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五
世
紀
の
倭
・
百
済
関
係
と
羅
済
同
盟熊

谷

公

男

は
じ
め
に

古
代
の
日
朝
関
係
の
研
究
に
関
し
て
は
、
か
っ
て
日
本
で
は

″
大
和
朝
廷
に
よ
る

任
那
の
植
民
地
支
配
〟

を
事
実
と
み
る
説
が
通
説
で
あ
っ
た
が
、
現
在
の
日
本
の
学

界
で
は
、
こ
の
学
説
は
も
は
や
完
全
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い

。
ま

た
『
日
本
書
紀
』
の
朝
鮮
関
係
記
事
に
は
、
編
纂
者
で
あ
る
日
本
の
古
代
国
家
が
、
自

ら
の
立
場
に
そ
っ
た
内
容
に
改
変
を
加
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
周
知
の
事
実
に

な
っ
て
い
る

。
本
稿
も
、
こ
う
い
っ
た
近
年
の
日
本
の
学
界
の
研
究
動
向
を
前
提
と

し
て
い
る

。

本
稿
で
は
、
五
世
紀
の
倭
と
百
済
の
外
交
関
係
の
検
討
を
中
心
に
行
う
が
、
そ
の

際
に

『
日
本
書
紀
』

の
伝
え
る
倭
・
百
済
関
係
の
記
述
を
可
能
な
か
ぎ
り
相
対
化
し

て
考
え
て
み
た
い
と
思
う

。
そ
れ
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
が
ふ
れ
て
い
な
い
事
実
を
十

分
に
ふ
ま
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る

。
私
は
、
最
近
、
五
世
紀
の
倭
・
百
済
関
係
に

は
、
主
と
し
て

「三
国
史
記

」
が
伝
え
る
い
わ
ゆ
る
〟
羅
済
同
盟
〟

の
存
在
が
、
倭

と
百
済
の
関
係
に
も
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う

に
な
っ
た
。
五
世
紀
か
ら
六
世
紀
に
か
け
て
存
続
し
た

″
羅
済
同
盟
〟

は
韓
国
の
学

界
で
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
日
本
の
古
代
史
学
界
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い

な
い

。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
韓
国
の
学
界
の
研
究
成
果
に
も
学
び
な
が
ら
、
五
世

紀
の
倭
・
百
済
関
係
を
、
と
く
に

″
羅
済
同
盟
〟

と
の
関
連
と
い
う
視
点
か
ら
改
め

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い

。

五
世
紀
の
倭
・
百
済
関
係
の
具
体
的
な
検
討
に
入
る
ま
え
に

、
本
論
文
の
研
究
視

角
に
っ
い
て
簡
単
に

述
べ
て
ぉ
き
た
い

。
外
交
の
日
的
が
自
国
の
利
益

（国
益
、

n
a
t
i

o
n
a

l

i

n
t
e
res
t

）の
追
求
に
あ
る
限
り
、
ど
の
よ
う
な
国
家
、
あ
る
い
は
王
権
も

独
自
の
外
交
主
体
と
し
て
外
交
活
動
を
行
う
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
り
方
を
歴
史
的
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
国
際
関
係
史
の
重
要
な
研
究
課
題
で
あ
る
と
考
え
る

。
そ
こ

で
本
論
文
で
は
、
五
世
紀
の
倭
や
百
済
な
ど
の
朝
鮮
諸
国
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

こ
と
を
外
交
課
題
と
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
そ
れ
ぞ
れ
の
外
交
主
体
が
ど
の
よ
う

な
外
交
を
行
つ
た
か
を
た
ど
っ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い

。

, 五世紀の倭 ・ 百済関係と雛済同盟



-:
五
世
紀
に
お
け
る
一株一一と
朝
鮮
諸
国

最
初
に
、
五
世
紀
を
中
心
と
し
た
時
期
に
お
け
る
倭
お
よ
び
朝
鮮
諸
国
相
互
の
関

係
を
概
観
し
て
お
き
た
い

。

四
・
五
世
紀
の
倭
国
に
と
っ
て
、
加
耶
・
百
済
な
ど
の
朝
鮮
諸
国
は
先
進
文
物
・

い
た
倭
兵
を
駆
逐
す
る
と
と
も
に
、
任
那
加
羅

（
金
官
国
）
に
ま
で
進
軍
し
た

。
こ

の
と
き
安
羅
の
兵
も
高
句
麗
軍
と
戦
つ
た
よ
う
で
あ
る

。
こ
れ
以
後
新
羅
は
、
し
ば

ら
く
の
間
、
高
句
麗
に
軍
事
的
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る

。
そ
の
新
羅
が
、
高
句
麗

か
ら
の
自
立
と
対
抗
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
る
の
は
五
世
紀
前
半
か
ら
で
あ
る

（木

村
誠

一
九
九
二
）
。
そ
の
と
き
新
羅
が
百
済
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
結
成
さ
れ
た
の

技
術
や
鉄
素
材
な
ど
の
必
需
物
資
の
供
給
元
と
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
も
っ

て
い
た

。
一
方
、
加
耶
・
百
済
な
ど
が
倭
国
に
求
め
た
最
大
の
も
の
は
倭
国
の
軍
事

力
で
あ
っ
た

（
熊
谷
公
男

二
〇
〇
一
）
。
倭
国
と
朝
鮮
諸
国
と
の
外
交
関
係
は

、
平

が
〟
羅
済
同
盟
〟

で
あ
っ
た

。〟
羅
済
同
盟
〟

は
五
世
紀
後
半
に
は
有
効
に
機
能
す
る

野
邦
雄
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

「来
聘

」
「修
聘

」
「通
好

」
「和
親

」
「請
和

」

が
、
六
世
紀
に
入
つ
て
新
羅
が
国
力
の
発
展
を
背
景
に
し
て
領
土
拡
大
策
を
と
り
は

じ
め
る
と

、
百
済
と
も
し
ば
し
ば
軍
事
的
に
衝
突
す
る
よ
う
に
な
り
、
″
羅
済
同
盟
〟

の
重
要
性
は
急
速
に
薄
れ
て
い
っ
た

（
鄭
雲
龍

一
九
九
六
・
李
在
碩

二
〇
〇
四
）
。

「結
好

」な
ど
と
い
っ
た
こ
と
ば
で
表
さ
れ
る
対
等
の
″
隣
対
国
〟

と
し
て
の
関
係
を

国
家
と
し
て
統
合
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
加
耶
諸
国
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
、
い

基
本
と
し
て
い
た

（
平
野
邦
雄

一
九
八
五
）
。
倭
国
に
と
っ
て
先
進
文
物
や
必
需
物

か
に
し
て
隣
接
す
る
百
済
や
新
羅
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
独
立
を
維
持
で
き
る

資
の
供
給
元
と
し
て
と
く
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
は
、
金
官
・
安
羅
な
ど

の
加
耶
南
部
諸
国
と
百
済
で
あ
っ
た

。
ま
た
五
世
紀
後
半
～
六
世
紀
前
半
に
は
、
栄

（
l
）

山
江
流
域
の
勢
力

（〟
馬
韓
勢
力
〟
）
と
の
関
係
も
重
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

。

一
方
、
四
～
六
世
紀
の
百
済
に
と
っ
て
最
大
の
軍
事
・
外
交
課
題
は
、
ほ
ぼ

一
貫

し
て
、
北
の
強
国
高
句
麗
と
の
対
抗
で
あ
っ
た

。
そ
の
た
め
に
百
済
は
、
倭
と
提
携

す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
新
羅
と

″
羅
済
同
盟
〟

を
結
成
し
て
、
共
同
し
て
高
句
麗
に

立
ち
向
か
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

百
済
の
外
交
政
策
が
、
と
き
に
よ
っ
て
か
な
り
大
き
く
変
わ
る
の
は
、
四
世
紀
か

ら
六
世
紀
に
か
け
て
の
新
羅
の
国
家
と
し
て
の
成
長
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
外
交
政

か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

。そ
の
た
め
、
加
耶
諸
国
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
策
を
と
る

。金
（
2
）

官
・
安
羅
な
ど
の
南
部
加
耶
諸
国
は
、
倭
と
の
提
一地
一一一に
よ
っ
て
独
立
維
持
を
は
か
り
、

大
加
耶
を
中
心
と
し
た
諸
国
は
〟
大
加
耶
連
盟
〟

を
結
成
し
て
共
同
し
て
周
辺
の
国

家
に
併
合
さ
れ
る
こ
と
を
防
い
だ

（田
中
俊
明

一
九
九
二
）
。

近
年
、
も
う
一
つ
の
独
立
し
た
地
域
勢
力
と
し
て
注
日
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

が
栄
山
江
流
域
勢
力
で
あ
る
。三
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
羅
州
市
・

霊
岩
郡
・
咸
平
郡
な
ど
の
栄
山
江
下
流
域
を
中
心
と
し
て
、
北
は
霊
光
郡
な
ど
の
西

策
の
変
化
が
大
き
な
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

。
四
世
紀
末
、
倭
人
の
侵

入
に
よ
っ
て
苦
境
に
立
つ
た
新
羅
は
高
句
麗
の
広
開
土
王
に
帰
服
し
て
救
援
を
も
と

め
た

。
広
開
土
王
は
す
ぐ
さ
ま
五
万
の
兵
を
派
遺
し
、
王
都
周
辺
に
ま
で
侵
入
し
て

海
岸
地
域
か
ら
、
南
は
海
南
郡
な
ど
の
南
海
岸
地
域
に
か
け
て
の
全
羅
南
道
の
西
半

部
に
独
特
な
聖
棺
墓
制
が
展
開
す
る
（吉
井

二
〇
〇
一
）こ
と
な
ど
か
ら
、
そ
の
間
、

こ
の
地
域
に
は
加
耶
に
も
百
済
に
も
属
さ
な
い
独
自
の
勢
力
が
存
在
し
て
い
た
と
い

う
見
解
が
有
力
に
な
り
っ
つ
あ
る

。こ
れ
を
倭
の
五
王
の
官
一時
に
み
え
る

「幕
韓

」（=

馬
韓
）

と
結
び
っ
け
て
、
馬
韓
の
残
存
勢
力
と
解
す
る
説
も
提
起
さ
れ
た

。
さ
ら
に



朝
鮮
半
島
で
は
こ
の
地
域
で
だ
け
五
世
紀
後
半
～
六
世
紀
前
半
の
前
方
後
円
一項
が
十

数
基
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
地
域
勢
力
は
倭
と
も
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る

（
田
中
俊
明

二
〇
〇
二
・
束
潮

二
〇
〇
二
・
朴
天
秀

二
〇
〇
二

な
ど
）
。

以
上
、
五
世
紀
を
中
心
と
し
た
時
期
の
倭
お
よ
び
朝
鮮
諸
国
相
互
の
関
係
を
概
観

し
て
み
た

。
こ
の
よ
う
な
事
実
認
識
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
以
下
に
お
い
て
、
五
世

紀
の
各
時
期
に
お
け
る
日
朝
関
係
を
倭
・
百
済
関
係
、
お
よ
び
〟
羅
済
同
盟
〟

を
中

心
に
み
て
い
く
こ
と
に
す
る

。

-
五
世
紀
初
頭
の
朝
鮮
半
島
情
勢
と
倭
・
百
済
関
係

ま
ず
、
五
世
紀
の
倭
・
百
済
関
係
を
た
ど
る
出
発
点
と
な
る
四
世
紀
末
～
五
世
紀

初
め
の
状
況
を
み
て
い
く
と
、
こ
の
時
期
は
高
句
麗
広
開
土
王
に
よ
る
軍
事
攻
勢
が

起
点
と
な
っ
て
事
態
が
展
開
し
て
行
く

。
広
開
土
王
碑
に
よ
れ
ば
、
百
済
は
三
九
六

年
に
高
句
麗
に
大
敗
し
、
そ
の

「奴
客

」
と
な
る
こ
と
を
誓
つ
た
が
、
三
九
九
年
に

は
そ
の
誓
い
を
や
ぶ
っ
て
、
倭
と

「和
通

」
し
た
と
い
う

。
倭
と
百
済
の
提
携
関
係

は
、
七
支
刀
が
示
す
よ
う
に

、
す
で
に
広
開
土
王
即
位
以
前
の
三
七
〇
年
前
後
に
は

樹
立
さ
れ
て
い
た

。
広
開
土
王
の
軍
事
攻
勢
を
う
け
て
窮
地
に
お
い
こ
ま
れ
た
百
済

は
そ
れ
を
い
っ
た
ん
破
棄
し
た
が
、
ふ
た
た
び
倭
と
の
提
携
の
道
を
選
ぶ
こ
と
に
な

る

。
広
開
土
王
碑
は
そ
れ
を
倭
と

「和
通
」
し
た
と
表
現
し
た
の
で
あ
る

。

『
三
国
史
記
』

百
済
本
紀
に
は
、
阿
華
王
六
年

（
三
九
七
）
に

「王
与
一
倭
国
一
結
レ

好
、
以
二

太
子
腆
支
一
為
レ

質

」と
あ
り
、
倭
国
に
質
を
送
つ
た
と
い
う

。
『
日
本
書
紀
』

応
神
八
年
三
月
条
に
も
こ
れ
に
相
当
す
る
記
事
が
あ
り
、
百
済
記
を
引
用
し
て

「阿

花
王
立
无
一i礼
於
貴
国
一
。:
・
是
以
遺
一一王
子
直
支
于
天
朝
一
。以
備
一一先
王
之
好
一
也
」と

あ
る
の
が
そ
れ
で
、
応
神
八
年
丁
酉
は
干
支
二
連
修
正
す
る
と
ま
さ
に
三
九
七
年
に

あ
た
り
、
「直
支

」と
は
腆
支
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
両
記
事
は
照
応
す
る
。
「无
1一礼

於
貴
国
一
」と
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

、
百
済
の
高
句
麗

へ
の
帰
服
に

と
も
な
う
、
倭
と
の
同
盟
関
係
の
破
棄
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
太
子

腆
支

（直
支
）
の
入
質
は

「結
好

」
「脩
一一先
王
之
好
一
」、
す
な
わ
ち
倭
と
の
同
盟
関

（
3
）

I

係
の
修
復
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
「質
」と
は
ム
カ
ハ
リ
と
い
う
古
n一一一一が

示
す
よ
う
に
、
王
の
身
代
り
と
い
う
意
味
で
、
「外
交
関
係
に
お
い
て
相
手
国
を
裏
切

ら
な
い
保
証
を
与
え
た
上
で
、
特
に
強
い
政
治
的
・
軍
事
的
な
協
力
を
働
き
か
け
る

」

と
き
に
送
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

（山
尾
幸
久

一
九
八
九
）
。
百
済
が
倭
と
の
同
盟
関

係
を
修
復
す
る
た
め
に
は
、こ
の
よ
う
な
重
大
な
保
証
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

。

広
開
土
王
碑
に
よ
れ
ば
、
三
九
九
年
に
新
羅
は
平
壞
ま
で
南
下
し
て
来
て
い
た
広

開
土
王
の
も
と
に
使
者
を
派
進
し
、
「倭
人
満
一一其
国
境
一
、
演
1一破
城
池
一
、
以
一
奴
客
一

為
レ

民

」
と
倭
兵
の
侵
入
を
訴
え
た
う
え
で
、
高
句
麗
の
救
援
を
引
き
出
す
た
め
に
、

「帰
レ

王
請
レ

命

」と
高
句
麗
へ
の
従
属
の
道
を
選
ん
で
い
る

。
し
た
が
っ
て
高
句
麗
と

の
軍
事
対
決
の
道
を
選
ん
だ
百
済
に
と
っ
て
、
も
は
や
残
さ
れ
た
同
盟
相
手
は
倭
国

し
か
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る

。
こ
の
時
期
、
百
済
が
質
を
送
つ
て
ま
で
倭
国
と

の
軍
事
同
盟
の
再
結
成
を
行
つ
た
の
は
、
多
分
に
こ
の
と
き
の
国
際
環
境
の
所
産
で

あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。

こ
の
時
期
、
新
羅
も
高
句
麗
と
倭
に

「質
」を
送
つ
て
い
た

。
『
三
国
史
記
』

に
よ

れ
ば
、
奈
勿
王
三
七
年

（
三
九
二
）
に
王
族
の
実
聖
が
高
句
麗
に

「質
」
と
し
て
送

ら
れ
、
同
四
六
年
（
四
〇
一
）
に
帰
国
し
て
い
る
し
、
そ
の
実
聖
が
即
位
し
た
の
ち

、

今
度
は
奈
勿
王
の
王
子
ト
好
が
実
聖
王
一
一
年

（
四
一
二
）
に
高
句
麗
へ
入
質
し
て
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い
る

。
ま
た
実
聖
王
元
年

（
四
〇
二
）
に
は
、
倭
と
の

「通
好

」
に
際
し
て
、
奈
勿

王
の
王
子
未
斯
欣
が
質
と
し
て
送
ら
れ
て
い
る

。
こ
の
う
ち
ト
好
・
未
斯
欣
兄
弟
の

高
句
麗
と
倭
へ
の
入
質
の
話
は
、
『
三
国
遺
事
』

金
堤
上
伝
に
宝
海
・
美
海
と
い
う
名

前
で
み
え
て
い
る
が
、入
質
の
年
代
は

一
致
し
な
い

。ま
た
未
斯
欣
に
っ
い
て
は
、『
日

本
書
紀

」
神
功
紀
に
も
新
羅
の
質

「微
叱
己
知

（微
叱
許
智
）
」
を
奪
還
す
る
話
が
み

え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
入
質
は
事
実
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い

。
そ
の

年
代
に
っ
い
て
は
問
題
が
残
る
が
、
『
三
国
史
記
』
の
腆
支
の
入
質
の
年
紀
が
『
日
本

書
紀
』

所
引
の
百
済
本
記
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
『
三
国
史
記
』

の
伝
え
る
年
代
を
基
本
に
考
え
て
さ
し
っ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る

。

そ
う
す
る
と
、
二
度
の
高
句
麗
へ
の
入
質
は
高
句
麗
へ
の
軍
事
的
な
従
属
の
証
し

と
考
え
て
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
未
斯
欣

（
美
海
・
微
叱
己
知
）
の
倭
へ
の
入

質
は
ど
の
よ
う
な
目
的
で
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か

。「三
国
史
記
』
朴
堤
上
伝
に
は
、

（
四
〇

）

「実
聖
王
元
年
壬
寅
、
与
一一倭
国
一
識
レ

和

。
倭
王
請
f

以
二

奈
勿
王
之
子
未
斯
欣
為
．-一一
質

。

王
嘗
恨
r

一
奈
勿
王
使
レ

己
質
一
於
高
句
麗
一
、
思
有
レ

以
レ

釈
一憾
於
其
子
一
。故
不
レ

拒
而
造

之

」と
あ
り
、
実
聖
王
は
か
つ
て
奈
勿
王
が
自
分
を
高
句
麗
に
質
と
し
て
送
つ
た
こ

と
恨
ん
で
い
て
、
そ
の
子
供
に
恨
み
を
晴
ら
そ
う
と
思
つ
て
倭
の
要
求
を
拒
ま
な

か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

。
そ
う
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が

、
そ
れ
に
し
て

も
こ
れ
が
倭
国
と
の
「講
和

」に
と
も
な
う
入
質
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い

。

広
開
土
王
碑
に
よ
れ
ば
、
新
羅
は
四
世
紀
末
に
倭
兵
に
よ
っ
て
王
都
を
お
び
や
か
さ

れ
て
い
た
か
ら
、
そ
の
軍
事
的
脅
威
を
取
り
除
く
た
め
に
倭
国
と
外
交
折
衝
を
行
つ

て

「講
和

」し
、
そ
の
見
返
り
と
し
て
の
入
質
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る

。

こ
の
新
羅
の
高
句
麗
と
倭
へ
の
入
質
は
、
ま
だ
軍
事
的
に
弱
小
国
で
あ
っ
た
新
羅

の
苦
し
ぃ
選
択
で
あ
っ
た
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
新
羅
は
高
句
麗
に
軍
事
的
に
従

属
し
た
の
ち
も
、
独
自
の
外
交
権
を
保
持
し
て
ぉ
り
、
自
国
の
利
益
を
守
る
た
め
に

さ
ら
に
倭
へ
も
入
質
を
行
つ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
期
の
新
羅
は
、
基
本

的
に
は
高
句
麗
の
軍
事
的
傘
下
に
入
つ
て
自
国
の
防
衡
を
図
る
が
、
そ
の
一
方
で
倭

国
と
の
講
和
も
す
す
め
る
と
い
う
外
交
政
策
を
主
体
的
に
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る

。

こ
の
時
期
の
新
羅
と
百
済
は

、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
阿
華
王
一
二
年
（
四
〇
三
）

七
月
条
に

「遣
レ

兵
侵
一一
新
羅
辺
境
一
」と
、
百
済
が
新
羅
を
攻
-lln
し
た
と
い
う
記
事
が

あ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
軍
事
衝
突
を
伝
え
る
史
料
は
見
あ
た
ら
な
い

。こ
の
こ
と
は
、

新
羅
が
高
句
麗
の
軍
事
的
傘
下
に
入
り
な
が
ら
も
、
そ
の
指
揮
の
も
と
に
高
句
麗
の

宿
敵
で
あ
る
百
済
を
側
面
か
ら
攻
準
す
る
と
い
う
共
同
作
戦
を
と
っ
て
は
い
な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
軍
事
的
に
高
句
麗
に
従
属
し
た
あ
と

の
新
羅
と
い

え
ど
も
、
決
し
て
高
句
麗
と
一
体
化
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
国
家
と
し

て
の
主
体
性
は
保
持
し
て
い
て
独
自
の
軍
事
・
外
交
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る

。
こ
の
こ
と
は
百
済
も
十
分
に
認
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

。
だ
か
ら
こ

そ
、
高
句
麗
と
は
正
面
衝
突
を
繰
り
返
し
て
い
た
百
済
も
、
新
羅
に
大
規
模
な
攻
---n

を
し
か
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る

。

こ
の
時
期
に
新
羅
が
百
済
で
は
な
く
倭
と

「講
和

」を
行
い
、
「質
」を
送
つ
た
と

い
う
の
は
、百
済
よ
り
も
倭
を
軍
事
的
脅
威
と
み
て
い
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
が
、こ

れ
は
実
際
に
も
新
羅
は
倭
兵
の
新
羅
領
内
へ
の
侵
入
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
、
百
済
と
は
大
規
模
な
軍
事
衝
突
が
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
る

。

4

三
九
七
年
に
太
子
腆
支

（直
支
）
が
倭
に
入
質
し
、
「先
王
之
好

」を
修
し
た
後
の

倭
国
と
百
済
の
関
係
は
き
わ
め
て
良
好
で
あ
っ
た

。
「三
国
史
記

」に
よ
れ
ば
、
阿
華

王
一
二
年

（
四
〇
三
）
二
月
に
百
済
を
訪
れ
た
倭
国
使
に
対
し
て
王
が

「迎
労

」
す



る
こ
と

「特
厚

」
で
あ
っ
た
と
い
う

。
さ
ら
に
、
同
一
四
年

（
四
〇
五
）
に
阿
華
王

が
亡
く
な
る
と
、
そ
れ
を
倭
国
で
聞
い
た
太
子
腆
支
は
哭
泣
し
て
帰
国
を
要
請
し
た

の
で
、
倭
王
は
兵
士
一
〇
〇
人
を
っ
け
て
護
送
し
た

。
百
済
の
王
都
漢
城
で
は
、
仲

弟
の
訓
解
が
政
治
を
と
っ
て
太
子
の
帰
国
を
待
つ
て
い
た
が
、
季
弟
の
標
礼
が
訓
解

を
殺
し
て
自
立
し
て
王
と
な
っ
て
い
た

。
太
子
が
倭
兵
に
護
ら
れ
て
国
境
ま
で
く
る

と
、
漢
城
の
人
の
解
忠
が
来
て
い
て
、
王
都
の
状
況
を
伝
え
、
軽
々
し
く
入
国
し
な

い
よ
う
懇
願
し
た

。
そ
こ
で
、
腆
支
は
倭
人
を
留
め
て
自
術
し
、
海
島
に
留
ま
っ
て

時
期
を
ま
っ
た

。
ま
も
な
く
国
人
が
藤
礼
を
殺
し
て
腆
支
を
迎
え
、
王
位
に
即
け
た

と
い
う

。
一
方
、
『
日
本
書
紀
』
応
神

二
ハ
年

（
乙
已
、
干
支
二
運
繰
り
下
げ
る
と
四

〇
五
年
）
是
歳
条
で
は
、
天
皇
が
直
支
を
召
し
て

「汝
返
二

於
国
一
以
嗣
レ

位

」と
告
げ
、

「束
韓
之
地
」を
賜
わ
っ
て
百
済
に
遣
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る

。
直
支
が
こ
の
と
き

百
済
に
帰
国
し
て
即
位
し
た
と
い
う
こ
と
は

『
三
国
史
記
』

と
一
致
し
、
事
実
と
み

て
よ
い
が
、
即
位
事
情
に
関
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
事
実
と
は
考
え
が
た

く
、
『
三
国
史
記

」
の
方
が
真
相
を
伝
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る

。

そ
の
後
も
腆
支
王
五
年

（四
〇
九
）
に

、
倭
国
使
が
百
済
に

「夜
明
珠

」
を
も
た

ら
す
と
、
王
は

「優
礼
待
レ

之

」し
た
と
い
う
し
、
つ
い
で
同
一
四
年

（
四
一
八
）
に

は
百
済
か
ら
倭
国
に
使
節
が
派
遺
さ
れ
、
白
綿
一
〇
匹
が
送
ら
れ
て
い
る

。
さ
ら
に

職
有
王
二
年

（
四
二
八
）
に
は
倭
国
使
が
従
者
五
〇
人
を
引
き
連
れ
て
百
済
を
訪
れ

て
い
る

。
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
で
は
、
こ
れ
を
最
後
に
倭
国
と
の
使
節
の
往
来
の

記
録
は
と
だ
え
、
七
世
紀
ま
で
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い

。
こ
れ
は
、
直
接
的
に
は
『
三

国
史
記
』

編
纂
時
に
お
け
る
史
料
の
残
存
の
し
か
た
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
が
、
五
世
紀
半
ば
前
後
は

『
日
本
書
紀

」
に
も
百
済
関
係
記
事
が
と
ぼ
し
ぃ
の

で
、両
国
の
関
係
は
あ
る
程
度
疎
速
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う

。

四
世
紀
末
～
五
世
紀
初
め
は
、
倭
国
と
加
耶
南
部
諸
国
、
と
く
に
金
官
国
と
の
関

係
が
き
わ
め
て
密
接
な
時
期
で
あ
っ
た

。
こ
の
こ
と
は
、
広
開
土
王
碑
に
倭
兵
と
と

も
に
任
那
加
羅

（
金
官
国
）
や
安
羅
人
の
成
兵
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ

れ
る
が

、
近
年
、
考
古
学
の
分
野
か
ら
も
指
摘
が
相
つ
い
で
ぉ
り
、
四
世
紀
末
～
五

世
紀
初
頭
の
初
期
須
恵
器
は
、
基
本
的
に
金
海
・
釜
山
か
ら
馬
山
・
昌
原
に
か
け
て

の
加
耶
南
束
部
～
南
西
部
地
域
の
陶
質
土
器
の
系
譜
を
引
い
て
い
る
と
い
う
見
解
が

一
般
的
で
あ
る

。
そ
う
す
る
と
、
五
世
紀
初
頭
に
お
け
る
倭
兵
の
新
羅
領
へ
の
侵
入

の
契
機
と
し
て
は
、
百
済
と
の
同
盟
関
係
と
と
も
に
、
金
官
・
安
羅
な
ど
の
要
請
と

い
う
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
四
世
紀
末
～
五
世
紀
初
頭
の
倭
と
朝
鮮
諸
国
を
め
ぐ
る
外
交
関
係
を
み
て

き
た

。
こ
の
時
期
の
も
っ
と
も
大
き
な
不
安
定
要
因
は
、
南
下
策
を
と
る
高
句
麗
と

そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
百
済
の
武
力
衝
突
で
あ
っ
た

。
百
済
は
高
句
麗
と
対
抗

す
る
た
め
に
倭
国
と
同
盟
を
結
び
、
倭
兵
の
新
羅
方
面
へ
の
攻
撃
に
期
待
を
か
け
た

が
、
新
E

維

と
直
接
戦
火
を
交
え
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た

。
新
羅
は
、
倭
兵
か

ら
国
土
を
防
衛
す
る
た
め
に
高
句
麗
に
救
援
を
仰
い
で
倭
兵
を
駆
逐
す
る
こ
と
に
成

功
す
る
が
、
高
句
麗
に
軍
事
的
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る

。
し
か
し
、
一
方
で
は
倭

国
に

「質
」
を
送
り
、
そ
の
軍
事
的
脅
威
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
い
る

。
金
官
・
安

羅
な
ど
の
加
耶
南
部
諸
国
に
と
っ
て
最
大
の
脅
威
は
、隣
接
す
る
新
羅
で
あ
っ
た

。そ

こ
で
倭
国
と
提
携
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
進
文
物
・
技
術
や
必
需
物
資
の
供
与
の
見
返

り
と
し
て
、
倭
国
の
軍
事
力
に
よ
っ
て
新
羅
の
軍
事
的
脅
威
か
ら
独
立
を
守
ろ
う
と

し
た
と
考
え
ら
れ
る

。
倭
国
か
ら
み
る
と
、
こ
の
時
期
、
先
進
文
物
・
技
術
や
必
需

物
資
の
供
給
元
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
の
は
加
耶
南
部
諸
国
と
百
済
で
あ
っ
た

。
そ

こ
で
自
国
の
利
益
を
追
求
す
る
た
め
に
こ
れ
ら
の
国
と
提
携
し
、
こ
れ
ら
の
国
の
要
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請
や
独
自
の
判
断
で
半
島
南
部
で
軍
事
行
動
を
行
う
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る

。こ
の
よ
う
に

、
こ
の
時
期
、
倭
国
や
朝
鮮
半
島
の
高
句
麗
・
百
済
・
新
m

縱

・
加
耶

諸
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
利
益
を
守
る
た
め
に
主
体
性
を
も
っ
て
周
辺
諸
国
・
地

域
と
提
携
あ
る
い
は
抗
争
と
い
っ
た
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る

。

た
と
さ
れ
て
い
る

（
鄭
雲
龍

一
九
九
六
）
。

=
羅
済
同
盟
の
結
成
と

朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
の
変
化

羅
済
同
盟
成
立
の
端
緒
は
、
四
三
三
・
四
三
四
年
に
百
済
と
新
羅
が
相
互
に
使
節

を
送
り
、
聘
物
を
取
り
交
わ
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

。
『
三
国
史
記
』

に
よ
れ
ば
、

最
初
に
呼
び
か
け
た
の
は
百
済
で
、ま
ず
四
三
三
年
に
新
羅
に
造
使
し
て
和
を
請
い
、

さ
ら
に
翌
四
三
四
年
に
は
二
度
に
わ
た
っ
て
使
節
を
造
わ
し
て
、
良
馬
と
白
照
を
新

一一継
に
一順
つ
て
い
る

。
そ
れ
に
対
し
て
新
E

縱

は
、
同
年
一
〇
月
に
百
済
に
黄
金
・
明
珠

を

「報
聘

」
と
し
て
贈
つ
て
、
両
国
の
間
に
講
和
が
成
立
し
た
。
こ
れ
が
同
盟
結
成

の
第
一
歩
で
あ
っ
た

。

っ
い
で
四
五
〇
年
に

、
高
句
麗
の
辺
将
が
悉
直

（
三
陟
）
で
猟
を
し
て
い
た
と
き

に
何
瑟
羅

（
江
陵
）
城
主
の
三
直
に
襲
わ
れ
て
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ

た

。
こ
れ
に
怒
つ
た
高
句
麗
は
出
兵
す
る
が
、
こ
の
と
き
は
新
羅
王
の
謝
罪
で
事
な

き
を
え
た

。
し
か
し
、
こ
の
事
件
が
契
機
と
な
っ
て
新
羅
と
高
句
麗
の
関
係
は
悪
化

し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る

。
高
句
麗
は
四
五
四
年
に
新
羅
の
北
辺
を
攻
一
盤
一し
、
さ
ら

に
翌
四
五
五
年
に
は
百
済
に
侵
攻
す
る
が
、
こ
の
と
き
新
E

維

が
救
援
軍
を
百
済
に
派

造
す
る

。
羅
・
済
両
国
が
共
同
で
高
句
麗
の
攻
準
に
立
ち
向
か
う
の
は
こ
の
と
き
が

初
め
て
で
あ
る

。
そ
こ
で
、
軍
事
同
盟
と
し
て
の
羅
済
同
盟
は
こ
の
と
き
に
成
立
し

羅
済
同
盟
結
成
の
前
提
と
し
て
、
新
羅
の
高
句
麗
か
ら
の
自
立
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
れ
は

「質
」
と
し
て
高
句
麗
に
造
わ
さ
れ
て
い
た
ト
好

（
宝
海
）
が
帰

国
し
た
こ
と

（
『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
四

一
八
年
、
未
斯
欣
が
倭
国
か
ら
逃
帰
し
た

の
も
同
年
と
す
る

。）が
、
高
句
麗
傘
下
か
ら
の
離
脱
の
第
一
歩
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う

（木
村
誠

一
九
九
二
）
。
た
だ
し
そ
の
後
も
新
羅
は
、
高
句
麗

へ
の
従
属
か
ら
完

全
に
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

。
と
い
う
の
は
、
五
世
紀
半
ば
に
建
立
さ
れ

た
と
み
ら
れ
る
中
原
高
句
麗
碑

（
篠
原
啓
方

二
〇
〇
〇
）
で
は
、
新
羅
を

「束
夷

」

と
記
し
、

「高
麗
太
王
」
が

「寐
錦

」
（
新
羅
王
）
以
下
の
新
羅
人
に
衣
服
を
下
賜
し
、

「新
羅
土
内

」に
高
句
麗
の
幢
主

（軍
司
令
官
）
を
派
造
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
う
か

が
わ
れ
、
新
羅
と
の
間
に
な
ぉ
高
句
麗
優
位
の
関
係
を
維
持
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
武
田
幸
男

一
九
八
〇
）
。

ま
た
、
羅
済
同
盟
が
結
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
四
五
五
年
以
降
も
、
新

一維は
高
句
配

の
軍
事
的
影
響
を
完
全
に
排
除
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
も
存
在
す

る

。
『
日
本
書
紀
』

雄
略
八
年

（
四
六
四
）
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ
新
羅
は
倭

の
攻
撃
に
備
え
る
た
め
に
高
句
麗
に
派
兵
を
要
請
し
た
の
で
、
高
句
麗
は
精
兵
一
〇

〇
人
を
新
羅
に
派
遣
し
て
王
都
を
守
備
し
て
い
た
が
、
高
句
麗
が
ひ
そ
か
に
新
羅
侵

攻
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
知
つ
た
新
羅
が
国
内
の
高
句
麗
人
を
殺
害
す
る
と
い
う

事
件
が
起
こ
っ
た
と
い
う

。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
、
新
羅
の

王
都
に
は
、
少
数
な
が
ら
高
句
麗
兵
が
駐
屯
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「三
国

史
記
』

に
よ
れ
ば
、
五
世
紀
半
ば
前
後
に
高
句
-llE
が
新
羅
を
攻
---n
し
た
の
は
四
五
四

年
と
四
六
八
年
の
二
回
だ
け
で
あ
る
が
、
の
ち
に
み
る
よ
う
に

、
百
済
の
熊
津
選
都

後
の
四
八
〇
～
四
九
〇
年
代
は
、
高
句
麗
は
新
羅
侵
攻
を
頻
繁
に
繰
り
返
し
、
そ
れ



に
対
し
て
新
羅
は
し
ば
し
ば
百
済
と
共
同
し
て
高
句
麗
軍
と
戦
う
よ
う
に
な
る

。
こ

の
段
階
に
比
べ
る
と
、
四
六
〇
年
代
ま
で
は
、
ま
だ
新
羅
と
高
句
麗
の
対
立
は
顕
在

化
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
百
済
と
の
同
盟
関
係
も
強
固
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る

。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
四
三
〇
年
代
以
降
の
新
羅
の
高
句
麗
の
傘

下
か
ら
の
離
脱
と
百
済
へ
の
接
近
と
い
う
動
き
は
、
広
開
土
王
碑
に
み
え
る
高
句
麗

l
新
羅
の
同
盟
関
係
と
百
済

1
加
耶

1
倭
国
の
同
盟
関
係
と
の
対
立
と
い
う
朝
鮮
半

島
に
お
け
る
対
立
の
構
図
が
大
き
く
変
わ
り
始
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
点
で
重
要
で

あ
る

（李
在
碩

二
〇
〇
四
）
。

こ
の
四
三
〇
年
代
前
後
は
、
束
ア
ジ
ア
諸
国
の
外
交
関
係
の
大
き
な
転
換
期
で

あ
っ
た

。
倭
国
で
は
四
二
一
年
に
倭
王
設
が
南
朝
宋
に
朝
貢
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〟
倭

の
五
王〟
の
宋
と
の
通
交
が
は
じ
ま
る

。
ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
、
『
三
国
史
記

」
で

倭
国
と
百
済
の
通
交
が
み
ら
れ
な
く
な
る
の
が
四
二
八
年
以
降
で
あ
る
が
、「日
本
書

紀
』

に
お
い
て
も
い
わ
ゆ
る
百
済
三
書
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
記
事
は
、
応
神
三

九
年

（
戊
辰
、
干
支
二
運
繰
り
下
げ
る
と
四
二
八
年
）
二
月
に
百
済
の
直
支
王
が
妹

の
新
斉
都
媛
を
造
わ
し
て
き
た
と
い
う
記
事
を
最
後
に

、
雄
略
五
年

（
四
六
一
）
四

月
条
の
軍
君

（
昆
支
）
の
来
朝
記
事
ま
で
と
だ
え
る

（
た
だ
し
、
雄
略
二
年
七
月
条

に
、
己
已
年

（
四
二
九
）
の
倭
国
の
要
請
に
応
じ
て
百
済
が
適
稽
女
郎
を
送
つ
て
き

た
と
い
う

「百
済
新
撰

」
を
引
用
し
た
記
事
が
あ
る
）
。

『
日
本
書
紀
』

の

「百
済
記

」関
係
の
記
事
は
、
一
般
に
干
支
二
運
繰
り
上
げ
る
操

作
が
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
山
尾
幸
久
氏
は
、
そ
の
う
ち
木
羅
斤
資
が
登

場
す
る
三
つ
の
記
事

（
神
功
四
九
・
六
二
年
条
、
お
よ
び
応
神
二
五
年
条
）
は
さ
ら

に
干
支
も
う
一
運
を
遡
ら
せ
て
い
る
と
し
た
が

（山
尾
幸
久

一
九
八
九
）
、
こ
れ
は

妥
当
と
思
わ
れ
る

。
そ
う
す
る
と
、
神
功
六
二
年
条
の
実
年
代
は
四
四
二
年
と
な
る

が
、
こ
の
記
事
は
天
皇
が
沙
至
比
跪

（葛
城
襲
津
彦
）
を
遣
わ
し
て
新
羅
を
撃
た
せ

た
と
こ
ろ

、
沙
至
比
跪
は
新
羅
の
美
女
に
惑
わ
さ
れ
て
加
羅
国

（
大
加
耶
と
考
え
ら

れ
る
）
を
討
つ
た
た
め
、
加
羅
国
王
や
臣
下
た
ち
は
百
済
に
避
難
し
て
厚
く
も
て
な

さ
れ
た
、こ
の
こ
と
を
聞
い
た
天
皇
は
木
羅
斤
資
に
兵
衆
を
率
い
さ
せ
て
派
遣
し
、加

羅
国
を
復
興
さ
せ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る

。
こ
こ
に
み
え
る
木
羅
斤
資
は
百
済
の

武
将
で
あ
る
か
ら

、
天
皇
が
木
E

継

斤
資
を
派
過
し
た
と
い
う
の
は

『
日
本
書
紀
』

の

造
作
と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
は
百
済
が
造
わ
し
た
の
で
あ
ろ
う

。
そ
う
す
る
と
、
四

四
二
年
に
倭
が
大
加
耶
を
攻
準
し
た
の
に
対
し
、大
加
耶
は
百
済
に
救
援
要
諸
し
、百

済
は
そ
れ
に
応
え
て
木
羅
斤
資
を
派
過
し
て
倭
兵
を
掃
討
し
、
大
加
耶
を
再
興
し
た

と
い
う
こ
と
に
な
る

（田
中
俊
明

一
九
九
二
）
。

こ
の
よ
う
に
、
四
四
〇
年
代
に
は
、
か
つ
て
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
倭
と
百
済
の
間

（
l
）

に

、
大
加
耶
を
め
ぐ
っ
て
武
力
衝
突
が
起
き
て
い
た
の
で
あ
る

。す
な
わ
ち
、
「三
国

史
記
』

『
日
本
書
紀
』
と
も
に

一
致
し
て
倭
と
百
済
の
使
節
の
往
来
が
途
絶
え
る
四
二

八
年
な
い
し
四
二
九
年
以
降
、
倭
・
百
済
関
係
は
実
際
に
も
疎
速
に
な
り
、
と
き
に

武
力
衝
突
も
起
こ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
こ
う
し
て
羅
済
同
盟
へ
の
歩
み
の
裏

で
、
か
つ
て
同
盟
関
係
に
あ
っ
た
倭
・
百
済
の
関
係
は
逆
に
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
る

。

こ
の
時
期
の
倭
の
対
外
関
係
に
は
、
も
う

一
っ
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た

。
そ
れ
は

加
耶
と
の
関
係
で
あ
る

。
前
節
で
み
た
よ
う
に

、
四
世
紀
末
～
五
世
紀
初
め
は
倭
国

と
加
耶
南
部
諸
国
、
と
く
に
金
官
国
と
は
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
五
世

紀
前
半
を
境
に
急
速
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る

。酒
井
清
治
氏
に
よ
れ
ば
、そ

れ
ま
で
加
耶
南
部
地
域
の
陶
質
土
器
の
系
譜
を
引
い
て
い
た
須
恵
器
が
、
陶
邑
編
年
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の
T
K
二
一
六
型
式
の
段
階

（
五
世
紀
前
半
）
に
な
る
と
明
ら
か
に
全
羅
南
道
の
栄

山
江
流
域
の
系
譜
を
引
く
も
の
に
転
換
す
る
と
い
う

（酒
井
清
治

二
〇
〇
二
）
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
「倭
・
韓
の
交
渉
・
交
易
の
韓
側
の
中
心
的
な
担
い
手
が
、
五

世
紀
前
半
の
あ
る
段
階
を
境
に
加
耶
か
ら
全
E

維

南
道
に
移
つ
た

」
と
い
う
想
定
も
行

わ
れ
て
い
る

（白
石
太
一
郎

二
〇
〇
四
）
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
、
金
官
国
が
急
速
に
没

落
す
る
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
い
る

。
し
か
し
文
献
史
料
か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
五
三

二
年
に
金
官
国
主
金
仇
亥
が
新
羅
に
投
降
し
、
金
官
国
が
新
E

継

に
併
合
さ
れ
た
と
き

に

、
新
羅
が
仇
亥
一
家
に
破
格
の
待
遇
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
れ
ま
で
金

官
国
が
加
耶
諸
国
の
有
力
国
と
し
て
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
し
、
そ
の
滅

亡
後
に
倭
国
が
百
済
や
安
羅
な
ど
の
加
耶
諸
国
と
と
も
に
金
官
国
の
復
興
の
た
め
に

外
交
活
動
に
力
を
尽
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
倭
国
と
金
官
国
を
初
め
と
す
る

加
耶
南
部
諸
国
と
の
関
係
は
そ
の
後
も
か
な
り
重
要
な
意
味
を
も
ち
つ
づ
け
た
と
考

え
ら
れ
る

。
た
だ
、
五
世
紀
の
前
半
か
ら
加
耶
諸
国
の
な
か
に
お
け
る
金
官
国
の
相

対
的
な
地
位
が
低
下
し
、
倭
国
と
の
関
係
も
以
前
に
比
べ
れ
ば
疎
遠
に
な
っ
て
い
く

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
が
、
新
た
に
倭
国
が
栄
山

江
流
域
勢
力
と
の
関
係
を
重
視
し
て
い
く
直
接
の
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る

。

い
っ
た
ん
疎
速
に
な
っ
た
倭
と
百
済
の
関
係
に
変
化
の
き
ざ
し
が
見
ら
れ
る
の
は

雄
略
天
皇
期
に
入
つ

て
か
ら
で
あ
る

。
「日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
雄
略
五
年
（
四
六

一
）
、
百
済
の
蓋
鹵
王
は
弟
の
軍
君

（
昆
支
）
を
倭
国
に
派
遺
し
て
き
た

。
同
行
し
た

夫
人
が
筑
紫
の
各
羅
島
で
男
児
を
出
産
し
た
の
で
島
君

（
斯
麻
王
）
と
名
づ
け
て
本

国
に
送
還
し
た
が
、
こ
の
人
物
が
の
ち
に
即
位
し
て
武
寧
王
と
な
っ
た
と
い
う
、
有

名
な
武
寧
王
の
誕
生
譚
も
こ
の
と
き
の
も
の
で
あ
る

。
『
日
本
書
紀
』
所
引
の
「百
済

新
撰

」は
、
昆
支
の
派
遺
目
的
を
「以
脩
二

先
王
之
好
一
也
」
（
ト
部
兼
右
本
に
よ
っ
た

。

前
田
本
・
宮
内
庁
本
な
ど
に
は

「見
王
之
好

」
と
あ
る
）
と
記
し
て
い
る

。
昆
支
は

そ
の
後
一
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
倭
国
に
滞
在
し
て
五
人
の
子
を
も
う
け
、
四
七
五

年
の
漢
城
陥
落
に
よ
っ
て
蓋
鹵
王
が
殺
害
さ
れ
た
直
後
に
本
国
に
召
還
さ
れ
た
と
み

ら
れ
、
四
七
七
年
に
内
臣
佐
平
に
任
じ
ら
れ
て
ま
も
な
く
死
去
し
て
い
る

。

こ
の
昆
支
が
倭
国
に
派
造
さ
れ
た
理
由
は
、
『
日
本
書
紀

」に
修
好
の
た
め
と
あ
る

が
、
も
う
少
し
具
体
的
に
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る

。
ま
ず
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
当
時
の
百
済
が
束
ア
ジ
ア
世
界
で
ぉ
か
れ
て
い
た
立
場
で
あ
る

。
四
七
二

年
、
百
済
は
、
そ
れ
ま
で
ま
っ
た
く
国
交
の
な
か
っ
た
北
魏
に
突
如
と
し
て
造
使
を

お
こ
な
っ
た

。
そ
の
上
表
文
の
一
節
に
は

「構
レ

怨
連
レ

禍
、
三
十
餘
破
、
財
理
力
竭
、

転
自
n
-

f一
験
。
若
天
慈
曲
矜
、
速
及
一一無
外
一
、
速
遺
一一
一
将
一
、
来
救
一
臣
国
一
」
（
『
魏
書
』

百
済
伝
）
と
あ
り
、
高
句
麗
と
の
三
〇
年
以
上
に
わ
た
る
戦
禍
に
よ
っ
て
百
済
の
国

が
疲
弊
し
て
い
る
の
で
、救
援
軍
を
派
遣
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
を
し
て
い
る

。こ

の
要
請
は
失
敗
に
終
わ
る
が
、
百
済
の
都
漢
城
が
高
句
麗
の
攻
撃
に
よ
っ
て
陥
落
す

る
の
が
、
こ
の
わ
ず
か
三
年
後
の
四
七
五
年
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
百
済
が
軍
事
的

に
い
か
に
き
び
し
い
立
場
に
お
か
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る

。
上
表
文
に
よ
れ
ば
、
高

句
麗
と
の
戦
争
は
三
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
続
い
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
四
四
〇
年

代
以
降
、
百
済
と
高
句
麗
は
慢
性
的
な
戦
争
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。こ
の
間
、

百
済
は
新
羅
と
識
和
し
、
四
五
五
年
に
高
句
麗
が
百
済
に
侵
攻
し
た
と
き
に
は
新
羅

が
百
済
を
救
援
し
た
が
、こ
の
時
期
に
百
済
・
新

一維
両
国
が
共
同
で
高
句
麗
軍
と
戦
つ

た
の
は
、
『
三
国
史
記
』

に
よ
る
か
ぎ
り
こ
の
と
き
だ
け
で
あ
っ
た

。
羅
済
同
盟
は
、

8

ま
だ
十
分
に
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る

。

そ
こ
で
高
句
麗
の
軍
事
的
圧
力
を
受
け
て
苦
境
に
立
つ
て
い
た
百
済
は
、
四
三
〇



年
代
以
降
、
ぃ
っ
た
ん
疎
違
に
な
っ
て
い
た
倭
国
と
の
関
係
を
修
復
し
、
以
前
の
よ

う
に
軍
事
的
パ
ー
ト
ナ
ー
の
役
割
を
倭
国
に
果
た
し
て
も
ら
ぉ
う
と
し
て
、
王
弟
の

昆
支
を
派
遣
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る

。
そ
れ
が

「以
脩
一一
先
王
之
好
一
也

」
の
具
体

的
な
意
味
で
あ
る

。
三
九
七
年
の
腆
支

（
直
支
）
の
入
質
が

「結
好

」
「備
一
先
王
之

好
一
」と
い
わ
れ
、
倭
と
の
同
盟
関
係
の
修
復
を
目
的
と
し
て
い
た
の
と
同
様
に

、
こ

の
と
き
の
昆
支
の
来
倭
も
同
盟
関
係
の
再
結
成
を
呼
び
か
け
る
こ
と
が
最
大
の
目
的

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。

た
だ
し
、
朱
甫
嗷
一
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、
蓋
鹵
王
に
よ
る
昆
支
の
倭
国
へ

の
派
遣
に
は
、
百
済
王
権
内
部
の
事
情
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

。
四
五
八
年
、
百

済
の
餘
慶

（
蓋
鹵
王
）
は
宋
に
遣
使
し
て
叙
爵
を
要
請
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
餘
昆

（昆
支
）
は
行
征
成
将
軍
・
左
一資
王
を
仮
称
し
て
い
て
、
臣
下
で
は
行
冠
軍
将
軍
・
右

賢
王
の
餘
紀
と
な
ら
ぶ
最
高
位
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
と
き
征
成
将
軍
を
叙
爵

さ
れ
て
い
る

。
ま
た

「軍
君

」
（
コ
ニ
キ
シ
、
大
王
の
意
）
と
よ
ば
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
百
済
王
に
つ
ぐ
有
力
な
王
族
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る

。
そ
の
昆
支
が
夫
人
同

伴
で
来
倭
し
、
そ
の
後
一
五
年
以
上
に
わ
た
っ
て
倭
国
に
滞
在
し
て
五
人
の
子
を
育

て
、
蓋
鹵
王
の
死
後
に
よ
う
や
く
百
済
に
帰
国
し
て
い
る
の
は
、
外
交
使
節
と
い
う

形
式
を
か
り
た
有
力
者
の
追
放
（
朱
甫
嗷

二
〇
〇
三
）
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
可
能

性
が
高
い

。
同
様
の
例
と
し
て
、
六
四
二
年
に
倭
国
に
派
遺
さ
れ
、
六
六
一
年
に
百

済
復
興
軍
の
将
軍
鬼
室
福
信
の
要
請
に
よ
っ
て
帰
国
す
る
ま
で
倭
国
に
滞
在
し
た
義

慈
王
の
王
子
で
太
子
で
あ
っ
た
餘
豊
璋
が
あ
る

。

要
す
る
に
百
済
が
昆
支
を
倭
に
派
遺
し
た
目
的
は
、
倭
国
と
の
関
係
を
修
復
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
当
時
、
百
済
が
き
び
し
い
高
句
麗
の
軍
事
的
圧
迫
を

受
け
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
に
蓋
鹵
王
の
専
制
体
制
確
立
の
た

め
の
権
力
聞
争
も
絡
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
こ
の
昆
支
の
来
倭
に
よ
っ
て
、
倭

と
百
済
の
関
係
は
再
び
密
接
な
も
の
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る

。し
か
し
こ
れ
以
降
、四

七
五
年
ま
で
倭
国
が
百
済
に
救
援
軍
を
派
遺
し
た
形
跡
は
な
い

。
四
世
紀
末
～
五
世

紀
初
頭
や
六
世
紀
前
半
の
こ
ろ
の
よ
う
な
〟
軍
事
同
盟
〟

と
い
う
性
格
は
ま
だ
明
確

で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。

四

熊
津
遷
都
後
の
倭
・
百
済
関
係
と
羅
済
同
盟

四
七
五
年
、
高
句
麗
の
長
寿
王
は
、
三
万
の
兵
を
率
い
て
百
済
の
王
都
漢
城
を
攻

撃
し
た

（
『
三
国
史
記
』

新
羅
本
紀
は
こ
れ
を
慈
悲
王
一
七
年

（
四
七
四
）
の
こ
と
と

す
る
が

、
同
書
高
句
麗
本
紀
・
百
済
本
紀
お
よ
び

「日
本
書
紀
』

所
引

「百
済
記

」は

す

べ
て
四
七
五
年
と
す
る
の
で
、
新
羅
本
紀
の
誤
り
で
あ
ろ
う
）
。高
句
麗
軍
は
漢
城

を
包
囲
し
、
七
日
で
北
城
を
陥
落
さ
せ
、
さ
ら
に
南
城
を
攻
め
た

。
窮
地
に
追
い
込

ま
れ
た
百
済
の
蓋
鹵
王
は
、
数
十
騎
を
率
い
て
西
門
か
ら
逃
走
す
る
が
高
句
麗
軍
に

捕
ら
え
ら
れ
、
阿
且
城
に
送
ら
れ
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
う

。
「日
本
書
紀

」雄
略
二
〇

年
条
所
引
の

「百
済
記

」
は
、
蓋
鹵
王
の
乙
卯
年

（四
七
五
年
）
の
冬
に
、
狛

（
高

句
麗
）
の
大
軍
が
攻
め
て
き
て
、
七
日
七
夜
の
攻
盤
・
に
よ
っ
て
王
城
が
陥
落
し
て
尉

礼
国

（百
済
）
は
亡
び
、
王
及
び
大
后
・
王
子
等
は
み
な
敵
の
手
に
落
ち
た
と
記
し

て
い
る

。
ま
た

『
三
国
史
記
」
に
よ
る
と
、
こ
の
と
き
、
百
済
王
は
王
子
の
文
周
を

新
羅
に
派
遺
し
て
救
援
を
求
め
、新
羅
は
そ
れ
に
応
え
て
救
援
軍
を
派
造
す
る
が
、そ

の
到
着
前
に
漢
城
が
陥
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
救
援
は
失
敗
に
終
わ
り
、
文
周
は
木

一一 :

m

（一一 :

m
）
満
致
・
祖
弥
桀
取
ら
と
と
も
に
南
に
向
か
っ
た
と
い
う

。

王
都
漢
城
の
陥
落
に
よ
っ
て
百
済
は
い
っ
た
ん
亡
ん
だ
の
で
あ
り
、
難
を
逃
れ
た

文
周
ら
に
よ
っ
て
熊
津
を
王
都
と
し
た
新
生
百
済
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る

。『
日
本
書

g 五世紀の優 ・百済関係と灘済同盟



紀
』

は
、
こ
の
百
済
の
再
興
に
倭
国
が
ふ
か
く
関
わ
っ
た
と
主
張
す
る

。
雄
略
二
一

年

（
四
七
六
）
三
月
条
に
は
、
天
皇
が
久
麻
那
利

（
熊
津
）
を
波
洲
王
に
賜
い

、
百

済
国
を
救
つ
て
再
興
し
た
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
二
三
年

（四
七
八
）
四
月
条
に
よ
れ

ば
、
百
済
の
文
斤
王

（
三
斤
王
）
が
発
去
し
た
の
で
、
天
皇
は
当
時
倭
に
留
ま
っ
て

い
た
昆
支
の
第
二
子
の
末
多
王

（
束
城
王
）
を
内
裏
に
呼
ん
で
百
済
王
に
立
て
、
武

器
を
与
え
て
筑
紫

（
九
州
北
部
）
の
兵
士
五
〇
〇
人
を
派
遺
し
て
百
済
ま
で
護
送
し

た
と
い
う

。
要
す
る
に
、
文
周
王
を
熊
津
で
即
位
さ
せ
、
百
済
国
を
復
興
し
た
の
は

倭
王
で
あ
り
、
束
城
王
も
倭
王
が
倭
国
で
擁
立
し
て
百
済
ま
で
送
り
届
け
た
と
い
う

の
が

『
日
本
書
紀
』

の
記
述
で
あ
る

。

日
本
の
古
代
史
学
界
に
は
、
こ
の

『
日
本
書
紀
』

の
記
述
に
も
と
づ
い
て
、
熊
津

遷
都
後
の
百
済
と
倭
国
の
関
係
を
き
わ
め
て
緊
密
で
あ
っ
た
と
み
る
見
解
が
あ
る

。

た
と
え
ば
山
尾
幸
久
氏
は
、
か
つ
て

「百
済
王
権
の
復
興
に
ヤ
マ
ト
王
権
が
介
入
し

て
い
た
こ
と
に
は
、
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
余
地
が
な
い

」と
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
（
山

そ
こ
で
、
本
論
文
の
最
後
に
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い

。

ま
ず
文
周
王
の
即
位

へ
の
倭
王
権
の
介
入
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「三
国
史
記
』

の

記
述
を
基
本
的
に
認
め
る
限
り
、
事
実
と
は
考
え
が
た
い

。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
文

周
は
高
句
麗
軍
が
来
襲
し
て
き
た
と
き
、
蓋
鹵
王
の
命
で
救
援
要
請
の
た
め
に
新
羅

に
造
わ
さ
れ
た
と
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
百
済
が
も
っ
と
も
頼
り
に
し
て
い
た
の

は
新
羅
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る

。
こ
れ
は
、
五
世
紀
半
ば
に
羅
済
同
盟
が
結
成
さ
れ

て
い
て
、す
で
に
高
句
麗
軍
を
共
同
で
防
御
し
た
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

当
然
で
あ
ろ
う

。
し
か
も
、
漢
城
陥
落
後
に
文
周
王
が
熊
津
で
即
位
し
た
の
は
、
た

ま
た
ま
新
羅
に
救
援
要
請
に
い
っ
て
い
て
難
を
逃
れ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
を
擁
立

し
た
の
は
と
も
に

「南
行

」し
て
熊
津
に
行
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
木
ヵ
m
（R一一）満
致
・

祖
弥
桀
取
な
ど
の
百
済
の
貴
族
勢
力
で
あ
ろ
う

。
ま
た
久
麻
那
利

（
熊
津
）
を
波
洲

王
に
賜
い
、
百
済
国
を
再
興
し
て
救
つ
た
と
い
う
の
も
、
当
時
、
倭
国
が
熊
津
を
領

有
し
て
い
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
と
う
て
い
考
え
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
記
述
内

尾
幸
久

一
九
八
九
）
、
ま
た
近
年
も

「殆
ど
滅
亡
に
近
い
状
態
で
あ
っ
た
百
済
王
権

容
も
具
体
性
に
欠
け
る
の
で
、
『
日
本
書
紀
』
の
随
所
に
み
ら
れ
る
日
本
本
位
の
言
説

の
危
局
を
、
新
羅
や
加
羅
が
支
援
し
た
痕
跡
は
全
く
な
い

。
支
援
し
た
の
は
倭
王
権

の
み
で
あ
る

。:
-
・

五
世
紀
第
4
四
半
期
に
関
し
て
は
、
倭
王
が
百
済
王
を
支
え
る

も
の
で
あ
っ
た

」
と
、
こ
の
時
期
は
古
代
の
倭
・
百
済
関
係
の
な
か
で
も
倭
国
に
主

導
性
が
あ
っ
た
特
異
な
時
期
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
背
景
に
し
て
東

城
王
・
武
寧
王
代
に
百
済
に
多
数
の
倭
国
の
有
力
者
が
送
り
込
ま
れ
て
臣
下
と
な
り
、

そ
の
二
世
た
ち
が
欽
明
天
皇
期
に
百
済
の
対
倭
交
渉
に
登
場
す
る
、
い
わ
ゆ
る

″
倭

系
百
済
官
僚
〟

で
あ
っ
た
と
と
ら
え
て
い
る

（
山
尾
幸
久

二
〇
〇
二
）
。

こ
の
よ
う
に
熊
津
遷
都
後
の
倭
・
百
済
関
係
は
、
倭
系
百
済
官
僚
の
形
成
の
問
題

や
さ
ら
に
は
韓
国
の
前
方
後
円
墳
の
被
葬
者
問
題
と
の
関
わ
り
で
も
重
要
で
あ
る
。

の
ひ
と
っ
と
み
ら
れ
、
事
実
と
は
認
め
が
た
い

。

っ
ぎ
に
末
多
王

（
束
城
王
）
の
即
位
と
倭
王
権
の
関
わ
り
で
あ
る
が

、
末
多
王
は

昆
支
の
第
二
子
で
あ
り
、昆
支
が
熊
津
遷
都
後
ま
も
な
く
本
国
に
帰
還
し
た
あ
と
も
、

何
ら
か
の
事
情
で
倭
国
に
留
ま
っ
て
い
た
と
み
れ
ば
、
即
位
当
時
、
倭
国
に
い
た
と

す
る

『
日
本
書
紀
』

の
記
述
は
不
自
然
で
は
な
い

。
当
時
、
百
済
は
政
情
不
安
が
続

い
て
ぉ
り
、
四
七
七
年
に
は
兵
官
佐
平
解
仇
が
文
周
王
を
殺
害
し
て
三
斤
王
を
擁
立

し
て
全
権
を
掌
握
す
る
が
、
翌
四
七
八
年
に
は
自
ら
反
乱
を
起
こ
し
て
真
氏
の
軍
に

敗
れ
て
戦
死
し
て
い
る

。
そ
し
て
四
七
九
年
に
は
さ
ら
に
三
斤
王
が
発
去
す
る
の
で

あ
る

。
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
に
本
国
で
政
争
が
相
つ
い
で
い
た
の
で
、
昆
支
の
子
ど



も
た
ち
は
倭
国
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

。
と
こ
ろ
が
三
斤
王
の
死
に
よ
っ
て

文
周
王
の
系
統
が
と
だ
え
た
の
で
、
蓋
ー

國

王
の
弟
で
あ
っ
た
昆
支
の
子
ど
も
た
ち
の

な
か
で

「胆
力
過
人

」
と
評
さ
れ
た

（
『
三
国
史
記
』
）
末
多
王
が
倭
国
か
ら
召
還
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

。
『
日
本
書
紀
』
は
そ
の
即
位
を
、
雄
略
天

皇
が
内
裏
に
よ
ん
で
王
に
つ
け
た
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
た

「日
本
書
紀
』

の

常
套
の
筆
法
で
あ
り
、
簡
単
に
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

。

こ
の
記
事
の
信
懸
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
参
考
に
な
る
の
が
、
さ
き
に
取
り
上

げ
た
腆
支

（
直
支
）
王
の
事
例
で
あ
る

。
「日
本
書
紀
』

応
神
一
六
年
条
で
は
、
天
皇

が
直
支
を
よ
ん
で
帰
国
し
て
王
位
を
継
ぐ
よ
う
に
命
じ
て
、
「束
韓
之
地
」を
賜
わ
っ

て
百
済
に
遺
し
た
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る

『
三
国
史
記
」
百
済
本

紀
阿
華
王
一
四
年

（
四
〇
五
）
条
で
は
、
阿
華
王
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
倭
国
で
聞

い
た
太
子
腆
支
が
帰
国
を
要
請
し
た
の
で
、
倭
王
は
兵
士
一
〇
〇
人
を
つ
け
て
百
済

ま
で
護
送
し
、
国
人
が
そ
れ
を
迎
え
て
王
位
に
つ
け
た
と
あ
る

。
さ
き
に
述
べ
た
よ

う
に

、
こ
れ
は
基
本
的
に

『
三
国
史
記
』

の
方
が
真
相
を
伝
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る

が
、
そ
う
す
る
と
実
際
に
は
倭
国
に
滞
在
し
て
い
た
王
子
が
百
済
側
の
要
請
に
よ
っ

て
帰
国
し
、
即
位
し
た
場
合
で
も
、
『
日
本
書
紀
』
は
天
皇
が
王
位
に
つ
け
た
と
記
し

て
い
る
こ
と
に
な
る

。
こ
の
事
例
を
参
考
に
す
れ
ば
、
末
多
王

（束
城
王
）
の
場
合

も
、
本
国
か
ら
即
位
の
た
め
の
帰
還
要
請
が
あ
っ
た
の
で
、
倭
国
は
そ
れ
に
同
意
し
、

本
国
の
政
情
が
不
安
定
で
あ
っ
た
た
め
に

、
五
〇
〇
人
の
兵
士
を
護
衛
に
っ
け
て
本

国
に
送
還
し
た
と
い
う
の
が
真
相
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る

。
束
城
王
の
即
位
事
情

を
こ
の
よ
う
に
考
え
て
さ
し
っ
か
え
な
い
と
す
る
と

、
そ
の
即
位
は
百
済
の
主
体
的

な
決
定
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
倭
王
権
は
そ
れ
に
協
力
し
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な

る

。

か
り
に
束
城
王
の
即
位
が
倭
国
主
導
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
あ
と

倭
国
の
百
済
に
対
す
る
影
響
力
が
強
ま
り
、
軍
事
的
な
協
力
関
係
も
強
化
さ
れ
た
は

ず
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
ほ
と
ん
ど
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い

。

百
済
の
熊
津
遷
都
以
後
に
相
当
す
る
五
世
紀
の
第
4
四
半
期
は
百
済
と
新
羅
の
関

係
が
き
わ
め
て
友
好
的
で
、
羅
済
同
盟
が
も
っ
と
も
効
果
的
に
機
能
す
る
時
期
に
あ

た
っ
て
い
る

。
四
八
一
年
に
高
句
麗
が
株
編
と
と
も
に
新
羅
の
北
辺
を
攻
撃
し
た
と

き
に
は
、
百
済
と
加
耶

（
大
加
耶
）
が
新
羅
軍
と
と
も
に
防
戦
し
て
準
退
し
て
い
る

し
、
四
八
四
年
の
高
句
麗
の
新
羅
へ
の
攻
撃
の
と
き
に
も
、
新
羅
・
百
済
両
軍
が
母

山
城
付
近
で
共
同
し
て
高
句
麗
軍
と
戦
い

、
こ
れ
を
撃
破
し
て
い
る

。
さ
ら
に
、
四

九
四
年
に
は
新
羅
の
将
軍
実
竹
が
高
句
麗
軍
と
戦
う
が
苦
戦
し
、
包
囲
さ
れ
て
し
ま

う
が
、百
済
の
東
城
王
が
三
千
の
軍
隊
を
派
造
し
て
新
羅
軍
の
救
出
に
成
功
す
る
し
、

翌
四
九
五
年
に
は
百
済
の
難
壤
城
が
高
句
麗
軍
に
よ
っ
て
包
囲
さ
れ
た
の
で
、
新
羅

に
救
援
要
請
し
た
と
こ
ろ
、
新
羅
の
将
軍
徳
智
が
兵
を
率
い
て
救
援
に
向
か
い

、
高

句
麗
軍
を
撃
退
し
て
百
済
を
救
つ
た
と
い
う

。
ま
た
こ
の
間
、
四
九
三
年
に
百
済
の

東
城
王
は
、
新
羅
に
使
者
を
遣
わ
し
て
請
婚
し
、
伊
演
比
智
の
娘
を
妻
と
し
て
迎
え

て
い
る

。
こ
こ
に
羅
済
同
盟
は
一
歩
進
ん
で
〟
婚
姻
同
盟〟

に
な
る
の
で
あ
る

。
こ

の
よ
う
に
四
八
〇
～
四
九
〇
年
代
は
、
軍
事
同
盟
と
し
て
の
羅
済
同
盟
の
絶
頂
期
で

あ
り
、
百
済
・
新
羅
両
国
は
共
同
し
て
た
び
重
な
る
高
句
麗
軍
の
攻
撃
を
こ
と
ご
と

く
撃
退
す
る
と
と
も
に
、
婚
姻
同
盟
に
よ
っ
て
両
国
の
関
係
を
さ
ら
に
密
接
な
も
の

に
す
る
の
で
あ
る
（
鄭
雲
龍

一
九
九
六
・
朱
甫
嗷

二
〇
〇
三
・
李
在
碩

二
〇
〇
四
）
。

お
そ
ら
く
、
百
済
の
王
都
の
陥
落
を
み
た
新
羅
が
、
高
句
麗
の
軍
事
的
脅
威
を
痛
感

し
、
い
ま
ま
で
以
上
に
百
済
と
の
軍
事
的
提
携
を
強
め
る
方
針
に
切
り
替
え
た
こ
と
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が
、
羅
済
同
盟
の
強
化
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

。
一
方
、
こ
の
時
期
の
百
済
と
倭
国

の
関
係
に
っ
い
て
は
、
意
外
に
も
両
国
が
親
密
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
確
実
な
史
料

は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い

。
逆
に

『
日
本
書
紀
』

武
烈
六
年

（
五
〇
四
）
一
〇

月
条
に
は

「百
済
歴
レ

年
不
レ

脩
一
貢
職
一
」
と
あ
り
、
五
世
紀
末
以
降
、
百
済
と
倭
国

の
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
も
存
在
す
る

。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
李
在
碩
氏
は
、
束
城
王
代

（
四
七
九
-

五
〇
一
）
の
百
済
は

新
羅
と
の
軍
事
同
盟
が
う
ま
く
機
能
し
て
い
た
の
で
、
百
済
か
ら
み
れ
ば
倭
国
の
重

要
性
は
低
下
し
た
と
み
て
ぉ
り
、
そ
れ
が
武
烈
紀
の
「百
済
歴
レ

年
不
レ

脩
一
貢
職
ー

」と

い
う
記
事
の
背
景
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る

（
李
在
碩

二
〇
〇
四
）
。
私
は
こ
の

ま
え
る
か
ぎ
り
、
こ
の
時
期
に
倭
国
と
百
済
の
間
に
軍
事
的
な
同
盟
関
係
を
想
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う

。

倭
国
と
栄
山
江
流
域
勢
力
と
の
交
流
の
主
体
に
つ
い
て
、
九
州
な
ど
の
地
方
勢
力

を
想
定
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
筆
者
に
は
日
本
列
島
と
栄
山
江
流
域
勢
力
と
の
交
流

（
5
）

に
倭
王
権
が
い
っ
さ
い
関
与
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
考
え
が
た
い

。
両
地
域
の
交
流

は
九
州
の
在
地
勢
力
の
独
自
の
動
き
か
ら
は
じ
ま
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る

が
、
交
流
の
重
要
性
が
高
ま
っ
た
段
階
か
ら
は
倭
王
権
が
九
州
の
勢
力
に
さ
ま
ざ
ま

な
指
示
を
出
し
た
り
、
倭
王
権
の
有
力
な
人
物
が
九
州
の
勢
力
を
率
い
て
交
易
を

行
つ
た
り
す
る
、
と
い
う
形
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る

。

見
解
に
賛
成
で
あ
る

。
束
城
王
は
倭
国
で
生
ま
れ
育
ち
、
倭
国
の
協
力
に
よ
っ
て
即

位
し
た
こ
と
は
事
実
と
み
て
よ
い
が
、
こ
れ
は
倭
国
の
百
済
王
権
へ
の
介
入
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
く
、
即
位
後
の
東
城
王
が
も
っ
と
も
重
視
し
た
の
は
新
羅
と
の
同

盟
関
係
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
戦
略
的
に
は
か
な
り
成
功
し
た
と
み

て
よ
い

。
そ
の
よ
う
な
と
き
に

、
倭
国
に
従
属
し
、
軍
事
的
な
同
盟
関
係
を
結
ん
で

い
た
と
は
考
え
に
く
い
し
、
事
実
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
裏
づ
け
る
史
料
は
な
い
と

い
っ
て
よ
い

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
を
倭
・
百
済
関
係
に
お
い
て
倭
が
優
位
に

立
つ
て
い
た
特
異
な
時
期
と
み
る
山
尾
氏
の
見
解
に
は
賛
同
し
が
た
い
し
、
そ
の
よ

う
な
見
方
を
前
提
に
し
た
倭
系
百
済
官
僚
の
成
立
に
っ
い
て
の
山
尾
氏
の
理
解
に
っ

い
て
も
し
た
が
い
が
た
い

。

お
わ
り
に

以
上
、
韓
国
の
古
代
史
研
究
で
重
要
視
さ
れ
て
き
た

″
羅
済
同
盟
〟

の
推
移
を
ふ

ま
え
、
な
ぉ
か
つ
当
事
国
そ
れ
ぞ
れ
の
外
交
主
体
と
し
て
の
活
動
を
重
視
す
る
立
場

か
ら
五
世
紀
の
倭
・
百
済
関
係
を
み
て
き
た

。
ま
だ
ま
だ
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
が
、

最
後
に
六
世
紀
へ
の
見
通
し
を
述
べ
て
、
む
す
び
に
か
え
る
こ
と
に
し
た
い

。

む
し
ろ
こ
の
時
期
の
倭
国
は
、
近
年
注
目
を
あ
び
て
い
る
栄
山
江
流
域
の
前
方
後

六
世
紀
の
最
初
の
年
で
あ
る
五
〇
一
年
、
婚
姻
同
盟
ま
で
結
び
、
有
効
に
機
能
し

て
い
た
羅
済
同
盟
に
か
げ
り
が
見
え
は
じ
め
る
。
『
三
国
史
記
』
に
は
、
こ
の
年
の
七

月
条
に

「設
一棚
於
炭
幅
一

一
、
以
備
一一
新
羅
一
」
と
あ
り
、
百
済
が
新
羅
に
対
し
て
防
備

を
固
め
は
じ
め
る
の
で
あ
る

。鄭
雲
龍
氏
は
、四
五
五
年
か
ら
五
〇
〇
年
ま
で
は
羅
・

麗
間
に
七
回
、
済
・
麗
間
に
四
回
の
戦
闘
の
記
事
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
五
〇
一
年

円
墳
の
存
在
か
ら
み
て
、
栄
山
江
流
域
勢
力
と
の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
と
考
え
た

ほ
う
が
よ
い
と
思
わ
れ
る

。
あ
る
い
は
、
こ
の
栄
山
江
流
域
勢
力
を
介
し
て
百
済
と

か
ら
五
五
〇
年
ま
で
は
、
済
・
麗
間
に
だ
け
1

〇
回
の
戦
闘
記
事
が
見
ら
れ
、
五
〇

〇
年
を
境
に
し
て
高
句
麗
の
主
要
交
戦
相
手
国
が
新
羅
か
ら
百
済
に
変
わ
っ
て
い
る

も
活
発
な
交
易
を
行
つ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
羅
済
同
盟
の
推
移
を
ふ

と
い
う
こ
と
と
、
羅
済
同
盟
軍
の
共
同
防
衛
は
五
〇
〇
年
以
前
が
五
回
確
認
で
き
る



の
に
、
五
〇
一
年
以
降
は
一
回
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
五
〇
〇

年
以
前
を
羅
済
同
盟
前
期
、五
〇
一
年
以
降
を
羅
済
同
盟
後
期
に
区
分
し
て
い
る
（
鄭

雲
龍

一
九
九
六
）
。
す
な
わ
ち
六
世
紀
に
入
る
と
と
も
に
羅
済
同
盟
の
存
在
意
義
は

低
下
し
て
い
き
、
百
済
の
聖
王
が
戦
死
し
た
五
五
四
年
の
新
羅
の
管
山
城
で
の
戦
闘

で
、
同
盟
は
完
全
に
崩
壊
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

六
世
紀
初
頭
以
来
の
新
羅
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、領
土
も
拡
大
し
て
い
く
が
、そ

の
よ
う
な
趨
勢
の
な
か
で
新
羅
は
し
だ
い
に
軍
事
的
パ
ー
ト
ナ
I
と
し
て
の
百
済
を

必
要
と
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
、
羅
済
同
盟
の
意
義
が
低
下
し
て
い
く
最
大

の
要
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る

。
一
方
、
百
済
は
そ
う
し
た
流
れ
の
な
か
で
、
再
び

倭
国
と
軍
事
同
盟
を
模
索
す
る
よ
う
に
な
る

。
ま
た
倭
国
は
、
四
七
八
年
の
倭
王
武

（雄
略
天
皇
）
の
南
朝
宋
へ
の
朝
貢
以
来
、
中
国
と
の
通
交
が
と
だ
え
て
お
り
、
先
進

文
化
の
供
給
源
と
し
て
の
百
済
の
重
要
性
は
高
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

。
こ
う

し
て
、
倭
・
百
済
両
国
の
利
害
が
一
致
し
、
継
体
天
皇
・
武
寧
王
の
時
代
に
、
ふ
た

た
び
倭
・
百
済
の
間
に
同
盟
関
係
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

。

要
す
る
に
、
百
済
に
と
っ
て
軍
事
同
盟
の
相
手
は
決
し
て
倭
国
の
み
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
る

。
百
済
の
も
っ
と
も
望
ま
し
ぃ
軍
事
的
パ
ー
ト
ナ
I
は
む
し
ろ
隣
国
の

新
羅
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う

。
百
済
は
、
新
羅
と
の
軍
事
的
提
携
が
困
難

な
と
き
に
倭
国
へ
の
接
近
策
を
と
り
、
倭
国
の
側
も
、
百
済
が
倭
国
を
軍
事
的
パ
I

ト
ナ
I
と
し
て
必
要
と
し
て
い
る
と
き
に
は
、
ぉ
お
む
ね
先
進
文
物
・
技
術
な
ど
の

供
与
と
見
返
り
に
そ
れ
に
応
じ
た

。し
か
し
倭
国
に
と
っ
て
も
、
百
済
は
先
進
文
物
・

技
術
な
ど
の
唯
一
の
供
給
元
で
は
な
か
っ
た

。
加
耶
諸
国
・
栄
山
江
流
域
勢
力
や
中

国
王
朝
、
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
新
羅
・
高
句
麗
も
ま
た
先
進
文
物
の
供
給
元
と

し
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
時
期
に
よ
っ
て
は
百
済
よ
り
も
こ
れ
ら
の

l

準
者
は
、
現
段
階
で
は

「馬
韓
勢
力

」
と
い
う
呼
び
方
は
、
あ
く
ま
で
も
仮
称
に
と
ど
ま
る

と
考
え
て
い
る

。
た
だ
し
、
栄
山
江
流
域
に
三
世
紀
後
半
か
ら
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
独
自

の
専
用
型
棺
基
制
が
展
開
す
る
こ
と
な
ど
か
ら

、
こ
の
時
期
に
栄
山
江
流
域
一
帯
が
相
対
的

に
自
立
し
た
勢
力
を
形
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
在
地
勢
力
を
倭
の
五
王
の
官
一歸
に
み
え
る

「慕
韓

」
に
結
び
っ
け
て

「馬
韓
勢

力

」と
呼
称
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
、
な
お
検
討
す
べ
き
間
題
が
残
さ
れ
て
い
よ
う

が
、
そ
の
可
能
性
ま
で
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

。
ま
た
倭
の
五
王
の
官
一歸
に
み
え

る

「素
韓

」
に
関
し
て
は
、
そ
の
実
在
を
示
す
文
献
的
根
拠
は
確
か
に
存
在
し
な
い
し
、
朴

天
秀
氏
に
よ
れ
ば
、
「楽
韓
は
考
古
資
料
か
ら
証
明
し
に
く
い

」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で

（朴
天
秀

二
〇
〇
一
「栄
山
江
流
域
の
古
城

」「東
ア
ジ
ア
と
日
本
の
考
古
学
」1
、
同
成
社
）
、

現
段
階
で
は
そ
の
実
在
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う

。

報
告
の
際
に
、
李
在
碩
氏
か
ら
、
加
耶
と
倭
が
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
が

、
そ
れ
と
政
治
的
な
関
係
の
形
成
は
別
の
問
題
で
あ
り
、
政
治
的
関
係
に
お
い
て

重
視
す
べ
き
な
の
は
、
む
し
ろ
加
耶
と
百
済
と
の
関
係
で
は
な
い
か
、
と
い
う
質
間
を
受
け

た

。
氏
は
さ
ら
に

、
「日
本
書
紀
」神
功
四
九
年
条
や
同
-llf
同
欽
明
二
～
五
年
条
の
聖
明
王
の

回
願
談
な
ど
を
根
拠
に
、
四
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
加
耶
諸
地
域
に
百
済
の
影
響
力
が
及
ん
で

い
た
と
す
る
見
解
を
提
示
し
た

。本
論
文
で
百
済
と
加
耶
の
関
係
に
ほ
と
ん
ど
ふ
れ
な
か
っ

た
の
は
考
察
が
行
き
届
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
反
省
し
て
い
る
が
、
-llf
者
は
、
李

在
一順
氏
が
提
示
し
た
史
料
か
ら
四
世
紀
後
半
段
階
に
百
済
が
加
耶
地
域
に
政
治
的
影
一響
力

を
も
っ
て
い
た
と
ま
で
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る

。
神
功
紀
四

九
年
条
は
百
済
記
を
用
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
日
本
側
の
史
料
も
っ
か
わ

れ
て
ぉ
り
、
さ
ら
に

「日
本
書
紀
」
の
編
者
の
作
為
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
複
雑
な
成

り
立
ち
の
史
料
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る

。
さ
ら
に

、
そ
の
実
年
代
に
関
し
て

は
、
従
来
、
百
済
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
干
支
二
運
分
の
一
二
〇
年
繰
り
下
げ
て

三
六
九
年
の
こ
と
と
し
て
そ
の
信
懸
性
が
識
論
さ
れ
て
き
た
が
、
日
本
の
学
界
で
は
、近
年
、

木
羅
斤
資
が
み
え
る
記
事
に
関
し
て
は
干
支
を
も
う

一
運
繰
り
下
げ
て
考
え
る

（
=
四
二
九

年
）
説
が
有
力
視
さ
れ
て
い
る

。
こ
の
記
事
の
な
か
に
百
済
の
将
軍
木
羅
斤
資
ら
が
描
兵
を

率
い
て
卓
淳
に
終
結
し
て
新
羅
を
攻
撃
し
て
破
り
、
っ
い
で
南
加
羅
・
安
羅
・
卓
淳
・
加
羅

,3 五世紀の倭 ・百済関係と邏済同:盟

国
家
あ
る
い
は
地
域
と
の
関
係
を
百
済
よ
り
も
緊
密
に
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ

る

。



な
ど
の
七
国
を
平
定
し
た
話
が
み
え
る
が
、
こ
の
記
事
は
、
百
済
の

一一一・隊
が
い
っ
た
ん
卓
淳

に
集
結
し
て
新
一
灘
を
準
つ

た
後
で
、
そ
の
・ :一M・
淳
を
含
む
七
国
を
平
定
し
た
と
あ
っ
て
、
話
に

矛
盾
が
あ
り
、
さ
ら
に
金
官
を

「南
加
一灘
」、
大
加
--13
を

「加
羅

」と
よ
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
、

当
時
の
歴
史
的
事
実
と
し
て
疑
わ
し
い
点
が
少
な
く
な
い
の
で
、
最
近
の
日
本
の
学
界
で
は

「日
本
書
紀

」の
造
作
と
見
る
説
が

一
般
的
で
あ
り
（
田
中
俊
明

一
九
九
二
な
ど
）
、
一a一一-lf者
も

そ
の
よ
う
な
見
解
に
資
成
で
あ
る

。

っ
ぎ
に

、
欽
明
天
皇
二
～
五
年
条
に
み
え
る
聖
明
王
（
聖
王
）
の
回
願
談
は
、
理
明
王
が

加
耶
諸
国
の
旱
岐
ら
に
速
古
王
（
近
肖
古
王
）
・
貴
首
王
（
近
仇
首
王
）
代
の
友
好
関
係
を
強

調
し
て
、
そ
の
よ
う
な
昔
の
関
係
に
戻
ろ
う
と
呼
び
か
け
た
も
の
で
、
現
実
の
利
害
関
係
が

絡
ん
で
お
り
、
事
実
か
否
か

:
-

-
'f
:
:

-

m一重
な
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
事
実

に
も
と
づ
い
た
話
と
み
て
よ
い
と
考
え
る

。た
だ
し
そ
の
関
係
は
、
「親
好

」「和
親

」「子
弟

」

「見
弟

」な
ど
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
に
対
等
の
友
好
関
係
に
と
ど
ま
る
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う

。

欽
明
紀
の
聖
明
王
の
回
願
談
に
対
応
し
た
記
事
が
、
神
功
紀
四
六
年
条
と
み
ら
れ
る
が
、

こ
の
記
事
は
甲
子
年

（
四
六
四
）
に
百
済
の
使
節
が
は
じ
め
て
卓
淳
に

至
り
、
そ
の
卓
淳
の

仲
介
で
二
年
後
に
倭
国
の
使
者
が
百
済
に
行
つ
て
、
倭
国
と
百
済
の
通
好
が
は
じ
ま
っ
た
と

い
う
内
容
で
あ
る

。
こ
の
、
加
耶
の
一
国
で
あ
る
卓
淳
の
伸
介
で
倭
国
と
百
済
の
国
交
が
は

じ
ま
っ
た
と
い
う
話
は
、
田
中
俊
明
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
田
中
俊
明

一
九
九
二
）
、
大

筋
で
事
実
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
四
世
紀

代
に
加
耶
諸
国
と
倭
国
の
間
に
外
交
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

。
一

般
論
と
し
て
も
、
す
で
に
百
済
と
正
式
の
外
交
関
係
を
樹
立
し
て
い
た
倭
王
権
が
、
そ
れ
よ

り
も
日
本
列
島
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
り
、
か
つ
先
進
文
化
・
技
術
の
供
給
元
と
し
て
き
わ
め

て
重
要
な
存
在
で
あ
る
加
耶
諸
国
に
政
治
的
な
関
心
を
も
た
ず
、
王
権
と
無
関
係
な
地
方
勢

力
に
交
流
を
委
ね
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
考
え
が
た
い
と
思
わ
れ
る

。

李
在
碩
氏
は
、
当
初
の
倭
・
百
済
関
係
を
軍
事
同
盟
の
性
格
を
も
た
な
い
友
好
関
係
と
し
、
そ

れ
が
三
九
七
年
の
太
子
腆
支
の
倭
へ
の
入
質
に
よ
っ
て
一車-l-
事
同
盟
に
切
り
替
わ
っ
た
と
み

て
い
る
が

（
李
在
碩

二
〇
〇
四
）
、
筆
者
は
三
九
七
年
以
前
か
ら
倭
国
と
百
済
の
関
係
は
軍

事
同
盟
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る

。
と
い
う
の
は
、
第
一
に
、
本
文
に
も
引
用
し
た

「日
本

書
紀
」
応
神
八
年
条
所
引
の
百
済
記
に

、
王
子
直
支
（
=
腆
支
）
を
送
つ
た
の
は

「備
一
先
王

之
好
一
」、
す
な
わ
ち
先
王
の
時
代
に
結
ん
だ
友
好
関
係
の
修
復
で
あ
っ
た
と
あ
っ
て
、
こ
の

と
き
の
入
質
が
以
前
の
両
国
関
係
の
再
現
を
目
的
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
し
、
第
二
に

、

倭
国
と
百
済
が
外
交
関
係
を
樹
立
し
た
三
七
〇
年
前
後
は
、
ち
ょ
う
ど
百
済
が
高
句
麗
と
激

戦
を
繰
り
返
し
て
い
て
、
百
済
が
軍
事
的
パ
ー
ト
ナ
ー
を
必
要
と
し
て
い
た
時
期
と
考
え
ら

れ
る
か
ら
、
倭
国
と
国
交
を
樹
立
し
た
の
は
、
や
は
り
倭
国
の
軍
事
協
力
を
得
る
こ
と
が
目

的
だ
っ
た
と
み
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る

。
た
だ
し
、
太
子
腆
支
の
優
へ
の
入

質
以
後
は
、
以
前
に
も
増
し
て
倭
・
百
済
関
係
が
親
密
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
よ

い
と
思
わ
れ
る

。
三
九
七
年
以
降
、
四
二
〇
年
代
ま
で
は
、
お
そ
ら
く
四
～
五
世
紀
で
倭
・

百
済
関
係
が
も
っ
と
も
良
好
な
時
期
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る

。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
、
報
告
の
際
に

、
李
在
碩
氏
か
ら

、
神
功
六
二
年
条
の
記
事
を

四
四
二
年
の
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
の
間
題
は
と
も
か
く
、
こ
の
史
料
か
ら
後
国
が
大

加
耶
を
攻
-lu
し
た
こ
と
を
事
実
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
使
重
な
検
討
が
必

要
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
を
受
け
た

。
さ
ら
に
、
も
し
五
世
紀
半
ば
に

、
優
国
が
内
陸

に
位
-置

す
る
大
加
耶
を
攻
撃
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
か
に
し

て
可
能
で
あ
っ
た
の
か
を
説
明
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
質
間
を
受
け
た

。

こ
れ
は
た
し
か
に
重
要
な
質
間
で
あ
る
と
思
う

。
現
段
階
で
一一一M lllf
者
は
、
こ
の
質
間
に
十
分

に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
だ
い
た
い
以
下
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま

ず
こ
の
記
事
は
百
済
記
を
引
用
し
て
い
る
の
で
、
一
定
の
信
恐
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

。

記
事
中
に
説
話
的
な
内
容
の
部
分
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
沙
至
比
跪
（
葛
城
製
津

彦
）
と
い
う
倭
国
の
武
将
が
登
場
す
る
こ
と
は
軽
視
で
き
な
い
と
考
え
る

。
確
か
に
、
倭
国

が
大
加
-lIS
を
攻
撃
す
る
た
め
に
は
周
辺
の
加
耶
諸
国
の
協
力
が
必
要
に
な
る
が

、
そ
の
可
能

性
は
あ
る
と
考
え
る

。
一
つ
は
、
五
世
紀
代
の
安
離
と
の
関
係
は
史
料
が
残
つ
て
ぉ
ら
ず
不

明
確
で
あ
る
が
、
友
好
関
係
が
継
統
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
し
、
金
官
国
も

五
世
紀
代
に
滅
亡
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
倭
国
と
の
関
係
は
継
続
し
て
い
た
と
思
わ
れ

る

。
こ
れ
ら
の
加
耶
南
部
諸
国
が
倭
国
の
大
加
耶
に
対
す
る
軍
事
行
動
に
協
力
し
た
と
い
う

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

。
ま
た
倭
一
軍
が
高
句
麗
と
の
交
職
以
降
の
五
世
紀
代
に

加
耶
南
部
地
域
に

駐
屯
し
て
い
た
の
か
も

、
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
雄
略
紀
八
年

二
月
条
に
み
え
る

「日
本
府
行
軍
元
帥

」
が
事
実
を
反
映
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
な
ど
を

ふ
く
め
て
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い

。

そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
ま
ず
第

一
に
埼
玉
県
稲
荷
山
古
一項
出
土
鉄
剣
銘
と
熊
本
県
江
田
船
山

古
城
出
土
大
刀
銘
に
共
通
す
る

「獲
加
多
支
鹵
大
王
」
の
銘
文
か
ら

、
五
世
紀
後
半
の
ヮ
カ

タ
ケ
ル
大
王
=
雄
略
天
皇
の
時
代
に
は
、
す
く
な
く
と
も
関
束
か
ら
九
州
中
部
ま
で
は
倭
王

権
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
第
二
に
酒
井
清
治
氏
に
よ
れ
ば
、
五

世
紀
前
半

（
陶
邑
窯
編
年
の
T
K
二

一
六
型
式
の
段
階
）
を
境
に

、
日
本
列
島
の
須
恵
器
の

製
作
技
術
が
そ
れ
ま
で
の
加
耶
南
部
地
域
の
陶
質
土
器
の
系
諸
を
引
く
も
の
か
ら
栄
山
江

流
域
の
陶
質
土
器
の
系
譜
を
引
く
も
の
に
転
換
す
る
と
い
う
が
、
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
倭

王
権
の
直
営
と
み
ら
れ
る
陶
邑
窯
跡
群
を
中
心
と
す
る
生
産
体
制
が
整
う
段
階
に
あ
た
っ

て
い
る
の
で
、
倭
王
権
は
栄
山
江
流
域
の
陶
質
土
器
の
技
術
を
積
極
的
に
導
入
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る

。

I4



付
記

:

本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
四
日
に
忠
南
大
学
校
百
濟
研
究
所
に
お
い
て
開
fll-
さ
れ
た

「百

済
公
開
識
座

」で
報
告
し
た
原
稿
に
若
干
の
修
正
と
注
を
加
え
、
「百
濟
研
究
」第
四
四
輯
（
二

〇
〇
六
年
八
月
）
に
掲
戦
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
論
文
の
日
本
語
文
で
あ
る

。
注
は
、
報
告
の

討
論
者
で
あ
る
李
在
碩
氏
か
ら
の
質
間
に
対
す
る
回
答
を
中
心
に
記
し
た

。
討
論
者
を
ぉ
引

き
受
け
頂
い
た
李
在
碩
氏
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い

。
ま
た
、
報
告
原
稿
の
作
成
に

あ
た
っ
て
、
韓
国
語
文
献
の
収
集
と
翻
訳
で
高
麗
大
学
校
考
古
環
境
研
究
所
の
山
本
孝
文
氏

と
東
北
大
学
大
学
院
の
金
銀
貞
氏
の
お
世
話
に
な
っ
た

。
合
わ
せ
て
感
謝
の
意
を
表
し
た

い

。
な
お

、
本
論
文
は
私
立
大
学
学
術
研
究
高
度
化
推
進
事
業
・
オ
ー
プ
ン
リ
サ
ー
チ
セ
ン

タ
ー
整
備
事
業

「ア
ジ
ア
流
域
文
化
論
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

」
（
研
究
代
表
者
・
細
谷
良
夫
）

に
お
け
る
韓
国
流
域
文
化
調
査
の
成
果
の
一
部
で
あ
る

。

山
尾
幸
久

一
九
八
九

「古
代
の
日
朝
関
係
」
〈

摘
選
書
〉

埔
書
房

山
尾
幸
久

二
〇
〇
二
「五
、
六
世
紀
の
日
朝
関
係
I
韓
国
の
前
方
後
円
城
の
一
解
釈
I
」
（朝
鮮
学

会
編

「前
方
後
円
墳
と
古
代
日
朝
関
係
」
同
成
社
）

吉
井
秀
夫

二
〇
〇
一
「栄
山
江
流
域
の
三
国
時
代
基
制
と
そ
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

」
（
「朝
鮮
史
研

究
会
論
文
集

」
三
九
）

（
韓
国
語
文
）

P
享j

告

一
九
九
六

「羅
濟
同
盟
期

新

一継'-一一，
百
済

開
係

」
（
「白
山
學
報
」
四
六
）
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到
f
二
〇
〇
四

「五
T
71

f
T
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倭
國

一一「
一一一一一'一月一'
」
（
「百
済
研
究
」
三
九
）

一（一， :一一一一一一J
二
〇
〇
三

「熊
津
都
邑
期

百
湾

一一一r
新
一一継'-一「
開
係

」
（一一一一一o1:一一r一一:- l一i

「一一，一
f
到
f一子本
H

「古
代
束
亞
細
亞
4

百
濟
」）

篠
原
啓
方

二
〇
〇
〇

「「中
原
高
句
麗
碑

」
-
釋
識
-
内
容
-
意
義

」
（
「史
叢
」
五
一
）

（参
考
文
献

）

（
日
本
語
文
）

束

潮

二
〇
〇
二
「倭
と
栄
山
江
流
域
I
倭
韓
の
前
方
後
円
一項
を
め
ぐ
っ
て
1
」
（
朝
鮮
学
会
編

「前
方
後
円
城
と
古
代
日
朝
関
係
」
同
成
社
）

熊
谷
公
男

二
〇
〇
一
「大
王
か
ら
天
皇
へ
」
〈

日
本
の
歴
史
〇
三
〉

一講
談
社

木
村

誠

一
九
九
二

「新
羅
国
家
生
成
期
の
外
交

」
（「ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
史
」
二
、
東
京
大

学
出
版
会
、
の
ち
に

「古
代
朝
鮮
の
国
家
と
社
会

」
〔

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
四
〕

に
収
録
）

木
村

誠

一
九
九
七
「中
原
高
句
麗
碑
立
碑
年
次
の
再
検
討

」
（
武
田
幸
男
編

「朝
鮮
社
会
の
史
的

展
開
と
東
ア
ジ
ア
」
山
川
出
版
社
、
の
ち
に

「古
代
朝
鮮
の
国
家
と
社
会

」
に
収
録
）

酒
井
清
治

二
〇
〇
二

「一株一一一に
お
け
る
須
一思
器
生
産
の
開
始
と
そ
の
背
最

」
（
「駒
澤
大
学
文
學
部
研

究
紀
要
』

六
〇
）

自
石
太

一
郎

二
〇
〇
四

「も
う

一
っ
の
優
・
韓
交
易
ル
ー
ト

」
（
「国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報

告
」
一
一
〇
）

武
田
幸
男

一
九
八
〇

「五
～
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
史
の
一
視
点
1
高
句
一麗
「中
原
碑
」
か
ら
新
一
雑

「赤

城
碑
」
へ
」
「東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
識
座
」
四

学
生
社

田
中
俊
明

一
九
九
二

「大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と

「任
那

」1
加
耶
琴
だ
け
が
残
つ
た
1
」
吉
川
弘

文
館

田
中
俊
明

二
〇
〇
二

「韓
国
の
前
方
後
円
形
古
一項
の
被
葬
者
・
造
基
集
団
に
対
す
る
私
見

」
（
朝
一
鮮

学
会
編

「前
方
後
円
一項
と
古
代
日
朝
関
係
」
同
成
社
）

朴

天
秀

二
〇
〇
二

「栄
山
江
流
域
に
お
け
る
前
方
後
円
一項
の
被
葬
者
の
出
自
と
そ
の
性
格

」

（
「考
古
学
研
究
」
四
九

，二
）

平
野
邦
雄

一
九
八
五

「大
化
前
代
政
治
過
程
の
研
究
」
吉
川
弘
文
館

,5 五世紀の倭・百済関係と難済同盟


