と
く
、
聖 

 
 
 

人
み
ず
か
ら
、
「
立
正
安
国
論
」
に
奥
書
き
を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

「
文
応
元
年
之
を
勘
う
。
正
嘉
よ
り
之
を
始
め
文
応
元
年
勘
え
お
わ
ん
ぬ
。 

 

去
ぬ
る
正
嘉
元
年
八
月
二
十
三
日
戌
亥
の
刻
の
大
地
震
を
み
て
之
を
勘
う
。
そ
の
後
文
応
元
年
七
月
十
六
日
を 

 
 
 

以
て
、
宿
屋
の
禅
門
に
つ
い
て
故
最
明
寺
入
道
殿
に
奉
れ
り
。
そ
の
後
文
永
元
年
七
月
五
日
大
明
星
の
時
、
い
よ 

 
 
 

い
よ
此
の
災
の
根
源
を
知
る
。
文
応
元
年
よ
り
文
永
五
年
後
の
正
月
十
八
日
に
至
る
迄
、
九
か
年
を
経
て
、
西
方 

 
 
 

大
蒙
古
国
よ
り
我
が
朝
を
襲
う
べ
き
の
由
、
牒
状
之
を
渡
す
。
又
同
じ
き
六
年
重
ね
て
牒
状
之
を
渡
す
。
既
に
勘 
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文
之
に
叶
う
。
之
に
准
じ
て
之
を
思
う
に
、
未
来
も
亦
然
る
べ
き
か
、
此
の
書
は
徴
し
あ
る
文
也
。
是
偏
へ
に
日 

 
 
 

蓮
の
力
に
非
ず
法
華
経
の
真
文
の
感
応
の
至
す
所
な
る
か
。 

文
永
六
年
十
二
月
八
日
之
を
写
す
」
（
全
集
三
三
ペ
ー
ジ
） 

 

ま
こ
と
に
一
読
し
て
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
襟
を
正
さ
ず
に
お
れ
な
い
。
し
か
る
に
小
倉
某
が
、 

「
安
国
論
は
平
凡
で
あ
る
。
決
し
て
元
寇
を
先
見
し
、
こ
れ
を
予
言
し
た
も
の
で
は
な
い
。
法
華
採
用
を
も
と
め 

 
 
 

ん
が
た
め
に
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
文
永
五
年
に
至
り
、
突
然
蒙
古
の
こ
と
の
起
っ
た
の
は
日
蓮 

 
 
 

の
空
言
空
論
が
偶
々
的
中
し
た
の
で
あ
る
。
（
空
言
空
論
と
罵
倒
す
る
な
ら
的
中
も
言
わ
な
い
方
が
よ
い
。
筆
者 

 
 

注
）
日
蓮
は
こ
れ
を
も
っ
て
大
い
に
自
負
し
、
安
国
論
は
実
に
こ
の
事
件
を
先
見
し
、
安
国
の
衷
情
に
出
た
も
の 

 
 
 

で
あ
る
と
称
し
て
、
北
条
時
宗
以
下
幕
府
の
老
臣
、
建
長
寺
道
隆
等
僧
侶
に
書
を
送
っ
て
吹
聴
し
た
。
日
蓮
は
こ 

 
 
 

れ
に
よ
っ
て
、
未
だ
萌
さ
な
い
の
に
、
元
寇
を
先
見
し
た
と
言
う
。
こ
れ
は
安
国
論
を
上
っ
た
時
の
精
神
で
は
な 

 
 
 

い
の
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
日
蓮
の
安
国
論
を
上
っ
た
時
か
ら
、
蒙
古
来
襲
ま
で
は
九
か
年
を
へ
だ
て
て
い 

 
 

る
。
そ
の
間
、
日
蓮
は
一
言
も
こ
れ
に
言
及
し
た
こ
と
が
な
い
。
国
家
目
前
の
大
患
を
知
る
な
ら
ば
、
な
ん
で
再 

 
 
 

三
再
四
諌
争
し
な
い
の
で
あ
る
か
、
知
る
べ
し
、
日
蓮
に
先
見
の
明
な
き
を
。
愛
国
済
度
の
心
が
な
き
こ
と
を
」 

 
 
 

と
い
っ
て
お
る
が
、
い
ろ
い
ろ
な
見
方
も
あ
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
参
考
に
か
か
げ
て
お
く
が
、
こ
う
い
う
人 

 
 

が
、
今
で
も
い
る
の
だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
聖
人
を
讃
仰
す
る
と
共
に
、
大
い
に
折
伏
の
精
神
を
忘
れ
て
は
な
ら 

 
 
 

な
い
の
で
あ
る
。 
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聖
人
は
、
念
、
禅
、
真
言
、
律
そ
の
他
諸
宗
を
徹
底
的
に
批
判
し
去
っ
て
、
成
仏
の
道
に
非
ず
と
い
う
の
だ
か 

 
 

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
聖
人
に
対
す
る
諸
宗
の
批
難
悪
口
を
十
分
覚
悟
は
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し 

 
 
 

気
に
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
な
か
な
か
面
白
い
と
い
お
う
か
、
よ
く
も
、
こ
ん
な
こ
と
を
い
え
た
も
の
だ
と
思
う 

 
 
 

よ
う
な
非
難
が
最
近
あ
っ
た
か
ら
一
寸
紹
介
し
て
お
こ
う
。 

 

本
年
の
七
月
十
一
日
付
の
中
外
日
報
に
、
渡
辺
照
宏
と
い
う
人
が
書
い
て
お
る
。 

「
身
延
に
お
け
る
日
蓮
の
よ
う
に
、
一
方
的
な
仕
送
り
で
食
べ
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
こ
と
を
、
仏
教
者
と
し 

 
 
 

て
、
ま
た
は
一
般
の
宗
教
家
と
し
て
、
理
想
的
な
生
活
態
度
と
思
い
ま
す
か
云
々
」
い
や
、
は
や
、
聖
人
の
罵
倒 

 
 
 

に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
こ
れ
が
、
ど
こ
か
の
大
学
の
先
生
と
か
の
質
問
だ
か
ら
、
信
心
の
な
い
人
は
お
そ
ろ
し 

 
 

い
。
今
日
本
に
は
宗
教
家
も
沢
山
い
る
し
、
宗
教
学
者
も
大
勢
い
る
が
、
み
ん
な
に
信
心
を
し
ろ
と
い
う
、
理
屈 

 
 
 

の
本
を
か
い
て
お
る
だ
け
で
、
自
分
は
一
向
信
心
な
ん
か
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
こ
ま
る
。
特
に
学
者
と
い
う
人 

 
 
 

に
て
ん
で
信
心
が
な
い
。
信
心
が
な
く
て
学
問
が
あ
る
ん
だ
か
ら
、
と
て
も
始
末
が
悪
い
。
「
解
あ
っ
て
信
な
け 

 
 
 

れ
ば
慢
を
生
ず
」
と
も
い
わ
れ
て
お
る
。 

「
衆
生
の
根
に
利
あ
り
、
鈍
あ
り
。
鈍
な
る
者
は
、
信
根
あ
り
、
利
な
る
者
は
智
根
あ
り
。
信
根
あ
る
者
は
人
を 

 
 
 

識
り
て
法
を
知
ら
ず
、
智
根
あ
る
者
は
法
を
識
っ
て
人
を
知
ら
ず
」
云
々
と
あ
る
が
、
聖
人
に
と
っ
て
は
信
は
慧 

 
 
 

の
因
す
な
わ
ち
以
信
代
慧
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 
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