
は
じ
め
に

『

魏
志
倭
人
伝』

に
み
え
る
邪
馬
台
国
や
卑
弥
呼
は
い
ま
や
国
民
的
関
心

を
あ
つ
め
て
い
る
歴
史
上
の
話
題
で
あ
る
。
最
近
私
は『

邪
馬
台
国
の
滅
亡』

(

歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
吉
川
弘
文
館)

と
い
う
拙
著
で
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
い
さ
さ
か
私
見
を
あ
き
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
は
、『

倭
人
伝』

の
ほ
か
に

『

古
事
記』

や

『

日
本
書
紀』

と
い
っ
た
日
本
側
の
文
献
も
用
い

て
、
邪
馬
台
国
が
北
部
九
州
に
所
在
し
、
三
六
八
年
ご
ろ
最
終
的
に
大
和
政

権
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
た
と
論
じ
た
。
だ
が
、
拙
著
で
は
邪
馬
台
国
の
滅
亡

と
大
和
政
権
に
よ
る
九
州
制
圧
ま
で
を
叙
述
す
る
に
と
ど
め
、
そ
れ
以
降
の

推
移
に
つ
い
て
は
論
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
の
拙
著
で
の

考
察
を
ふ
ま
え
、
邪
馬
台
国
以
後
の
九
州
と
大
和
政
権
と
の
関
係
に
つ
い
て

卑
見
を
述
べ
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

邪馬台国以後の九州と大和

( 1 )

邪
馬
台
国
以
後
の
九
州
と
大
和

若

井

敏

明

キ
ー
ワ
ー
ド：

邪
馬
台
国
、
筑
紫
国
造
、
磐
井

要

約

景
行
天
皇
の
遠
征
の
あ
と
、
九
州
も
大
和
政
権
に
よ
っ
て
国
と
県
が
設
置
さ
れ
た
。
国
県
制
は
景
行
朝
で
の
版
図
の
拡
大
を
う
け
て
、
次
代
の
成
務
朝
に
そ
れ
ま
で
の
萌
芽

的
な
地
方
支
配
の
整
備
し
た
も
の
で
、
九
州
東
部
や
南
部
の
国
造
は
、
宇
佐
以
外
は
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
王
族
な
い
し
は
そ
の
側
近
で
あ
っ
た
。
こ
の
分
布
は
、
ま
だ
大
和

政
権
に
屈
し
て
い
な
い
か
つ
て
の
邪
馬
台
国
連
合
を
包
囲
す
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
こ
の
と
き
に
は
征
服
さ
れ
な
か
っ
た
北
部
九
州
の
う
ち
、
玄
界
灘
に
面
し
た
福
岡
平
野
と

そ
の
周
辺
の
地
域
は
、
四
世
紀
の
半
ば
の
仲
哀
天
皇
に
よ
る
遠
征
の
際
に
は
大
和
に
帰
順
し
、
内
陸
部
の
筑
後
平
野
を
中
心
と
し
た
地
域
が
最
後
ま
で
抵
抗
し
た
。
そ
の
後
大

和
政
権
は
あ
ら
た
な
征
服
地
に
県
制
を
施
行
し
、
さ
ら
に
筑
紫
国
造
を
置
い
て
か
つ
て
の
邪
馬
台
国
連
合
の
故
地
全
般
を
支
配
し
た
。

国
造
と
な
っ
た
筑
紫
君
は
大
彦
命
の
後
裔
氏
族
で
、
そ
の
墳
墓
と
思
わ
れ
る
八
女
古
墳
群
の
最
古
の
前
方
後
円
墳
、
石
人
山
古
墳
は
五
世
紀
半
ば
の
築
造
、
い
ず
れ
も
筑
紫

国
造
が
大
和
政
権
の
北
部
九
州
制
圧
後
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
推
定
と
矛
盾
せ
ず
、
筑
紫
君
は
九
州
の
ほ
か
の
国
造
と
同
様
に
中
央
を
出
自
と
す
る
。
筑
紫
国
造
の
重
要
な
職

務
は
、
そ
の
管
理
下
に
あ
る
港
湾
を
も
っ
て
、
外
国
使
節
を
迎
え
さ
ら
に
中
央
へ
と
導
く
こ
と
、
そ
し
て
海
外
へ
使
節
や
軍
隊
を
送
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
磐
井
が
お
こ
し
た
乱

は
、
国
造
制
の
も
つ
限
界
を
朝
廷
に
知
ら
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
朝
廷
は
国
造
制
の
な
か
に
屯
倉
制
を
組
み
入
れ
て
ゆ
く
。
磐
井
が
反
乱
を
お
こ
し
た
動
機
も
国
造

政
策
と
の
関
係
で
み
る
べ
き
で
、
雄
略
天
皇
以
降
の
国
造
へ
の
抑
圧
や
貢
納
の
強
化
な
ど
が
そ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。



一

邪
馬
台
国
包
囲
網
の
形
成

大
和
政
権
に
よ
る
九
州
進
出
は『

記
紀』

に
よ
れ
ば
二
度
お
こ
な
わ
れ
た
。

最
初
が
景
行
天
皇
の
時
代
で
あ
り
、『

古
事
記』

は
天
皇
の
皇
子
、
小
碓
皇

子
つ
ま
り
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
に
よ
る
ク
マ
ソ
タ
ケ
ル
の
征
伐
と
い
う
説
話
を
記

し
て
い
る
が
、『

日
本
書
紀』

は
そ
れ
以
外
に
天
皇
自
身
に
よ
る
遠
征
記
事

を
か
か
げ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
記
述
が
九
州
の
風
土
記
に
も
み
え
る
。

そ
し
て
二
度
目
が
景
行
天
皇
の
孫
に
あ
た
る
仲
哀
天
皇
に
よ
る
遠
征
で
あ
っ

て
、
最
終
的
に
九
州
北
部
が
大
和
政
権
に
服
属
し
た
の
は
こ
の
と
き
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
私
が
邪
馬
台
国
の
滅
亡
と
呼
ぶ
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

こ
で
ま
ず
は
じ
め
に
、
邪
馬
台
国
が
滅
亡
し
た
こ
ろ
の
九
州
地
域
の
状
況
に

つ
い
て
、
私
見
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

景
行
天
皇
に
よ
る
九
州
遠
征
は

『

日
本
書
紀』

に
よ
れ
ば
、
九
州
東
北
部

に
上
陸
し
、
現
在
の
大
分
県
か
ら
宮
崎
県
さ
ら
に
熊
本
県
に
お
よ
ん
だ
ら
し

い
。
景
行
天
皇
の
実
年
代
は
、
拙
著
で
論
じ
た
よ
う
に
天
皇
在
世
中
に
誕
生

し
た
と
お
も
わ
れ
る
孫
の
仲
哀
天
皇
が
三
六
六
年
ご
ろ
に
な
く
な
っ
て
い
る

の
で
、
四
世
紀
初
頭
に
は
及
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
景

行
天
皇
に
よ
る
九
州
計
略
は
三
世
紀
末
な
い
し
四
世
紀
初
頭
の
こ
と
と
一
応

は
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
景
行
天
皇
に
よ
る
遠
征
に
よ
り
、

九
州
の
東
部
か
ら
南
部
に
か
け
て
は
四
世
紀
初
頭
に
は
大
和
政
権
の
も
と
に

属
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は
豊
、
襲
、
熊
の
地
域
で
あ
る
。
こ

の
う
ち
、
熊
の
地
域
が

『

魏
志
倭
人
伝』

に
女
王
国
の
南
に
位
置
し
て
い
た

と
い
う
狗
奴
国
に
相
当
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

で
は
、
大
和
政
権
は
そ
れ
ら
の
地
域
を
ど
の
よ
う
に
統
治
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
こ
で
ま
ず
、
大
和
政
権
の
地
方
支
配
の
一
般
的
あ
り
方
に
つ
い
て

述
べ
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

大
和
政
権
の
地
方
支
配
の
根
幹
は
国
と
県
で
あ
っ
た
。『

古
事
記』

は
そ

の
成
務
天
皇
の
段
で

｢

建
内
宿
禰
を
大
臣
と
し
て
、
大
国
小
国
の
国
造
を
定

め
た
ま
ひ
き
、
ま
た
国
々
の
堺
、
ま
た
大
県
小
県
の
県
主
を
定
め
た
ま
ひ
き｣

と
記
し
、『

日
本
書
紀』

は
同
じ
く
成
務
五
年
九
月
条
に

｢

諸
国
に
令
し
て
、

国
郡
に
造
長
を
立
て
、
県
邑
に
稲
置
を
置
つ｣

と
記
す
。
つ
ま
り
、
当
時
の

地
方
支
配
の
単
位
と
し
て
は
、
国
造
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
国
と
県
主
な
い

し
稲
置
に
治
め
ら
れ
る
県
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
諸
説
が
あ
り
、
県
を
国
に
先
行
す
る
と
み
な
し
た

り
、
国
造
制
の
成
立
に
つ
い
て
も
四
世
紀
前
半
と
思
わ
れ
る
成
務
朝
で
は
な

く
、
五
世
紀
さ
ら
に
は
六
世
紀
に
ま
で
下
げ
る
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
、
私

見
で
は
こ
れ
ら
は
み
な

『

記
紀』

の
情
報
に
た
い
す
る
不
信
感
か
ら
出
発
し

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
確
固
た
る
根
拠
が
あ
る
と
は
い
い

が
た
い
。
国
県
制
は
景
行
朝
で
の
版
図
の
拡
大
を
う
け
て
、
次
代
の
成
務
朝

に
そ
れ
ま
で
の
萌
芽
的
な
地
方
支
配
の
整
備
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思

(

１)

う
。
し
た
が
っ
て
、
大
筋
か
ら
み
て
九
州
地
方
に
も
こ
の
よ
う
な
統
治
方
法

が
採
用
さ
れ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
か
ろ
う
。
以
下
、
具
体
的
に
四
世
紀
初

頭
に
は
大
和
政
権
に
服
属
し
た
と
思
わ
れ
る
九
州
東
部
や
南
部
で
の
状
況
を

み
て
み
よ
う
。

『

先
代
旧
事
本
紀』

(

以
下

『

旧
事
本
紀』

と
略
す)

の

｢

国
造
本
紀｣

で
は
、
東
部
九
州
の
国
造
と
し
て
宇
佐
国
造
、
豊
国
造
、
国
前
国
造
、
比
多

(

日
田)
国
造
が
み
え
、
南
部
で
は
日
向
国
造
、
大
隅
国
造
、
薩
摩
国
造
、

西
南
部
で
は
火
国
造
、
阿
蘇
国
造
、
葦
分
国
造
、
天
草
国
造
が
列
挙
さ
れ
て

い
る
。

( 2 )



こ
れ
ら
の
国
造
の
設
置
時
期
に
つ
い
て

『

旧
事
本
紀』

は
、
南
部
で
は
、

日
向
国
造
は
応
神
朝
、
大
隅
国
造
と
薩
摩
国
造
は
仁
徳
朝
と
し
、
火
国
造
と

阿
蘇
国
造
は
崇
神
朝
、
葦
分

(

葦
北
か)

国
造
は
景
行
朝
と
す
る
。
東
部
で

は
神
武
紀
に
出
て
く
る
宇
佐
国
造
は
別
と
し
て
、
豊
国
造
、
国
前
国
造
、
比

多

(

日
田)
国
造
は
み
な
成
務
朝
の
こ
と
と
す
る
。
成
務
朝
は

『

記
紀』

が

国
県
制
が
整
え
ら
れ
た
と
す
る
時
期
な
の
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
の
記
述
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
事
実
と
し
て
も
矛
盾
は
し
な
い
。
ま
た
、
南
部
の
日
向
、

大
隅
、
薩
摩
で
国
造
制
の
整
備
が
遅
れ
た
と
い
う
の
も
う
な
ず
け
る
。
た
だ
、

火
国
造
と
阿
蘇
国
造
が
崇
神
朝
の
設
置
と
い
う
の
は
早
す
ぎ
る
。

『

旧
事
本
紀』

は
阿
蘇
国
造
の
項
で
、
そ
の
祖
を
火
国
造
と
同
祖
で
神
八

井
耳
命
の
孫
、
速
瓶
玉
命
と
す
る
。
ま
た
火
国
造
の
項
で
は
、
大
分
国
造
と

同
祖
で
志
貴
多
奈
彦
命
の
児
、
遅
男
江
命
と
み
え
る
。
志
貴
多
奈
彦
命
と
は

志
貴
の
多
奈
彦
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
が
、
河
内
の
志
貴

(

志
紀)

県
主
は
神

八
井
耳
命
を
祖
と
し
て
い
る
か
ら
、
ふ
た
つ
の
記
事
に
は
整
合
性
が
あ
る
。

阿
蘇
国
造
と
火
国
造
は
大
分
国
造
と
と
も
に
、
神
武
天
皇
の
皇
子
、
神
八
井

耳
命
を
祖
と
す
る
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
神
八
井
耳
命

か
ら
出
た
と
さ
れ
る
氏
族
に
多
臣
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
阿
蘇
や
火
、
大
分
の

国
造
は
い
わ
ば
多
臣
の
同
族
と
い
っ
て
よ
い
。
ち
な
み
に
、
大
分
国
造
は

『

旧
事
本
紀』

の

｢

国
造
本
紀｣

で
は
項
目
が
た
て
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お

そ
ら
く
脱
漏
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
豊
国
造
は

『

旧
事
本
紀』

で
は
伊
甚
国
造
な
ど
と
同
祖
の
宇
那
足す
く

尼ね

だ
と
あ
る
。『

古
事
記』

に
よ
れ
ば
伊
自
牟

(

伊
甚)

国
造
は
天
菩
比
命

の
子
、
タ
ケ
ヒ
ラ
ト
リ
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
か
ら
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
ノ
ミ
コ

ト
に
つ
な
が
る
出
雲
系
の
豪
族
だ
と
わ
か
る
。
ま
た

『

豊
後
国
風
土
記』

で

は
、
景
行
天
皇
が

｢

豊
国
直
等
の
祖
、
菟
名
手｣

に
豊
国
を
治
め
さ
せ
た
と

み
え
る
か
ら
、『

旧
事
本
紀』

の
い
う
宇
那
足
尼
は
脱
字
が
あ
っ
て
ウ
ナ
テ

の
ス
ク
ネ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、『

日
本
書
紀』

景
行
十
二
年
九
月
戊
辰
条
に
よ

れ
ば
、
景
行
天
皇
の
九
州
遠
征
軍
に
多
臣
の
祖
タ
ケ
モ
ロ
キ
、
物
部
君
の
祖

ナ
ツ
ハ
ナ
、
国
前
君
の
祖
ウ
ナ
テ
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

大
分
、
火
、
阿
蘇
、
豊

(

ま
た
は
国
前)

な
ど
の
国
造
は
、
景
行
天
皇
の
遠

征
に
随
行
し
た
人
物
と
の
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

『

日
本
書
紀』

で
は
ウ
ナ
テ
は
国
前
君
の
祖
と
あ
る
が
、
い
っ

ぽ
う

『

旧
事
本
紀』

で
は
、
国
前
国
造
は
吉
備
臣
と
同
祖
で
吉
備
都
命
の
六

世
孫
午
佐
自
命
か
ら
と
い
う
。
ま
た

『

古
事
記』

は
孝
霊
天
皇
段
に
日
子
刺

肩
別
命
が
豊
国
之
国
前
臣
の
祖
と
み
え
る
。
日
子
刺
肩
別
は
孝
霊
の
子
で
、

大
吉
備
津
日
子
ら
の
兄
弟
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『

旧
事
紀』

や

『

古
事

記』

で
は
、
国
前
国
造
は
吉
備
系
、
豊
国
造
は
出
雲
系
と
い
う
こ
と
と
な
り
、

『

日
本
書
紀』

で
は
国
前
国
造
が
出
雲
系
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
豊
国
造
と

国
前
国
造
の
出
自
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
混
乱
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に

し
て
も
、
大
和
政
権
の
構
成
員
か
ら
出
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
う
ご
か
な

い
。さ

ら
に
葦
北
国
造
は

『

日
本
書
紀』

敏
達
十
二
年
七
月
丁
酉
条
や
同
年
是

歳
条
に

｢

火
葦
北
国
造｣

と
み
え
る
か
ら
肥
国
の
一
部
を
占
め
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
吉
備
津
彦
の
児
、
三
井
根
子
が
景
行
朝
に
国
造
を
賜
っ

た
と
い
う
の
で
吉
備
系
と
い
え
る
。
ま
た
比
多

(

日
田)

国
造
の
止
波
足
尼

は
葛
城
国
造
と
同
祖
と
い
う
。
さ
す
れ
ば
神
武
紀
に
み
え
る
剣
根
を
祖
と
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
景
行
朝
に
大
和
政
権
が
征
服
し
た
地
域
の
国
造
は
、

宇
佐
の
例
以
外
は
み
な
中
央
か
ら
派
遣
さ
れ
た
人
物
の
後
裔
で
あ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
大
分
、
火
、
阿
蘇
、
豊(

ま
た
は
国
前)

な
ど
の
国
造
は
、

景
行
天
皇
の
遠
征
に
随
行
し
た
人
物
と
の
か
か
わ
り
が
つ
よ
い
。
い
い
か
え

れ
ば
、
九
州
の
国
造
は
景
行
天
皇
の
遠
征
に
か
か
わ
っ
た
人
物
な
い
し
は
そ

の
関
係
者
が
お
お
く
任
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
ら
の
始
祖
伝

承
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
大
和
政
権
に
関
係
づ
け
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
う
す
る
と
宇
佐
国
造
の
例
が
説
明
で
き
な
い
。『

記

紀』

と
も
に
神
武
天
皇
を
供
応
し
た
ウ
サ
ツ
ヒ
コ
と
ウ
サ
ツ
ヒ
メ
が
宇
佐
氏

の
祖
と
さ
れ
て
い
る
。
神
武
天
皇
の
時
代
か
ら
宇
佐
に
国
造
が
置
か
れ
た
は

ず
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
宇
佐
氏
が
在
地
の
豪
族
で
あ
っ
て
、
東
征
時
の
神

武
と
か
か
わ
っ
た
と
い
う
伝
承
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
現
地
と
の
古
い
由
緒
を
主
張
す
る
国
造
が
存
在
す
る
い
っ
ぼ
う
で
、

そ
の
他
の
国
造
が
そ
の
伝
統
を
捨
て
て
、
大
和
政
権
と
の
関
係
を
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
か
、
私
に
は
疑
問
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
国
造
の
出
自
伝
承
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
仲
哀
天
皇
に
よ
る
北
部
九
州
へ
の
遠
征
が
お
こ
な
わ
れ

る
ま
で
に
、
宇
佐
、
豊
、
国
前
、
日
田
、
火
、
阿
蘇
に
は
国
造
に
よ
る
支
配

体
制
が
整
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
大
和
か
ら
派
遣
さ
れ
た
王

族
な
い
し
は
そ
の
側
近
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
考
古
学
の
成
果
と
の
安
直
な
結
び
付
け
は
つ
つ
し
む
べ
き
で
あ
ろ

う
が
、
宇
佐
国
造
に
つ
い
て
は
赤
塚
古
墳
と
そ
れ
が
属
す
る
川
部
・
高
森
古

墳
群
と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
し
、
豊
国
造
に
つ
い
て
は
京
都
平
野
の
石
塚

古
墳
を
は
じ
め
と
す
る
古
墳
と
関
連
が
あ
ろ
う
。
ま
た
火
国
造
は
宇
土
の
古

墳
と
の
関
連
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
国
造
の
分
布
を
み
れ
ば
、
ま
だ
大
和
政
権

に
屈
し
て
い
な
い
北
部
九
州
の
囲
む
具
合
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ

く
。
景
行
朝
の
遠
征
の
成
果
を
ふ
ま
え
て
、
邪
馬
台
国
連
合
を
包
囲
す
る
体

制
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う

か
。

二

筑
紫
国
造

景
行
天
皇
に
よ
る
遠
征
の
と
き
に
の
こ
さ
れ
た
北
部
九
州
は
、
の
ち
の
筑

紫

(

筑
前
・
筑
後)

と
肥
前
地
方
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
地
域
も
お
お
き
く

ふ
た
つ
の
地
域
に
わ
か
れ
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。
玄
界
灘
に
面
し
た
福
岡

平
野
と
そ
の
周
辺
の
地
域
と
、
内
陸
部
の
筑
後
平
野
を
中
心
と
し
た
地
域
の

ふ
た
つ
で
あ
る
。
四
世
紀
の
半
ば
、
三
六
五
年
ご
ろ
に
大
和
政
権
の
仲
哀
天

皇
の
一
行
に
よ
る
遠
征
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
き
、
こ
の
ふ
た
つ
の
地
域
の
勢

力
は
対
照
的
な
態
度
を
と
っ
た
。
ま
ず
、
玄
界
灘
沿
岸
の
諸
国
は
大
和
の
遠

征
軍
に
帰
順
し
た
。『

日
本
書
紀』

仲
哀
八
年
正
月
壬
午
条
は
そ
れ
を
崗
県

主
の
祖
、
熊
鰐
と
怡
土
県
主
の
祖
、
五
十
迹
手
と
記
す
。
前
者
は
遠
賀
川
河

口
付
近
、
後
者
は
糸
島
半
島
の
豪
族
で
、
と
く
に
五
十
迹
手
は

『

魏
志
倭
人

伝』

に
い
う
伊
都
国
の
首
長
の
後
裔
と
み
て
あ
や
ま
り
な
い
。

そ
れ
に
た
い
し
て
、
最
後
ま
で
遠
征
軍
と
戦
っ
た
の
が
内
陸
部
の
勢
力
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
の
滅
亡
時
に
北
部
九
州
で
は
海
岸
部
と
内

陸
部
で
す
で
に
分
裂
が
み
ら
れ
、
大
和
政
権
は
お
そ
ら
く
そ
の
分
裂
に
つ
け

こ
む
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
仲
哀
天
皇
が
戦
っ
て
破
れ
た
と
い
う

の
は
こ
の
内
陸
の
勢
力
だ
っ
た
。『

日
本
書
紀』

神
功
摂
政
前
紀
に
は
、
仲
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哀
天
皇
の
死
後
、
后
の
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
つ
ま
り
神
功
皇
后
が
荷
持
田

村
の
羽
白
熊
鷲
を
撃
つ
た
め
に
、
松
峡
宮
に
移
り
、
そ
こ
が
の
ち
の
御
笠
の

地
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
熊
鷲
の
撃
ち
破
っ
た
層
増
岐
野
を
安
と
名
付
け
た

と
い
う
説
話
を
記
し
て
い
る
の
で
、
羽
白
熊
鷲
は
福
岡
平
野
と
筑
後
平
野
を

結
ぶ
要
衝
、
御
笠
郡
か
ら
夜
須
郡
に
か
け
て
の
豪
族
と
み
て
よ
い
。

そ
し
て
最
後
に
の
こ
っ
た
の
が
筑
後
平
野
の
山
門
の
勢
力
で
あ
っ
た
。

『

日
本
書
紀』

に
よ
れ
ば
、
田
油
津
媛
と
い
う
者
を
誅
殺
し
、
そ
の
兄
で
あ

る
夏
羽
が
軍
を
興
し
て
迎
え
に
来
た
が
妹
が
殺
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
逃
走

し
た
と
い
う
。
こ
の
記
事
は
重
要
な
情
報
を
あ
た
え
て
く
れ
る
。
つ
ま
り
、

妹
と
兄
は
同
じ
場
所
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
兄
が
軍
を
率
い
て
い

た
こ
と
か
ら
み
て
、
軍
事
的
な
拠
点
は
田
油
津
媛
の
居
住
地
と
は
離
れ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
。
卑
弥
呼
が
鬼
道
に
し
た
が
っ
て
い
た
と
い
う

『

魏
志
倭
人

伝』

の
記
述
を
も
参
照
す
れ
ば
、
軍
事
・
政
治
の
拠
点
と
宗
教
的
拠
点
は
離

れ
て
い
た
と
み
な
さ
れ
る
と
思
う
。
大
和
政
権
の
遠
征
軍
は
巫
女
的
存
在
と

思
わ
れ
る
田
油
津
媛
を
殺
害
す
る
こ
と
で
宗
教
的
拠
点
を
制
圧
し
て
、
戦
い

の
帰
趨
を
制
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
後
大
和
政
権
は
あ
ら
た
な
征
服
地
を
ど
の
よ
う
に
統
治
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
県
制
の
施
行
で
あ
る
。
さ
き
に
み

た
伊
都
県
主
と
岡
県
主
の
ほ
か
に
、
こ
の
と
き
の
征
服
地
に
属
す
る
と
思
わ

れ
る
県
主
が
い
く
つ
か
確
認
で
き
る
。
水
沼
県
主
、
嶺
県
主

(

以
上

『

日
本

書
紀』)

、
佐
嘉
県
主

(『

肥
前
国
風
土
記』)

で
あ
る
。
ま
た
県
主
の
有
無
は

判
然
と
し
な
い
が
、
県
を
付
し
て
い
る
地
名
も
み
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
北
部
九
州
に
県
制
が
施
行
さ
れ
た
の
は
確
実
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
比
較
的
狭
い
範
囲
の
支
配
を
ま
か
さ
れ
た
県
主
と
は
ち
が
っ
て
、

か
つ
て
の
邪
馬
台
国
連
合
の
故
地
全
般
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
る
の
が
筑
紫

国
造
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
筑
紫
国
造
は
い
か
に
そ
の
地
域
を
支
配
し
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
実
態
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
か
ろ
う
じ
て
そ
れ
を
う

か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
国
造
で
あ
っ
た
磐
井
の
乱
を
通
じ
て
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
磐
井
は
国
造
で
は
な
く
、
乱
の
後
で
九
州
で
国
造
制
が
施
行

さ
れ
た
と
い
う
見
解

(

２)

が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
磐
井
を
通
じ
て

国
造
の
支
配
の
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
が
主
張
さ
れ
る
背
景
に
は
、
磐
井
は
九
州
土
着
の
豪
族

(

在
地
首
長)

で
、
彼
を
倒
す
こ
と
で
大
和
政
権
は
九
州
を
直
接
支
配
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
考
え
が
あ
る
。
大
和
政
権
の
全
国
統
一
を
六
世
紀

ま
で
下
ら
せ
る
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
磐
井
と
彼
が
属
し
た
筑
紫
君
氏
が

九
州
根
生
い
の
豪
族
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。『

日
本
書
紀』

に
よ
れ
ば

こ
の
氏
族
は
大
彦
命
の
後
裔
氏
族
で
あ
っ
た
い
う
し
、『

旧
事
本
紀』

は
孝

元
天
皇
の
皇
子
、
大
彦
五
世
の
孫
、
日
道
命
が
国
造
と
な
っ
た
と
い
う
。
大

彦
は
第
十
代
の
崇
神
天
皇
の
叔
父
だ
か
ら
、
そ
の
五
世
と
す
れ
ば
十
四
代
の

仲
哀
天
皇
と
同
世
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
仲
哀
の
后
で
あ
る
神
功
皇
后
の

遠
征
の
あ
と
国
造
に
任
じ
ら
れ
た
と
し
て
不
都
合
は
な
い
。

ま
た
、
筑
紫
君
の
墳
墓
と
思
わ
れ
る
岩
戸
山
古
墳
を
含
む
八
女
古
墳
群
の

う
ち
、
も
っ
と
も
古
い
と
さ
れ
て
い
る
前
方
後
円
墳
で
あ
る
石
人
山
古
墳
は

五
世
紀
な
か
ば
の
築
造
だ
と
い
う
が
、
こ
れ
も
、
筑
紫
国
造
が
神
功
皇
后
の

北
部
九
州
制
圧
後
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
推
定
と
齟
齬
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
筑
紫
君
は
九
州
の
ほ
か
の
国
造
と
同
様
に
中
央
か

ら
派
遣
さ
れ
、
県
主
層
の
豪
族
の
う
え
に
君
臨
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
期
は
四
世
紀
末
か
ら
五
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
も
あ

邪馬台国以後の九州と大和
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ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
の
ち
に
大
和
政
権
に
反
抗
す
る
筑
紫
君
磐
井
の
勢

力
は
従
来
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
彼
が
在
地
の
豪
族
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
で

は
な
く
、
国
造
と
い
う
地
位
に
由
来
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
磐
井
の
乱
を
通
じ
て
筑
紫
国
造
の
あ
り
方
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
ま
え
に
検
討
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
が
、『

日
本

書
紀』

に
磐
井
の
乱
が
大
和
政
権
に
よ
る
近
江
毛
野
の
朝
鮮
派
兵
と
密
接
に

関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
そ
の
顛
末
を
記
そ

う
。継

体
二
十
一
年

(

五
二
七)
、｢
新
羅
に
破
ら
れ
し
南
加
羅
・
喙
己
呑｣

を

復
興
す
る
た
め
に
近
江
毛
野
が
六
万
の
兵
を
率
い
て
任
那
に
行
こ
う
と
し
た

が
、
新
羅
か
ら
賄
賂
を
受
け
た
筑
紫
国
造
磐
井
に
阻
止
さ
れ
る
。
朝
廷
は
物

部
大
連
麁
鹿
火
を
大
将
軍
と
し
て
派
遣
し
、
翌
二
十
二
年
十
一
月
に
御
井
で

磐
井
を
破
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
磐
井
の
乱
で
あ
る
。
そ
の
後
二
十
三
年

(

五
二
九)

三
月
に
近
江
毛
野
は
安
羅
に
至
り
、
百
済
と
新
羅
も
使
節
を
派

遣
す
る
。
四
月
に
任
那
王
が
来
朝
し
、
新
羅
が
し
ば
し
ば
越
境
す
る
こ
と
を

訴
え
、
朝
廷
は
任
那
王
を
送
る
と
と
も
に
、
任
那
に
い
る
近
江
毛
野
に
任
那

王
の
訴
え
を
確
か
め
る
よ
う
に
指
示
す
る
。
当
時
熊
川
に
い
た
毛
野
は
新
羅

と
百
済
の
王
自
身
を
招
集
す
る
が
、
両
者
と
も
来
ず
、
毛
野
の
厳
命
に
た
い

し
て
新
羅
は
上
臣
に
三
千
の
兵
を
率
い
さ
せ
て
遣
わ
し
た
の
で
、
毛
野
は
任

那
の
己
叱
己
利
城
に
入
る
。
新
羅
の
上
臣
は
三
月
待
っ
た
が
大
和
政
権
の
詔

を
得
ら
れ
ず
、
付
近
の
村
四
ヵ
所
を
略
奪
し
て
帰
る
。
そ
の
後
毛
野
は
現
地

に
と
ど
ま
り
、
任
那
王
の
不
興
を
か
い
、
二
十
四
年(

五
三
〇)

九
月
に
は
、

任
那
王
は
百
済
と
新
羅
に
援
軍
を
も
と
め
、
両
国
の
軍
は
協
力
し
て
毛
野
の

依
る
城
を
包
囲
し
、
築
城
し
た
の
ち
帰
国
す
る
が
、
そ
の
途
上
で
道
す
が
ら

の
城
五
ヵ
所
を
抜
く
。
そ
し
て
こ
の
年
、
毛
野
は
召
還
さ
れ
て
対
馬
に
至
り
、

そ
こ
で
死
去
す
る
。

け
っ
き
ょ
く
毛
野
の
派
遣
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
わ
け
だ
が
、
毛
野
が
帰
国

し
た
翌
々
年
の
五
三
二
年
、
金
官
国
の
国
王
が
新
羅
に
降
伏
し
て
、
こ
こ
に

南
加
羅
は
滅
亡
す
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
南
加
羅
の
滅
亡
を
継
体
二

十
三

(

五
二
九)

年
の
新
羅
の
上
臣
に
よ
る
村
々
の
略
奪
に
相
当
す
る
と
い

う
見
方

(

３)

が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、｢

新
羅
に
破
ら
れ
し
南
加
羅
・
喙
己
呑｣

を

復
興
す
る
た
め
の
近
江
毛
野
の
派
兵
は
、
そ
れ
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
磐

井
の
乱
と
朝
鮮
出
兵
は
無
関
係
だ
と
し
た

(

４)

り
、
さ
ら
に
、
新
羅
の
南
加
羅
方

面
へ
の
進
出
は
任
那
王
が
来
朝
し
て
新
羅
の
越
境
を
訴
え
た
あ
た
り
か
ら
の

こ
と
で
、
大
和
政
権
の
派
兵
は
そ
れ
を
う
け
た
も
の
と
し
、
磐
井
の
乱
は
実

際
は
五
三
〇
年
の
こ
と
と
み
る
見
解

(

５)

す
ら
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
ら
は
深
読
み
で
あ
る
と
私
に
は
思
え
る
。『

日
本
書
紀』

の

派
兵
の
発
端
は
た
し
か
に
唐
突
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
新
羅
が
南
加
羅
方
面
に

侵
入
し
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い

(

６)

。
じ
っ
さ
い
、
継
体
二
十
三
年

三
月
条
に
は
大
和
政
権
が
帯
沙
の
港
を
百
済
に
与
え
た
こ
と
を
恨
ん
で
、
加

羅
王
が
新
羅
と
提
携
し
よ
う
と
し
て
、
新
羅
王
の
娘
と
婚
姻
を
む
す
ぶ
が
、

や
が
て
関
係
が
悪
化
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
新
羅
王
家
と
加

羅
王
家
と
の
婚
姻
は

『

三
国
史
記』

で
五
二
二
年
の
こ
と
と
押
さ
え
ら
れ
る

の
で
、
そ
の
後
ふ
た
た
び
両
国
の
関
係
が
悪
化
し
て
、
南
加
羅
・
喙
己
呑
を

新
羅
が
攻
撃
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
両
国
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
、
と
り
あ
え
ず
大
軍
を
背
景
に
し
て
近

江
毛
野
は
現
地
で
の
解
決
に
成
功
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
も

( 6 )



新
羅
の
侵
入
は
や
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
ど
の
方
面
で
あ
っ
た
か
は
あ
き
ら

か
で
は
な
い
が
、
任
那
王
み
ず
か
ら
が
倭
国
に
や
っ
て
来
て
状
況
を
訴
え
る

と
は
只
事
で
は
な
い
。
そ
こ
で
朝
廷
は
任
那
に
い
る
毛
野
に
再
調
停
を
指
示

し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
経
過
は
十
分
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
毛
野
の
調
停
が
失
敗
し
、
さ
ら
に
倭
国
軍
の
駐
留
が
長
引
く

に
つ
れ
て
、
そ
れ
へ
の
不
満
が
大
き
く
な
り
、
任
那
王
は
新
羅
と
百
済
の
出

兵
を
依
頼
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
両
国
軍
の
ふ
る
ま
い
は
ほ
と

ん
ど
侵
略
軍
の
態
で
あ
っ
た
が
、
毛
野
の
籠
も
る
城
を
落
と
せ
な
い
ま
ま
一

端
は
帰
国
す
る
。
五
三
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、

『

日
本
書
紀』

継
体
二
十
五
年
条
が
引
用
す
る

｢

百
済
本
紀｣

で
あ
る
。
そ

こ
で
は
辛
亥
年
つ
ま
り
五
三
一
年
に
百
済
が
安
羅
に
侵
攻
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
近
江
毛
野
の
率
い
る
大
軍
が
倭
国
に
帰
国
し
て
し
ま
っ

た
あ
と
、
好
機
来
た
れ
り
と
ば
か
り
、
百
済
が
安
羅
に
侵
入
す
る
様
が
彷
彿

と
す
る
で
は
な
い
か
。
安
閑
元
年(

五
三
四)

五
月
条
に
は
百
済
が
調
を
貢
っ

た
う
え
に
、
別
に
上
表
し
た
と
い
う
が
、
そ
の
下
心
が
透
け
て
み
え
る
。
も

し
五
三
一
年
に
継
体
が
死
去
し
た
と
す
る
の
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
安
閑
元

年
は
あ
る
い
は
五
三
二
年
の
こ
と
と
も
な
り
、
百
済
の
上
表
と
安
羅
侵
攻
と

の
関
係
は
い
っ
そ
う
あ
き
ら
か
と
な
ろ
う
。
百
済
が
そ
の
よ
う
な
態
度
な
ら
、

新
羅
も
ま
た
同
様
で
あ
ろ
う
。
五
三
二
年
の
金
官
国
の
新
羅
へ
の
降
伏
は
そ

の
よ
う
な
背
景
で
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
近
江
毛
野

の
出
兵
を
め
ぐ
る
一
連
の
動
向
は
、『

日
本
書
紀』

の
記
述
で
十
分
に
説
明

が
つ
く
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
年
次
を
操
作
し
た
り
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
当
然
、
磐
井
の
乱
に
か
ん

す
る
記
述
に
も
あ
て
は
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
磐
井
が
最
終
的
に
大
和

政
権
に
反
旗
を
ひ
る
が
え
す
こ
と
と
な
る
の
は
、
近
江
毛
野
の
出
兵
を
契
機

と
し
た
と
い
う

『

日
本
書
紀』

の
記
載
は
信
用
で
き
る
と
思
う
。

の
ち
の
こ
と
と
な
る
が
、
宣
化
二
年
に
新
羅
の
任
那
侵
攻
に
た
い
し
て
大

伴
磐
と
狭
手
彦
を
遣
わ
し
て
任
那
と
百
済
を
助
け
た
と
き
に
、
じ
っ
さ
い
に

渡
海
し
た
の
は
狭
手
彦
で
、
磐
は
筑
紫
に
留
ま
り｢

其
の
国
の
政
を
執
り
て
、

三
韓
に
備｣

え
た
と
い
う
。
宣
化
二
年
は
五
三
七
年
に
あ
た
り
、
磐
井
の
乱

か
ら
十
年
後
だ
が
、
磐
に
筑
紫
の
政
を
執
ら
せ
た
の
は
、
朝
鮮
へ
の
出
兵
に

際
し
て
九
州
地
方
が
動
揺
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
で
は
な
い
か
。
こ
れ
な
ど
も
、

磐
井
の
乱
が
朝
鮮
へ
の
派
兵
を
契
機
に
お
こ
っ
た
こ
と
の
影
響
と
も
思
う
の

だ
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
そ
の
後
も
新
羅
の
任
那
侵
攻
は
や
ま
ず
、
さ
ら
に
卓
淳
も
百

済
に
奪
わ
れ
て
し
ま
う

(

あ
る
い
は
五
三
七
年
の
こ
と
か)

。
こ
の
よ
う
な

状
況
下
で
大
和
政
権
が
任
那
の
安
羅
に
置
い
た
の
が
、『

日
本
書
紀』

が

｢

任
那
日
本
府｣

と
呼
ぶ
機
関
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
新
羅
の

進
出
と
い
う
非
常
事
態
を
う
け
て
、
大
和
の
朝
廷
と
朝
鮮
諸
国
と
の
連
絡
を

密
に
す
る
た
め
の
組
織
な
の
で
あ
っ
て
、
倭
国
の
任
那
支
配
の
た
め
の
機
関

な
ど
で
は
毛
頭
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
述
べ
た
い
こ
と
も
あ
る
が
、
本

稿
の
主
題
か
ら
は
な
れ
る
の
で
、
別
に
機
会
を
得
た
い
と
思
う
。

三

磐
井
の
乱

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
筑
紫
国
造
の
職
務
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
は
わ
か

ら
な
い
こ
と
が
多
く
、
国
造
で
あ
っ
た
磐
井
の
乱
を
通
じ
て
考
え
る
こ
と
し

か
で
き
な
い
。
で
は
磐
井
は
国
造
と
し
て
い
か
な
る
勢
力
を
も
っ
て
い
た
の

か
。
こ
こ
で
は
、
磐
井
の
乱
か
ら
、
筑
紫
国
造
の
支
配
構
造
を
出
来
る
だ
け

邪馬台国以後の九州と大和
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う
か
が
っ
て
み
た
い
。

『

日
本
書
紀』

継
体
二
十
一
年
六
月
甲
午
条
に
よ
れ
ば
、
筑
紫
国
造
磐
井

は
｢

陰
に
叛
逆
く
こ
と
を
謨
り
て
、
猶
預
し
て
年
を
経
。
事
の
成
り
難
き
こ

と
を
恐
り
て
、
恒
に
間
隙
を
伺
ふ
。
新
羅
、
是
を
知
り
て
、
密
に
貨
賂
を
磐

井
が
所
に
行
り
て
、
勧
む
ら
く
、
毛
野
臣
の
軍
を
防
遏
へ
よ
と
。
是
に
、
磐

井
、
火
・
豊
、
二
つ
の
国
に
掩
ひ
拠
り
て
、
使
修
職
ら｣

な
く
な
っ
た
と
い

う
。ま

ず
、
私
が
注
目
し
た
い
の
が
、
こ
こ
で
磐
井
が

｢

使
修
職
ら
ず｣

と
さ

れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
逆
に
こ
こ
か
ら
国
造
と
し
て
彼
が
お
こ
な
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
職
務
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
外
の
こ

と
と
し
て

｢

海
路
を
邀
し
て
、
高
麗
・
百
済
・
新
羅
・
任
那
等
の
国
の
年
に

職
貢
る
船
を
誘
り
到
す｣

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
朝
鮮
半
島
諸
国
か
ら
大

和
政
権
に
遣
わ
さ
れ
る

｢

朝
貢
使
節｣

を
抑
留
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
筑
紫
国
造
の
重
要
な
職
務
は
、
こ
れ
ら
の
使
節
と

｢

朝
貢
品｣

を
中
央
に
送
る
こ
と
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
内
の
こ

と
と
し
て
、
任
那
に
派
遣
さ
れ
た
近
江
毛
野
の
軍
を
遮
っ
た
と
み
え
る
。
磐

井
は
そ
の
後
毛
野
に
、
か
つ
て
は

｢

肩
摩
り
肘
触
り
つ
つ
、
共
器
に
し
て
同

食｣

し
た
の
に

｢

安
ぞ
率
爾
に
使
と
な
り
て
、
余
を
し
て
●
が
前
に
自
伏
は

し
め
む｣

と
暴
言
を
吐
き
、
つ
い
に

｢

戦
ひ
て
受
け
ず｣

つ
ま
り
毛
野
の
軍

と
の
戦
い
と
な
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
最
初
磐
井
は
毛
野
の
渡
海
を
妨
害
し
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
、
大
和
政
権
は
物
部
麁
鹿
火
を
大
将
軍
と
し
た
追
討

軍
を
派
遣
し
、
筑
紫
の
御
井
郡
で
の
交
戦
で
磐
井
を
破
る
の
で
あ
る

(

二
十

二
年
十
一
月
甲
子
条)

。

じ
つ
は
磐
井
の
乱
な
ど
と
い
う
が
、
最
初
か
ら
磐
井
が
武
力
を
も
ち
い
た

か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
水
谷
千
秋
氏
は

『

筑
後
国
風
土
記』

(

逸
文)

の

｢

俄
に
官
軍
動
発
し
て
、
撃
た
む
と
す
る
間
に｣

と
い
う
記
載
か
ら
、
大

和
か
ら
の
攻
撃
は
磐
井
に
は
予
期
せ
ぬ
も
の
で
、
先
に
攻
撃
し
た
の
は
大
和

政
権
の
側
で
あ
っ
た
と
と
述
べ
る

(

７)

。
磐
井
を
北
部
九
州
の
首
長
を
代
表
す
る

も
の
と
み
る
見
解
に
は
従
え
な
い
が
、
磐
井
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
に
た
い
し
て

大
和
政
権
が
武
力
で
対
応
し
た
と
い
う
の
が
真
相
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
朝
鮮
へ
の
海

上
交
通
と
密
接
に
関
係
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
磐
井

が
港
湾
施
設
を
掌
握
し
て
い
た
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
筑

紫
国
造
の
職
務
と
し
て
、
そ
の
管
理
下
に
あ
る
港
湾
を
も
っ
て
、
外
国
使
節

を
迎
え
さ
ら
に
中
央
へ
と
導
く
こ
と
、
そ
し
て
海
外
へ
使
節
や
軍
隊
を
送
る

こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
港
湾
の
管
理
と
い
え
ば
、『

魏
志
倭
人
伝』

に
一
大
率
が

｢

皆
津
に
臨
み
て
捜
露
し
、
文
書
・
賜
遺
の
物
を
伝
送
し
て
女
王
に
詣
ら
し

め｣

と
あ
る
よ
う
に
、
邪
馬
台
国
時
代
は
一
大
率
の
職
掌
で
あ
っ
た
。
私
は

こ
の
一
大
率
の
任
に
あ
っ
た
の
が
伊
都
国
王
だ
と
思
う
が
、
大
和
政
権
は
伊

都
国
王
の
後
裔
で
あ
る
伊
都
県
主
か
ら
そ
の
職
務
を
奪
い
、
筑
紫
国
造
の
役

割
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
在
地
豪
族
の
権
力
を
削
い
で
大
和
政
権
の
支
配
を

貫
徹
す
る
一
例
で
あ
っ
て
、
大
和
政
権
が
在
地
首
長
の
連
合
体
だ
な
ど
と
は

と
て
も
い
え
な
い
事
例
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
も
国
造
が
離
反
し
て
は
役
に
た
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
港
湾

施
設
を
国
造
の
管
理
下
か
ら
朝
廷
の
直
轄
下
に
置
く
こ
と
は
、
磐
井
の
乱
に

懲
り
た
朝
廷
が
ま
ず
な
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
じ
じ
つ
、

乱
の
あ
と
、
磐
井
の
子
の
葛
子
は
博
多
湾
に
面
し
た
糟
屋
屯
倉
を
朝
廷
に
献
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上
す
る
が
、
そ
れ
は
朝
廷
も
望
む
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。

ま
た
有
明
海
の
海
上
交
通
も
大
陸
へ
と
通
じ
て
い
た
こ
と
は
、『

日
本
書

紀』

雄
略
十
年
九
月
戊
子
条
に
、
身
狭
村
主
青
が
呉
か
ら
も
た
ら
し
た
鵞
鳥

が
水
間
君
の
犬
に
喰
わ
れ
て
し
ま
っ
た
話
が
み
え
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え

る
。『
日
本
書
紀』

の
注
で
は
水
間
君
は
嶺
県
主
の
こ
と
と
も
い
う
が
、
水

間

(

水
沼)
も
嶺

(

三
根)

も
有
明
海
側
の
地
域
の
豪
族
で
あ
る
。
磐
井
の

乱
の
時
点
で
、
彼
の
勢
力
は
火

(

肥)

・
豊
の
地
域
に
も
及
ん
で
い
た
と
い

う
か
ら
、
こ
の
ル
ー
ト
も
筑
紫
国
造
の
管
理
下
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
筑
紫
国
造
の
磐
井
が
お
こ
し
た
乱
は
、
国
造
制
の

も
つ
限
界
を
朝
廷
に
知
ら
し
め
た
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
朝
廷

は
国
造
制
の
な
か
に
屯
倉
制
を
組
み
入
れ
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。『

日
本
書

紀』

安
閑
紀
に
一
括
し
て
掲
載
す
る
諸
国
屯
倉
の
設
置
は
、
そ
の
よ
う
な
事

情
も
考
慮
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
、
屯
倉
の
管
理
に
国
造
が
あ
た
っ
た
と
い
う
見
解

(

８)

が
あ
る
が
、

国
造
の
支
配
地
を
割
い
て
屯
倉
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
事
例
か
ら
み
て
も
し

た
が
え
な
い
。
屯
倉
と
国
造
と
の
関
係
で
言
及
さ
れ
る
大
化
元
年
八
月
の
東

国
国
司
へ
の
詔
文

｢

元
よ
り
国
造
・
伴
造
・
県
稲
置
に
非
ず
し
て
、
た
や
す

く
詐
り
訴
え
て
言
さ
ま
く
、
我
が
祖
の
時
よ
り
、
此
の
官み
や

家け

を
領
り
、
是
の

郡
県
を
治
む
、
と
も
う
さ
む｣

と
い
う
一
節
は
、
国
造
・
伴
造
・
県
稲
置
お

の
お
の
の
職
掌
に
わ
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
郡
を
治
め
る
の

が
国
造
で
あ
り
、
県
を
治
め
る
の
が
県
稲
置
で
あ
っ
て
、
官み
や

家け

を
領
る
の
は

伴
造
の
職
種
と
み
る
の
が
正
し
い
。
筑
紫
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
屯
倉
を
管
理

し
た
の
が
神
八
井
命
の
後
裔
と
い
う
筑
紫
三
家
み
や
け

連
で
あ
っ
た
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
筑
紫
国
造
で
あ
っ
た
磐
井
は
大
和
政
権
に
反
抗
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
磐
井
が
反
乱
を
お
こ
し
た
動
機
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
朝
鮮
出
兵

の
負
担
が
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
磐
井
の
時
代
に
か
ぎ
っ
て
み
れ
ば
、

大
和
政
権
は
朝
鮮
出
兵
に
積
極
的
と
は
い
え
な
い
。
朝
鮮
半
島
で
は
四
七
五

年
に
高
句
麗
に
よ
っ
て
一
時
百
済
が
滅
び
、
大
和
政
権
の
援
助
で
復
興
す
る

と
い
う
出
来
事
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
お
そ
ら
く
関
連
し
て
雄
略
の
朝
廷
で
は

高
句
麗
へ
の
遠
征
の
議
が
お
こ
り
、『

日
本
書
紀』

に
よ
れ
ば
四
七
九
年
に

出
兵
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
以
後
は
朝
鮮
へ
の
出
兵
が
お
こ
な
わ
れ
た
形

跡
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
年
に
百
済
で
東
城
王
が
即
位
す
る
と
、
百
済
と

大
和
政
権
と
の
関
係
は
む
し
ろ
疎
遠
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
武
寧
王
即
位

後
の
武
烈
六
年

(

五
〇
四)

十
月
に
百
済
が
調
を
進
上
し
た
と
き
、
天
皇
が

｢

百
済
、
年
歴
て
貢
職
脩
ら
ず｣

と
思
っ
た
と
あ
る
の
な
ど
が
参
考
と
な
ろ

う
。
そ
の
間
、
大
和
政
権
は
技
術
者

(

巧
手
者)

を
求
め
て
高
句
麗
に
使
者

を
派
遣
す
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る

(

仁
賢
六
年
九
月
壬
子
条
、
是

歳
条)

。
し
た
が
っ
て
、
大
和
政
権
が
百
済
の
要
請
で
朝
鮮
に
出
兵
す
る
と

い
う
よ
う
な
状
況
で
は
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し

『

三
国
史
記』

新
羅
本
紀
に
は
四
八
二
、
四
八
六
、
四
九
七
年
に

相
当
す
る
年
次
に

｢

倭
人
、
辺
を
犯

(

侵)

す｣

と
い
う
記
事
が
み
え
、
五

〇
〇
年
に
は
倭
人
が
長
峯
鎮
を
攻
め
陥
し
た
と
い
う

(

佐
伯
有
清
編
訳

『

三

国
史
記
倭
人
伝』

岩
波
文
庫)

。
た
だ
、
そ
の
倭
人
が
大
和
政
権
に
よ
る
組

織
的
な
派
兵
か
、
九
州
の
沿
海
民
の
海
賊
的
な
も
の
か
は
判
然
と
し
な
い
し
、

そ
れ
さ
え
も
五
〇
〇
年
を
最
後
に
記
事
が
な
い
。
も
し
、
そ
れ
が
海
賊
と
す

れ
ば
、
五
〇
〇
年
以
降
に
そ
れ
が
み
え
な
い
の
は
、
む
し
ろ
筑
紫
国
造
が
沿

海
民
を
十
分
に
統
御
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
の
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
み
れ
ば
、
近
江
毛
野
の
遠
征
は
大
和
政
権
に
と
っ
て
は
久
方
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ぶ
り
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
っ
て
、
単
純
に
、
大
和
政
権
の
対
朝
鮮
政

策
が
北
部
九
州
の
負
担
と
な
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
小
康

状
態
を
保
っ
て
い
た
対
朝
鮮
情
勢
が
険
悪
に
な
っ
て
、
大
和
政
権
が
出
兵
し
、

国
造
の
磐
井
に
と
っ
て
そ
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
は
、

迷
惑
こ
の
う
え
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
が
、『

日

本
書
紀』

に

｢
陰
に
叛
逆
く
こ
と
を
謨
り
て
、
猶
預
し
て
年
を
経
、
事
の
成

り
難
き
こ
と
を
恐
り
て
、
恒
に
間
隙
を
伺
う｣

と
あ
る
の
を
事
実
に
近
い
と

み
れ
ば
、
な
お
ほ
か
に
朝
廷
に
不
満
を
抱
く
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
磐
井
を
在
地
の
豪
族
と
み
て
乱
を
九
州
対
大
和
の
戦
い
と

解
釈
す
る
の
が
不
当
で
あ
る
か
ぎ
り
、
大
和
政
権
の
対
国
造
政
策
と
の
関
係

で
み
る
の
が
も
っ
と
も
穏
当
な
見
方
で
あ
る
。
そ
こ
で
念
頭
に
の
ぼ
る
の
が
、

雄
略
天
皇
以
降
の
国
造
へ
の
抑
圧
政
策
で
あ
る
。
代
表
的
に
は
雄
略
に
よ
る

吉
備
の
下
道
氏
の
粛
清
が
有
名
だ
が
、
武
力
弾
圧
以
外
に
も
国
造
へ
の
強
行

的
な
政
策
が
と
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
ら
に
私
が
注
目
す
る
の
が

国
造
に
よ
る
貢
納
で
あ
る
。
国
造
が
大
和
政
権
に
た
い
し
て
如
何
な
る
義
務

を
負
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
お
お
い
が
、『

古
語
拾
遺』
雄
略
天

皇
の
段
に
は
有
名
な
大
蔵
の
設
置
に
か
ん
し
て｢

此
よ
り
後
、
諸
国
の
貢
調
、

年
々
に
盈
ち
溢
れ
き｣

と
み
え
る
。
つ
ま
り
雄
略
朝
以
降
、
国
々
か
ら
の
貢

納
が
増
加
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
国
造
か
ら
の
貢
納
を

強
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
お
ぼ
ろ
げ
で
は

あ
る
が
、
雄
略
朝
以
降
の
大
和
政
権
に
よ
る
地
方
支
配
強
化
政
策
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
磐
井
の
乱
も
そ
の
よ
う
な
趨
勢
を
背
景
に
す
る

も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
あ
る
意
味
全
国
ど
こ
で
で
も
起
こ
り
う
る
国
造
の
反
抗
が
ほ
か
で
も

な
い
九
州
し
か
も
大
陸
に
開
か
れ
た
筑
紫
で
勃
発
し
た
の
は
、
そ
れ
な
り
の

原
因
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
筑
紫
国
造
固
有
の
問
題
も
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
私
が
こ
こ
で
興
味
を
も
つ
の
が
、
九
州
特
産
の
物
品
、
と
く

に
い
わ
ゆ
る
阿
蘇
ピ
ン
ク
石
製
の
石
棺
の
分
布
で
あ
る
。
こ
の
種
類
の
石
棺

は
地
元
に
例
が
な
く
、
畿
内
や
そ
の
周
辺
に
分
布
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の

年
代
が
五
世
紀
末
か
ら
六
世
紀
前
期
の
も
の
と
い
う
。
和
田
晴
吾
氏
は
こ
の

現
象
を

｢

九
州
勢
力
の
強
大
化｣

と
解
し
て
い
る

(

９)

が
、
私
に
は
そ
ん
な
性
質

の
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
九
州
特
産
の
石
棺
は
、
地
元
に
み

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
み
て
も
、
中
央
へ
の
貢
納
品
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
筑
紫
国
造
は
こ
の
よ
う
な
石
材
品
の
貢
納
を
強
い
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
造
に
課
せ
ら
れ
た
負
担
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
私
は
、

こ
の
よ
う
な
過
酷
な
負
担
が
筑
紫
国
造
の
大
和
政
権
へ
の
不
満
を
増
大
さ
せ

た
と
み
て
も
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
和
政

権
に
よ
る
ひ
さ
び
さ
の
朝
鮮
派
兵
が
、
つ
い
に
筑
紫
国
造
磐
井
を
し
て
中
央

へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
反
抗
に
立
ち
上
が
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
邪
馬
台
国
以
後
の
九
州
と
大
和
の
関
係
を
、
お
も
に
筑

紫
国
造
磐
井
の
乱
を
素
材
に
し
て
考
え
て
き
た
。
そ
れ
は
、
大
和
政
権
の
地

方
支
配
の
あ
り
方
で
あ
る
国
県
制
が
九
州
で
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
か
を
論

じ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
、
史
料
の
不
足
と
私
の
力
量
不
足
か
ら
か
な
ら

ず
し
も
十
分
な
結
果
を
生
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
論
じ
た
こ
と
は
、

現
在
の
国
造
制
論
や
ミ
ヤ
ケ
制
論
と
は
異
質
な
こ
と
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
。
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し
か
し
、
私
は

『

日
本
書
紀』

に
種
々
の
史
料
批
判
を
加
え
る
前
に
、
そ
こ

に
盛
ら
れ
た
情
報
を
ま
ず
整
理
し
て
み
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
態
度
だ
か
ら
、
先
学
の
業
績
を
十
分
咀
嚼
し
て
い
な
い
こ
と
と
あ
い
ま
っ

て
、
け
っ
き
ょ
く

『

日
本
書
紀』

を
な
ぞ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
辺
境
地
域
を
の
ぞ
け
ば
、
も
っ
と
も
遅
く
国
造
制
が

施
行
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
筑
紫
で
、
国
造
制
の
も
つ
矛
盾
が
爆
発
し
た
と
い

う
こ
と
は
理
解
し
て
い
た
だ
け
た
と
思
い
た
い
。
磐
井
の
乱
以
降
の
九
州
の

情
勢
を
は
じ
め
と
し
て
、
論
じ
残
し
た
こ
と
は
多
い
。
さ
ら
に
考
え
て
い
き

た
い
と
思
う
。

[

注]

(

１)

拙
稿

｢

国
県
制
の
成
立｣

(

横
田
健
一
編

『

日
本
書
紀
研
究』

第
二
十
一
冊
、

塙
書
房
、
一
九
九
七
年)

。

(

２)

篠
川
賢

『

国
造
制
の
成
立
と
展
開』
(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年)

、
伊
藤

楯

｢

筑
紫
と
武
蔵
の
反
乱｣

(

吉
村
武
彦
編

『

古
代
を
考
え
る

継
体
・
欽

明
朝
と
仏
教
伝
来』

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年)
な
ど
。

(

３)

三
品
彰
英

『

日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
証』

下
巻

(

天
山
舎
、
二
〇
〇
二

年)

二
〇
九
、
二
四
三
〜
二
四
四
ペ
ー
ジ
。

(

４)

亀
井
輝
一
郎

｢

磐
井
の
乱
の
前
後｣

(『

新
版
・
古
代
の
日
本』

第
三
巻
、
角

川
書
店
、
一
九
九
一
年)

。

(

５)

山
尾
幸
久

『

筑
紫
君
磐
井
の
戦
争』

新
日
本
出
版
社
、
一
九
九
九
年
。

(

６)

田
中
俊
明

『

大
加
耶
連
盟
と

｢

任
那｣』

(

吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年)

二

二
五
〜
二
二
七
ペ
ー
ジ
。

(

７)

水
谷
千
秋

｢

筑
紫
君
磐
井｣

(

鎌
田
元
一
編

『

古
代
の
人
物
１

日
出
づ
る

国
の
誕
生』

清
文
堂
、
二
〇
〇
九
年)

。

(

８)

舘
野
和
己

｢

ミ
ヤ
ケ
と
国
造｣

(

吉
村
武
彦
注

[

２]

編
書
所
収)

。

(

９)

和
田
晴
吾

｢

今
城
塚
古
墳
と
九
州
勢
力｣

(

高
槻
市
教
育
委
員
会
編

『

継
体

天
皇
の
時
代』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年)

。
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