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倭
王
武
の
上
表
文
と
五
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
情
勢

熊
　
谷
　
公
　
男

は
じ
め
に

『
宋
書
』
巻
九
七
夷
蛮
・
東
夷
伝
倭
国
条
（
以
下
、『
宋
書
』
倭
国
伝
と
よ

ぶ
）
に
載
せ
る
倭
王
武
の
上
表
文
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
と
く
に
最

初
の
段
落
の
「
東
征
二
毛
人
一
五
十
国
、
西
服
二
衆
夷
一
六
十
六
国
、
渡
平
二
海

北
一
九
十
五
国
」
の
一
節
は
、
ひ
と
き
わ
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
た

だ
こ
れ
は
上
表
文
の
な
か
で
は
導
入
部
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
て
、
全
体

の
基
調
と
な
っ
て
い
る
の
は
高
句
麗
へ
の
強
烈
な
対
抗
意
識
で
あ
り
、
そ
の

も
っ
と
も
端
的
な
表
れ
が
父
王
済
以
来
、
高
句
麗
征
討
を
宿
願
と
し
て
き
た

（
以
下
、「
高
句
麗
征
討
計
画
」
と
い
う
）
と
い
う
主
張
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。ま

た
倭
の
五
王
と
い
え
ば
、
だ
れ
し
も
朝
鮮
半
島
の
国
名
・
地
域
名
が
ず

ら
り
と
並
ん
だ
特
異
な
官
爵
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
。
た
と
え
ば
元
嘉
十
五
年

（
四
三
八
）
に
倭
王
珍
は
、「
使
持
節
・
都
督
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
秦

韓
・
慕
韓
六
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
国
王
」
と
自
称
し
、
宋
朝
に
そ

の
除
正
を
求
め
た
が
、
認
め
ら
れ
た
の
は
「
安
東
将
軍
・
倭
国
王
」
の
み
で

あ
っ
た
。
つ
づ
く
倭
王
済
は
元
嘉
二
十
年（
四
四
三
）の
最
初
の
遣
使
で「
安

東
将
軍
・
倭
国
王
」
に
叙
さ
れ
る
が
、
つ
ぎ
の
元
嘉
二
十
八
年
（
四
五
一
）

の
遣
使
で
「
使
持
節
・
都
督
倭
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
六
国

諸
軍
事
」
の
称
号
を
加
え
ら
れ
る
。
珍
や
の
ち
の
武
の
例
か
ら
み
て
、
お
そ

ら
く
こ
の
と
き
も
自
称
称
号
に
は
「
百
済
」
が
入
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
倭
王
武
も
ま
た
、
昇
明
二
年
（
四
七
八
）
に
「
使
持
節
・
都
督
倭
・

百
済
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
七
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・

倭
国
王
」
と
自
称
し
て
遣
使
し
、
除
正
を
求
め
る
が
、
ま
た
も
や
「
百
済
」

は
除
外
さ
れ
、
六
国
諸
軍
事
と
「
安
東
大
将
軍
・
倭
王
」
に
叙
さ
れ
た
。

問
題
は
、
倭
の
五
王
が
こ
の
よ
う
な
称
号
を
自
称
し
、
宋
朝
へ
除
正
を
要

求
し
つ
づ
け
た
意
図
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
問
題
の
ポ
イ

ン
ト
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
「
都
督
…
…
諸
軍
事
」
に
朝
鮮
半

島
の
多
数
の
国
・
地
域
を
含
め
て
要
求
し
た
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
そ
の
中
に
「
百
済
」
を
含
め
て
執
拗
に
要
求
し
つ
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。

前
者
に
関
し
て
い
う
と
、
称
号
に
含
ま
れ
る
秦
韓
と
慕
韓
は
、
い
わ
ゆ
る

三
韓
の
辰
韓
と
馬
韓
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
主
要
地
域
は
す
で
に
統
合
さ
れ

て
そ
れ
ぞ
れ
新
羅
・
百
済
と
い
う
国
家
と
な
っ
て
い
た
が
、
周
辺
部
に
は
五

世
紀
代
に
も
部
分
的
に
小
国
が
残
っ
て
い
た
。
官
爵
中
の
秦
韓
・
慕
韓
は
そ

の
よ
う
な
地
域
を
さ
す
と
み
ら
れ
る）

1
（

。
ま
た
旧
著
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
倭

王
珍
が
自
称
し
た
「
任
那
」
も
、
済
の
除
正
称
号
の
「
任
那
・
加
羅
」
も
加

耶
諸
国
全
体
を
さ
す
と
み
て
よ
く
、
そ
れ
に
新
羅
と
百
済
を
加
え
れ
ば
、
結
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局
、
高
句
麗
の
支
配
領
域
以
外
の
朝
鮮
半
島
南
半
部
の
全
域
に
相
当
す
る
こ

と
に
な
る）

2
（

。「
都
督
…
…
諸
軍
事
」
と
は
、坂
元
義
種
氏
の
い
う
よ
う
に
、「
軍

権
」（
諸
軍
を
統
率
し
て
軍
事
行
動
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
権
限
）
の
お
よ

ぶ
範
囲
を
意
味
す
る）

3
（

の
で
、
自
称
称
号
の
こ
の
部
分
は
、
高
句
麗
の
支
配
領

域
を
除
い
た
半
島
の
す
べ
て
の
地
域
で
の
軍
事
指
揮
権
の
承
認
を
宋
朝
に
求

め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

上
表
文
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
高
句
麗
へ
の
強
烈
な
対
抗
意
識
を
ふ
ま
え

れ
ば
、
倭
王
が
執
拗
に
半
島
南
半
部
の
軍
権
の
承
認
を
求
め
た
の
は
高
句
麗

へ
の
対
抗
意
識
の
所
産
で
あ
り
、
上
表
文
に
お
け
る
「
高
句
麗
征
討
計
画
」

も
実
在
の
も
の
と
み
る
の
が
理
解
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
鈴
木
英
夫

氏
は
「『
高
句
麗
征
討
計
画
』
は
倭
王
権
の
命
運
を
賭
け
た
最
重
要
政
策
だ
っ

た
」
と
し
て
い
る）

4
（

。

し
か
し
な
が
ら
改
め
て
上
表
文
を
検
討
し
て
み
て
、
倭
王
済
以
来
の
悲
願

と
さ
れ
て
い
る
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
な
る
も
の
が
実
在
し
た
と
は
考
え
が

た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
五
世
紀
の
倭
国
を
め
ぐ
る
国
際
情
勢
か
ら
み

て
も
、「
高
句
麗
征
討
計
画
」
を
実
体
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
の
が
現
在
の
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
の
検
討
を

課
題
の
一
つ
と
す
る
。

も
う
一
つ
の
重
要
な
問
題
は
、
倭
王
が
「
都
督
…
…
諸
軍
事
」
の
称
号
に

百
済
を
含
め
て
自
称
し
、
そ
の
除
正
を
く
り
返
し
求
め
た
つ
づ
け
た
こ
と
で

あ
る
。
先
学
も
こ
の
問
題
に
注
目
し
、
多
く
の
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
倭

の
五
王
の
代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
坂
元
義
種
氏
は
、
一
地
域
の
軍
権
が
重

複
し
て
他
国
の
王
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
（
こ
れ
を
「
一
地
域

二
軍
権
」
と
よ
ぶ
）
立
場
か
ら
、
宋
が
倭
王
に
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
を
認

め
な
か
っ
た
の
は
、
同
じ
称
号
を
す
で
に
百
済
王
に
認
め
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
直
接
の
原
因
で
は
な
く
、
宋
が
と
っ
て
い
た
北
魏
の
封
じ
込
め
政
策
の

う
え
で
百
済
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
が
最
大
の
原
因
で
あ
っ
た
と
す
る）

5
（

。
近

年
、
石
井
正
敏
氏
が
批
判
し
て
い
る
よ
う
に）

6
（

、「
一
地
域
二
軍
権
」
と
い
う

見
方
に
は
確
か
に
問
題
が
あ
る
が
、
宋
が
倭
王
に
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
を

認
め
な
か
っ
た
の
は
、
や
は
り
宋
が
北
魏
封
じ
込
め
政
策
と
い
う
観
点
か
ら

百
済
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
と
、そ
の
こ
と
を
前
提
に
百
済
王
に
す
で
に「
都

督
百
済
諸
軍
事
」
号
を
授
け
て
い
た
こ
と
の
二
つ
が
重
要
な
理
由
と
な
っ
て

い
る
と
み
て
大
過
あ
る
ま
い
。

で
は
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
倭
王
が
執
拗
に
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
号
を

宋
に
要
求
し
つ
づ
け
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
従
来
の
倭
の
五

王
の
研
究
史
で
は
こ
の
点
の
検
討
が
き
わ
め
て
不
十
分
で
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
坂
元
氏
は
、
倭
王
の
意
図
は
「
百
済
王
の
軍
権
を
自
己

の
軍
権
の
な
か
に
包
摂
し
、
軍
事
的
支
配
者
と
し
て
倭
・
韓
両
地
域
に
君
臨

し
よ
う
と
し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、
そ
の
除
正
を
求
め
た
の
は
、「
宋
朝
の

権
威
に
よ
っ
て
、
そ
の
保
証
を
得
よ
う
と
し
た
も
の
」
と
述
べ
て
い
る）

7
（

。
筆

者
に
い
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
抽
象
的
、
観
念
的
な
説
明
で
あ
っ
て
、

倭
の
五
王
が
現
実
の
国
際
関
係
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
て
こ

の
よ
う
な
要
求
を
し
つ
づ
け
た
の
か
、
い
っ
こ
う
に
明
ら
か
で
な
い
。

そ
も
そ
も
一
般
に
、
倭
国
と
百
済
は
相
互
に
軍
事
同
盟
を
結
ん
で
、
友
好

関
係
に
あ
っ
た
国
同
士
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
一
地
域
二

軍
権
」
が
成
り
立
た
な
い
と
す
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
倭
王
が
宋
朝
に
「
都
督

百
済
諸
軍
事
」
号
を
求
め
る
と
い
う
の
は
、
百
済
の
国
益
と
真
っ
向
か
ら
対

立
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
想
起
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
倭
の
五
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王
の
時
期
、倭
国
が
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
外
交
政
策
を
と
り
つ
づ
け
た
の
は
、

倭
国
と
百
済
と
の
間
に
重
要
な
利
害
の
対
立
が
あ
っ
た
可
能
性
も
十
分
に
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
問
題
の
解
明
ぬ
き
に
は
、
五
世
紀
の

倭
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
を
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。こ
の
点
の
解
明
が
本
稿
の
も
う
一
つ
の
重
要
課
題
で
あ
る
。

な
お
近
年
、
西
嶋
定
生
氏
の
「
冊
封
体
制
論
」「
東
ア
ジ
ア
世
界
論
」
に

代
わ
る
枠
組
み
と
し
て「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」（
ま
た
は「
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
」）

と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
、
新
し
い
歴
史
像
の
構
築
が
試
み
ら
れ
て
い
る）

8
（

。

こ
の
新
し
い
枠
組
み
は
、と
く
に
中
国
を
中
心
と
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

歴
史
理
論
で
あ
る「
冊

封
体
制
論
」へ
の
批
判
と
し
て
は
か
な
り
有
効
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

た
だ
し
「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
が
中
国
史
な
い
し
ア
ジ
ア
史
の
枠
組
み
と
し

て
有
効
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
日
本
史
の
枠
組
み
と
し
て
も
同
じ
よ
う
に
有

効
性
を
発
揮
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
吐
蕃
や
漠
北
の
遊
牧
民

族
国
家
を
ぬ
き
に
中
国
史
は
語
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
そ
の
通
り
だ
と
し
て

も
、
そ
れ
ら
の
地
域
が
日
本
史
の
理
解
に
ど
の
程
度
重
要
な
の
か
は
、
お
の

ず
か
ら
問
題
は
別
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
と
い
う
新
し
い
歴
史
研
究
の
枠
組
み
が
、
日
本
史

研
究
の
分
野
で
「
東
ア
ジ
ア
世
界
論
」
に
取
っ
て
代
わ
り
う
る
ほ
ど
の
有
効

性
を
も
つ
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
枠
組
み
を
用
い

た
個
別
の
歴
史
研
究
の
成
果
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。「
東

部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
る
こ
と
で
、
倭
国
・
日
本
の
歴
史

を
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
側
面
が
あ
る

0

0

0

0

0

、
あ
る
い
は
局
面
に
よ
っ
て
は

0

0

0

0

0

0

0

よ
り

よ
く
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。し
か
し
な
が
ら「
東

ア
ジ
ア
世
界
論
」
に
代
わ
る
枠
組
み
と
し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
次
元
で
は
な
お
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
筆
者
と
し
て
は
、
し
ば
ら
く

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
論
者
の
研
究
成
果
を
見
守
り

た
い
。

本
稿
で
は
、
倭
の
五
王
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
の
考
察
に
お
い
て
は
、
や
は

り
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
と
い
う
枠
組
み
が
有
効
で
あ
り
、
な
か
で
も
、
朝
鮮

三
国
相
互
の
関
係
、
お
よ
び
そ
れ
を
前
提
と
し
た
三
国
と
倭
国
と
の
関
係
が

も
っ
と
も
規
定
的
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
五
世
紀
の
倭
国
を
め
ぐ

る
国
際
関
係
の
考
察
か
ら
具
体
的
に
提
示
し
た
い
と
思
う
。

一
．
倭
王
武
上
表
文
の
文
脈

こ
こ
で
は
改
め
て
倭
王
武
の
上
表
文
の
文
脈
を
た
ど
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま

で
解
釈
の
分
か
れ
る
点
を
中
心
に
そ
の
内
容
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

ま
ず
、
上
表
文
を
含
む
倭
王
武
の
箇
所
を
『
宋
書
』
倭
国
伝
か
ら
引
用
し

て
お
く
（
原
文
は
中
華
書
局
標
点
本
『
宋
書
』
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、
標
点

本
が
『
南
史
』
に
よ
っ
て
文
字
を
改
め
て
い
る
二
箇
所
に
つ
い
て
は
『
宋
書
』

の
文
字
の
ま
ま
と
し
、
本
文
中
で
そ
の
点
に
ふ
れ
た
。）。

A
．
興
死
、
弟
武
立
。
自
称
二
使
持
節
・
都
督
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・

加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓
七
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
国
王
一
。

B
．
順
帝
昇
明
二
年
（
四
七
八
）、
遣
レ
使
上
表
曰
、

　
〔
第
I
段
〕

 

封
国
偏
遠
、
作
二
藩
于
外
一
。
自
レ
昔
祖
禰
、
躬
擐
二
甲
冑
一
、
跋
二
渉
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山
川
一
、
不
レ

遑
二

寧
処
一
。
東
征
二

毛
人
一

五
十
五
国
、
西
服
二

衆 

夷
一
六
十
六
国
、
渡
平
二
海
北
一
九
十
五
国
。
王
道
融
泰
、
廓
レ
土
遐
レ

畿
。
累
葉
朝
宗
、
不
レ
愆
二
于
歳
一
。

　
〔
第
II
段
〕

 

臣
雖
二
下
愚
一
、
忝
胤
二
先
緒
一
、
駆
二
率
所
一レ
統
、
帰
二
崇
天
極
一
。
道

遙
二
百
済
一
、
装
二
治
船
舫
一
。
而
句
驪
無
道
、
図
欲
二
見
吞
一
、
掠
二 

抄
辺
隸
一
、
虔
劉
不
レ
已
。
毎
致
二
稽
滞
一
、
以
失
二
良
風
一
。
雖
レ
曰
レ

進
レ
路
、
或
通
或
不
。

　
〔
第
III
段
〕

 

臣
亡
考
済
、
実
忿
三
寇
讐
壅
二
塞
天
路
一
、
控
弦
百
万
、
義
声
感
激
、

方
欲
二
大
挙
一
、
奄
喪
二
父
兄
一
、
使
二
垂
成
之
功
、
不
一レ
獲
二
一
簣
一
。

居
在
二
諒
闇
一
、
不
レ
動
二
兵
甲
一
。
是
以
偃
息
未
レ
捷
。

　
〔
第
IV
段
〕

 

至
レ
今
欲
三
練
レ
甲
治
レ
兵
、
申
二
父
兄
之
志
一
。
義
士
虎
賁
、
文
武 

効
レ
功
、
白
刃
交
レ
前
、
亦
所
レ
不
レ
顧
。
若
以
二
帝
徳
覆
載
一
、
摧
二

此
彊
敵
一
、
克
靖
二
方
難
一
、
無
レ
替
二
前
功
一
。
窃
自
仮
二
開
府
儀
同

三
司
一
、
其
余
咸
仮
授
、
以
勧
二
忠
節
一
。

C
．
詔
除
二
武
使
持
節
・
都
督
倭
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・
秦
韓
・
慕
韓

六
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
王
一
。

倭
王
武
の
上
表
文
は
、
中
国
古
典
の
表
現
を
駆
使
し
た
堂
々
た
る
六
朝
期

の
駢
儷
体
で
書
か
れ
て
い
る）

9
（

。『
魏
書
』
巻
一
〇
〇
百
済
伝
所
載
の
百
済
王

余
慶
の
上
表
文
な
ど
と
も
類
似
の
表
現
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
近
年
、

二
つ
の
上
表
文
は
同
一
の
百
済
官
人
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
説
も
提
起
さ
れ
た
が）

10
（

、
上
表
文
に
は
倭
王
武
の
強
烈
な
自
己
主
張
が

横
溢
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
や
は
り
そ
れ
は
い
き
す
ぎ
で
、
田
中
史

生
氏
の
い
う
よ
う
に
、
高
句
麗
・
百
済
・
倭
国
の
外
交
文
書
の
起
草
者
が
共

通
の
漢
文
的
素
養
を
基
盤
と
し
て
い
た
と
理
解
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。

な
お
本
上
表
文
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
湯
浅
幸
孫
氏
が
『
冊
府
元
亀
』
巻

九
六
三
外
臣
部
の
記
載
を
根
拠
に
、「
帰
二
崇
天
極
一
」
以
前
の
前
半
部
は
、

本
来
、倭
王
讃
の
上
表
文
で
あ
っ
て
、『
宋
書
』
の
残
欠
部
分
を
後
に
『
南
史
』

に
よ
っ
て
補
塡
し
た
と
き
に
紛
れ
込
ん
で
い
ま
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
い

う
説
を
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
る）

12
（

。
成
立
す
れ
ば
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る

が
、
河
内
春
人
・
川
崎
晃
両
氏
が
い
う
よ
う
に）

13
（

、『
冊
府
元
亀
』
よ
り
も
『
南

史
』
や
『
翰
苑
』
の
記
述
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
り
、
両
書
と
も
現
行
の
『
宋

書
』
と
同
様
に
、
上
表
文
は
順
帝
の
と
き
の
倭
王
武
の
も
の
と
し
て
い
る
の

で
、
湯
浅
氏
の
見
解
に
は
し
た
が
い
が
た
い
。

上
表
文
の
構
成
は
、
内
容
的
に
み
て
前
掲
史
料
の
と
お
り
、
第
I
〜
IV
段

に
分
け
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
第
I
段
で
、
武
の
先
祖
の
倭
王
た
ち
（
祖
禰
）
は
自
ら
先
頭
に
立
っ

て
征
服
戦
争
に
明
け
暮
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
東
は
毛
人
を
征
す
る
こ
と

五
十
五
国
、
西
は
衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海
北
を
平
ぐ
る

こ
と
九
十
五
国
」
と
い
う
輝
か
し
い
戦
果
を
あ
げ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て

皇
帝
陛
下
の
支
配
は
広
く
ゆ
き
わ
た
り）

14
（

、
そ
の
領
土
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た）

15
（

。
ま
た
歴
代
の
倭
王
は
宋
朝
へ
の
朝
貢
を
欠
か
す
こ
と
も
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
、
と
代
々
の
倭
王
の
宋
朝
へ
の
貢
献
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
。

か
つ
て
西
嶋
定
生
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
の
上
表
文
は
中
国
王
朝
が



東北学院大学論集　歴史と文化　第 53号

5（　 ）

天
下
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
藩
屏
た
る
倭
国
は
、
皇
帝
の

た
め
に
夷
狄
を
防
御
し
、
版
図
を
広
げ
、
遣
使
朝
貢
を
欠
か
さ
な
い
義
務
を

負
っ
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）

16
（

。
し
た
が
っ
て
「
東
は
毛
人
を

征
す
る
こ
と
五
十
五
国
、
西
は
衆
夷
を
服
す
る
こ
と
六
十
六
国
、
渡
り
て
海

北
を
平
ぐ
る
こ
と
九
十
五
国
」
と
い
う
の
も
、
文
意
と
し
て
は
中
国
皇
帝
の

た
め
に
版
図
を
拡
大
し
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ

に
も
倭
王
武
の
強
烈
な
自
己
主
張
が
表
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
と
く
に
「
海
北
」
の
九
五
国
を
平
定
し
た
と
し
て
い
る
の
は
、
A
の
倭

王
武
の
自
称
称
号
の
「
都
督
倭
・
百
済

0

0

・
新
羅

0

0

・
任
那

0

0

・
加
羅

0

0

・
秦
韓

0

0

・
慕0

韓0

七
国
諸
軍
事
」
の
部
分
に
対
応
し
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
こ
と
を
意
図
し
て

語
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

倭
王
の
藩
屏
と
し
て
の
貢
献
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
あ
と
、
第
II
段
で
は
、
王

位
を
継
い
だ
武
は
、
臣
下
を
率
い
て
天
下
の
中
心
た
る
皇
帝
陛
下
に
帰
順
す

る
た
め
に
、
は
る
ば
る
百
済
経
由
で
朝
貢
し
よ
う
と
船
旅
の
準
備
を
し
て
お

り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
無
道
な
高
句
麗
は
い
ま
ま
さ
に
併
呑
し
よ
う
と
し

て
「
辺
隷
」（
＝
百
済
）
を
侵
略
し
、
人
々
の
殺
戮
を
や
め
な
い
た
め
に
、

宋
朝
へ
の
朝
貢
が
滞
り
が
ち
に
な
り
、
先
祖
の
倭
王
の
「
良
風
」（
朝
貢
を

欠
か
さ
な
い
こ
と
）
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
朝
貢
の
使
者
も
宋
ま
で

通
う
こ
と
が
で
き
た
り
、
で
き
な
か
っ
た
り
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
す
、
と
高

句
麗
の
妨
害
の
せ
い
で
朝
貢
が
滞
っ
て
い
る
こ
と
を
弁
明
す
る
。

要
す
る
に
第
II
段
の
主
題
は
、
武
が
即
位
し
て
以
来
、
宋
朝
へ
の
朝
貢
が

滞
り
、藩
国
と
し
て
の
義
務
を
果
た
し
て
い
な
い
こ
と
の
弁
明
な
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
の
こ
と
の
確
認
は
、
武
の
朝
貢
の
目
的
や
、
ひ
い
て
は
上
表
文

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
の
史
実
性
の
理
解
に
も
き
わ
め

て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
こ
の
問
題
の
詳
細
な
検
討
は

次
節
に
譲
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
い
ま
し
ば
ら
く
文
意
の
正
確
な
把
握

に
努
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

「
遙
」
は
『
南
史
』（
巻
七
九
夷
貊
・
東
夷
伝
・
倭
国
条
）
で
は
「
逕
」（
通

る
の
意
）
に
作
り
、こ
の
方
が
文
章
と
し
て
は
自
然
な
よ
う
に
も
思
え
る
が
、

「
遙
」
の
ま
ま
で
も
通
じ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
倭
国
が
百
済
経
由
で
宋
に

朝
貢
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
問
題
は
「
辺
隷
」
と
い
う
語
句
で
あ

る
。
こ
れ
が
百
済
を
さ
す
と
い
う
こ
と
は
、
先
学
の
ほ
ぼ
一
致
し
た
理
解
で

あ
る
が
、そ
れ
が
何
を
基
準
と
し
た
表
現
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

大
き
く
二
つ
の
見
解
が
行
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
宋
の
「
辺
隷
」、
も
う
一

つ
は
倭
国
の
「
辺
隷
」
と
す
る
見
解
で
あ
る
。

山
尾
幸
久
氏）

17
（

、
川
崎
氏）

18
（

な
ど
は
前
者
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。
後
者
と
し

て
は
、
意
外
な
感
じ
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
わ
が
辺
境
の
隷
属
国

で
あ
る
百
済
」
と
訳
し
て
い
る
よ
う
に
西
嶋
氏
が
そ
う
で
あ
り）

19
（

、
福
井
氏
も

「
わ
が
倭
国
の
辺
境
た
る
百
済
の
地
に
す
む
民
草
」
の
意
と
し
て
い
る）

20
（

。

筆
者
は
旧
著
で
は
、
西
嶋
説
を
継
承
し
つ
つ
、「
百
済
を
「
辺
隷
」
と
い

う
か
ら
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
倭
王
の
支
配
の
及
ぶ
小
世
界
が
想
定
さ

れ
、百
済
は
そ
の
辺
境
に
位
置
し
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た）

21
（

」
と
考
え
た
。

そ
の
後
、
金
子
修
一
氏
の
教
示
を
得
て
、
同
書
の
学
術
文
庫
版
で
は
、
宋
の

「
辺
隷
」
説
に
改
め
て
い
る）

22
（

。
い
ま
こ
の
問
題
を
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、

倭
王
珍
や
倭
王
武
が
自
称
し
た
称
号
の
「
都
督
…
…
諸
軍
事
」
号
に
百
済
を

含
む
朝
鮮
半
島
南
部
の
国
・
地
域
を
連
ね
て
い
る
の
は
、
倭
の
五
王
が
、
倭

国
を
中
心
と
し
て
百
済
を
含
む
朝
鮮
半
島
南
部
ま
で
広
が
る
一
つ
の
小
世
界

を
構
想
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
る
し
、
上
表
文
で
「
東0 

0



倭王武の上表文と五世紀の東アジア情勢

6（　 ）

征
二
毛
人
一
五
十
国
、
西0

服
二
衆
夷
一
六
十
六
国
、
渡
平
二
海
北

0

0

一
九
十
五
国
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
同
様
の
観
念
を
前
提
と
し
た
表
現
と
み
て
よ
い
。
ま

た
西
嶋
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
当
時
、
倭
国
内
で
は
「
治
天
下
大
王
」
と

い
う
君
主
号
が
す
で
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
大
王
を
中
心
と
し
た
天
下
的
世

界
が
明
確
に
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。し
た
が
っ
て
や
は
り
、

倭
国
は
百
済
を
倭
国
的
天
下
の
「
辺
隷
」
と
認
識
し
て
い
た
と
解
し
て
さ
し

つ
か
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
い
ま
一
度
、
旧
著
の
「
上
表
文

で
倭
王
武
は
、
皇
帝
の
支
配
す
る
天
下
を
認
め
、
そ
こ
へ
参
入
し
な
が
ら
、

一
方
で
、
皇
帝
の
天
下
か
ら
相
対
的
に
独
立
し
た
、
自
己
を
中
心
と
し
た
小

世
界
を
構
想
し
、
そ
れ
を
自
称
称
号
の
都
督
諸
軍
事
の
管
轄
範
囲
と
い
う
形

で
表
現
し
よ
う
と
し
た）

23
（

」
と
い
う
見
解
に
立
ち
返
り
た
い
と
お
も
う
。

な
お
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、「
句
驪
無
道
、
図
欲
二 

見
吞
一
、
掠
二
抄
辺
隸
一
、
虔
劉
不
レ
已
」
と
い
う
の
は
、
四
七
五
年
に
百
済

の
王
都
漢
城
が
高
句
麗
軍
に
攻
め
落
と
さ
れ
る
前
後
の
状
況
を
さ
し
て
い
る

と
み
ら
れ
る
。
後
文
で
取
り
上
げ
る
、
百
済
王
余
慶
（
蓋
鹵
王
）
が
延
興
二

年
（
四
七
二
）
に
北
魏
へ
提
出
し
た
上
表
文
で
は
、
高
句
麗
の
百
済
に
対
す

る
猛
攻
が
三
〇
余
年
に
も
お
よ
ん
で
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も

通
じ
よ
う
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
倭
王
が
朝
貢
を
欠
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
ご
ろ
か
ら
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
。
第
II
段
は
、
冒
頭
に
武
が
王
位
を
継
い
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、「
毎
致
二
稽
滞
一
、
以
失
二
良
風
一
」
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
武
の

代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
解
さ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
直
後
に
「
雖

レ
曰
レ
進
レ
路
、
或
通
或
不

0

0

0

0

」
と
あ
る
の
で
、
武
が
宋
ま
で
通
交
で
き
た
こ
と

が
あ
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
こ
の
辺
の
文
意
に
あ
い
ま
い
さ
が
残
る

の
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
第
III
段
を
み
る
と
、
父
王
の
済
が
、
高
句
麗
が
宋
朝
へ
の
路
を
塞

い
で
い
る
こ
と
に
怒
っ
て
高
句
麗
征
討
を
企
図
し
た
と
い
う
話
が
出
て
く
る

の
で
、
高
句
麗
に
よ
る
朝
貢
の
妨
害
は
す
で
に
済
の
と
き
に
は
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。
ま
た
第
II
段
の
主
題
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
武
が
こ
れ
ま
で
朝
貢

の
礼
を
欠
い
て
き
た
こ
と
の
弁
明
と
み
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て

総
合
的
に
判
断
す
れ
ば
、
武
は
こ
の
と
き
ま
で
朝
貢
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た

が
、高
句
麗
の
「
無
道
」
は
済
の
と
き
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
或

通
或
不
」
と
い
う
語
句
は
済
や
兄
王
の
興
の
治
世
も
含
め
て
述
べ
た
こ
と
と

解
さ
れ
よ
う
。
な
お
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
、『
宋
書
』
順
帝
紀
昇
明
元
年

（
四
七
七
）
十
一
月
の
倭
国
の
遣
使
記
事
が
障
害
と
な
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
次
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
III
段
で
は
、
亡
き
父
王
の
済
は
、
仇
敵
の
高
句
麗
が
宋
朝
へ
の
路
を
塞

い
で
い
る
こ
と
に
怒
り
、百
万
の
兵
士
も
正
義
の
声
を
上
げ
て
戦
意
高
揚
し
、

ま
さ
に
大
挙
し
て
出
陣
し
よ
う
と
し
て
い
た
や
さ
き
に
、
父
と
兄
が
相
つ
い

で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
征
討
を
実
行
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
、
武
も
服
喪
の
た
め
に
出
兵
を
取
り
や
め
、

い
ま
だ
に
高
句
麗
に
勝
利
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
お
り
ま
す
、
と
い

う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
主
題
は
、
父
王
済
以
来
、
高
句
麗
征
討
を
宿
願
と
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
と
同
時
に
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
済
・
興
・

武
と
高
句
麗
征
討
を
念
願
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
王
の
相
次
ぐ
死

去
と
そ
の
服
喪
の
た
め
に
、
い
ま
だ
に
征
討
を
実
行
に
移
せ
な
い
で
い
る
と
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弁
明
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
弁
明
に
何
か
不
自
然
な
も
の
を
感
じ
る

の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

第
II
段
で
は
朝
貢
が
滞
っ
て
い
る
の
は
無
道
の
高
句
麗
の
せ
い
だ
と
弁
明

し
、そ
こ
で
第
III
段
で
高
句
麗
征
討
を
大
義
と
し
て
掲
げ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

そ
れ
も
先
王
の
相
つ
ぐ
死
と
服
喪
の
た
め
に
行
動
を
起
こ
せ
な
い
で
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
有
り
体
に
い
え
ば
、
武
は
朝
貢
の
礼
を
欠
い
て
き
た
こ
と

を
高
句
麗
の
せ
い
に
し
、
だ
か
ら
そ
の
高
句
麗
を
討
つ
こ
と
は
宋
朝
へ
の
忠

誠
を
尽
く
す
た
め
の
義
戦
な
の
だ
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
す
ら
い
ま
だ
に
実

行
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
堂
々
た
る
駢
儷
体
の
文
章
に
比

し
て
、
何
と
も
空
疎
な
内
容
で
は
な
か
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
こ
こ
で
武
が
高

句
麗
の
無
道
を
強
調
し
、
そ
の
征
討
を
悲
願
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
そ
れ
を

三
代
に
も
わ
た
っ
て
実
行
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
ど
う
し
て
も
不
自

然
さ
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
そ
の
史
実
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

そ
し
て
最
後
の
第
IV
段
で
は
、
喪
が
開
け
た
い
ま
、
武
備
を
整
え
て
父
兄

の
遺
志
を
継
ぎ
、
決
死
の
覚
悟
で
高
句
麗
征
討
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
も
し
皇
帝
の
恩
恵
に
浴
し
て
、
強
敵
高
句
麗
を
打
ち
砕
き
、
わ
が
国

の
困
難
な
状
況
を
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
暁
に
は
、
先
王
の
皇
帝
に
対
す

る
貢
献
を
引
き
継
い
で
忠
誠
を
尽
く
し
た
い
と
思
い
ま
す
と
、
い
よ
い
よ
高

句
麗
征
討
を
実
施
す
る
と
き
が
き
た
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
。
こ
の
な

か
の
「
帝
徳
覆
載
」
と
は
、
皇
帝
の
徳
が
ひ
ろ
く
万
物
を
覆
う
こ
と
で
あ
る

が
、
こ
こ
は
、
福
井
氏
が
「
覆
載
」
を
「
め
ぐ
み
」
と
訳
し
て
い
る
よ
う

に）
24
（

、
皇
帝
の
恩
恵
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
こ
の
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
官

爵
の
授
与
を
さ
す
と
み
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
づ
く
上
表
文
末
尾
の
「
窃
自
仮
二
開
府
儀
同
三
司
一
、
其
余
咸

仮
授
、
以
勧
二
忠
節
一
」
の
一
文
は
、
結
び
の
句
に
な
っ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
す
こ
ぶ
る
難
解
で
、
先
学
の
解
釈
も
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
。
最

大
の
問
題
は
、「
其
余
」が
何
を
さ
し
て
い
る
の
か
不
明
確
な
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
こ
の
文
が
官
爵
の
授
与
を
要
請
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い

て
も
異
論
が
あ
る
の
で
、
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
『
南
史
』
に
は
こ
の
部

分
に
「
其
余
咸
各0

仮
授
」
と
「
各
」
字
が
あ
る
が
、
文
意
は
基
本
的
に
変
わ

ら
な
い
。

ま
ず
「
其
余
」
に
関
し
て
は
、
坂
元
氏
は
じ
め
、
武
の
臣
下
の
官
爵
を
さ

す
と
す
る
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
坂
元
氏
は
こ
の
一
文
を
、「『
私（
倭

王
武
）
は
、
と
り
あ
え
ず
自
分
に
、
自
分
で
、
開
府
儀
同
三
司
の
官
爵
を
授

け
ま
し
た
が
、
な
に
と
ぞ
正
式
に
授
爵
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
私
以
外

の
部
下
た
ち
に
も
皆
、
と
り
あ
え
ず
私
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
官
爵
を
授
け
て
お

き
ま
し
た
の
で
、
彼
等
に
も
正
式
の
任
官
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。
こ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
等
の
忠
節
を
勧
め
た
い
と
思
い
ま
す
』
と
い
う
ほ
ど
の

意
味
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
傍
線
│
引
用
者
）
と
意
訳
し
て
い
る）

25
（

。
原
文
と

対
照
す
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、傍
線
部
は
坂
元
氏
が
補
っ
た
部
分
で
あ
る
。

福
井
氏
も
、「
私
は
ひ
そ
か
に
自
分
を
開
府
儀
同
三
司
に
擬
し
て
お
り
ま
す

が
、
私
の
臣
僚
の
者
に
も
み
な
官
爵
を
お
授
け
い
た
だ
き
、
わ
が
国
の
い
っ

そ
う
の
忠
節
を
督
励
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
」
と
訳
し
て
い
る）

26
（

。
ま

た
、
最
近
で
は
廣
瀬
憲
雄
氏
が
「
其
余
」
は
「
明
ら
か
に
倭
国
国
内
の
臣
下

へ
の
除
正
を
指
し
て
い
る
」
と
す
る）

27
（

。

そ
れ
に
対
し
て
開
府
儀
同
三
司
以
外
の
武
自
身
の
官
爵
と
み
る
説
も
あ

る
。
西
嶋
氏
は
「
ひ
そ
か
に
自
ら
開
府
儀
同
三
司
の
位
を
仮
称
し
て
お
り
ま

す
が
、そ
の
他
の
官
号
も
そ
れ
ぞ
れ
仮
授
し
て
い
た
だ
き
た
く
、そ
れ
に
よ
っ
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て
私
の
忠
誠
を
激
励
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
」
と
訳
し
て
い
る）

28
（

。
西

嶋
氏
の
訳
文
に
は
「
西
嶋
試
訳
」
と
付
記
が
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
「
い
た

だ
き
た
く
」
の
箇
所
は
意
訳
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
の
ち
に
と
り
あ
げ
る
よ
う

に
、「
仮
授
」
は
皇
帝
の
正
式
な
「
除
正
」
に
対
す
る
用
語
な
の
で
、
そ
の

点
で
こ
の
訳
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
鈴
木
英
夫
氏
も
、「
開
府
儀
同
三
司
」

は
武
が
朝
貢
時
に
宋
に
自
称
し
た
称
号
の
一
部
で
あ
る
か
ら
、「
其
余
」は「
開

府
儀
同
三
司
」
以
外
の
称
号
を
指
す
と
理
解
す
る
の
が
無
理
が
な
い
と
し
て

い
る）

29
（

。
な
お
福
井
氏
は
、
既
述
の
よ
う
に
前
説
を
と
る
が
、「『
開
府
儀
同
三
司
以

外
の
官
爵
』
の
解
釈
も
可
能
」
と
し
て
お
り
、
川
崎
氏
も
、
両
様
の
解
釈
が

可
能
だ
と
す
る）

30
（

。

一
方
、
山
尾
幸
久
氏
は
、
末
尾
の
一
文
を
「
私
は
自
分
で
開
府
儀
同
三
司

を
仮
り
て
い
る
。
ま
た
そ
の
他
部
下
へ
の
官
爵
も
み
な
仮
に
授
け
、
皇
帝
陛

下
へ
の
部
下
の
忠
節
の
は
げ
ま
し
と
し
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
前
説
を
と
る

が
、「
こ
こ
に
は
除
正
の
要
求
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
、
こ

の
と
き
武
は
「
宋
の
天
子
の
除
正
を
要
請
し
て
は
い
な
い
」
と
す
る
。
で
は
、

武
の
遣
使
の
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
と
、「
要
す
る
に
宋
が
出
兵
し

百
済
の
た
め
に
高
句
麗
を
討
伐
す
る
こ
と
を
要
請
し
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と

主
張
す
る）

31
（

。

以
上
、
先
行
学
説
を
三
つ
に
分
け
て
紹
介
し
て
き
た
が
、
も
っ
と
も
妥
当

な
の
は
ど
の
説
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
順
次
検
討
し
て
い
き
た
い
が
、
ま
ず

最
初
に
山
尾
氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
よ
う
。
山
尾
氏
が
、
武
は
官
爵
の
「
除

正
を
要
請
し
て
は
い
な
い
」
と
解
し
て
い
る
の
は
、
現
在
、
わ
れ
わ
れ
が
み

る
こ
と
の
で
き
る
上
表
文
の
解
釈
と
し
て
は
も
っ
と
も
正
確
で
あ
ろ
う
。
た

だ
そ
う
な
る
と
、
上
表
文
は
肝
心
な
結
び
の
文
の
な
い
、
尻
切
れ
ト
ン
ボ
の

文
書
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

実
は
、『
宋
書
』
所
載
の
上
表
文
に
は
原
文
が
節
略
さ
れ
た
徴
証
が
複
数

箇
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
ず
上
表
文
に
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
必
ず
記
さ
れ

る
「
臣
某
言
…
」
な
ど
の
書
出
、そ
れ
に
つ
づ
く
「
伏
惟
…
」
な
ど
の
発
話
、

さ
ら
に
は
「
誠
惶
誠
恐
、
頓
首
頓
首
、
死
罪
死
罪
」
な
ど
の
書
止
の
文
言
が

い
ず
れ
も
な
い
の
で
、
首
尾
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
本
文
中
に
も
節
略
が
あ
っ
た
と
考
え
な
い
と
理
解
し
が
た
い
箇
所
が

見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
が
問
題
の
末
尾
の
一
文
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
其
余
」

が
何
を
さ
す
か
を
め
ぐ
っ
て
異
な
る
見
解
が
対
立
し
て
い
る
の
は
、
上
表
文

中
に
そ
れ
に
相
当
す
る
官
爵
が
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
『
宋
書
』
収
録
時
に
そ
の
箇
所
が
節
略
さ
れ
た
た
め
と
考
え
る
ほ
か
な

い
。前

掲
史
料
A
に
武
が
「
使
持
節
・
都
督
倭
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・

秦
韓
・
慕
韓
七
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
国
王
」
と
い
う
称
号
を
自
称

し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、こ
の
記
載
は
何
に
よ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
宋
書
』
順
帝
本
紀
に
は
、
前
年
の
昇
明
元
年
に
倭
国
が
使
者
を
派
遣
し
て

方
物
を
献
じ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
で
、
翌
二
年
の
遣
使
が
倭
王
武
の
最

初
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
あ
る
が
、
次
節
で
取
り
上
げ

る
よ
う
に
、
筆
者
は
上
表
文
の
内
容
か
ら
み
て
も
、『
宋
書
』
倭
国
伝
所
載

の
遣
使
を
武
の
最
初
の
遣
使
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
考
え
る
。
そ
う
す

る
と
、
そ
れ
以
前
に
倭
王
武
の
自
称
称
号
の
情
報
が
宋
側
に
伝
え
ら
れ
た
と

は
考
え
に
く
く
、
こ
の
自
称
称
号
は
も
と
も
と
上
表
文
中
に
記
さ
れ
て
い
た

も
の
を
地
の
文
に
抜
き
出
し
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
上
表
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文
か
ら
は
自
称
称
号
の
部
分
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
上
表
文
に
節
略
箇
所
が
少
な
く
な
く
、
か
つ
末
尾
の
形
式
が
お
か
し
い

と
す
れ
ば
、『
宋
書
』
に
上
表
文
を
収
録
す
る
際
に
、
自
称
称
号
の
除
正
を

要
請
し
た
箇
所
が
何
故
か
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
想
定
も
十
分
に
可

能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
山
尾
氏
の
想
定
の
よ
う
に
、
こ
の
上
表
文
を
宋
朝
に
高
句
麗
征
討

を
要
請
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
困
難

で
あ
ろ
う
。『
魏
書
』
巻
一
〇
〇
百
済
伝
に
は
延
興
二
年
（
四
七
二
）
に
百

済
王
余
慶
（
蓋
鹵
王
）
が
北
魏
に
救
援
要
請
を
し
た
上
表
文
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
速
遣
二
一
将
一
、
来
救
二
臣
国
一
」
な
ど
と
、
端
的
に

救
援
軍
の
派
遣
を
要
請
し
て
い
る
。
軍
隊
の
派
遣
要
請
の
よ
う
な
緊
要
な
用

件
で
あ
れ
ば
、こ
の
よ
う
に
単
刀
直
入
に
用
件
を
記
す
の
が
当
然
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
武
の
上
表
文
に
は
、
救
援
軍
の
派
遣
を
明
示
し
た
箇
所
は
見
当
た

ら
ず
、
そ
れ
を
目
的
と
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。

上
表
文
が
叙
爵
の
要
請
を
最
大
の
目
的
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
上

表
文
の
前
後
の
文
脈
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
A
で
興
の
後
を

継
い
だ
武
の
自
称
称
号
を
記
し
、
つ
づ
く
B
に
武
の
上
表
文
が
載
せ
ら
れ
、

し
か
も
そ
の
最
後
の
第
IV
段
で
再
び
武
の
自
称
称
号
と
「
其
余
」
の
「
仮
授
」

称
号
に
言
及
し
、
さ
ら
に
C
に
上
表
文
に
答
え
た
順
帝
の
詔
を
掲
げ
る
が
、

そ
の
内
容
は
武
に
除
正
し
た
官
爵
に
関
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、
救
援
軍

に
関
す
る
こ
と
な
ど
に
は
い
っ
さ
い
ふ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
山
尾
氏
の

よ
う
に
武
の
上
表
文
を
理
解
す
る
と
、
前
後
の
A
・
C
と
ま
っ
た
く
内
容
が

つ
な
が
ら
な
く
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
武
は
最
初
の
遣
使
な
の
に
官
爵
を
要

求
せ
ず
、
な
お
か
つ
要
求
し
て
も
い
な
い
官
爵
を
授
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
は
き
わ
め
て
不
自
然
な
こ
と
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
上

の
諸
点
か
ら
山
尾
氏
の
見
解
に
し
た
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
ぎ
に
「
其
余
」
を
臣
下
の
官
爵
を
さ
す
と
す
る
説
を
検
討
し
た
い
。
こ

の
説
の
最
大
の
難
点
は
、
B
上
表
文
に
も
、
C
順
帝
の
詔
に
も
、
武
の
臣
下

の
官
爵
に
つ
い
て
の
言
及
が
一
切
な
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
脈
か

ら
「
其
余
」
が
何
を
さ
し
て
い
る
か
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
こ
れ

を
臣
下
の
官
爵
と
す
る
理
解
は
生
じ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
学
が
こ
れ
を
臣
下
の
官
爵
の
こ
と
と
み
て
き
た

の
は
、
大
き
く
二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
こ
れ
以
前
に
倭
王
が
臣
下

の
官
爵
の
除
正
を
宋
朝
に
要
求
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、「
其
余
咸
仮
授

0

0

」
の
「
仮
授
」
と
い
う
語
句
に
、
中
国
王
朝
の
除
正
を

前
提
に
、
王
が
臣
下
に
官
爵
を
授
け
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

前
者
の
具
体
例
を
あ
げ
る
と
、
元
嘉
十
五
年
（
四
三
八
）、
宋
に
朝
貢
し

た
倭
王
珍
は
自
称
称
号
の
ほ
か
に
臣
下
の
倭
隋
ら
一
三
人
の
将
軍
号
の
除
正

を
求
め
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
元
嘉
二
十
八
年
（
四
五
一
）
に
倭
王

済
が
遣
使
し
た
と
き
に
も
、
済
が
昇
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
済
が
要
請
し
た

臣
下
二
三
人
が
将
軍
・
郡
太
守
に
除
正
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
武
の
と
き
に

も
臣
下
の
官
爵
を
要
求
し
て
も
お
か
し
く
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
あ
く
ま
で
傍
証
程
度
に
し
か
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
問
題
は
、「
仮
授
」
と
い
う
語
は
「
王
が
臣
下
に
官
爵
を
授
け
る
」

と
い
う
意
味
に
し
か
解
釈
で
き
な
い
の
か
、
と
い
う
点
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
こ

の
「
仮
授
」
に
つ
い
て
は
、
坂
元
義
種
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る）

32
（

の
で
、
そ

れ
を
参
照
し
な
が
ら
そ
の
点
を
検
討
し
て
み
よ
う
。『
宋
書
』『
南
斉
書
』
に

よ
れ
ば
、
百
済
王
は
し
ば
し
ば
臣
下
を
、「
行
○
○
将
軍
・
○
○
王
・（
侯
）」
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と
か
、「
行
○
○
将
軍
・
○
○
太
守
」
に
任
じ
て
、
南
朝
に
除
正
を
求
め
た
。

そ
し
て
除
正
を
受
け
た
と
き
に
「
行
」
が
と
れ
て
、
真
正
の
「
○
○
将
軍
」

と
か
「
○
○
太
守
」
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
百
済
王
が
臣
下
を
「
行
○
○
将

軍
」
な
ど
に
任
じ
る
こ
と
を
「
行
職
に
仮
す
」
と
い
い
、
そ
れ
を
「
仮
授
」

と
も
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
か
ら
み
れ
ば
、「
仮
授
」
と

は
「
王
が
（
中
国
王
朝
か
ら
除
正
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
）
臣
下
に
官
爵
を

授
け
る
」
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
坂
元
氏
は
、
上
表
文
の
「
其
余
咸
仮

授
」
を
、
武
が
臣
下
に
官
爵
を
授
け
た
と
い
う
意
味
に
解
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
は
た
し
て
「
仮
授
」
の
意
味
を
こ
れ
だ
け
に
限
定
し
て

し
ま
っ
て
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
そ
れ
は
、
坂

元
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
事
例
で
あ
る
が
、
百
済
王
の
自
称
称
号
を
「
行

…
…
百
済
王
」と
記
す
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
梁
書
』

巻
五
四
諸
夷
・
東
夷
伝
百
済
条
に
載
せ
る
普
通
二
年
（
五
二
一
）
の
高
祖
の

詔
に
は
「
行0

都
督
百
済
諸
軍
事
・
鎮
東
大
将
軍
・
百
済
王
餘
隆
、
守
二
藩
海

外
一
、
遠
脩
二
貢
職
一
、
迺
誠
款
到
、
朕
有
レ
嘉
焉
。
宜
下
率
二
旧
章
一
、
授
中
茲

栄
命
上
。
可
二
使
持
節
・
都
督
百
済
諸
軍
事
・
寧
東
大
将
軍
・
百
済
王
一
」
と

あ
り
、
百
済
王
の
自
称
称
号
に
「
行
」
字
が
冠
さ
れ
、
梁
朝
が
そ
れ
を
除
正

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
百
済
王
は
自
ら
を
「
都
督
百
済
諸
軍
事
・
鎮
東
大

将
軍
・
百
済
王
」
と
い
う
行
職
に
仮
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
坂
元
氏
自
身

が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
行
職
に
仮
す
」
と
は
「
仮
授
」
の
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
、「
仮
授
」
は
「
臣
下
に
官
爵
を
授
け
る
」
意
に
限
定
す
る

必
要
は
な
く
な
り
、
坂
元
氏
ら
の
通
説
は
最
大
の
根
拠
を
失
う
こ
と
に
な
ろ

う
。要

す
る
に
「
仮
授
」
と
は
、
中
国
王
朝
に
よ
る
除
正
を
前
提
に
し
た
用
語

で
、
王
が
官
爵
を
自
称
す
る
こ
と
と
、
臣
下
に
官
爵
を
授
け
る
こ
と
の
両
様

の
用
法
が
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
問
題
の
「
窃

自
仮
二
開
府
儀
同
三
司
一
、
其
余
咸
仮
授
、
以
勧
二
忠
節
一
」
の
意
味
は
き
わ

め
て
明
瞭
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
ひ
そ
か
に
自
ら
開
府
儀
同
三
司
を
名
の

り
、
そ
の
ほ
か
の
官
爵
も
み
な
自
称
し
て
、
忠
節
に
励
ん
で
き
ま
し
た
」
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
上
表
文
に
は
、
冒
頭
に
近

い
と
こ
ろ
に
武
の
自
称
称
号
が
記
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
の
で
、「
其
余
」

と
は
そ
れ
を
指
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
文
章
自
体
は
、
そ
の
自
称
称

号
の
除
正
を
直
接
要
請
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
直
後
に
要
請
を
し
た

結
び
の
一
文
が
あ
っ
た
と
推
定
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ

た
と
お
り
で
あ
る
。

上
表
文
は
武
自
身
の
官
爵
の
除
正
を
要
請
し
た
も
の
で
、
臣
下
の
官
爵
の

除
正
要
請
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、『
宋
書
』

倭
国
伝
で
武
の
上
表
文
が
、
武
の
自
称
称
号
を
記
し
た
A
と
、
順
帝
の
除
正

の
詔
で
あ
る
C
の
間
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
が
十
全
に
理
解
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
武
の
官
爵
の
除
正
要
求
に
臣
下
の
官
爵
が
含
ま
れ
て
い
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
後
述
の
倭
の
五
王
が
代
替
わ
り
ご
と
に
遣
使
し
て

冊
封
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
と
相
ま
っ
て
、
鈴
木

靖
民
氏
が
提
唱
し
た
「
府
官
制）

33
（

」
の
よ
う
に
倭
王
権
内
部
の
政
治
的
編
成
に

も
冊
封
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
と
い
う
見
方
に
見
な
お
し
を
せ
ま
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

C
の
除
正
さ
れ
た
官
爵
を
A
・
B
の
自
称
称
号
と
く
ら
べ
る
と
、
都
督
諸

軍
事
号
か
ら
百
済
が
省
か
れ
た
こ
と
と
、
開
府
儀
同
三
司
が
認
め
ら
れ
な

か
っ
た
点
が
異
な
る
。
坂
元
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば）

34
（

、
宋
朝
で
開
府
儀
同
三
司
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を
授
与
さ
れ
た
諸
国
王
は
わ
ず
か
四
名
で
、
東
夷
で
は
高
句
麗
王
高
璉
（
長

寿
王
）
が
大
明
七
年
（
四
六
三
）
に
授
与
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。

倭
王
武
が
開
府
儀
同
三
司
を
要
求
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
高
句
麗
へ
の
対
抗
心
か
ら
出
た
こ
と
と
み
て
誤
り
あ
る
ま
い
。

二
．
倭
の
五
王
の
遣
使
と
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
の
史
実
性

本
節
で
は
、
前
節
で
の
倭
王
武
の
上
表
文
の
検
討
を
受
け
て
、
倭
の
五
王

の
遣
使
の
推
移
を
た
ど
り
な
が
ら
、「
高
句
麗
征
討
計
画
」
の
史
実
性
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

倭
の
五
王
の
中
国
王
朝
へ
の
遣
使
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
関
係
年
表
を
参

照
さ
れ
た
い
。
遣
使
の
始
期
と
終
期
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
議
論
が
あ
る
の

で
、
は
じ
め
に
簡
単
に
ふ
れ
て
お
く
。
ま
ず
東
晋
の
義
煕
九
年
（
四
一
三
）

の
遣
使
に
つ
い
て
は
、『
太
平
御
覧
』
巻
九
八
一
香
部
一
・
麝
条
所
引
の
『
義

煕
起
居
注
』
の
「
倭
国
、
献
二
貂
皮
・
人
参
等
一
」
と
い
う
記
述
を
め
ぐ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
石
井
正
敏
氏
が
指
摘
し
た
よ
う

に
、『
太
平
御
覧
』
が
高
句
麗
の
遣
使
を
誤
引
し
た
も
の
と
み
る
の
が
よ
く）

35
（

、

倭
王
讃
に
よ
る
単
独
遣
使
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う）

36
（

。

一
方
、
終
期
に
つ
い
て
は
、
通
説
で
は
建
元
元
年
（
四
七
九
）
の
南
斉
、

お
よ
び
天
監
元
年
（
五
〇
二
）
の
梁
に
よ
る
倭
王
武
へ
の
叙
爵
を
、
新
王
朝

樹
立
を
祝
う
一
方
的
な
進
号
と
解
し
て
、
昇
明
二
年
の
倭
王
武
の
遣
使
・
叙

爵
を
最
後
の
遣
使
と
み
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、『
梁
職
貢
図
』
の
新
出

の
模
本
に
よ
っ
て
倭
国
使
の
題
記
の
な
か
に
「
斉
建
元
中
、
奉
レ
表
貢
献
」

の
一
文
が
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
、こ
れ
を
『
南
斉
書
』
巻
五
八
東
南
夷
伝
・

倭の五王関係年表

413
421
425
430
438

443
451

460
462
477

478

479

502

倭王、晋に朝貢する。（『晋書』安帝紀、『南史』倭国伝、『梁書』倭伝）
倭王讃、宋に朝貢し、授爵される。（『宋書』倭国伝）
倭王讃、司馬曹達を宋に遣わし、国書と方物を献ず。（『宋書』倭国伝）
倭国王、宋に朝貢する。（『宋書』文帝紀）
讃死して弟珍立つ。宋に朝貢し、自ら使持節、都督倭・百済・新羅・任那・秦韓・慕韓六国諸軍事・
安東大将軍・倭国王と称し、その除正を求む。文帝、安東将軍・倭国王に叙される。珍また倭隋等 13
人に平西・征虜・冠軍・輔国の将軍号の除正を求め、認められる。（『宋書』倭国伝）
倭国王済、宋に朝貢し、安東将軍・倭国王に叙される。（『宋書』倭国伝）
倭国王済、使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・慕韓六国諸軍事の称号を加えられ、安東大将
軍に進号する。また倭王の臣下 23人に将軍・郡太守号の授与を求め、認められる。（『宋書』文帝紀・
倭国伝）
　※ 文帝紀には「安東将軍倭王倭済、号を安東大将軍に進む」とあるが、倭国伝では「安東将軍故の
如し」とあって矛盾する。倭国伝に誤脱あり（石井正敏説）。

倭国、宋に朝貢する。（『宋書』孝武帝紀）
済死し、世子興、宋に朝貢し、安東将軍・倭国王に叙される。（『宋書』倭国伝）
倭国、宋に遣使して方物を献ず。（『宋書』順帝紀）
　※翌年の倭王武の上表・除正と同一の遣使で、その入朝記事（廣瀬憲雄説）。
興死して弟武立つ。武、宋に遣使して上表し、自ら使持節、都督倭・百済・新羅・任那・加羅・秦韓・
慕韓七国諸軍事、安東大将軍・倭国王と称して除正を求め、使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓・
慕韓六国諸軍事、安東大将軍・倭王に叙される。（『宋書』順帝紀・倭国伝）
斉の高帝、新たに除した使持節、都督倭・新羅・任那・加羅・秦韓六国諸軍事、安東大将軍・倭王武
の号を進めて鎮東大将軍と為す。（『南斉書』倭国伝）
梁の武帝、鎮東大将軍倭王武の号を征東大将軍に進める。（『梁書』武帝紀）
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倭
国
条
の
「
建
元
元
年
、
進
二
新
除
使
持
節
・
都
督
倭
・
新
羅
・
任
那
・
加
羅
・

秦
韓
六
国
諸
軍
事
・
安
東
大
将
軍
・
倭
王
武
一
、
号
為
二
鎮
東
大
将
軍
一
」
の

記
事
に
相
当
す
る
と
み
て
、
南
斉
の
成
立
直
後
に
も
倭
国
が
使
者
を
派
遣
し

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
説
が
と
な
え
ら
れ
た）

37
（

。
し
か
し
な
が
ら
『
南

斉
書
』
の
記
載
は
、
明
ら
か
に
進
号
の
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
し
か
も
建
元

元
年
は
倭
王
武
の
宋
朝
へ
の
遣
使
の
翌
年
に
あ
た
っ
て
い
る
が
、
後
に
ふ
れ

る
よ
う
に
昇
明
元
年
（
四
七
七
）
の
例
が
独
立
し
た
遣
使
で
な
い
と
す
れ
ば
、

倭
の
五
王
に
連
年
遣
使
の
例
は
な
い
。
そ
の
う
え
坂
元
氏
が
指
摘
し
て
い
る

よ
う
に
、
建
元
元
年
に
は
河
南
王
・
宕
昌
王
・
羌
王
ら
も
進
号
し
て
い
る）

38
（

。

し
た
が
っ
て
南
斉
建
国
の
際
に
も
祝
賀
的
な
叙
爵
が
広
く
行
わ
れ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
り
、『
南
斉
書
』
の
記
事
を
一
方
的
な
進
号
と
み
る
説
は
簡
単

に
否
定
で
き
な
い
と
考
え
る
。

さ
て
そ
う
す
る
と
、
倭
の
五
王
の
遣
使
は
通
説
ど
お
り
東
晋
・
義
煕
九
年

（
四
一
三
）
か
ら
宋
・
昇
明
二
年
（
四
七
八
）
の
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
こ
の
う
ち
義
煕
九
年
の
東
晋
へ
の
遣
使
は
、『
晋
書
』
巻
一
〇
安
帝

本
紀
を
は
じ
め
『
南
史
』
巻
七
九
夷
貊
下
・
東
夷
伝
・
倭
国
条
、
お
よ
び
『
梁

書
』
巻
五
四
諸
夷
伝
・
倭
条
で
も
叙
爵
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
永
初

元
年
（
四
二
〇
）
の
宋
朝
樹
立
時
に
は
高
句
驪
王
・
百
済
王
を
進
号
し
て
い

る
の
に
（『
宋
書
』
巻
三
武
帝
本
紀
下
、
巻
九
七
夷
蛮
伝
・
高
句
驪
条
）、
倭

王
の
進
号
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
前
王
朝
で
叙
爵
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば

き
わ
め
て
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
義
煕
九
年
に
は
倭
王
の
遣
使
は
あ
っ

た
が
、
叙
爵
は
な
か
っ
た
と
み
て
お
き
た
い
。
そ
う
す
る
と
つ
ぎ
に
倭
王
の

遣
使
が
確
認
で
き
る
の
が
宋
・
永
初
二
年
（
四
二
一
）
の
倭
王
讃
で
、
こ
の

と
き
は
叙
爵
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
倭
の
五
王
が
遣
使
し
て
叙
爵
、
す
な
わ

ち
冊
封
さ
れ
た
の
は
南
朝
宋
の
四
二
一
〜
四
七
八
年
の
間
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ

と
に
な
る
。
倭
の
五
王
の
遣
使
目
的
を
考
え
る
際
に
は
、
こ
の
年
代
を
ふ
ま

え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
上
表
文
第
III
段
に
出
て
く
る
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
の
史
実
性
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
坂
元
氏
は
、
こ
の
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
に
つ

い
て
、「
高
句
麗
討
つ
べ
し
、
援
兵
を
請
う
、
こ
れ
が
武
の
本
音
だ
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
実
力
で
高
句
麗
を
打
破
で
き
ぬ
以
上
、
倭
も
ま
た
中
国
王
朝

に
す
が
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る）

39
（

。
や
や
あ
い
ま
い
な
表
現

で
は
あ
る
が
、
武
は
高
句
麗
征
討
の
必
要
性
は
感
じ
て
い
た
も
の
の
、
自
ら

実
行
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
宋
に
援
兵
を
派
遣
し
て
ほ
し

い
と
願
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
、
鈴
木
英
夫
氏
は
、
こ

の
時
期
、
高
句
麗
の
軍
事
的
影
響
が
金
官
加
耶
地
域
に
ま
で
達
し
て
い
た
こ

と
は
否
定
し
が
た
く
、
高
句
麗
は
倭
王
権
に
と
っ
て
は
現
実
的
な
脅
威
と

な
っ
て
い
た
と
し
、「『
高
句
麗
征
討
計
画
』
は
倭
王
権
の
命
運
を
賭
け
た
最

重
要
政
策
だ
っ
た
」
と
す
る）

40
（

。
ま
た
別
な
論
文
で
は
「
武
の
「
高
句
麗
征
討

計
画
」
は
高
句
麗
の
南
下
に
危
機
感
を
も
っ
た
済
以
来
の
倭
王
の
切
実
な
軍

事
外
交
政
策
で
あ
り
、
宋
へ
の
忠
誠
を
強
調
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
単
な

る
「
方
便
」
で
は
な
か
っ
た
」
と
も
い
っ
て
い
て）

41
（

、「
高
句
麗
征
討
計
画
」

の
現
実
性
を
強
調
し
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
筆
者
は
、
ま
ず
上
表
文
の
内
容
自
体
か
ら
、
じ
っ
さ
い
に

「
高
句
麗
征
討
計
画
」
な
る
も
の
が
存
在
し
た
か
は
、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い

と
考
え
る
。
つ
ぎ
に
そ
の
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

上
表
文
第
III
段
に
よ
れ
ば
、
武
の
父
済
は
、「
寇
讐
」
す
な
わ
ち
高
句
麗

が
宋
朝
へ
の
朝
貢
の
路
を
塞
い
で
い
る
こ
と
に
怒
っ
て
、
高
句
麗
を
征
討
し
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よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
や
さ
き
に
父
の
済
と
、
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
兄
の
興

が
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
、
あ
と
一
歩
の
と
こ
ろ
で
征
討
を
実
行
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の
後
に
即
位
し
た
武
も
、
服

喪
の
た
め
に
出
兵
で
き
ず
、
い
ま
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
弁
明
に
言
い
訳
が
ま
し
い
不
自
然
さ
を

感
じ
る
の
で
、
事
実
と
し
て
お
か
し
い
点
が
な
い
か
ど
う
か
、
検
証
し
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

上
表
文
の
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
の
史
実
性
を
検
証
す
る
う
え
で
重
要
な

ポ
イ
ン
ト
は
二
つ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
父
王
の
済
が
高
句
麗
征
討

を
計
画
し
て
実
行
に
移
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
済
と
兄
の
興
が
立
て
続
け
に

亡
く
な
っ
た
た
め
に
征
討
を
実
行
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

も
う
一
つ
が
そ
の
あ
と
を
継
い
だ
武
も
、
喪
に
服
し
て
い
た
た
め
に
軍
隊
を

出
動
で
き
ず
に
今
日
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
事
実
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
う
え
で
、
ま
ず
確
認
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、『
宋
書
』
本
紀
に
み
え
る
昇
明
元
年

（
四
七
七
）
の
遣
使
記
事
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
『
宋
書
』
巻
一
〇
順
帝
本
紀

昇
明
元
年
十
一
月
己
酉
条
に
は
「
倭
国
遣
レ
使
献
二
方
物
一
」
と
、
倭
国
の
遣

使
記
事
が
あ
る
。
同
紀
に
は
翌
昇
明
二
年
五
月
戊
午
条
に
も
、「
倭
国
王
武
、

遣
レ
使
献
二
方
物
一
。
以
レ
武
為
二
安
東
大
将
軍
一
」
と
い
う
記
事
が
み
え
、
こ

ち
ら
は
倭
国
伝
の
倭
王
武
の
遣
使
上
表
の
記
事
（
B
）
に
対
応
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
な
の
で
、
昇
明
元
年
紀
の
記
事
を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
と
な

る
の
で
あ
る
。

従
来
、
こ
の
記
事
に
関
し
て
は
、
興
の
二
度
目
の
遣
使
と
み
る
坂
元
氏
の

説）
42
（

や
、
武
の
一
度
目
の
遣
使
と
み
る
山
尾
氏
の
見
解
な
ど
が
あ
っ
た）

43
（

。
し
か

し
前
者
で
は
、
済
と
興
が
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
上
表
文
の
記
述
と

矛
盾
す
る
し
、
後
者
を
と
る
と
、
こ
ん
ど
は
昇
明
二
年
の
武
の
朝
貢
が
、
上

表
文
で
朝
貢
が
滞
っ
て
い
た
こ
と
を
弁
明
し
て
い
る
こ
と
や
叙
爵
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
最
初
の
遣
使
と
み
ら
れ
る
こ
と
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
そ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
、
鈴
木
氏
は
元
年
の
記
事
を
二
年
の
重
複
記
事
と
み
な

し）
44
（

、
廣
瀬
氏
は
元
年
を
入
朝
記
事
、
二
年
を
除
正
記
事
と
解
し
た）

45
（

。
い
ず
れ

も
『
宋
書
』
倭
国
伝
の
倭
王
武
の
遣
使
・
上
表
を
、
武
の
最
初
の
遣
使
と
考

え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
廣
瀬
氏
の
見
解
が
よ
り
妥
当
性
が
高
い
と
思

わ
れ
る
。
筆
者
も
こ
の
説
を
支
持
し
た
い
。

こ
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
上
表
文
の
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
の
史
実
性
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
た
い
。
ま
ず
済
が
高
句
麗
征
討
を
企
図
し
た
が
、
済
と
興

が
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
た
め
に
征
討
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
す
る
点
で
あ

る
が
、
済
は
元
嘉
二
十
年
（
四
四
三
）
と
同
二
十
八
年
（
四
五
一
）
に
宋
に

遣
使
し
て
お
り
、『
宋
書
』
巻
六
孝
武
帝
本
紀
大
明
四
年
（
四
六
〇
）
十
二

月
丁
未
条
に
「
倭
国
遣
レ
使
献
二
方
物
一
」
と
み
え
る
遣
使
も
、
つ
ぎ
の
世
子

興
の
遣
使
記
事
の
存
在
か
ら
済
の
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
興

は
、『
宋
書
』
倭
国
伝
に
「
世
祖
大
明
六
年
、
詔
曰
、『
倭
王
世
子
興
、
奕
世

載
忠
、
作
二
藩
外
海
一
、
稟
二
化
寧
境
一
、
恭
修
二
貢
職
一
。
新
嗣
二
辺
業
一
。
宜
レ 

授
二
爵
号
一
、
可
二
安
東
将
軍
・
倭
国
王
一
』」
と
み
え
、
大
明
六
年
（
四
六
二
）

に
世
子
と
し
て
朝
貢
し
叙
爵
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
と
き
が
興
の

初
回
の
遣
使
と
み
て
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
済
が
亡
く
な
っ
た
の
は
大
明
四

〜
六
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
父
・
兄
が
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
と
い
う
の

が
事
実
と
す
れ
ば
、
興
は
大
明
六
年
か
ら
数
年
の
う
ち
に
亡
く
な
っ
た
こ
と

に
な
ろ
う
。ち
な
み
に
通
説
で
興
に
比
定
さ
れ
る
安
康
天
皇
は
、『
日
本
書
紀
』
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で
は
治
世
三
年
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、上
表
文
が
済
と
興
が
相
つ
い
で
亡
く
な
っ
た
と
す
る
点
は
、

四
六
二
年
前
後
の
出
来
事
と
み
れ
ば
『
宋
書
』
の
遣
使
記
事
や
『
日
本
書
紀
』

の
安
康
の
治
世
と
も
大
き
な
齟
齬
は
な
い
。
で
は
、
武
が
喪
に
服
し
て
い
た

た
め
に
高
句
麗
征
討
を
実
行
で
き
な
い
で
き
た
と
し
て
い
る
点
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
部
分
は
、
上
表
文
の
原
文
で
は
「
居
在
二
諒
闇
一
、
不
レ
動
二

兵
甲
一
。
是
以
偃
息
未
レ
捷
」
と
な
っ
て
い
る
。「
居
在
」
は
、「
ど
ち
ら
か

一
字
で
い
い
の
を
、
四
字
句
に
す
る
た
め
に
二
字
に
ひ
き
の
ば
し
た
も
の
」

で
あ
る
と
い
う）

46
（

。「
諒
闇
」は
天
子
が
先
帝
の
喪
に
服
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

文
意
と
し
て
は
「
先
帝
の
喪
に
服
し
、
軍
隊
を
出
動
さ
せ
る
こ
と
を
控
え
て

き
た
た
め
に
、
軍
隊
を
動
か
す
こ
と
は
せ
ず
、
い
ま
だ
に
高
句
麗
に
勝
利
を

あ
げ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
「
至
レ
今
欲
三
練
レ

甲
治
レ
兵
、
申
二
父
兄
之
志
一
」
と
い
う
文
は
、
い
ま
こ
そ
武
備
を
整
え
、
父

兄
以
来
の
宿
願
を
は
た
し
た
い
（「
申
」
は
「
伸
」
と
音
通
）
と
い
う
意
味

で
あ
る
か
ら
、「
至
レ
今
」
と
い
う
の
は
、「
喪
が
明
け
た
い
ま
」
と
い
う
意

味
に
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
昇
明
元
年
（
四
七
七
）
に
入
朝
し
た
倭
国
使
が
武
の
最
初
の
遣

使
だ
と
す
る
と
、
先
王
の
興
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
す
で
に
十
数
年
が
た
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
服
喪
期
間
と
し
て
は
ど
う
考
え
て
も
長
す
ぎ
よ
う
。
し
か

も
服
喪
を
理
由
に
、
父
兄
以
来
の
宿
願
で
あ
る
と
い
う
高
句
麗
征
討
を
十
年

以
上
に
わ
た
っ
て
先
送
り
し
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
は
、
一
周
忌
を
た
だ
「
周
忌
」
と

よ
び
、
そ
れ
以
降
の
年
忌
は
一
切
行
わ
な
か
っ
た
。
ち
な
み
に
服
喪
に
よ
る

軍
事
行
動
の
延
期
で
は
、
斉
明
天
皇
の
死
去
に
と
も
な
う
百
済
救
援
の
延
期

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、斉
明
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
の
が
六
六
一
年
七
月
、

中
大
兄
皇
子
が
服
喪
後
に
百
済
救
援
軍
を
派
遣
し
た
の
が
六
六
三
年
三
月
な

の
で
、
そ
の
間
二
年
足
ら
ず
で
あ
る
。
時
期
が
違
う
と
は
い
え
、
十
数
年
の

長
き
に
わ
た
っ
て
服
喪
を
理
由
に
重
要
な
軍
事
行
動
を
延
期
す
る
よ
う
な
こ

と
は
、
お
よ
そ
考
え
が
た
い
と
い
っ
て
よ
い
。

要
す
る
に
、
上
表
文
で
先
王
の
相
つ
ぐ
死
と
服
喪
の
た
め
に
軍
隊
を
出
動

で
き
ず
に
き
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
文
字
通
り
事
実
と
は
受
け
取
れ
な

い
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
こ
と
は
高
句
麗
征
討
を
父
王
済
以
来
の
悲
願

と
し
て
強
調
し
て
い
る
こ
と
自
体
を
も
疑
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
少

な
く
と
も
、「
高
句
麗
征
討
計
画
」
が
実
在
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、

検
証
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
、
も
う
一
つ
ふ
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
倭
王
武
が
即
位
後
十
年
以
上
経
っ
て
か
ら
は
じ
め
て
宋
に
遣
使
し
た

と
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
廣
瀬
氏
は
昇
明
元
年
の
遣
使
が
武
の
代
替
わ
り

遣
使
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に

注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
こ
と
は
、
倭
王
武
が
即
位
後
一
〇

年
以
上
も
の
間
、
宋
の
冊
封
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、「
倭
王
武

の
政
権
は
通
常
の
被
冊
封
国
と
は
異
な
る
位
置
付
け
に
あ
」
っ
た
こ
と
に
な

る
と
い
う
の
で
あ
る）

47
（

。
こ
れ
が
被
冊
封
国
と
し
て
異
例
だ
っ
た
こ
と
は
、
武

が
上
表
文
の
第
II
段
で
、
朝
貢
が
滞
っ
て
い
た
の
は
高
句
麗
が
朝
貢
路
を
ふ

さ
い
で
い
る
か
ら
だ
と
弁
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
武
が
昇
明
元
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
宋
に
遣
使
し
た
の
は
、

倭
国
側
の
主
体
的
な
動
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、



東北学院大学論集　歴史と文化　第 53号

15（　 ）

蓋
鹵
王
二
十
一
年
（
四
七
五
）
に
起
こ
っ
た
百
済
の
王
都
漢
城
が
高
句
麗
の

攻
撃
に
よ
っ
て
陥
落
し
た
事
件
で
あ
る
。
倭
王
武
の
最
初
の
遣
使
が
こ
の
わ

ず
か
二
年
後
な
の
で
、
両
者
に
何
ら
か
の
関
連
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
上
表
文
中
で
も
、
第
II
段
で
「
句
驪
無
道
、
図
欲
二
見
吞
一
、

掠
二
抄
辺
隸
一
、
虔
劉
不
レ
已
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
件
を
指
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
節
の
意
味
を
改
め
て
上
表
文
の
文
脈
に
即
し
て

考
え
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
蓋
鹵
王
二
十
一
年
の
事
件
に
直
結
さ
せ
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、つ
づ
く
第
III
段
で
「
寇
讐
」（
高

句
麗
）
が
「
天
路
」（
朝
貢
路
）
を
塞
い
で
い
る
の
は
父
王
済
の
と
き
か
ら

で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
済
が
は
じ
め
て

宋
に
遣
使
し
た
の
は
元
嘉
二
十
年
（
四
四
三
）
の
こ
と
な
の
で
、
武
の
遣
使

よ
り
も
三
〇
年
以
上
も
前
の
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
く
と
も
上
表

文
の
文
脈
か
ら
み
る
と
、「
句
驪
無
道
、
図
欲
二
見
吞
一
、
掠
二
抄
辺
隸
一
、
虔

劉
不
レ
已
」
を
四
七
五
年
の
漢
城
陥
落
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
ま
た
第
IV
段
で
、「
至
レ
今
欲
三
練
レ
甲
治
レ
兵
、
申
二
父
兄
之
志
一
」
と
、

い
ま
こ
そ
挙
兵
の
と
き
だ
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
既
述
の
よ
う
に
、
文
脈
上

は
喪
が
明
け
た
こ
と
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
と
し
か
読
め
ず
、
漢
城
陥
落
を

理
由
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
上
表
文
で
は
、
意
外
に
も
漢
城
陥
落
の
こ
と
に
直
接
言
及
し

て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
第
IV
段
で
、
い
ま
こ
そ

父
兄
の
遺
志
を
つ
い
で
兵
を
挙
げ
る
と
き
が
き
た
と
語
っ
て
い
る
こ
と
も
、

む
し
ろ
そ
の
あ
と
の
「
帝
徳
覆
載
」、
す
な
わ
ち
皇
帝
の
恩
恵
に
浴
し
て
開

府
儀
同
三
司
を
含
む
高
句
麗
並
み
の
官
爵
を
授
与
さ
れ
る
べ
き
理
由
と
し
て

の
位
置
づ
け
に
力
点
が
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り

で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
脈
を
た
ど
っ
て
く
る
と
、
上
表
文
か
ら
は
、
百
済
の
都
漢

城
が
高
句
麗
に
攻
め
落
と
さ
れ
た
こ
と
に
危
機
感
を
募
ら
せ
て
、
倭
国
が
百

済
救
援
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
宋
朝
も
ぜ
ひ
加
勢
し
て
ほ
し
い
、
と
い

う
よ
う
な
切
迫
感
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
上
表
文
の
文
脈
は
、
あ
く
ま
で
宋
へ

の
朝
貢
路
を
塞
い
で
い
る
無
道
な
高
句
麗
を
討
つ
と
き
が
き
た
の
で
、
そ
の

成
功
の
た
め
に
高
句
麗
並
み
の
官
爵
を
授
与
し
て
ほ
し
い
と
い
う
、
藩
屏
と

し
て
の
立
場
を
前
面
に
押
し
出
し
た
原
則
論
に
よ
る
官
爵
の
要
求
に
終
始
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
も
「
高
句
麗
征
討
計
画
」
の
史
実
性
に
疑

問
を
も
た
せ
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

か
つ
て
広
開
土
王
代
に
倭
国
軍
が
高
句
麗
軍
と
戦
火
を
交
え
た
こ
と
は
、

広
開
土
王
碑
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら

そ
れ
は
、
次
節
で
述
べ
る
よ
う
に
、
倭
国
の
単
独
行
動
で
は
な
く
、
当
時
の

加
耶
諸
国
や
百
済
と
の
関
係
に
も
と
づ
い
た
出
兵
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
倭
の
五
王
の
時
代
に
は
東
ア
ジ
ア
世
界
の
国
際
関
係
が
大
き
く
転
換
す

る
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
百
済
と
新
羅
が
急
速
に
接
近

し
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
百
済
と
倭
国
の
関
係
は
逆
に
乖
離
の
方
向
に
向
か

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
ア
ジ
ア
に
広
開
土
王
代
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
国
際

関
係
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
在
の
古
代
史
学
界
で
は

こ
の
点
の
認
識
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
漠
然
と
倭
の
五
王
の
時
代
も
高
句

麗
と
の
軍
事
衝
突
が
起
こ
り
う
る
状
況
が
続
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
倭
の
五

王
の
時
代
に
は「
高
句
麗
征
討
計
画
」が
も
は
や
現
実
性
を
も
ち
え
な
く
な
っ
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て
い
た
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。

三
．
倭
の
五
王
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
情
勢

　
　
　
　
　（
一
）

倭
国
が
高
句
麗
と
直
接
戦
っ
た
広
開
土
王
代
は
、
新
羅
は
い
ま
だ
弱
小
国

で
、
高
句
麗
に
軍
事
的
に
従
属
す
る
こ
と
で
国
土
の
防
衛
を
図
る
と
い
う
戦

略
を
と
っ
た
。
一
方
の
百
済
は
、
加
耶
諸
国
を
介
し
て
倭
国
と
同
盟
を
む
す

び
、
高
句
麗
と
対
決
す
る
道
を
選
ん
だ
。
こ
こ
に
百
済
│
加
耶
南
部
諸
国
│

倭
国
と
高
句
麗
│
新
羅
と
い
う
二
つ
の
勢
力
が
対
立
す
る
構
図
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る）

48
（

。

広
開
土
王
碑
に
み
え
る
永
楽
十
年
（
四
〇
〇
）
と
同
十
四
年
（
四
〇
四
）

の
二
度
に
わ
た
る
倭
と
高
句
麗
の
戦
闘
は
、
こ
の
よ
う
な
両
陣
営
の
対
立
の

な
か
で
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
広
開
土
王
碑）

49
（

に
よ
れ
ば
、
永

楽
九
年
に
「
倭
人
満
二
其
（
＝
新
羅
）
国
境
一
、
潰
二
破
城
池
一
、
以
二
奴
客
一

為
レ
民
」
と
い
う
状
況
に
な
っ
た
た
め
に
、
窮
地
に
お
ち
い
っ
た
新
羅
は
高

句
麗
に
帰
順
し
て
救
援
を
求
め
た
。
そ
こ
で
広
開
土
王
は
翌
年
、
五
万
の
兵

を
新
羅
に
派
遣
す
る
と
倭
兵
が
退
却
し
た
た
め
に
、
逃
げ
る
倭
兵
を
任
那
加

羅
（
＝
金
官
国
）
ま
で
追
撃
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
任
那
加
羅
は
高
句
麗
に

従
抜
城
を
明
け
渡
し
て
降
伏
し
た
と
い
う
。
ま
た
安
羅
人
の
戍
兵（
守
備
兵
）

も
こ
の
戦
闘
に
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
碑
文
が
摩
滅
し
て
い
て
詳

細
は
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
回
目
の
対
高
句
麗
戦
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
戦
闘
経
過
か
ら
、
背
後
に
倭
と
金
官
・
安
羅
な
ど
の
加
耶
南
部
諸
国
と
の

緊
密
な
連
携
が
存
在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う）

50
（

。

ま
た
碑
文
に
よ
れ
ば
、
永
楽
六
年
（
三
九
六
）
に
広
開
土
王
は
自
ら
兵
を

率
い
て
百
済
を
討
伐
し
、
大
き
な
戦
果
を
あ
げ
た
。
王
の
軍
隊
が
百
済
の
王

都
漢
城
を
包
囲
し
て
攻
め
立
て
る
と
、
百
済
王
（
阿
莘
王
）
は
降
伏
し
、
永

く
「
奴
客
」
と
な
る
こ
と
を
誓
っ
た
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
九
年
（
三
九
九
）

に
至
り
、百
済
は
誓
約
に
違
反
し
て
倭
と
「
和
通
」
す
る
。
こ
こ
に
い
う
「
和

通
」
と
は
、
倭
と
の
講
和
を
意
味
し
、
具
体
的
に
は
『
三
国
史
記
』
や
『
日

本
書
紀
』
に
み
え
る
阿
莘
王
（『
日
本
書
紀
』
は
「
阿
花
王
」）
の
王
子
腆
支

（
同
書
「
直
支
」）
を
倭
国
に
入
質
さ
せ
た
こ
と
を
さ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
い

ず
れ
も
碑
文
と
は
年
代
に
一
年
の
相
違
が
あ
る
が
、『
三
国
史
記
』
巻

二
五
百
済
本
紀
阿
莘
王
六
年
（
三
九
七
）
五
月
条
に
は
、「
王
与
二
倭
国
一 

結
レ
好
、
以
二
太
子
腆
支
一
為
レ
質
」
と
あ
り
、『
日
本
書
紀
』
応
神
八
年
（
干

支
二
運
繰
り
下
げ
る
と
三
九
七
年
）
三
月
条
所
引
『
百
済
記
』
に
「
阿
花
王

立
无
レ
礼
二
於
貴
国
一
。
…
…
是
以
、
遣
二
王
子
直
支
于
天
朝
一
、
以
脩
二
先
王

之
好
一
也
」
と
み
え
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
碑
文
の
永
楽
十
四
年

（
四
〇
四
）
条
に
は
「
倭
不
軌
侵
二
入
帯
方
界
一
」
と
あ
り
、
そ
の
あ
と
は
碑

文
の
摩
滅
が
激
し
く
釈
読
が
む
ず
か
し
い
が
、「
連
船
」
と
か
「
王
躬
率
□

□
従
平
穣
」
な
ど
と
い
う
文
字
が
み
え
、
そ
の
あ
と
に
「
倭
寇
潰
敗
、
斬
殺

無
数
」
と
あ
る
。
こ
の
年
、倭
は
半
島
の
西
海
岸
ぞ
い
に
水
軍
を
北
上
さ
せ
、

帯
方
界
に
ま
で
侵
入
し
た
が
、
平
壌
あ
た
り
か
ら
迎
撃
し
た
広
開
土
王
の
軍

隊
と
戦
っ
て
惨
敗
を
喫
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
碑
文
に
み
え

る
二
回
目
の
高
句
麗
戦
で
あ
る
。
百
済
と
倭
が
「
和
通
」
し
た
あ
と
の
こ
と

で
あ
り
、
戦
場
が
「
帯
方
界
」
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
み
て
、
こ
の
戦
闘

が
百
済
と
の
同
盟
関
係
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
察
さ
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れ
る
。

こ
の
よ
う
に
広
開
土
王
碑
か
ら
知
ら
れ
る
倭
と
高
句
麗
と
の
直
接
対
決

は
、
い
ず
れ
も
倭
軍
の
単
独
行
動
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
百
済
│
加
耶
南

部
諸
国
│
倭
国
と
高
句
麗
│
新
羅
と
い
う
二
つ
の
勢
力
の
角
逐
の
な
か
で
生

じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
倭
の
五
王
の
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う
な
対

立
の
構
図
が
大
き
く
変
わ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　（
二
）

五
世
紀
の
前
半
か
ら
後
半
に
か
け
て
、
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
が

大
き
く
転
換
す
る
最
大
の
要
因
は
、
新
羅
の
自
立
の
動
き
に
あ
っ
た
。
新
羅

が
高
句
麗
の
傘
下
か
ら
離
脱
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
広
開
土
王
代
の
パ

ワ
ー
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
諸
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
の
国
益
確
保
の
た
め
に
新
た

な
国
際
関
係
を
さ
か
ん
に
模
索
し
つ
つ
あ
っ
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
倭
の
五
王

の
時
代
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
動
き
を
十
分
に
ふ
ま
え
な
い
か
ぎ
り
、

倭
王
武
の
上
表
文
で
語
ら
れ
て
い
る
事
柄
の
史
実
性
を
正
当
に
評
価
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
新
羅
の
「
脱
高
句
麗
化
」（
後
出
の
井
上
直
樹
氏
の
用
語
）

の
動
き
か
ら
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
新
羅
が
あ
る
時
期
ま
で
高
句
麗
に

軍
事
的
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
ふ
れ
た
新
羅
が
高
句
麗
に
帰
順
し

て
自
国
領
内
に
侵
入
し
て
い
た
倭
兵
を
掃
討
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
に

加
え
て
、
四
〇
〇
年
前
後
に
実
聖
や
卜
好
と
い
っ
た
王
族
を
高
句
麗
に
入
質

さ
せ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
中
原
高
句
麗
碑
に
、
新
羅
領
内
に
高
句
麗
が

幢
主
（
軍
司
令
官
）
を
派
遣
し
て
い
た
こ
と
や
、
高
句
麗
を
兄
と
し
新
羅
を

弟
と
す
る
高
句
麗
優
位
の
関
係
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
中
原
高
句
麗
碑
は
、
碑
面
の
摩
滅
が
は
な
は
だ
し
い
た
め
に
内

容
に
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
く
、
立
碑
の
時
期
に
つ
い
て
も
、
五
世
紀
初
頭
説

か
ら
六
世
紀
初
頭
説
ま
で
諸
説
が
あ
り
、
時
期
を
定
め
に
く
い
。

「
脱
高
句
麗
化
」
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
六
世
紀
初
頭
ま
で
降
ら

せ
て
考
え
る
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た）

51
（

。
そ
の
後
も
、
糸
永
佳
正
氏
が
そ
の
よ

う
な
見
解
を
継
承
し
て
い
る）

52
（

。
こ
の
説
の
最
大
の
根
拠
に
な
っ
た
の
が
、『
魏

書
』
巻
八
世
宗
本
紀
の
景
明
三
年
（
五
〇
二
）
条
や
永
平
元
年
（
五
〇
八
）

条
に
来
朝
し
て
き
た
国
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
斯
羅
」
を
新
羅
と
み
な

す
こ
と
で
、
そ
れ
を
高
句
麗
主
導
の
朝
貢
と
解
し
て
、
新
羅
は
六
世
紀
初
頭

ま
で
高
句
麗
の
従
属
下
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。こ
れ
に
対
し
て『
魏

書
』
の
二
つ
の
記
事
を
詳
細
に
検
討
し
た
井
上
直
樹
氏
は
、
い
ず
れ
の
と
き

も
北
魏
に
朝
貢
し
た
国
々
に
高
句
麗
が
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
高
句
麗
主
導

の
朝
貢
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、ま
た
『
魏
略
』
西
戎
伝
逸
文
に
「
斯
羅
」

が
み
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
、『
魏
書
』
に
み
え
る
「
斯
羅
」
は
西
域
の
国
で

あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

53
（

。し
た
が
っ
て
こ
の『
魏

書
』
の
朝
貢
記
事
を
根
拠
に
新
羅
の
「
脱
高
句
麗
化
」
の
時
期
を
六
世
紀
初

頭
ま
で
下
げ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

実
は
、
新
羅
の
「
脱
高
句
麗
化
」
の
過
程
を
示
す
史
料
は
、『
三
国
史
記
』

に
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
韓
国
学
界
で
主
流
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
ら
を
基
本
に
考
え
る
の
が
妥
当
な
方
法
で
あ
ろ
う
。『
三
国
史
記
』
巻
三

新
羅
本
紀
第
三
に
よ
れ
ば
、
奈
勿
尼
師
今
三
十
七
年
（
三
九
二
）
に
実
聖
が

高
句
麗
に
入
質
し
て
い
る
。
実
聖
は
同
四
十
六
年
（
四
〇
一
）
に
帰
国
し
、

翌
年
に
即
位
を
す
る
。
そ
の
後
、
実
聖
尼
師
今
十
一
年
（
四
一
二
）
に
奈
勿
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王
の
子
卜
好
を
再
び
高
句
麗
に
入
質
さ
せ
る
が
、
訥
祇
麻
立
干
二
年

（
四
一
八
）
に
帰
国
す
る
。『
三
国
遺
事
』
で
は
、
実
聖
に
つ
い
て
は
所
見
が

な
い
が
、
卜
好
に
つ
い
て
は
「
宝
海
」
と
い
う
名
で
高
句
麗
入
質
の
話
が
み

え
る
（
巻
一
紀
異
・
奈
勿
王　

金
堤
上
）。
た
だ
『
三
国
史
記
』
と
は
年
代

に
相
違
が
あ
り
、入
質
が
訥
祇
王
三
年
己
未（
四
一
九
）、帰
国
が
同
十（
九
ヵ
）

年
乙
丑
（
四
二
五
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
は
、
新
羅
が
高
句
麗
に
質
を

送
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
木
村
誠
氏
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
入
質
外
交
の
終

焉
が
、
新
羅
の
「
脱
高
句
麗
化
」
の
第
一
歩
で
あ
ろ
う）

54
（

。

新
羅
の
自
立
の
動
き
に
い
ち
早
く
反
応
し
た
の
が
百
済
で
、
毗
有
王
七
年

（
四
三
三
）
に
新
羅
に
遣
使
し
て
和
を
請
う
と
、
新
羅
は
す
ぐ
さ
ま
そ
れ
に

応
じ
た
。
さ
ら
に
翌
年
に
は
両
国
が
互
い
に
使
節
を
送
っ
て
聘
幣
を
取
り
交

わ
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た）

55
（

（『
三
国
史
記
』
巻
二
十
五
百
済
本
紀
第
三
・

同
書
巻
三
新
羅
本
紀
第
三
）。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
新
羅
が
公
然
と
高
句

麗
の
敵
国
で
あ
る
百
済
と
講
和
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
、
画
期
的
な

出
来
事
と
い
っ
て
よ
い
。
韓
国
の
学
界
で
は
こ
の
よ
う
な
新
羅
・
百
済
両
国

の
提
携
を
〝
羅
済
同
盟
〞
と
よ
び
、
こ
の
と
き
か
ら
五
五
四
年
に
両
国
が
管

山
城
で
戦
い
、
百
済
の
聖
王
が
戦
死
す
る
と
き
ま
で
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ

て
同
盟
が
継
続
す
る
と
す
る
見
方
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
る）

56
（

。
こ
れ
ほ
ど
長

期
に
わ
た
っ
て
〝
同
盟
〞
が
継
続
し
た
か
ど
う
か
は
検
討
を
要
し
よ
う
が
、

新
羅
・
百
済
両
国
の
関
係
が
、
あ
る
時
期
に
〝
同
盟
〞
と
よ
び
う
る
実
質
を

備
え
た
こ
と
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。
筆
者
は
、

こ
の
羅
済
両
国
の
提
携
が
倭
国
の
対
外
政
策
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
お
よ

ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

さ
ら
に
両
国
の
関
係
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
訥
祇
麻
立
干
三
十
四
年

（
四
五
〇
）
に
は
、
高
句
麗
の
辺
将
が
悉
直
（
江
原
道
三
陟
）
で
猟
を
し
て

い
た
と
き
に
、
新
羅
の
何
瑟
羅
（
江
原
道
江
陵
）
城
主
三
直
に
襲
わ
れ
て
殺

害
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
と
き
は
新
羅
王
の
謝
罪
で
こ
と

な
き
を
え
た
が
、
同
三
十
八
年
（
四
五
四
）
に
高
句
麗
は
新
羅
の
北
辺
を
攻

撃
す
る
。
そ
の
翌
年
、
高
句
麗
軍
が
百
済
に
侵
攻
す
る
と
、
新
羅
は
百
済
に

救
援
軍
を
派
遣
す
る
（
い
ず
れ
も
『
三
国
史
記
』
巻
三
新
羅
本
紀
第
三
）。

羅
済
両
国
が
共
同
で
高
句
麗
と
戦
う
の
は
こ
の
と
き
が
最
初
で
あ
る
。
鄭
雲

龍
氏
は
、
こ
の
と
き
に
羅
済
同
盟
が
結
成
さ
れ
た
と
み
て
い
る）

57
（

。
し
か
し
な

が
ら
〝
同
盟
〞
と
い
う
か
ら
に
は
、
そ
の
よ
う
な
共
同
の
軍
事
行
動
が
あ
る

程
度
の
期
間
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
ま
だ
そ
の
よ
う
な

段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
慈
悲
麻
立
干
十
一
年

（
四
六
八
）、
高
句
麗
と
靺
鞨
が
新
羅
に
侵
攻
す
る
と
（『
三
国
史
記
』
巻
三

新
羅
本
紀
第
三
）、
翌
蓋
鹵
王
十
五
年
（
四
六
九
）、
百
済
は
高
句
麗
の
南
辺

を
攻
撃
す
る
（『
三
国
史
記
』
巻
二
五
百
済
本
紀
第
三
）。
た
だ
、
こ
れ
が
両

国
の
共
同
作
戦
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
判
断
が
む
ず
か
し
い
。

一
方
で
、
新
羅
が
高
句
麗
へ
の
軍
事
的
従
属
か
ら
な
か
な
か
完
全
に
脱
却

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
史
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』

雄
略
八
年
（『
日
本
書
紀
』
の
紀
年
で
四
六
四
年
）
二
月
条
に
は
、
新
羅
の

派
兵
要
請
に
応
じ
て
派
遣
さ
れ
た
高
句
麗
兵
一
〇
〇
人
が
新
羅
の
王
都
を
守

備
し
て
い
た
と
き
、
高
句
麗
の
新
羅
侵
攻
計
画
が
露
見
し
た
の
で
新
羅
王
が

国
内
の
高
句
麗
人
を
皆
殺
し
に
さ
せ
た
と
い
う
話
が
み
え
る
。
こ
れ
を
重
視

し
て
五
世
紀
後
半
ま
で
高
句
麗
へ
の
軍
事
的
従
属
が
続
い
て
い
た
と
み
る
説

も
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
説
話
的
な
内
容
で
あ
る
し
、
結
局
は
高
句
麗
と
対

立
す
る
話
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
高
句
麗
へ
の
従
属
の
み
を
示
す
も
の
で
は
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な
い
。
ま
た
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
中
原
高
句
麗
碑
に
は
、
新
羅
の
高
句
麗

に
対
す
る
従
属
関
係
を
示
唆
す
る
内
容
が
み
ら
れ
る
が
、
立
碑
の
時
期
が
不

明
確
で
、
新
羅
の
「
脱
高
句
麗
化
」
の
時
期
を
見
極
め
る
史
料
に
は
な
り
に

く
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
蓋
鹵
王
二
十
一
年
（
四
七
五
）
に
は
、
高
句
麗
軍
に
よ
っ
て
百

済
の
王
都
漢
城
が
攻
め
落
と
さ
れ
、
百
済
が
い
っ
た
ん
滅
亡
す
る
と
い
う
大

事
件
が
起
こ
る
。
こ
の
と
き
、
生
き
残
り
の
王
族
・
貴
族
が
南
に
逃
れ
、
熊

津
（
忠
清
南
道
公
州
）
を
新
た
な
王
都
と
し
て
百
済
は
復
興
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
出
来
事
は
、
羅
済
関
係
に
も
大
き
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
。

百
済
の
熊
津
遷
都
直
後
に
あ
た
る
五
世
紀
第
4
四
半
期
は
、
史
上
、
百
済

と
新
羅
の
関
係
が
も
っ
と
も
緊
密
に
な
る
時
期
で
あ
る
。
炤
知
麻
立
干
三
年

（
四
八
一
）
に
高
句
麗
が
靺
鞨
と
と
も
に
新
羅
の
北
辺
を
攻
撃
し
た
と
き
に

は
、
新
羅
軍
と
と
も
に
百
済
と
加
耶
（
大
加
耶
か
）
の
援
兵
が
防
戦
し
て
撃

退
し
て
い
る
し
、
同
六
年
に
高
句
麗
が
新
羅
北
辺
へ
攻
撃
を
し
か
け
た
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
。
ま
た
、
同
十
六
年
（
四
九
四
）
に
は
新
羅
の
将
軍

実
竹
が
高
句
麗
戦
で
苦
戦
し
、
包
囲
さ
れ
る
と
、
百
済
の
東
城
王
は

三
〇
〇
〇
の
救
援
軍
を
派
遣
し
て
新
羅
軍
を
救
出
す
る
。
さ
ら
に
翌
年
、
百

済
の
山
城
が
高
句
麗
軍
に
包
囲
さ
れ
た
と
き
に
は
、
百
済
が
新
羅
に
救
援
を

要
請
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
新
羅
の
炤
知
王
は
将
軍
徳
智
を
派
遣
し
て
高
句
麗

軍
を
撃
退
し
、
百
済
を
救
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
間
の
東
城
王
十
五
年

（
四
九
三
）
に
は
、
百
済
の
東
城
王
が
新
羅
か
ら
伊
湌
比
智
の
娘
を
妻
と
し

て
迎
え
、
羅
済
間
に
〝
婚
姻
同
盟
〞
が
結
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
以
上
、『
三

国
史
記
』
巻
三
新
羅
伝
第
三
、
同
巻
二
六
百
済
伝
第
四
）。
こ
の
よ
う
に

四
八
〇
〜
四
九
〇
年
代
は
、
羅
済
両
国
間
の
提
携
が
も
っ
と
も
強
化
さ
れ
た

時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
新
羅
・
百
済
両
国
の
関
係
は
、
確
か
に
〝
同
盟
〞

と
よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を
備
え
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
時
期
的
に

み
て
、
そ
れ
が
四
七
五
年
の
漢
城
陥
落
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
漢
城
陥
落
を
目
の
当
た
り
に
し
た
羅
済

両
国
は
、
こ
れ
ま
で
の
提
携
関
係
の
不
十
分
さ
を
痛
感
し
、
両
国
関
係
を
軍

事
同
盟
に
ま
で
高
め
、
共
同
作
戦
を
と
っ
て
高
句
麗
軍
に
立
ち
向
か
う
戦
略

を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
倭
王
武
が

上
表
文
を
宋
の
順
帝
に
奉
呈
し
た
の
は
、
ま
さ
に
羅
済
両
国
が
軍
事
同
盟
の

結
成
に
向
け
て
急
速
に
関
係
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
っ
て

い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
後
、
六
世
紀
の
法
興
王
（
五
一
四
│
五
四
〇
）・
真
興
王
（
五
四
〇

│
五
七
六
）
代
に
新
羅
の
国
力
は
飛
躍
的
に
伸
展
す
る
。
そ
の
な
か
で
羅
済

両
国
は
と
も
に
南
下
政
策
を
推
進
し
て
い
く
が
、
し
だ
い
に
加
耶
の
領
有
を

め
ぐ
っ
て
利
害
が
対
立
し
、
両
国
の
立
場
は
急
速
に
背
反
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
く
の
で
あ
る）

58
（

。

要
す
る
に
、
羅
済
両
国
の
接
近
、
同
盟
は
、
五
世
紀
に
特
有
の
歴
史
事
象

と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
は
周
辺
の
高
句
麗
や
倭
国
の
外
交
政
策
に
も
少
な
か

ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
倭
の
五
王
の
時
期
の

東
ア
ジ
ア
世
界
に
は
、
前
後
の
時
期
と
は
異
な
る
国
際
関
係
が
形
成
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
こ
の
点
に
注

意
し
な
が
ら
、
五
世
紀
の
高
句
麗
の
外
交
政
策
を
た
ど
っ
て
み
た
い
。
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　（
三
）

広
開
土
王
代
の
高
句
麗
は
南
下
政
策
を
重
要
な
戦
略
と
し
て
お
り
、
百
済

と
軍
事
衝
突
を
く
り
返
し
て
い
た
が
、
他
方
で
西
方
の
遼
東
方
面
で
国
境
を

接
す
る
後
燕
と
も
し
の
ぎ
を
削
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
五
世
紀
に
入
る
と
後

燕
が
滅
亡
し
、
代
っ
て
建
国
さ
れ
た
北
燕
の
天
王
に
擁
立
さ
れ
た
高
雲
が
高

句
麗
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
北
燕
と
の
関
係
は
良
好
と
な
り
、
し
ば

ら
く
の
間
、
西
方
戦
線
は
安
定
す
る）

59
（

。
そ
こ
で
広
開
土
王
の
後
を
継
い
だ
長

寿
王
は
南
下
政
策
を
い
っ
そ
う
本
格
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
長
寿
王
十
五
年

（
四
二
七
）
の
平
壌
遷
都
は
そ
の
よ
う
な
戦
略
の
端
的
な
表
れ
で
あ
り
、
百

済
領
へ
の
領
土
拡
大
策
は
長
寿
王
代
（
四
一
三
│
四
九
一
年
）
の
最
重
要
戦

略
で
あ
っ
た
。

長
寿
王
は
南
北
両
朝
の
対
立
を
巧
み
に
利
用
し
た
両
属
外
交
を
展
開
す
る

が
、
そ
の
あ
り
方
は
時
期
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
長
寿
王
が
最
初
に
宋

へ
遣
使
す
る
景
平
元
年
（
四
二
三
）
か
ら
、
宋
が
滅
亡
す
る
昇
明
三
年

（
四
七
九
）
ま
で
に
朝
貢
は
二
〇
回
を
数
え
、
二
〜
三
年
に
一
回
の
ペ
ー
ス

で
遣
使
を
続
け
た
。
一
方
、同
じ
時
期
の
北
魏
へ
の
朝
貢
は
そ
れ
を
上
回
り
、

総
計
二
五
回
に
達
す
る）

60
（

。
た
だ
し
北
魏
へ
の
遣
使
は
時
期
的
な
片
寄
り
が
顕

著
で
、
太
延
元
年
（
四
三
五
）
に
は
じ
め
て
北
魏
に
朝
貢
し
た
後
、
同
五
年

ま
で
は
連
年
の
よ
う
に
使
節
を
送
っ
て
い
る
が
、
そ
の
後
和
平
三
年

（
四
六
二
）
に
朝
貢
を
再
開
す
る
ま
で
通
交
が
途
絶
え
る
。
こ
れ
は
太
延
二

年
（
四
三
六
）
に
北
燕
の
天
王
馮
弘
が
高
句
麗
へ
亡
命
し
た
こ
と
で
、一
時
、

両
国
関
係
が
悪
化
す
る
た
め
で
あ
る）

61
（

。
と
こ
ろ
が
和
平
三
年
の
遣
使
後
は
、

両
国
関
係
は
一
転
し
て
良
好
と
な
り
、
宋
が
滅
亡
す
る
四
七
八
年
ま
で
の

一
八
年
間
で
み
て
み
る
と
二
一
回
も
の
遣
使
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
高
句
麗
の
対
北
魏
政
策
は
、
四
六
二
年
以
降
大
き
く
転
換
す

る
。
そ
の
原
因
は
、
井
上
直
樹
氏
の
い
う
よ
う
に
、
新
羅
が
「
脱
高
句
麗
化
」

を
す
す
め
、
百
済
と
提
携
し
て
高
句
麗
に
対
抗
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が

原
因
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
北
魏
と
の
友
好
関
係
を
維
持
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
〝
後
顧
の
憂
い
〞
を
断
ち
、
共
同
歩
調
を
と
る
よ
う
に
な
っ

た
羅
済
両
国
に
対
抗
す
る
政
策
に
転
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

62
（

。

な
お
高
句
麗
は
、
こ
の
時
期
、
漠
北
の
柔
然
（
蠕
蠕
）
と
も
通
じ
て
い
た

と
み
ら
れ
る
。
大
明
七
年
（
四
六
三
）
の
宋
の
孝
武
帝
の
詔
で
は
、
高
句
麗

が
「
沙
表
」（
砂
漠
の
国
＝
柔
然
）
に
通
じ
、
宋
の
戦
略
（
北
魏
包
囲
網
の

形
成
）
を
よ
く
伝
え
て
い
る
と
し
て
官
爵
を
授
与
し
て
い
る
（『
宋
書
』
巻

九
七
夷
蛮
・
高
句
驪
伝
）。
一
方
、
百
済
が
延
興
二
年
（
四
七
二
）
に
北
魏

の
孝
文
帝
に
提
出
し
た
上
表
文
に
も
「
高
麗
不
義
、
逆
詐
非
レ
一
。
…
…
或

南
通
二
劉
氏
一
、
或
北
約
二
蠕
蠕
一
、
共
相
脣
歯
、
謀
二
陵
王
略
一
」（『
魏
書
』

巻
一
〇
〇
百
済
伝
）
と
あ
り
、
高
句
麗
は
南
の
宋
ば
か
り
で
な
く
、
北
の
蠕

蠕
（
柔
然
）
と
も
に
通
じ
て
謀
略
を
た
く
ら
ん
で
い
る
と
訴
え
て
い
る
。
さ

ら
に
太
和
三
年
（
四
七
九
）
に
、
高
句
麗
が
蠕
蠕
と
共
謀
し
て
地
豆
于
（
中

国
吉
林
省
方
面
の
遊
牧
民
）
を
侵
略
し
て
分
割
し
よ
う
と
し
た
（『
魏
書
』

巻
一
〇
〇
契
丹
伝
）
と
い
う
所
伝
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
や
や
具
体
性
に
欠
け

る
内
容
と
は
い
え
、
複
数
の
史
料
が
符
節
を
合
わ
せ
た
よ
う
に
高
句
麗
と
柔

然
と
の
通
交
・
共
謀
を
伝
え
る
こ
と
は
無
視
し
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
事
実

を
反
映
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

倭
の
五
王
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
に
お
い
て
、「
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
」
の
立

場
か
ら
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
高
句
麗
と
漠
北
の
遊
牧
国
家
柔
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然
と
の
通
交
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
句
麗
は
、
対
宋
外
交
に
お
い
て
柔
然
と

の
通
交
を
自
国
の
評
価
を
高
め
る
材
料
と
し
て
使
い
、
百
済
は
北
魏
に
対
し

て
、
逆
に
高
句
麗
と
柔
然
と
の
通
交
を
暴
露
す
る
こ
と
で
高
句
麗
の
背
信
行

為
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
自
己
の
立
場
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
中
国
を
中
心
と
す
る
国
際
社
会
の
な
か
で
高
句
麗
と
柔
然

と
の
通
交
が
一
定
の
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
を
過
度
に
重
視
す
る
こ
と
は
禁
物
で
あ
ろ
う
。
中
国
王
朝
が
高
句

麗
と
柔
然
と
の
通
交
を
知
っ
た
後
も
、
北
魏
・
高
句
麗
関
係
や
宋
・
高
句
麗

関
係
に
目
に
み
え
る
変
化
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
し

て
や
高
句
麗
と
柔
然
の
通
交
の
倭
国
へ
の
影
響
如
何
と
い
う
問
題
は
、
改
め

て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

高
句
麗
が
南
下
政
策
を
最
優
先
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
百
済
は

高
句
麗
の
軍
事
的
圧
力
を
い
っ
そ
う
つ
よ
く
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
る
の
が
、
延
興
二
年
に
百
済
王
余
慶
（
蓋
鹵
王
）

が
北
魏
の
孝
文
帝
に
提
出
し
た
上
表
文
で
あ
る
。
百
済
は
そ
れ
ま
で
南
朝
宋

へ
は
頻
繁
に
遣
使
し
て
い
た
が
、
北
魏
へ
通
交
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
が
こ
の
と
き
突
如
と
し
て
北
魏
に
朝
貢
し
て
高
句
麗
の
不
義
と
百
済
の
窮

状
を
訴
え
、
救
援
軍
の
派
遣
を
懇
願
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
の
上
表
文

に
は
、「
自
二
馮
氏
数
終
、
餘
燼
奔
竄
一
、
醜
類
漸
盛
、
遂
見
二
陵
逼
一
、
構
レ

怨
連
レ
禍
、
三
十
餘
載
、
財
殫
力
竭
、
転
自
孱
踧
」（『
魏
書
』
巻
一
〇
〇
百

済
伝
）
と
あ
り
、高
句
麗
へ
亡
命
し
た
馮
弘
が
殺
害
さ
れ
た
四
三
八
年
以
降
、

「
醜
類
」
す
な
わ
ち
高
句
麗
が
強
勢
と
な
っ
て
百
済
を
侵
略
し
続
け
、
三
〇

余
年
に
わ
た
っ
て
戦
禍
が
続
い
た
た
め
、
百
済
は
財
・
力
と
も
に
つ
き
、
す
っ

か
り
衰
退
し
て
し
ま
っ
た
と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
わ
ず
か
三
年
後
に
は
王
都

漢
城
が
高
句
麗
に
攻
め
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
上
表
文
は
こ
の
と

き
の
百
済
の
窮
状
を
吐
露
し
た
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。こ
の
よ
う
に
、

百
済
は
四
四
〇
年
前
後
か
ら
連
年
の
よ
う
に
高
句
麗
の
猛
攻
を
受
け
、
し
だ

い
に
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

高
句
麗
と
良
好
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
北
魏
が
、
百
済
の
突
然
の
救
援
要

請
に
応
じ
る
は
ず
も
な
く
、
こ
の
遣
使
は
あ
え
な
く
失
敗
に
終
わ
る
。
さ
き

に
見
た
よ
う
に
、
羅
済
両
国
が
講
和
、
交
聘
し
た
の
が
、
四
三
三
・ 

四
年
の
こ
と
で
、
四
五
五
年
に
は
羅
済
両
軍
が
は
じ
め
て
共
同
し
て
高
句
麗

軍
と
戦
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
両
国
の
提
携
は
、
こ
の
時
期
に

は
ま
だ
十
分
に
効
果
を
あ
げ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。と
い
う
の
は
、

右
に
み
た
よ
う
に
、
五
世
紀
半
ば
に
は
高
句
麗
が
攻
勢
を
強
め
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
羅
済
両
軍
が
共
同
し
て
戦
う
こ
と
は
ま
だ
少
な
か
っ
た
と
み

ら
れ
る
し
、
こ
の
時
期
、
百
済
は
倭
国
に
も
質
を
送
っ
て
修
好
を
求
め
て
く

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
倭
の
五
王
の
時
代
の
倭
・
百
済
関
係
を

た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　（
四
）

『
日
本
書
紀
』
雄
略
五
年
（
四
六
一
）
条
に
は
、百
済
蓋
鹵
王
の
弟
軍こ
に

君き
し（
昆

支
）
の
倭
国
へ
の
入
質
の
話
が
み
え
る
。
百
済
か
ら
の
入
質
は
、
先
述
の
腆

支
（
直
支
）
を
四
〇
五
年
に
本
国
に
送
還
し
て
以
来
、
五
〇
数
年
ぶ
り
の
こ

と
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
同
年
七
月
条
所
引
の
『
百
済
新
撰
』
に
は
、

「
辛（
四
六
一
）

丑
年
、
蓋
鹵
王
遣
二
弟
昆
支
君
一
、
向
二
大
倭
一
、
侍
二
天
王
一
。
以
脩
二
先）

63
（

王
之
好
一
也
」
と
あ
る
。
こ
の
時
期
、
百
済
は
新
羅
と
の
連
携
を
強
め
て
い
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た
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
い
ま
だ
軍
事
同
盟
と
い
い
う
る
ほ
ど
強
固
な
関
係

を
築
く
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
こ
ろ
軍
事
攻
勢
を
強
め

た
高
句
麗
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
倭
国
と
の
提
携
も
強
化
し
よ
う
と
し
、
そ

の
保
証
と
し
て
王
弟
を
入
質
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。こ

こ
で
気
に
な
る
の
が
昆
支
の
派
遣
目
的
を
「
脩
二
先
王
之
好
一
」
と
い
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
ふ
れ
た
応
神
八
年
紀
（
一
二
〇
年
く
り
下
げ

る
と
三
九
七
年
）
所
引
『
百
済
記
』
の
王
子
直
支
の
倭
国
へ
の
入
質
記
事
に

も
同
じ
表
現
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
直
支
の
入
質
は
い
っ
た
ん
高
句
麗
に
帰

服
し
た
百
済
が
再
び
倭
と
講
和
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
「
脩
二
先
王
之
好
一
」
と
は
、
疎
遠
に
な
っ
た
両
国
関
係
を
「
先

王
」の
時
代
の
友
好
関
係
に
復
す
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

四
六
一
年
の
昆
支
入
質
以
前
、
倭
国
と
百
済
の
関
係
は
、
い
っ
た
ん
疎
遠
に

な
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

じ
つ
は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
四
三
〇
〜
四
五
〇
年
代
の
倭
・
百
済

間
の
通
交
を
示
す
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
日
本

書
紀
』
の
神
功
・
応
神
紀
の
『
百
済
記
』
に
も
と
づ
い
た
と
思
わ
れ
る
記
事

が
干
支
二
運
、
す
な
わ
ち
一
二
〇
年
遡
ら
せ
る
操
作
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は

著
名
な
事
実
で
あ
る
の
で
、
年
代
の
修
正
を
行
っ
て
み
る
と
、
応
神
三
十
九

年
（
一
二
〇
年
く
り
下
げ
る
と
四
二
八
年
）
二
月
条
の
百
済
直
支
王
の
妹
新し

斉せ

都つ

媛
が
来
倭
し
た
記
事
（
直
支
王
は
毗
有
王
の
誤
り
か
）
か
ら
、
雄
略
五

年
（
四
六
一
）
の
王
弟
軍
君
（
昆
支
）
の
入
質
記
事
ま
で
三
〇
余
年
に
わ
た
っ

て
両
国
の
通
交
記
事
は
み
え
な
く
な
る
。『
三
国
史
記
』
で
も
毗
有
王
二
年

（
四
二
八
）
の
倭
国
使
来
訪
の
記
事
を
最
後
に
倭
国
と
の
通
交
記
事
は
と
だ

え
、
以
後
七
世
紀
ま
で
ま
っ
た
く
み
ら
れ
な
い
。
こ
ち
ら
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
、『
日
本
書
紀
』
も
同
じ
四
二
八
年
を
最
後
に
三
〇
年

ほ
ど
通
交
記
事
が
と
だ
え
る
の
は
、筆
者
に
は
単
な
る
偶
然
と
は
思
え
な
い
。

倭
国
と
百
済
は
、
基
本
的
に
は
友
好
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る

が
、
通
説
は
そ
れ
を
あ
ま
り
に
固
定
的
に
考
え
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
う
。
独
立
国
で
あ
る
倭
・
百
済
両
国
の
国
益
が
つ
ね
に
一
致
す
る
こ
と

は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
広
開
土
王
代
に
は
新
羅
が
高
句
麗
の
従
属
下

に
あ
っ
た
の
で
、
百
済
は
高
句
麗
と
対
抗
す
る
た
め
に
は
倭
国
と
の
提
携
が

唯
一
の
選
択
枝
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
新
羅
が
「
脱
高
句
麗
化
」

を
進
め
る
と
、
状
況
は
大
き
く
変
わ
る
。
百
済
は
す
ぐ
さ
ま
新
羅
に
接
近
策

を
と
り
、
提
携
の
道
を
探
り
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
百
済
の
同

盟
相
手
の
候
補
は
倭
国
の
み
で
な
く
な
り
、
新
羅
も
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

倭
国
と
は
海
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
新
羅
は
す
ぐ
東
隣
の
国
で

あ
る
。同
盟
相
手
と
し
て
ど
ち
ら
が
戦
略
的
に
有
利
か
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

羅
済
両
国
が
実
際
に
講
和
を
結
ぶ
の
は
四
三
三
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

少
し
ま
え
か
ら
『
日
本
書
紀
』
に
も
『
三
国
史
記
』
に
も
倭
・
百
済
両
国
の

通
交
記
事
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
四
六
一
年
に「
脩
二
先
王
之
好
一
」

た
め
に
昆
支
を
倭
に
入
質
さ
せ
る
と
あ
る
の
で
、
筆
者
は
こ
の
間
の
三
〇
年

ほ
ど
の
倭
・
百
済
関
係
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

高
句
麗
の
南
下
に
苦
し
ん
で
い
た
百
済
は
昆
支
の
入
質
に
よ
っ
て
倭
国
と

の
関
係
を
修
復
し
、
さ
ら
に
は
広
開
土
王
代
の
よ
う
に
救
援
軍
の
派
遣
も
要

請
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
入
質
に
よ
っ
て
両
国
関

係
は
再
び
強
化
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
関
係
は
一
応
修
復
さ
れ
た
で
あ
ろ
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う
が
、
倭
国
が
救
援
軍
の
派
遣
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ

い
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
倭
王
武
が
遣
使
し

た
四
七
八
年
ま
で
、
倭
の
五
王
が
高
句
麗
と
戦
っ
た
形
跡
が
な
い
こ
と
で
あ

る
。
さ
ら
に
第
二
に
、
四
七
二
年
に
百
済
は
北
魏
に
救
援
要
請
を
す
る
が
、

こ
れ
は
百
済
が
さ
ら
に
苦
境
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
を
物
語
る
と
み
ら
れ
る

か
ら
、
こ
の
こ
ろ
は
倭
国
と
の
提
携
ば
か
り
で
な
く
新
羅
と
の
連
携
も
う
ま

く
い
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
倭
国
は
、
高
句
麗
の
南
下
政
策
に
よ
っ
て
苦

境
に
立
っ
た
百
済
か
ら
質
を
送
ら
れ
て
救
援
を
要
請
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
救
援
軍
を
送
っ
て
高
句
麗
と
対
決
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
考
え
る

し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
倭
の
五
王
の
時
代
、
倭
王
武
の
上
表
文
で
「
高
句
麗

征
討
計
画
」
を
力
説
し
て
い
る
こ
と
と
は
裏
腹
に
、
倭
国
は
明
ら
か
に
百
済

の
軍
事
援
助
に
消
極
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　（
五
）

こ
こ
で
、
倭
の
五
王
の
官
爵
に
も
「
都
督
倭
・
新
羅
・
任
那

0

0

・
加
羅

0

0

・
秦0

韓0

・
慕
韓

0

0

六
国
諸
軍
事
」
な
ど
と
登
場
し
て
く
る
加
耶
諸
国
、
栄
山
江
流
域

勢
力
（
馬
韓
）
と
倭
国
と
の
関
係
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
五
世
紀
の
倭

国
と
加
耶
お
よ
び
栄
山
江
流
域
と
の
関
係
に
関
わ
る
文
献
史
料
は
き
わ
め
て

に
乏
し
い
が
、
周
知
の
よ
う
に
半
島
各
地
か
ら
こ
の
時
期
の
倭
系
遺
物
が
出

土
し
、
列
島
各
地
か
ら
は
逆
に
加
耶
地
域
や
栄
山
江
流
域
に
関
係
す
る
遺
物

が
出
土
す
る
。
そ
の
よ
う
な
考
古
遺
物
か
ら
こ
の
時
代
の
両
地
域
の
交
流
の

研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る）

64
（

。

高
久
健
二
氏
に
よ
れ
ば
、
半
島
の
倭
系
遺
物
は
、
三
世
紀
後
半
〜
五
世
紀

前
葉
は
洛
東
江
下
流
の
加
耶
南
東
部
か
ら
集
中
的
に
出
土
す
る
が
、
土
師
器

系
土
器
の
出
土
状
況
か
ら
み
る
と
、
倭
人
は
こ
の
時
期
に
断
続
的
に
渡
来
し

て
、
比
較
的
短
期
間
、
加
耶
の
海
岸
部
に
定
住
し
て
は
帰
っ
て
行
く
と
い
う

こ
と
を
く
り
返
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ
は
鉄
な
ど
の
交
易
を
目
的
と
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
れ
る
。
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
、
倭
系
遺
物
は

さ
ら
に
栄
山
江
流
域
や
内
陸
部
の
大
加
耶
（
慶
尚
北
道
高
霊
）
方
面
へ
も
分

布
域
を
広
げ
る
と
い
う）

65
（

。
こ
の
う
ち
大
加
耶
に
関
し
て
は
、
朴
天
秀
氏
は
倭

の
交
渉
相
手
が
金
官
加
耶
か
ら
大
伽
耶
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
と
し
て

重
要
視
し
て
い
る
が）

66
（

、
高
久
氏
は
出
土
状
況
の
分
析
な
ど
か
ら
、
大
加
耶
な

ど
の
内
陸
部
へ
は
加
耶
内
部
で
再
分
配
さ
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

文
献
的
に
は
、
倭
国
と
大
加
耶
は
お
お
む
ね
疎
遠
な
関
係
に
あ
っ
た
と
み
ら

れ
る
の
で）

67
（

、
筆
者
は
高
久
氏
の
見
解
を
支
持
し
た
い
。

一
方
、
酒
井
清
治
氏
の
集
成
に
よ
っ
て
、
半
島
に
お
け
る
須
恵
器
お
よ
び

須
恵
器
系
土
器
の
出
土
状
況
は
ほ
か
の
倭
系
遺
物
と
か
な
り
異
な
る
様
相
を

示
す
こ
と
が
判
明
し
て
き
た
。
倭
の
五
王
の
時
代
ま
で
に
相
当
す
る
と
み
ら

れ
る
T
K
二
三
形
式）

68
（

以
前
に
か
ぎ
っ
て
み
る
と
、
須
恵
器
系
土
器
の
出
土
地

は
ほ
と
ん
ど
が
半
島
の
南
西
部
（
全
羅
南
北
道
、
以
下
西
部
と
い
う
）
と
南

東
部
（
慶
尚
南
道
、
以
下
東
部
と
い
う
）
に
集
中
す
る
が
、
両
地
域
で
は
時

期
的
な
変
遷
も
出
土
状
況
も
大
き
く
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
分
布
の
中
心
は

一
貫
し
て
西
部
に
あ
り
、
最
も
古
い
T
K
七
三
形
式
（
五
世
紀
前
半
）
が
出

土
し
た
の
も
西
部
で
あ
る
。
T
K
二
三
形
式
（
五
世
紀
後
半
）
に
な
る
と
西

部
で
は
出
土
点
数
が
急
増
し
て
二
八
点
に
達
し
、
東
部
で
も
出
現
す
る
が
二

点
に
と
ど
ま
る
と
い
う
。
ま
た
出
土
の
ピ
ー
ク
は
、
西
部
で
は
T
K
二
三
〜
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T
K
四
七
（
五
世
紀
末
葉
）
な
の
に
対
し
て
、
東
部
で
は
遅
れ
て
T
K
四
七

〜
M
T
一
五
（
六
世
紀
前
半
）
に
か
け
て
と
さ
れ
る
。
し
か
も
東
部
が
墳

墓
遺
跡
が
主
体
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
部
は
墳
墓
に
加
え
て
住
居
跡
や
溝

跡
な
ど
の
生
活
関
連
遺
構
か
ら
の
出
土
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
列

島
内
の
初
期
須
恵
器
の
系
譜
で
も
、
当
初
は
加
耶
系
で
あ
っ
た
が
、
T
K

七
三
〜
T
K
二
一
六
の
時
期
（
五
世
紀
前
半
）
か
ら
栄
山
江
流
域
系
に
変
遷

し
て
い
く
と
し
て
い
る）

69
（

。

こ
の
よ
う
に
、
須
恵
器
に
限
定
し
て
み
る
と
倭
国
と
の
関
係
が
密
接
な
の

は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
栄
山
江
流
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を
倭
系

遺
物
全
般
の
動
向
と
対
比
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
に
意
義
づ
け
る
か
は
、
五
世

紀
末
以
降
の
栄
山
江
流
域
に
お
け
る
前
方
後
円
墳
築
造
の
問
題
と
も
関
連
し

て
興
味
深
い
が
、
門
外
漢
の
筆
者
の
能
力
を
超
え
た
問
題
で
あ
る
の
で
、
こ

こ
で
は
簡
単
に
全
体
を
概
観
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

倭
系
遺
物
の
出
土
状
況
か
ら
み
る
と
、
こ
の
時
期
の
列
島
と
半
島
の
交
流

は
、
五
世
紀
初
頭
ま
で
は
加
耶
南
東
部
の
金
官
国
の
地
域
に
比
較
的
限
定
さ

れ
て
い
た
が
、
五
世
紀
前
半
ご
ろ
か
ら
栄
山
江
流
域
の
影
響
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
五
世
紀
半
ば
以
降
は
加
耶
南
部
全
域
か
ら
栄
山
江
流
域
へ
と
交

流
圏
が
拡
大
し
て
い
く
と
み
ら
れ
る
。

考
古
資
料
、
な
か
で
も
土
器
は
生
活
文
化
レ
ベ
ル
の
交
流
が
大
き
く
反
映

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
考
古
学
的
事
実
は
、
直
接
的
に

は
生
活
文
化
、
お
よ
び
そ
れ
と
関
連
し
た
交
易
な
ど
の
経
済
活
動
の
分
野
で

の
列
島
と
半
島
の
交
流
を
示
す
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い

く
つ
か
の
点
か
ら
倭
王
権
は
加
耶
お
よ
び
栄
山
江
流
域
と
の
交
流
を
政
治
的

に
も
重
要
視
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
倭
の
五
王
が
宋
に

要
求
し
、授
与
さ
れ
た
官
爵
の
な
か
に
「
任
那
」（
金
官
国
の
別
名
）
や
「
慕

韓
」（
＝
馬
韓
、
栄
山
江
流
域
勢
力
を
指
す
と
み
ら
れ
る
）
と
い
う
名
称
が

含
ま
れ
て
い
る
し
、
第
二
に
五
三
二
年
の
金
官
国
の
新
羅
へ
の
併
合
に
際
し

て
は
、
倭
国
は
安
羅
に
近
江
毛
野
を
派
遣
し
た
り
、「
任
那
日
本
府
」
を
置

い
た
り
し
て
必
死
に
金
官
国
の
再
興
を
画
策
す
る
。
さ
ら
に
は
そ
れ
が
失
敗

に
終
わ
っ
た
あ
と
も
、
金
官
国
を
構
成
す
る
四
邑
の
調
を
「
任
那
の
調
」
と

称
し
て
、
新
羅
に
献
上
さ
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
こ
と
か
ら
み
て
、
倭
王
権
に
と
っ
て
金
官
国
を
は
じ
め
と
す
る
加
耶

南
部
諸
国
や
栄
山
江
流
域
の
勢
力
と
の
関
係
が
政
治
的
に
も
重
要
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

以
上
、
五
世
紀
の
朝
鮮
半
島
と
倭
国
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
情
勢
を
み
て
き

た
。
最
後
に
、
広
開
土
王
代
の
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
と
の
違
い
を
ま
と

め
て
お
き
た
い
。

四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
は
高

句
麗
│
新
羅
と
百
済
│
加
耶
南
部
諸
国
│
倭
国
と
い
う
二
大
陣
営
の
対
抗
関

係
を
基
軸
に
展
開
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
五
世
紀
の
四
二
〇
年
代
に
入
る

と
、
新
羅
の
「
脱
高
句
麗
化
」
の
動
き
が
は
じ
ま
る
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な

国
際
関
係
が
大
き
く
変
動
し
は
じ
め
る
。
ま
ず
羅
済
両
国
は
四
三
〇
年
代
に

講
和
・
交
聘
し
、
し
だ
い
に
軍
事
提
携
を
強
め
て
い
く
が
、
五
世
紀
半
ば
ご

ろ
は
ま
だ
〝
同
盟
〞
と
い
え
る
ほ
ど
強
固
で
継
続
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
高
句
麗
は
五
世
紀
に
入
る
と
、
四
二
七
年
に
は
平
壌
に
遷

都
す
る
な
ど
、
南
下
政
策
を
い
っ
そ
う
強
め
る
。
と
く
に
北
燕
滅
亡
後
の

四
四
〇
年
代
以
降
は
、
連
年
の
よ
う
に
百
済
へ
の
侵
攻
を
く
り
返
し
た
。
さ
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ら
に
馮
弘
の
亡
命
を
め
ぐ
っ
て
一
時
関
係
が
悪
化
し
て
い
た
北
魏
と
も

四
六
二
年
以
降
は
関
係
を
修
復
し
、
ま
す
ま
す
半
島
南
部
へ
の
攻
勢
を
強
め

て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
広
開
土
王
代
の
国
際
関
係
が
急
速
に
変
化
し
て
い
く
な
か
で
、

四
二
〇
年
代
以
降
、
し
だ
い
に
倭
国
と
百
済
の
関
係
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ

た
と
み
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
倭
国
と
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
は
依
然
と
し
て

活
発
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
、
倭
国
は
金
官
・
安
羅
な
ど
の
加
耶
南
部
諸
国

に
加
え
て
、
栄
山
江
流
域
勢
力
と
の
関
係
を
深
め
て
い
く
。
と
く
に
倭
の
五

王
の
時
代
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
急
速
に
栄
山
江
流
域
と
の
交
流
が
盛
ん
に

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
軍
事
的
な
提
携
関
係
が
含
ま
れ
て

い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
が
、
交
易
な
ど
の
経
済
的
な
交
流
を
主
体
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。倭
の
五
王
が
叙
爵
を
求
め
た
官
爵
に
任
那
・

慕
韓
な
ど
加
耶
・
栄
山
江
流
域
に
関
係
の
深
い
地
域
名
を
含
ん
で
い
る
こ
と

に
は
、
右
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

強
ま
る
高
句
麗
の
軍
事
的
圧
力
に
よ
っ
て
苦
境
に
立
っ
た
百
済
は
、

四
六
一
年
に
王
弟
の
昆
支
を
質
と
し
て
倭
国
に
送
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

四
三
〇
年
代
以
降
疎
遠
と
な
っ
て
い
た
両
国
の
関
係
を
修
復
し
、
軍
事
援
助

を
得
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

倭
国
は
百
済
の
軍
事
援
助
に
は
消
極
的
で
、
つ
い
に
四
七
五
年
の
漢
城
陥
落

を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て 

│ 

倭
の
五
王
の
遣
使
目
的 

│

最
後
に
本
稿
で
の
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
改
め
て
倭
の
五
王
の
南
朝
宋
へ
の

遣
使
目
的
と
倭
の
五
王
外
交
の
帰
結
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

二
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
倭
の
五
王
が
遣
使
し
て
冊
封
を
受
け
た
の
は

南
朝
宋
の
四
二
一
〜
四
七
八
年
の
間
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
新
羅
が
「
脱
高

句
麗
化
」
の
道
を
歩
み
は
じ
め
、
さ
ら
に
倭
・
百
済
関
係
が
疎
遠
に
な
っ
て

い
っ
た
時
期
と
、
か
な
り
の
程
度
重
な
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

倭
王
が
倭
国
の
み
な
ら
ず
百
済
・
新
羅
・
任
那
・
秦
韓
・
慕
韓
な
ど
の
都

督
諸
軍
事
号
の
除
正
を
要
請
し
た
こ
と
が
わ
か
る
最
初
が
、
元
嘉
十
五
年

（
四
三
八
）
の
倭
王
珍
の
遣
使
で
あ
る
。
倭
王
讃
が
永
初
二
年
（
四
二
一
）

に
遣
使
し
た
と
き
も
授
爵
さ
れ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
官
爵
を
自
称
し
、

除
正
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。か
り
に
珍
の
と
き
か
ら
半
島
南
部
の
国
家
・

地
域
を
含
む
都
督
諸
軍
事
号
の
除
正
を
要
請
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
百
済
と
の
通
交
記
事
が
と
だ
え
る
時
期
（
四
二
八
〜

四
六
一
年
）
に
相
当
す
る
。
讃
の
と
き
か
ら
だ
と
し
て
も
基
本
的
に
は
同
じ

よ
う
に
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
倭
の
五
王
の
遣
使
と
、
あ
の
特

異
な
都
督
諸
軍
事
号
の
除
正
要
請
は
、
基
本
的
に
百
済
と
の
緊
密
な
関
係
が

変
化
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
朝
鮮
半
島
南
部
の
諸

地
域
を
含
む
都
督
諸
軍
事
号
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
る
原
因
と
し
て
、
こ
の

よ
う
な
事
実
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
広
開
土
王
代
に
あ
っ
た
百
済
│
加
耶
南
部
諸
国
│
倭
国
vs.
高

句
麗
│
新
羅
と
い
う
二
大
陣
営
の
対
立
軸
が
、
新
羅
の
「
脱
高
句
麗
化
」
の

動
き
に
よ
っ
て
く
ず
れ
だ
し
、
新
た
に
新
羅
│
百
済
の
提
携
関
係
が
形
作
ら

れ
て
い
く
の
が
五
世
紀
の
朝
鮮
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
の
最
大
の
ポ
イ
ン

ト
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
で
主
要
な
対
立
軸
は
高
句
麗
vs.
新

羅
│
百
済
に
移
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
、
本
稿
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
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た
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
な
国
際
情
勢
の
な
か
で
、
倭
国
が
ど
の
よ
う
な
外
交
政
策
を

と
っ
た
か
を
考
え
て
み
る
と
、
一
つ
は
加
耶
諸
国
・
栄
山
江
流
域
勢
力
と
の

関
係
強
化
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
反
高
句
麗
勢
力
の
な
か
で
の
倭
国
の
主
導

権
の
回
復
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
倭
国
は
広
開
土
王
代
の
四
〇
〇
年
前

後
に
百
済
か
ら
太
子
腆
支
（
直
支
）
の
入
質
を
受
け
た
が
、
そ
れ
に
相
前
後

し
て
新
羅
か
ら
も
王
子
未
斯
欣
（『
三
国
史
記
』
の
表
記
。『
三
国
遺
事
』
で

は
「
美
海
」、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
微み

叱し

己こ

知ち

」）
が
質
と
し
て
送
ら
れ
て

き
た
こ
と
が
、
彼
我
の
複
数
の
文
献
に
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時

期
、
倭
国
は
高
句
麗
と
対
決
し
て
い
た
百
済
ば
か
り
で
な
く
、
新
羅
か
ら
も

質
を
受
け
入
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
半
島
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
の
な
か
で
高
句

麗
に
も
対
置
し
う
る
、
主
導
的
な
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
倭
国
の
地
位
は
、
本
稿
で
み
た
よ
う
に
、
五
世
紀
に
入
る
と

大
き
く
転
換
す
る
。
半
島
を
舞
台
と
し
た
武
力
抗
争
が
激
し
さ
を
増
す
一
方

で
、
倭
国
は
、
新
た
に
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
高
句
麗
vs.
新
羅
│
百
済
と
い

う
対
抗
軸
か
ら
疎
外
さ
れ
、
朝
鮮
諸
国
へ
の
影
響
力
は
急
速
に
低
下
し
て

い
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
倭
の
五
王
の
遣
使
が
は
じ
ま
っ

た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
こ
で
倭
王
珍
ら
の
と
っ
た
戦
略
が
、
反
高
句
麗
勢
力
の
盟
主
を
標
榜
す

る
こ
と
で
そ
れ
に
見
合
っ
た
官
爵
を
獲
得
し
、
影
響
力
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た

加
耶
諸
国
や
栄
山
江
流
域
勢
力
ば
か
り
で
な
く
、
高
句
麗
と
の
武
力
抗
争
の

当
事
者
と
な
っ
て
い
た
百
済
・
新
羅
両
国
に
対
し
て
も
主
導
的
地
位
を
回
復

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
る
と
、
倭

国
が
な
ぜ
執
拗
に
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
号
を
要
求
し
続
け
た
の
か
が
よ
く

理
解
で
き
よ
う
。
新
羅
と
の
提
携
関
係
を
強
め
つ
つ
あ
っ
た
百
済
に
対
し
て

影
響
力
を
強
め
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
す
で
に
百
済
王
を
「
都
督
百
済

諸
軍
事
」
に
除
正
し
て
い
る
宋
朝
か
ら
同
じ
称
号
を
獲
得
す
る
必
要
が
あ
る）
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と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
四
六
一
年
に
百
済
の
蓋
鹵
王
が
「
脩
二
先
王
之

好
一
」
た
め
に
昆
支
を
倭
に
質
と
し
て
送
っ
て
き
た
こ
と
は
、
倭
国
に
と
っ

て
百
済
へ
の
影
響
力
を
回
復
す
る
千
載
一
遇
の
好
機
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、倭
国
は
百
済
の
軍
事
援
助
に
乗
り
出
さ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
、
広
開
土
王
碑
に
み
え
る
倭
国
軍
の
二
度
の
敗
戦
は
、
そ
の
後
の

百
済
と
倭
国
の
外
交
政
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
百
済
が
、
そ
の
後
新
羅
と
の
提
携
の
道
を
歩
む
よ
う
に
な
る
の
は
、

こ
の
敗
戦
に
よ
っ
て
〝
倭
軍
、
頼
み
と
す
る
に
足
ら
ず
〞
と
い
う
認
識
を
も

つ
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
ほ
か
に
同
盟
国
を
求
め
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
一
方
、
倭
国
は
二
度
の
敗
戦
に
よ
っ
て
高
句

麗
軍
の
強
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
、
以
後
、
高
句
麗
と
の
軍
事
衝
突
を
回
避
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
と
、
以
後
の
倭
国
を
め
ぐ
る
国
際

関
係
の
推
移
が
よ
く
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
倭
の
五
王
の
外
交
政
策
は
大
き
な
矛
盾
を
か
か
え
て
い
た
と
考

え
る
。
そ
れ
は
、
反
高
句
麗
勢
力
の
盟
主
を
標
榜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
句

麗
並
み
の
官
爵
を
宋
朝
に
要
求
し
な
が
ら
、
高
句
麗
と
の
武
力
衝
突
は
回
避

す
る
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
軍
事
力
に
よ
っ
て
正
面
か
ら
高
句
麗
と
対
抗
す

る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
こ
と
を
悟
っ
た
倭
国
は
、
高
句
麗
並
み
の
官
爵
を
獲

得
す
る
こ
と
で
反
高
句
麗
勢
力
の
盟
主
た
る
こ
と
を
百
済
・
新
羅
に
認
め
さ
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せ
、
広
開
土
王
代
の
よ
う
な
主
導
的
地
位
を
回
復
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
倭
の
五
王
が
こ
ぞ
っ
て
官
爵
の
除
正
を
遣
使
の
最
大
の
目

的
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
外
交
方
針
を
と
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

四
七
七
年
の
倭
王
武
の
遣
使
も
、
基
本
的
に
は
右
の
路
線
の
延
長
に
あ
っ

た
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
漢
城
陥
落
後
の
新
た
な
情
勢
へ
の
対
応

と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
新
た
な
情
勢
と
は
、
高
句
麗
の
軍

事
的
脅
威
を
痛
感
し
た
新
羅
・
百
済
両
国
が
さ
ら
に
軍
事
提
携
を
強
め
、

四
八
〇
年
代
初
頭
に
は
軍
事
同
盟
の
結
成
に
い
た
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
両
国
の
動
き
を
察
知
し
た
倭
王
武
は
、
父
王
済
以
来
、「
高
句
麗
征
討

計
画
」
を
悲
願
と
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
倭
国
が
反
高
句
麗
勢
力
の
盟

主
た
る
こ
と
を
主
張
し
て
、「
開
府
儀
同
三
司
」
と
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」

を
含
む
こ
れ
ま
で
以
上
の
官
爵
の
除
正
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
百
済
を
上
回

る
官
爵
を
獲
得
す
る
こ
と
で
、
羅
済
両
国
の
急
速
な
接
近
の
動
き
に
割
っ
て

入
り
、倭
国
の
主
導
的
立
場
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
の
も
く
ろ
み
は
あ
え
な
く
失
敗
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。

漢
城
陥
落
後
の
国
際
情
勢
を
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
か
は
、『
日
本
書
紀
』

と
『
三
国
史
記
』
の
所
伝
が
大
き
く
乖
離
し
て
い
て
、
き
わ
め
て
む
ず
か
し

い
。『
日
本
書
紀
』
雄
略
二
十
三
年
（
四
七
九
）
四
月
条
に
は
、
百
済
の
文

斤
王
（『
三
国
史
記
』
の
三
斤
王
の
こ
と
か
）
が
薨
じ
た
の
で
、
天
皇
は
昆

支
の
第
二
子
末
多
王
を
内
裏
に
よ
ん
で
頭
を
な
で
な
が
ら
訓
戒
を
授
け
て
百

済
王
に
冊
立
し
、
筑
紫
の
軍
士
五
〇
〇
人
を
付
け
て
本
国
ま
で
衛
送
し
、
こ

れ
が
東
城
王
と
な
っ
た
と
い
う
話
を
載
せ
る
。こ
の
よ
う
に『
日
本
書
紀
』は
、

倭
王
権
が
南
遷
後
の
百
済
の
再
興
に
深
く
関
与
し
た
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
。
二
十
三
年
条
は
か
な
り
記
事
が
具
体
的
な
の
で
、
基
本
的
に
事
実
と
み

な
す
の
が
通
説
で
あ
る
が
、『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
昆
支
は
四
七
七
年
以

前
に
百
済
に
帰
国
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
、『
日
本
書
紀
』
が
そ

の
後
も
末
多
王
ら
が
倭
国
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
す
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る

意
見
も
あ
る）
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。

ま
た
、も
し
東
城
王
が
雄
略
天
皇
に
冊
立
さ
れ
た
の
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
あ
と
百
済
に
対
す
る
倭
王
権
の
影
響
力
は
増
大
す
る
の
が
自
然
で
あ
る

が
、
事
実
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
、

東
城
王
代
は
羅
済
関
係
が
〝
同
盟
〞
と
よ
ぶ
の
に
ふ
さ
わ
し
い
内
実
を
も
つ

よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
あ
り
、
両
国
軍
は
再
三
に
わ
た
っ
て
共
同
で
高
句
麗

軍
と
戦
い
、
撃
退
し
て
い
る
。
つ
ま
り
倭
国
に
長
期
滞
在
し
た
と
さ
れ
る
東

城
王
は
、
倭
国
に
救
援
要
請
は
い
っ
さ
い
お
こ
な
わ
ず
に
、
新
羅
と
の
同
盟

関
係
を
強
化
し
て
高
句
麗
の
南
下
政
策
に
対
抗
す
る
路
線
を
ひ
た
走
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、一
見
相
反
す
る
事
実
を
伝
え
る
『
三
国
史
記
』
と
『
日

本
書
紀
』
の
描
く
漢
城
陥
落
後
の
倭
・
百
済
関
係
を
ど
の
よ
う
に
し
て
整
合

的
に
理
解
す
る
か
が
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

注（
1
） 

田
中
俊
明
「
韓
国
の
前
方
後
円
形
古
墳
の
被
葬
者
・
造
墓
集
団
に
対
す
る
私
見
」（
朝

鮮
学
会
編
『
前
方
後
円
墳
と
古
代
日
朝
関
係
』
同
成
社
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
2
） 

拙
著
『
大
王
か
ら
天
皇
へ
』〈
日
本
の
歴
史
03
巻
〉（
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
）
七
二

〜
七
三
頁
。

（
3
） 
坂
元
義
種
『
倭
の
五
王 

│ 

空
白
の
五
世
紀 

│
』（
教
育
社
、
一
九
八
一
年
）
一
六
三

頁
以
下
。

（
4
） 

鈴
木
英
夫
「
倭
の
五
王
時
代
の
内
外
の
危
機
と
渡
来
系
集
団
の
進
出 

│
「
高
句
麗
征

討
計
画
」
の
意
義
―
」（『
古
代
の
倭
国
と
朝
鮮
諸
国
』
青
木
書
店
、
一
九
九
六
年
）。
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（
5
） 

坂
元
氏
、
前
掲
『
倭
の
五
王 

│ 

空
白
の
五
世
紀 

│
』
一
七
九
頁
以
下
。

（
6
） 

石
井
正
敏
「
5
世
紀
の
日
韓
関
係 

│ 

倭
の
五
王
と
高
句
麗
・
百
済 

│
」『
日
韓
歴
史

共
同
研
究
委
員
会
報
告
書　

第
一
期　

第
一
分
科
〈
古
代
〉』（
二
〇
〇
五
年
）。

（
7
） 
坂
元
義
種
「
倭
の
五
王
の
爵
号
問
題 

│ 

武
の
自
称
称
号
を
中
心
に 

│
」（『
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
日
本
古
代
史 

下
』
光
文
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
8
） 

代
表
的
な
も
の
と
し
て
廣
瀬
憲
雄
『
古
代
日
本
外
交
史 

│ 

東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
視
点

か
ら
読
み
直
す 
│
』〈
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
〉（
講
談
社
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
げ
ら

れ
る
。
吉
川
真
司
『
飛
鳥
の
都　

シ
リ
ー
ズ
日
本
古
代
史 

③
』〈
岩
波
新
書
〉（
岩
波

書
店
、
二
〇
一
一
年
）
も
ま
た
「
ユ
ー
ラ
シ
ア
東
部
」
と
い
う
枠
組
み
で
七
世
紀
の

倭
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
を
叙
述
し
て
い
る
。

（
9
） 

上
表
文
の
文
体
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
福
井
佳
夫
「
倭
国
王
武
「
遣
使
上
表
」
に
つ

い
て
（
上
・
下
）」（『
中
京
国
文
学
』
第
一
四
、 

一
五
号
、
一
九
九
五
・
九
六
年
）
参
照
。

な
お
、
鈴
木
英
夫
「
倭
王
武
上
表
文
の
基
礎
的
考
察
」（
前
掲
『
古
代
の
倭
国
と
朝
鮮

諸
国
』）
は
古
代
史
学
の
立
場
か
ら
研
究
史
を
丹
念
に
整
理
し
つ
つ
上
表
文
の
検
討
を

お
こ
な
っ
た
労
作
で
あ
る
。
ま
た
近
年
の
上
表
文
の
研
究
と
し
て
、
河
内
春
人
「
倭

王
武
の
上
表
文
と
文
章
表
記
」（『
国
史
学
』
一
八
一
、二
〇
〇
三
年
）、
田
中
史
生
「
武

の
上
表
文 

│ 

も
う
ひ
と
つ
の
東
ア
ジ
ア 

│
」『
文
字
と
古
代
日
本
2　

文
字
に
よ
る

交
流
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）、
川
崎
晃
「
倭
王
武
の
上
表
文
」（『
東
ア
ジ
ア

世
界
の
成
立
』〈
日
本
の
対
外
関
係
1
〉
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
10
） 

内
田
清
「
百
済
・
倭
の
上
表
文
の
原
典
に
つ
い
て
」（『
東
ア
ジ
ア
の
古
代
文
化
』

八
六
、一
九
九
六
年
）。

（
11
） 

田
中
氏
、
前
掲
「
武
の
上
表
文
」。

（
12
） 

湯
浅
幸
孫
「
倭
国
王
武
の
上
表
文
に
つ
い
て
」（『
史
林
』
六
四
巻
一
号
、一
九
八
一
年
）。

（
13
） 

河
内
氏
、
前
掲
「
倭
王
武
の
上
表
文
と
文
章
表
記
」、
川
崎
氏
、
前
掲
「
倭
王
武
の
上

表
文
」。

（
14
） 

「
融
泰
」
の
意
味
は
、
湯
浅
氏
、
前
掲
「
倭
国
王
武
の
上
表
文
に
つ
い
て
」
に
よ
る
。

（
15
） 

「
廓
土
遐
畿
」
の
解
釈
に
は
諸
説
あ
る
が
、こ
こ
で
は
「
土
（
＝
領
土
）
を
廓
き
、畿
（
皇

帝
の
支
配
の
お
よ
ぶ
境
）
を
遐は

る

か
に
す
」
と
訓
ん
だ
。

（
16
） 

西
嶋
定
生
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』〈
U
P
選
書
〉（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
五

年
）
七
五
頁
以
下
。

（
17
） 

山
尾
幸
久
『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
三
一
一
頁
。

（
18
） 

川
崎
氏
、
前
掲
「
倭
王
武
の
上
表
文
」。

（
19
） 

西
嶋
氏
、
前
掲
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』
七
四
頁
。

（
20
） 

福
井
氏
、
前
掲
「
倭
国
王
武
「
遣
使
上
表
」
に
つ
い
て
（
上
）」。

（
21
） 

拙
著
、
前
掲
『
大
王
か
ら
天
皇
へ
』
七
七
頁
。

（
22
） 

拙
著
、『
大
王
か
ら
天
皇
へ　

日
本
の
歴
史
03
』〈
講
談
社
学
術
文
庫
〉（
講
談
社
、

二
〇
〇
八
年
）
三
六
〇
頁
参
照
。

（
23
） 

拙
著
、
前
掲
『
大
王
か
ら
天
皇
へ
』
七
七
頁
。

（
24
） 

福
井
氏
、
前
掲
「
倭
国
王
武
「
遣
使
上
表
」
に
つ
い
て
（
上
）」。

（
25
） 

坂
元
義
種
「
中
国
史
書
対
倭
関
係
記
事
の
検
討 

│ 

藤
間
生
大
『
倭
の
五
王
』
を
通
し

て 

│
」（『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』
吉
川
弘
文
館
、一
九
七
八
年
）
四
六
三
頁
。

（
26
） 

福
井
氏
、
前
掲
「
倭
国
王
武
「
遣
使
上
表
」
に
つ
い
て
（
上
）」。

（
27
） 

廣
瀬
憲
雄
「
倭
の
五
王
の
冊
封
と
劉
宋
遣
使 

│ 

倭
王
武
を
中
心
に 

│
」（
鈴
木
靖
民
・

金
子
修
一
編
『
梁
職
貢
図
と
東
部
ユ
ー
ラ
シ
ア
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）。

（
28
） 

西
嶋
氏
、
前
掲
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』
七
四
頁
。

（
29
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「
倭
王
武
上
表
文
の
基
礎
的
考
察
」。

（
30
） 

川
崎
氏
、
前
掲
「
倭
王
武
の
上
表
文
」。

（
31
） 

山
尾
氏
、
前
掲
『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
三
〇
三
・
三
〇
四
・
三
二
七
頁
。

（
32
） 

坂
元
義
種「
五
世
紀
の
日
本
と
朝
鮮 

│ 

中
国
南
朝
の
封
冊
と
関
連
し
て 

│
」（
前
掲『
古

代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』）。

（
33
） 

鈴
木
靖
民
「
倭
の
五
王
の
内
政
と
外
交
」（
林
陸
朗
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代

の
政
治
と
制
度
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
）。

（
34
） 
坂
元
義
種
「
倭
の
五
王 

│ 

そ
の
遣
使
と
授
爵
を
め
ぐ
っ
て 

│
」（
前
掲
『
古
代
東
ア

ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』）。

（
35
） 

石
井
氏
、
前
掲
「
5
世
紀
の
日
韓
関
係 

│ 

倭
の
五
王
と
高
句
麗
・
百
済 

│
」。

（
36
） 

田
中
史
生
「
倭
の
五
王
と
列
島
支
配
」（『
岩
波
講
座 

日
本
歴
史 

原
始
・
古
代
1
』
岩
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波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）。

（
37
） 

氣
賀
澤
保
規
「
倭
人
が
み
た
隋
の
風
景
」（『
遣
隋
使
の
み
た
風
景 

│ 

東
ア
ジ
ア
か
ら

の
新
視
点 

│
』
八
木
書
店
、
二
〇
一
二
年
）。

（
38
） 
坂
元
氏
、
前
掲
「
倭
の
五
王 

│ 

そ
の
遣
使
と
授
爵
を
め
ぐ
っ
て 

│
」。
な
お
高
句
麗

に
つ
い
て
も
、『
南
斉
書
』
東
南
夷
伝
高
麗
国
条
は
建
元
元
年
に
進
号
し
た
と
あ
る
が
、

同
書
巻
二
・
高
帝
本
紀
で
は
進
号
を
建
元
二
年
四
月
の
こ
と
と
す
る
。

（
39
） 

坂
元
義
種「
古
代
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
」（
前
掲『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
日
本
と
朝
鮮
』）。

（
40
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「
倭
の
五
王
時
代
の
内
外
の
危
機
と
渡
来
系
集
団
の
進
出 

│ 「
高
句

麗
征
討
計
画
」
の
意
義 
│
」。

（
41
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「
倭
王
武
上
表
文
の
基
礎
的
考
察
」。

（
42
） 

坂
元
氏
、
前
掲
「
倭
の
五
王 

│ 
そ
の
遣
使
と
授
爵
を
め
ぐ
っ
て 

│
」。

（
43
） 

山
尾
氏
、
前
掲
『
日
本
古
代
王
権
形
成
史
論
』
二
九
六
頁
。

（
44
） 

鈴
木
英
夫
「
倭
王
武
の
対
宋
外
交
の
一
側
面 
│ 
昇
明
元
年
の
遣
使
の
倭
王
を
め
ぐ
っ

て 

│
」（
前
掲
『
古
代
の
倭
国
と
朝
鮮
諸
国
』）。

（
45
） 

廣
瀬
氏
、
前
掲
「
倭
の
五
王
の
冊
封
と
劉
宋
遣
使 
│ 
倭
王
武
を
中
心
に 

│
」。

（
46
） 

福
井
氏
、
前
掲
「
倭
国
王
武
「
遣
使
上
表
」
に
つ
い
て
（
上
）」。

（
47
） 

廣
瀬
氏
、
前
掲
「
倭
の
五
王
の
冊
封
と
劉
宋
遣
使 

│ 

倭
王
武
を
中
心
に 

│
」。
廣
瀬

氏
は
こ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、「
冊
封
は
、
倭
国
国
内
の
統
治
を
行
う
上
で
の

意
味
は
大
き
く
は
な
」
い
と
し
、
鈴
木
靖
民
氏
が
提
唱
し
た
「
府
官
制
」（
鈴
木
氏
、

前
掲
「
倭
の
五
王
の
内
政
と
外
交
」）
に
も
全
面
的
な
見
直
し
が
必
要
な
こ
と
を
論
じ

て
い
る
。
筆
者
も
こ
の
見
解
を
支
持
し
た
い
。

（
48
） 

田
中
俊
明
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」 

│ 

加
耶
琴
だ
け
が
残
っ
た 

│
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
二
年
）
一
九
二
頁
以
下
。

（
49
） 

以
下
、
碑
の
釈
文
は
武
田
幸
男
『
廣
開
土
王
碑
原
石
拓
本
集
成
』（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
八
年
）
に
よ
っ
た
。

（
50
） 

田
中
俊
明
「
高
句
麗
の
「
任
那
加
羅
」
侵
攻
を
め
ぐ
る
問
題
」（『
古
代
武
器
研
究
』
二
、

二
〇
〇
一
年
）。

（
51
） 

武
田
幸
男
「
新
羅
官
位
制
の
成
立
」（
旗
田
巍
先
生
古
稀
記
念
会
編
『
朝
鮮
歴
史
論
集
』

上
、
龍
渓
書
舎
、
一
九
七
九
年
）、
同
氏
「
五
〜
六
世
紀
東
ア
ジ
ア
史
の
一
視
点 

│ 

高

句
麗
『
中
原
碑
』
か
ら
新
羅
『
赤
城
碑
』
へ 

│
」（『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
け
る
日
本

古
代
史
講
座
4　

朝
鮮
三
国
と
倭
国
』、
学
生
社
、
一
九
八
〇
年
）。

（
52
） 

糸
永
佳
正
「
新
羅
の
高
句
麗
か
ら
の
自
立
時
期
に
つ
い
て
」（
大
阪
教
育
大
学
歴
史
研

究
室
『
歴
史
研
究
』
三
六
、一
九
九
九
年
）。

（
53
） 

井
上
直
樹
「
高
句
麗
の
対
北
魏
外
交
と
朝
鮮
半
島
情
勢
」（『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』

三
八
、二
〇
〇
〇
年
）。

（
54
） 

木
村
誠
「
新
羅
国
家
生
成
期
の
外
交
」（『
古
代
朝
鮮
の
国
家
と
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
〇
四
年
、
初
出
は
一
九
九
二
年
）。

（
55
） 

以
下
の
羅
済
関
係
に
関
す
る
記
述
は
、
木
村
氏
、
前
掲
「
新
羅
国
家
生
成
期
の
外
交
」、

拙
稿
「
五
世
紀
の
倭
・
百
済
関
係
と
羅
済
同
盟
」（『
ア
ジ
ア
文
化
史
研
究
』
七
、

二
〇
〇
七
年
。
初
出
は
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
参
照
。

（
56
） 

鄭
雲
龍
「
羅
済
同
盟
期
の
新
羅
と
百
済
の
関
係
」（『
白
山
學
報
』
四
六
、一
九
九
六
年
）

参
照
。

（
57
） 

鄭
氏
、
前
掲
「
羅
済
同
盟
期
の
新
羅
と
百
済
の
関
係
」。

（
58
） 

拙
稿
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」（『
百
済
と
倭
国
』
高
志
書
院
、

二
〇
〇
八
年
）
な
ど
参
照
。

（
59
） 

武
田
幸
男
「
長
寿
王
の
東
ア
ジ
ア
認
識
」（『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
）。

（
60
） 

坂
元
義
種
「
南
北
朝
諸
文
献
に
見
え
る
朝
鮮
三
国
と
倭
国
」（『
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お

け
る
日
本
古
代
史
講
座
3　

倭
国
の
形
成
と
古
文
献
』
学
生
社
、
一
九
八
一
年
）。

（
61
） 

井
上
氏
、
前
掲
「
高
句
麗
の
対
北
魏
外
交
と
朝
鮮
半
島
情
勢
」。

（
62
） 

井
上
氏
、
前
掲
「
高
句
麗
の
対
北
魏
外
交
と
朝
鮮
半
島
情
勢
」。

（
63
） 
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
』
は
、
底
本
（
卜
部
兼
右
本
）
の
「
先
」
を
前

田
本
・
宮
内
庁
本
に
よ
っ
て
「
兄
」
に
改
め
て
い
る
が
、
こ
こ
は
底
本
に
従
っ
た
。

そ
れ
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
『
日
本
書
紀
』
応
神
八
年
三
月
条
所
引
『
百
済
記
』
に

も
「
遣
二
王
子
直
支
于
天
朝
一
、
以
脩

0

0

二
先
王
之
好

0

0

0

0

一
也0

」
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
が

あ
る
こ
と
と
、「
兄
王
」
よ
り
も
「
先
王
」
の
方
が
意
味
が
明
確
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
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「
先
」
と
「
兄
」
は
字
形
が
類
似
す
る
の
で
、
筆
写
の
際
に
書
き
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
64
） 

高
久
健
二
「
韓
国
の
倭
系
遺
物 

│ 

加
耶
地
域
出
土
の
倭
系
遺
物
を
中
心
に 

│
」（『
国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
一
〇
集
、
二
〇
〇
四
年
）、
朴
天
秀
『
加
耶
と

倭 
│ 

韓
半
島
と
日
本
列
島
の
考
古
学 

│
』〈
講
談
社
選
書
メ
チ
エ
三
九
八
〉（
講
談
社
、

二
〇
〇
七
年
）、
亀
田
修
一
「
遺
跡
・
遺
物
に
み
る
倭
と
東
ア
ジ
ア
」（
前
掲
『
東
ア

ジ
ア
世
界
の
成
立
』）、酒
井
清
治
『
土
器
か
ら
見
た
古
墳
時
代
の
日
韓
交
流
』
同
成
社
、

二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

（
65
） 

高
久
氏
、
前
掲
「
韓
国
の
倭
系
遺
物 

│ 

加
耶
地
域
出
土
の
倭
系
遺
物
を
中
心
に 

│
」。

（
66
） 

朴
氏
、
前
掲
『
加
耶
と
倭 
│ 

韓
半
島
と
日
本
列
島
の
考
古
学 

│
』。

（
67
） 

田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」 

│ 

加
耶
琴
だ
け
が
残
っ
た 

│
』

一
五
一
・
二
〇
四
頁
な
ど
参
照
。

（
68
） 

須
恵
器
の
年
代
に
つ
い
て
は
『
年
代
の
も
の
さ
し 

│ 

陶
邑
の
須
恵
器 

│
』（
大
阪
府

立
近
つ
飛
鳥
博
物
館
、
二
〇
〇
六
年
）
を
参
照
し
た
。

（
69
） 

酒
井
氏
、
前
掲
『
土
器
か
ら
見
た
古
墳
時
代
の
日
韓
交
流
』。

（
70
） 

既
述
の
よ
う
に
、
坂
元
氏
が
主
張
し
た
「
一
地
域
二
軍
権
」
が
成
り
立
た
な
い
と
す

れ
ば
、
む
し
ろ
百
済
王
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
倭
国
王
が
「
都
督
百
済
諸
軍
事
」
に
除

正
さ
れ
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
と
考
え
る
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
71
） 

田
中
俊
明
「
百
済
文
周
王
系
の
登
場
と
武
寧
王
」（『
有
光
教
一
先
生
白
寿
記
念
論
叢　

高
麗
美
術
館
研
究
紀
要
第
5
号
』（
二
〇
〇
六
年
）


