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「
任
那
復
興
」
策
と
「
任
那
の
調
」

熊　

谷　

公　

男

は
じ
め
に

古
代
日
朝
関
係
史
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
見
直
し
が
進
み
、
一
九
八
〇

年
代
末
ご
ろ
ま
で
に
面
目
を
一
新
す
る
。
か
つ
て
通
説
と
さ
れ
て
い
た
、
ヤ

マ
ト
朝
廷
は
四
世
紀
半
ば
か
ら
二
百
年
の
間
、朝
鮮
半
島
南
部
の「
任
那
」（
加

耶
諸
国
）
を
直
接
支
配
し
、
百
済
・
新
羅
両
国
を
も
従
属
さ
せ
て
い
た
と
す

る
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
は
、現
在
で
は
完
全
に
過
去
の
も
の
に
な
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
点
に
関
し
て
筆
者
も
異
論
は
な
い
。

〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
が
崩
壊
し
て
す
で
に
三
〇
年
ほ
ど
経
過
し

た
が
、
で
は
律
令
制
以
前
の
倭
国
の
対
外
関
係
史
は
ど
の
よ
う
に
塗
り
か
え

ら
れ
た
か
と
い
う
と
、い
ま
だ
混
沌
と
し
た
研
究
状
況
で
あ
り
、率
直
に
い
っ

て
停
滞
と
硬
直
化
が
目
に
つ
く
。
そ
れ
は
、
筆
者
の
み
る
と
こ
ろ
、〝
任
那

問
題
〞
の
規
避
と
、
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を
す
べ
て
対
等
な
関
係
と
し

て
捉
え
よ
う
と
す
る
志
向
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
に
し
て
も
、
そ
れ
と
不
可
分
の
「
任
那
日

本
府
」
説
に
し
て
も
、
確
か
に
『
日
本
書
紀
』
を
典
拠
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
に
即
し
た
分
析
、
考
察
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
学
説
と
は
い
い
が

た
い
。〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
は
「
任
那
」
を
「
官
家
（
ミ
ヤ
ケ
）」

と
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
が
、
本
来
「
官

家
」
と
は
、
倭
国
に
調
（
ミ
ツ
キ
）
を
貢
納
す
る
国
家
ま
た
は
地
域
の
こ
と

で
あ
り
、
倭
国
が
直
接
現
地
を
支
配
す
る
直
轄
領
の
意
で
は
な
い
。
ま
た
、

四
世
紀
か
ら
六
世
紀
ま
で
「
任
那
」
を
統
治
す
る
機
関
と
し
て
存
続
し
た
と

さ
れ
た
「
任
那
日
本
府
」
は
、
史
料
的
に
い
う
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
『
日

本
書
紀
』
の
欽
明
紀
の
ご
く
か
ぎ
ら
れ
た
期
間
（
欽
明
二
〜
六
年
）
に
だ
け

集
中
的
に
現
わ
れ
て
お
り
（
年
表
1
参
照
）、
筆
者
は
、
そ
の
性
格
・
機
能

も
こ
の
時
期
の
国
際
関
係
に
即
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る）
1
（

。た
だ
も
う
一
方
で
、
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、『
日
本
書
紀
』
の
記

述
に
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
た
と
え
ば
ミ
ヤ

ケ
に
関
し
て
い
え
ば
、
百
済
・
新
羅
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
高
句
麗
ま
で
「
内

官
家
」
と
よ
ぶ
（『
日
本
書
紀
』
神
功
摂
政
前
紀
仲
哀
九
年
十
月
辛
丑
条
）

な
ど
、ミ
ヤ
ケ
概
念
に
甚
だ
し
い
誇
張
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
、

も
う
一
方
で
欽
明
紀
の
百
済
系
史
料
に
も
と
づ
く
記
事
に
海
外
の
ミ
ヤ
ケ
を

「
弥
移
居
」
と
、
百
済
系
と
み
ら
れ
る
借
音
字
で
表
記
し
て
い
る
こ
と
に
も

注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
、
こ
の
語
句
が
律
令
制
以
前
か
ら
倭
国
と
特
定
の
結

び
つ
き
の
あ
る
半
島
の
国
あ
る
い
は
地
域
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
否
定

し
が
た
い
の
で
あ
る）

2
（

。
す
な
わ
ち
『
日
本
書
紀
』
の
政
治
的
な
潤
色
に
は
十

分
に
注
意
を
は
ら
う
べ
き
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
記
載
を
無
視
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し
た
り
全
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
造
作
・
誇
張
に
満
ち
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
記
述
の
中
核
に
か
く
さ
れ
た
史
実
が
な
い
か
探
索
す
る
努
力
を
す
べ
き

時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
「
任
那
」
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
の
「
任
那
」
に
広
狭
両
義

が
あ
り
、
広
義
に
は
加
耶
諸
国
全
体
を
指
す
が
、
狭
義
に
は
金
官
国
を
意
味

す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
朝
鮮
史
料
で
は
、「
任
那
」
の
用
例

じ
た
い
が
き
わ
め
て
少
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
金
官
国
の
別
称
と
み

て
さ
し
つ
か
え
な
い）

3
（

。
す
な
わ
ち
、
広
義
の
「
任
那
」
は
『
日
本
書
紀
』
な

い
し
倭
国
特
有
の
用
法
と
み
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
は
朝
廷
の
ミ
ヤ
ケ
と
い

う
独
特
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
方

で
狭
義
の
「
任
那
」
は
朝
鮮
史
料
の
用
法
に
通
じ
る
の
で
、
半
島
か
ら
伝
来

し
た
呼
称
と
み
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
こ
の
場
合
も
、
広
義
の
「
任
那
」
は
列

島
で
肥
大
化
し
た
「
任
那
」
概
念
で
あ
る
が
、
狭
義
の
「
任
那
」
は
半
島
に

起
源
す
る
歴
史
的
地
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
核
に
は
倭
国
と
「
任
那
」（
金

官
国
）
と
の
特
殊
な
歴
史
的
関
係
が
伏
在
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
決
し
て

不
当
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
が

完
全
に
過
去
の
も
の
に
な
っ
た
今
日
に
お
い
て
も
、〝
任
那
問
題
〞
は
あ
ら

た
な
視
点
か
ら
研
究
課
題
と
し
て
取
り
組
む
余
地
は
十
分
に
残
さ
れ
て
い
る

と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
現
状
で
は
「
任
那
」
研
究
は
低
調
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
れ
は
、
研
究
者
の
間
に
〝
任
那
問
題
〞
を
規
避
す
る
意
識
が
つ
よ
い
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
任
那
」
を
重
視
し
た
り
、
特
別
視
し
た
り
す

る
こ
と
自
体
が
、〝
任
那
史
観
〞
と
し
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
対
象
と
さ
れ
る

こ
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
日
本
書
紀
』
が
「
任
那
」
を
特

別
視
し
て
い
る
こ
と
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
を
『
日
本
書
紀
』
の

編
纂
過
程
の
問
題
に
還
元
し
て
し
ま
う
の
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
「
任
那

復
興
」
策
や
「
任
那
の
調
」
を
想
起
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、〝
任
那
問
題
〞

の
解
決
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を
原
則
す
べ
て
対
等
の
関
係
と
し
て
捉

え
よ
う
と
す
る
傾
向
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
も
し
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞

説
が
植
民
地
史
観
と
し
て
批
判
を
浴
び
た
こ
と
で
、
対
外
関
係
を
優
位
―
従

属
の
関
係
で
み
る
こ
と
自
体
を
誤
り
と
考
え
る
意
識
が
つ
よ
ま
っ
た
結
果
だ

と
す
れ
ば
、そ
れ
は
、筆
者
自
身
も
含
め
て
で
あ
る
が
、い
さ
さ
か
安
易
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
広
開
土
王
碑
」
を
素
材
と
し
た
武
田
幸
男
氏
の

詳
密
・
周
到
な
研
究）

4
（

で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
広
開
土
王
代
の
高
句

麗
が
武
力
に
よ
っ
て
領
域
を
拡
大
し
、
新
羅
や
百
済
を
軍
事
的
に
従
属
さ
せ

た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
ま
ご
う
方
な
い
歴
史
的
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
小
規
模
で
不
安

定
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
別
に
高
句
麗
を
中
心
と
し
た
国
際
秩
序
が

併
存
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
広
開
土
王
碑
」
の
な

か
で
、
と
き
と
し
て
「
百
残
」・
新
羅
を
勢
力
下
に
お
き
、
高
句
麗
と
対
立

す
る
強
大
な
勢
力
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
倭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
広
開

土
王
の
功
績
を
際
だ
た
せ
る
意
図
か
ら
誇
張
を
加
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
し

が
た
い
に
せ
よ
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
を
「
単
純
に
、
虚
偽
な
ど
と
し
て

否
定
し
去
る
こ
と
は
安
易
に
す
ぎ
る）

5
（

」
の
で
あ
っ
て
、
倭
国
が
百
済
や
加
耶

南
部
諸
国
（
金
官
・
安
羅
な
ど
）
と
軍
事
的
に
提
携
し
な
が
ら
反
高
句
麗
勢

力
の
盟
主
的
存
在
と
し
て
高
句
麗
と
対
抗
し
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
と
認
め

ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
国
際
環
境
の
な
か
で
倭
国
だ
け
が
ひ
た
す
ら
対
等
の
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外
交
政
策
を
志
向
し
つ
づ
け
た
と
み
る
の
は
、
か
え
っ
て
非
歴
史
的
な
見
方

に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

別
稿
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
広
開
土
王
代
に
新
羅
を
従
属
さ
せ
た
高
句
麗

に
対
し
て
、倭
国
は
百
済
か
ら
軍
事
援
助
と
引
き
替
え
に
「
質
」（
ム
ハ
カ
リ
）

を
出
さ
せ
て
い
る
し
、「
任
那
加
羅
」（
金
官
＝
狭
義
の
「
任
那
」）
か
ら
も

軍
事
援
助
と
引
き
替
え
に
「
調
」
を
貢
納
さ
せ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。

さ
ら
に
高
句
麗
に
軍
事
的
に
従
属
し
て
出
質
し
て
い
た
新
羅
は
、
一
時
期
、

倭
兵
の
侵
攻
停
止
と
引
き
替
え
に
倭
国
に
も
「
質
」
を
入
れ
て
い
る
。〝
南

朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
の
崩
壊
後
、「
質
」
を
対
等
の
関
係
を
前
提
と
し

た
外
交
使
節
と
み
な
す
説
が
有
力
化
す
る
が
、
そ
れ
は
成
り
立
ち
が
た
い
。

「
質
」
は
外
交
交
渉
の
結
果

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
の
保
証
と
し
て
送
ら
れ
る
王
の
身
代
わ
り

の
王
族
な
の
で
、
外
交
使
節
そ
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
帰
国
の
自
由

が
な
い
う
え
、
送
受
関
係
が
双
方
向
で
は
な
く
一
方
通
行
で
あ
っ
た
の
で
、

受
け
入
れ
国
側
が
優
位
に
立
つ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
百
済
・
新
羅
両
国
か
ら
倭
国
へ
の
「
質
」
は
、『
日
本
書
紀
』
だ
け
で

な
く
『
三
国
史
記
』『
三
国
遺
事
』
に
も
記
載
が
あ
り
、
歴
史
的
事
実
と
し

て
否
定
し
が
た
い
点
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
国
は
、
す
で
に
広
開

土
王
代
（
三
九
一
〜
四
一
三
年
）
に
、
軍
事
援
助
を
外
交
的
武
器
と
し
て
自

国
優
位
を
志
向
す
る

0

0

0

0

外
交
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
つ
ぎ
の
倭
の
五
王
の
時
代
に
も
同
様
の
外
交
政
策
が
と
ら
れ
た

こ
と
は
、
倭
王
武
の
上
表
文
や
倭
王
が
宋
朝
に
求
め
た
官
爵
を
想
起
す
れ
ば

多
言
を
要
す
ま
い）

6
（

。

近
年
、
廣
瀬
憲
雄
氏
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
の
国
家
は
、
本
来
的

に
帝
国
へ
の
志
向
（
＝
帝
国
性
）
を
有
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で）

7
（

、
国
際
状

況
次
第
で
は
そ
の
志
向
が
顕
在
化
し
、
周
辺
国
と
の
間
に
従
属
的
な
外
交
関

係
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
、
ど
の
地
域
で
も
起
こ
り
う
る
こ

と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。中
国
を
中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
、

歴
史
上
、「
華
夷
秩
序
」
は
複
数
存
在
し
た
の
で
あ
り）

8
（

、
そ
の
よ
う
な
認
識

を
も
つ
こ
と
が
、
廣
瀬
氏
も
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
王
権
・
国
家
を
独
立
し

た
外
交
主
体
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
通
じ
る
の
で
あ
る）

9
（

。

つ
と
に
石
上
英
一
氏
は
、
日
本
の
「
調
」（
ツ
キ
）
が
、
新
羅
国
内
の
服

属
儀
礼
に
お
け
る
貢
進
物
に
起
源
が
あ
る
こ
と
、
新
羅
や
「
任
那
」
の
倭
国

へ
の
朝
貢
儀
礼
に
お
け
る
貢
進
物
の
「
調
」
も
ま
た
こ
の
系
統
に
属
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る）

10
（

。
廣
瀬
氏
は
こ
の
石
上
説
を
発
展
的
に
継
承
し
、「
任

那
の
調
」
な
ど
の
調
（
ミ
ツ
キ
）
は
、「
倭
王
へ
の
服
属
の
証
」
で
あ
っ
て
、

「
半
島
の
諸
勢
力
を
「
服
属
」
さ
せ
る
「
帝
国
」
と
し
て
の
倭
国
に
は
不
可

欠
の
要
素
で
あ
」
り
、「
ミ
ツ
キ
の
貢
納
は
「
帝
国
」
の
一
要
件
」
で
も
あ
っ

た
と
す
る）

11
（

。
廣
瀬
氏
に
よ
れ
ば
多
く
の
国
家
は
、
本
来
的
に
帝
国
へ
の
志
向

を
も
っ
て
い
て
、
調
の
貢
納
を
倭
国
あ
る
い
は
日
本
的
「
帝
国
」
の
一
要
件

と
み
な
す
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
立
場
を
推
し
進
め
る
と
、
倭
国
は
四
・
五

世
紀
の
国
家
形
成
期
の
初
期
段
階
か
ら
「
帝
国
」
を
志
向
し
、
周
辺
諸
国
に

調
の
貢
納
を
求
め
る
外
交
政
策
を
展
開
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

こ
よ
う
。
こ
れ
は
、
近
年
主
流
と
な
っ
て
い
る
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を

す
べ
て
対
等
な
関
係
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
と
は
ま
さ
に
対
極
に
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
筆
者
は
こ
の
廣
瀬
氏
の
立
場
に
賛
同
す
る
。

た
だ
こ
こ
で
念
を
押
し
て
お
き
た
い
の
は
、
倭
国
の
自
国
優
位
を
志
向
す

る
外
交
（
＝
「
小
帝
国
」
的
外
交
）
と
は
、
基
本
的
に
外
交
理
念
、
な
い
し

外
交
政
策
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
周
辺
諸
国
を
従
属
さ
せ
て
い
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る
と
は
限
ら
な
い
し
、
ま
し
て
や
相
手
国
を
直
接
支
配
し
て
い
た
と
い
う
わ

け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
状
況
に
よ
っ
て
は
、
結
果
的

に
対
等
と
い
っ
て
よ
い
外
交
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
倭
国
の
外
交
は
基
本
的
に
「
小
帝
国
」
を

志
向
す
る
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
「
国
際
意
識）

12
（

」
に

よ
っ
て
倭
国
の
外
交
政
策
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
状
況
が
許
せ
ば
「
質
」
を

出
さ
せ
た
り
、「
調
」
を
貢
納
さ
せ
た
り
し
て
、「
小
帝
国
」
的
外
交
関
係
を

実
現
さ
せ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。別

稿
で
、
五
〜
七
世
紀
の
倭
国
の
外
交
を
概
観
し
た
と
き
に
具
体
的
に
論

じ
た
よ
う
に
、
倭
国
は
、
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
世
界
の
「
絶
域
」

に
位
置
し
て
い
た
こ
と
で
、
中
国
王
朝
の
規
制
を
つ
よ
く
受
け
る
こ
と
が
な

く
、
朝
鮮
半
島
の
戦
乱
か
ら
も
意
識
的
に
距
離
を
お
く
こ
と
が
で
き
て
、
軍

事
、
外
交
の
う
え
で
相
対
的
に
自
律
性
、
主
体
性
を
も
ち
や
す
く
、
東
ア
ジ

ア
世
界
で
も
独
自
の
外
交
政
策
を
展
開
し
う
る
環
境
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る）
13
（

。
実
際
に
も
、
多
く
の
場
合
に
「
小
帝
国
」
的
外
交
政
策
を
展
開
し
た
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、「
質
」
と
「
調
」
と
「
任
那
」
を
ぬ

き
に
倭
国
の
外
交
政
策
は
語
れ
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
稿
の
目
的
は
、
五
三
二
年
に
金
官
国
（
＝
狭
義
の
「
任
那
」）
が
最
終

的
に
滅
亡
す
る
前
後
か
ら
六
世
紀
半
ば
の
大
化
改
新
期
に
か
け
て
倭
国
の
最

重
要
の
外
交
課
題
の
一
つ
と
な
る
「
任
那
復
興
」（
＝
金
官
国
の
独
立
回
復
）

策
の
流
れ
を
た
ど
り
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
敏
達
朝
以
降
に
重
要
な

外
交
課
題
と
し
て
登
場
し
て
く
る
「
任
那
の
調
」
の
歴
史
的
意
義
を
再
検
討

し
、
倭
国
に
と
っ
て
「
任
那
」
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
か
を
問

い
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
の
崩
壊
後
は
、「
任
那
」

に
関
わ
る
研
究
動
向
は
一
変
す
る
。
近
年
の
「
任
那
日
本
府
」（
以
下
、「
日

本
府
」
と
略
称
す
る
）
の
研
究
で
は
、
こ
れ
を
四
・
五
世
紀
以
来
、
現
地
に

居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
倭
人
の
組
織
と
み
て
、
倭
王
権
と
の
統
属
関
係
を

否
定
す
る
見
解
が
主
流
を
占
め
る
が
、
こ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
「
日
本
府
」

と
倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
を
完
全
に
切
り
離
そ
う
と
す
る
立
場
で
あ
り
、

筆
者
に
は
〝
任
那
問
題
〞
を
規
避
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
「
任
那
の
調
」
の
研
究
に
お
い
て
も
、〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞

説
の
崩
壊
後
は
、倭
国
側
の
「
調
」
要
求
の
動
機
よ
り
も
、新
羅
が
な
ぜ
「
調
」

を
納
入
し
た
か
と
い
う
点
に
議
論
の
重
点
が
移
り
、
鈴
木
英
夫
氏
は
百
済
の

対
倭
外
交
に
対
抗
し
、
倭
国
の
軍
事
援
助
を
阻
止
す
る
た
め
と
し）

14
（

、
西
本
昌

弘
氏
は
倭
国
に
急
接
近
し
て
き
た
高
句
麗
と
の
連
携
を
は
ば
む
た
め
と
す

る）
15
（

。
確
か
に
、
新
羅
側
の
主
体
的
要
因
も
重
要
で
は
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て

も
倭
国
が
金
官
四
邑
の
「
調
」
を
要
求
し
つ
づ
け
、
な
お
か
つ
そ
れ
に
な
に

が
し
か
の
正
当
性
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
新
羅
が
貢
進
す
る
こ
と
も
な
か
っ

た
は
ず
で
、
ま
ず
究
明
さ
れ
る
べ
き
は
倭
国
側
の
主
体
的
動
機
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
問
題
も
「
任
那
復
興
」
策
か
ら
き
り
は
な
し
て
議
論

は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
崩
壊
後
の
「
日
本
府
」
や
「
任

那
の
調
」
の
研
究
は
、
そ
れ
ら
を
「
任
那
復
興
」
策
か
ら
切
り
離
し
て
考
察

し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
外
交
記
事
に

多
く
の
造
作
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、「
任
那
復

興
」
策
に
関
わ
る
記
事
群
に
つ
い
て
、
そ
の
根
幹
部
分
を
『
日
本
書
紀
』
編

17086179_06熊谷.indd   4 2018/03/14   9:57:44



東北学院大学論集　歴史と文化　第 57号

5（　 ）

者
の
造
作
に
帰
す
る
こ
と
は
、
本
文
で
も
論
じ
る
よ
う
に
、
困
難
で
あ
ろ
う
。

継
体
紀
の
近
江
毛
野
関
係
の
記
事
や
欽
明
紀
の
「
日
本
府
」
の
記
事
は
、
部

分
的
か
全
体
的
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
百
済
系
史
料
で
あ
る
『
百

済
本
記
』
が
使
用
さ
れ
て
い
て
、一
定
の
史
料
的
価
値
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
任
那
の
調
」
関
係
の
記
事
は
そ
れ
ら
と
は
様
相
が
異
な
り
、
基
本
的

に
国
内
系
史
料
に
よ
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
倭
国
本
意
の
明
ら
か
な
誇
張
、

造
作
が
含
ま
れ
て
い
て
、
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

固
有
名
詞
の
表
記
法
や
外
交
儀
礼
の
具
体
的
な
記
事
内
容
な
ど
か
ら
み
て
実

録
的
な
原
史
料
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
の
本
論
で
は
金
官
国
の
滅
亡
前
後
か
ら
は
じ
ま
る
「
任
那

復
興
」
策
の
な
か
に
敏
達
朝
以
降
の
「
任
那
の
調
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
意

義
を
と
ら
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
国
に
と
っ
て
の
「
任
那
」
の
意
義
を

改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

一
．「
任
那
復
興
」
策
の
諸
段
階

本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
任
那
復
興
」
策
と
は
、
五
二
〇
年
代
半
ば
に
新
羅

が
加
耶
南
部
の
金
官
国
方
面
へ
の
軍
事
進
出
を
は
じ
め
る
と
ま
も
な
く
、
そ

の
動
き
に
対
抗
し
て
安
羅
（
現
咸
安
）
な
ど
の
加
耶
諸
国
、
倭
国
、
百
済
な

ど
が
提
携
し
な
が
ら
お
こ
な
い
は
じ
め
た
金
官
（
現
金
海
）、
お
よ
び
そ
れ

に
つ
い
で
新
羅
に
併
合
さ
れ
た

己
呑
（
金
官
の
西
隣
か
）・
卓
淳
（
現
昌

原）
16
（

）
の
独
立
回
復
策
の
こ
と
で
あ
る
（
た
だ
し
加
耶
諸
国
滅
亡
後
は
、
も
っ

ぱ
ら
金
官
国
の
み
の「
復
興
」を
意
味
す
る
よ
う
に
な
る
。
後
文
参
照
）。『
日

本
書
紀
』
に
は
継
体
紀
・
欽
明
紀
を
中
心
に
「
復
二
興
任
那
一
」「
復
二
建
任
那
一
」、

あ
る
い
は
「
興
二
建
任
那
一
」「
立
二
任
那
一
」「
建
二
任
那
一
」「
建
二
成
任
那
一
」「
封

二
建
任
那
一
」
な
ど
と
い
う
い
い
方
で
頻
出
す
る
。
さ
ら
に
は
「
任
那
」
を

よ
り
具
体
的
に
「
更
建
二
南
加
羅
（
＝
金
官
）・

己
呑
一
」（『
日
本
書
紀
』

継
体
二
十
三
年
（
五
二
九
）
三
月
条
。
以
下
、『
日
本
書
紀
』
の
史
料
に
関

し
て
は
書
名
を
省
略
す
る
）
と
記
し
た
例
も
あ
る
。

こ
の
「
任
那
復
興
」
策
は
、
五
六
二
年
に
新
羅
が
加
耶
北
部
の
有
力
国
で

あ
っ
た
大
加
耶
（
現
高
霊
）
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
あ
と
も
、
倭
国
だ
け
は
重
要

な
外
交
政
策
と
し
て
掲
げ
続
け
、
狭
義
の
「
任
那
」（
＝
金
官
）
を
支
配
す

る
よ
う
に
な
っ
た
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
働
き
か
け
る
よ
う
に
な
る
。
や

が
て「
任
那
」を
支
配
す
る
新
羅
に
対
し
て
軍
事
的
圧
力
を
か
け
な
が
ら
、「
任

那
の
調
」（
＝
旧
金
官
四
邑
の
調
）
の
貢
進
を
執
拗
に
要
求
し
、
そ
の
結
果
、

新
羅
が
「
任
那
の
調
」
を
倭
国
に
貢
納
し
た
こ
と
も
何
度
か
確
認
さ
れ
る
。

さ
ら
に
六
四
二
年
に
百
済
が
新
羅
に
侵
攻
し
て
旧
加
耶
地
域
の
四
〇
余
城
を

下
す
と
、
倭
国
は
百
済
に
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
を
要
求
し
、
大
化
元
年

（
六
四
五
）
に
は
百
済
が
貢
納
し
て
い
る
。
そ
し
て
大
化
二
年
、
新
羅
に
遣

使
し
て
「
任
那
の
調
」
の
停
廃
を
通
告
す
る
こ
と
で
「
任
那
の
調
」
は
廃
止

さ
れ
、「
任
那
復
興
」
策
も
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
「
任
那
復
興
」
策
の
推
移
の
大
要
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
、

当
初
は
倭
国
ば
か
り
で
な
く
、
安
羅
を
は
じ
め
と
す
る
加
耶
諸
国
、「
日
本

府
」、
そ
れ
に
百
済
が
「
任
那
復
興）

17
（

」
を
共
通
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
外
交

活
動
を
お
こ
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
羅
の
金
官

国
へ
の
武
力
進
出
が
は
じ
ま
る
五
二
〇
年
代
半
ば
以
降
、
朝
鮮
三
国
間
の
武

力
衝
突
が
本
格
化
し
て
く
る
五
四
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
ほ
ぼ
二
〇
年
間
で
あ

る
。
こ
の
時
期
は
さ
ら
に
百
済
・
新
羅
間
に
講
和
が
成
立
す
る
五
四
一
年
を
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年表 1　近江毛野と「任那日本府」関係年表

年　　　月 事　　　　　項

I　
　
　
　
　
　
　

期

524（法興王 11）.─ 法興王、勢力拡大のため南境を巡幸し、加耶国王、来会する（羅紀）
527（継体 21）.6 近江毛野、南加羅（金官）・ 己

こ

呑
とん

復興のため軍 6万を率いて任那に向かう。
　　　〃 筑紫磐井、新羅と通じて叛し、火（肥）・豊国に拠って毛野の軍をはばむ。
528（継体 22）.11 大将軍物部麁鹿火、筑紫において磐井と戦い、斬殺する。
　　　〃　　 .12 磐井の子筑紫葛子、死罪を免れるために糟屋屯倉を献上。
529（継体 23）.3 南加羅・ 己呑復興のため、近江毛野を勅使として安羅に遣わし、百済・新羅の高官を

招集する。安羅、毛野のために高堂を造り、毛野と安羅の国主が堂に昇って協議するが、
百済の使節は参加を許されず、これを怨む。

529（継体 23）.4 任那王の己
こ

能
の

末
ま

多
た

干岐、来朝。新羅の来侵を訴えて救援を求める。近江毛野に任那と新
羅の和解をはからせるが、毛野、体面にこだわり宣勅せず。新羅、上臣に軍衆 3,000人
を率いさせて派遣。毛野、それをみて籠城して宣勅を拒み続ける。3ヶ月後、上臣、金
官等 4村を侵掠して帰国。

　　　〃

530（継体 24）.9 近江毛野臣、久斯牟羅に居宅をたてて 2年余り留まり、政治に倦んで、韓子の裁判に誓
湯を好んで用い、多くの死者を出すなどの悪行を働く。天皇、毛野を召喚しようとする
がしたがわず。阿利斯等（安羅の首長ヵ）、新羅・百済に兵を請い毛野臣を討つが、毛
野臣は背

へ

評
こほり

に拠り頑強に抵抗する。
530（継体 24）.─ この年、近江毛野、ついに召喚に応じるが、帰国の途中、対馬において病死。
531（継体 25）.3 百済軍、安羅に進駐し、乞

こっ と く

城を造営。（継体 25.12.5条）
532（法興王 19）. 金官国主金仇亥、王妃・王子らと共に新羅に降る。（羅紀）
536（宣化 1）.5 筑紫国那津に官家を造り、諸国の屯倉の穀を集積する。
537（宣化 2）.10 新羅が任那を攻撃したので、大伴金村の子磐・狭手彦を遣わす。磐は筑紫に留まって三

韓に備え、狭手彦は渡海して任那・百済にいく。

II　
　
　
　
　
　
　

期

541（真興王 2）.3 新羅、百済の要請を受け入れて講和する。（羅紀）
541（欽明 2）.4 百済の聖明王、天皇の詔書を聴くためと称して任那諸国の旱岐・任那日本府の吉備臣ら

を招集し、任那復建について協議する。旱岐らは、新羅と再三議したが答がないことを
訴える。聖明王は速古王・貴首王代以来の任那諸国との友好関係を強調し、 己呑・南
加羅・卓淳の三国は内応によって滅びたので、一致団結しようと呼びかける（第 1回任
那復興会議）。

541（欽明 2）.7 百済、安羅に遣使し、新羅に通じたとされる日本府の河内直・阿賢移那斯・佐魯麻都等
を強く責める。また新羅に行った任那の執事らに、再度、百済と一致団結して新羅に併
合された三国の独立を回復しようと呼びかける。聖明王はまた任那日本府に、新羅は日
本の朝廷を欺いて取り入り、偽って任那と講和しているだけだから新羅の甘言を信じて
はいけないと説く。

541（欽明 2）. このころ百済、下韓（南韓）に郡令・城主を設置する。
542ヵ（欽明 3）.7 百済、倭国に遣使して下韓・任那の政を報告する。
543（欽明 4）.11 津守連（己麻奴跪）を百済に遣わし、任那の下韓にいる百済の郡令・城主を日本府に附

けること、また任那復興を早期に実現すれば、河内直らは自然に退去するであろうとす
る詔書を伝える。

　　　〃 百済の聖明王、詔を佐平らに諮る。佐平ら、下韓の郡令・城主は日本府に差し出さない
ように、任那の再建は詔勅に従うようにと答える。

　　　〃 津守連と同時に、印奇（印歌）臣を新羅に遣わす。（欽明 5.2条）
543.12～

544（欽明 5）.1
百済、再三、任那に遣使し、任那復興を協議するために任那諸国と日本府の執事を召す
が、下級の者を遣わしてきたために協議できず。

544（欽明 5）.2 百済、任那に遣使し、日本府・任那諸国が百済王の召還に応じなかったことを非難する
とともに、河内直・移那斯・麻都の行動を強く非難し、天皇に「本処」への送還を要請
することを伝える。

　　　〃 日本府、任那の執事が召喚に応じなかったのは引き留めていたからで、それは朝廷に派
遣した使者が「新羅に印歌臣を遣わし、百済に津守連を遣わすので、そのまま勅を待て」
と勅命を受けたからである。新羅に行く途中の印歌臣に勅を確認すると、「日本府臣と
任那の執事は新羅に行って勅を聞け」といわれ、日本府に立ち寄った津守連からは、「自
分が百済に使わされたのは、百済が下韓に置いた郡令・城主を追い出すためだ」と聞い
た。百済に行って勅を聞けとは命じられていないので、招集に応じなかったのだ、と答
えた。

とく
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年　　　月 事　　　　　項

II　
　
　
　
　
　
　

期

544（欽明 5）.3 百済、倭国に遣使して、日本府の阿賢移那斯・佐魯麻都の専横を訴え、「本処」への送
還と、新羅と通じている的臣の追放を要請。天皇は、「任那」を復建できれば移那斯・
麻都は自然に退却するであろうし、的臣が新羅に行ったおかげで安羅が耕種できるよう
になったとして、百済の要請を突っぱねる。

544（欽明 5）.10 百済使帰国し、河内直・移那斯・麻都らの処遇については報勅なしと報告。
544（欽明 5）.11 百済聖明王、日本府臣・任那諸国の執事を召喚して任那復建のための三策を提示する。

第一策、新羅と安羅との境に六城を造り、天皇軍三千を各城に配備して久礼山の新羅の
五城を降服させること。第二策、南韓に郡令・城主を置くことは高句麗・新羅と対抗す
るためにぜひとも必要なことなので、それを天皇に承認してもらうこと。第三策、日本
府の吉備臣・河内直・移那斯・麻都の四人を本国に帰還させること。（第 2回任那復興
会議）

　　　〃 吉備臣・任那諸国の執事は、帰って日本府の大臣・安羅王・加羅王に諮り、使を遣して
天皇に奏上したいと返答して、回答を保留する。

545（欽明 6）.5 百済遣使、上表する。
545（欽明 6）.9 百済、任那に遣使し、日本府及び任那諸国の王に呉（南朝梁）の財物を贈る。
546（欽明 7）.1 前年来朝の百済使、帰国。良馬 70匹・船 10隻を賜う。

III　
　
　
　
　
　
　

期

547（欽明 8）.4 百済、遣使して救援軍の派遣を要請し、質東城子言を送り、汶休麻那と交代。
548（欽明 9）.1 高句麗、百済を攻め、馬津城を包囲する。（欽明 9.4条）
548（法興王 26）.1 高句麗、濊と共謀して百済の独山城を攻撃。百済、新羅に救援を求める。新羅、高句麗

軍を撃破する。（済紀）
548（欽明 9）.4 百済遣使し、安羅・日本府と高句麗の通謀を疑い、救援軍の派遣延期を要請。
549（欽明 10）.6 百済使の帰国に際して、高句麗との通謀の真偽究明と救援軍の派遣延期を約す。
550（真興王 11）.3 新羅、百済・高句麗両国の戦いに乗じて 2城を奪取する。（羅紀）
551（真興王 12）.3 新羅、百済と連合して高句麗を攻撃し、10郡を奪う。（羅紀・居柒夫伝）
551（欽明 12）. 百済王、新羅・任那の軍と連合して高句麗と戦い、平壌を攻撃し、百済の旧都漢城と旧

百済領 6郡を復す。
552（欽明 13）.5 百済・加羅・安羅、使者を遣わし、高句麗と新羅が手を結んで百済と任那を滅ぼそうと

していると訴え、救援を請う。
552（欽明 13）.10 百済の聖明王、金銅の釈迦像・幡蓋・経論を献ず。（仏教公伝）
552（欽明 13）. この年、百済、漢城・平壌の地を放棄。新羅、漢城に入る。
553（欽明 14）.1 百済遣使し、救援軍の派遣を要請。
553（欽明 14）.6 百済に内

うちの

臣
おみ

を遣わし、馬・船・弓・箭を贈り救援軍の派遣を約す。また医博士・易博士・
暦博士らの交代要員の派遣と、卜書・暦本・薬物を要請する。

553（真興王 14）.7 新羅、百済の東北部（漢城周辺）を奪取し、新州を置く。（羅紀）
553（欽明 14）.8 百済遣使して、高句麗・新羅が共謀して百済を攻撃しようとしているとして、再び軍兵

の派遣と弓馬の支給を要請する。
554（欽明 15）.1 百済使筑紫に到り、内臣の救援軍を至急派遣するよう懇願する。それに対して、救援軍

1,000人・馬 100匹・船 40隻の派遣を約する。
554（欽明 15）.2 百済遣使して、重ねて救援軍の派遣を要請し、質を東城子莫古に代え、五経博士・僧・

易博士・暦博士・医博士・採薬師・楽人の交代要員を送る。
554（欽明 15）.5 内臣、援軍を率いて渡海し、6月に百済に到る。
554（欽明 15）.7 百済聖王、新羅の管山城を攻めるが、伏兵にあい戦死する。（羅紀・済紀）
554（欽明 15）.12 百済・「在安羅諸倭臣」・任那諸国の旱岐ら援軍の派遣を謝す。また新羅との戦況を報告

し、筑紫の軍士の増派を要請する。
555（欽明 16）.2 百済の王子余昌、弟の恵を遣わして、聖明王の戦死を報告する。
556（欽明 17）.1 余恵、帰国。武器を与え、阿倍臣らの率いる筑紫の水軍に護送させる。また筑紫火君に

兵士 1,000人を率いて渡海させ、航路の要害を守らせる。
562（欽明 23）. 新羅、任那の官家を滅ぼす。
562（真興王 23）.9 新羅、加耶を攻め滅ぼす。（羅紀）

出典： 表記なし＝『日本書紀』、羅紀＝『三国史記』新羅本紀、済紀＝同書百済本紀、居柒夫伝＝『三国史記』
居柒夫伝。

下線＝倭王権と「日本府」との統属関係を示す記事、下線＝倭王権と新羅の通交を示す記事。
ゴシック＝倭軍の軍事行動、または倭国への救援要請。
付記 :煩雑になるのを避けて「任那」の「 」を省いた。
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境
に
前
後
の
二
時
期
に
分
け
ら
れ
る
（
年
表
1
の
I
・
II
期
）。

『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
に
よ
れ
ば
、
法
興
王
一
九
年
（
五
三
二
）、
金
官

国
主
金
仇
亥
が
妃
お
よ
び
三
子
（
長
男
奴
宗
、
次
男
武
徳
、
三
男
武
力
）
と

と
も
に
財
宝
を
携
え
て
新
羅
に
投
降
し
、
金
官
国
が
滅
亡
し
た
と
い
う
。
一

方
、『
日
本
書
紀
』
で
は
、
継
体
二
十
一
年
（
五
二
七
）
六
月
甲
午
条
に
「
近

江
毛
野
臣
率
二
衆
六
万
一
欲
下
往
二
任
那
一
、
為
二
復
興
建
新
羅
所
レ
破
南
加
羅
・

己
呑
一
、合
中
任
那
上
」
と
あ
っ
て
、近
江
毛
野
を
派
遣
し
て
「
南
加
羅
」（
＝

金
官
国
）
と

己
呑
（
金
官
の
西
隣
か
）
の
二
国
を
「
復
興
建
」
し
よ
う
と

し
た
と
あ
り
、
両
国
が
す
で
に
新
羅
の
勢
力
下
に
置
か
れ
た
こ
と
を
前
提
と

し
た
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
こ
の
と
き
新
羅
か
ら

賄
賂
を
受
け
た
筑
紫
磐
井
が
毛
野
軍
の
渡
航
を
は
ば
む
た
め
に
乱
を
起
こ
し

た
と
い
う
磐
井
の
乱
の
話
が
続
く
。
そ
し
て
乱
平
定
後
の
継
体
二
十
三
年

（
五
二
九
）
三
月
に
改
め
て
金
官
・

己
呑
復
興
の
た
め
に
近
江
毛
野
を
勅

使
と
し
て
安
羅
に
遣
わ
し
、
新
羅
・「
任
那
」
両
国
を
和
解
さ
せ
よ
う
と
す

る
が
、
毛
野
が
体
面
に
こ
だ
わ
っ
て
宣
勅
し
な
か
っ
た
た
め
に
う
ま
く
い
か

ず
、
怒
っ
た
新
羅
の
上
臣
伊
叱
夫
礼
智
干
岐
は
金
官
・
背
伐
・
安
多
・
委
陀

の
四
村
を
抄
掠
し
、
そ
の
人
び
と
を
引
き
連
れ
て
帰
国
し
た
と
い
う
。
こ
の

四
村
こ
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
金
官
四
邑
の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
新
羅
が
金
官

国
を
攻
撃
し
、
略
奪
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
に
な
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
話
は
、磐
井
の
乱
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
複
雑
に
入
り
組
ん
で
お
り
、
そ
の
す
べ
て
を
事
実
と
し
て
理
解
し
て
よ
い

か
は
判
断
が
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
羅
の
上
臣
「
伊
叱
夫
礼
智

干
岐
」
と
は
朝
鮮
系
の
借
音
字
の
表
記
で
あ
り
、『
三
国
史
記
』
に
み
え
る

伊

異
斯
夫
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、『
百
済
本
記
』
に
も
と
づ
く
記
事
群
と

み
て
よ
く
、
大
筋
と
し
て
は
歴
史
的
事
実
を
伝
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
田

中
俊
明
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
新
羅
の
侵
攻
に
何
段
階
か
あ
っ
て
、

五
二
九
年
の
上
臣
に
よ
る
金
官
四
邑
抄
掠
を
へ
て
、
五
三
二
年
に
最
終
的
に

金
官
国
主
の
投
降
に
至
っ
た）

18
（

と
考
え
れ
ば
、整
合
的
な
理
解
が
可
能
で
あ
る
。

新
羅
の
金
官
国
へ
の
侵
攻
の
は
じ
ま
り
を
伝
え
る
の
が
、
田
中
氏
が
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
法
興
王
十
一
年
（
五
二
四
）

九
月
条
に
「
王
出
巡0

二
南
境

0

0

一
拓0

レ
地0

。
加
耶
国
王
来
会
」
と
い
う
記
事
と
み

ら
れ
る
。
倭
国
は
そ
の
三
年
後
に
は
近
江
毛
野
に
軍
を
率
い
さ
せ）

19
（

、
加
耶
に

向
か
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
。
四
七
五
年
に
百
済
の
都
漢
城
が
陥
落

し
た
と
き
と
く
ら
べ
て
も
、
は
る
か
に
迅
速
で
、
積
極
的
な
対
応
で
あ
る
。

こ
の
第
I
期
は
、
加
耶
南
部
の
安
羅
を
拠
点
に
倭
国
・
百
済
、
そ
し
て
お

そ
ら
く
は
ほ
か
の
加
耶
諸
国
も
加
わ
っ
て
「
任
那
復
興
」
策
が
進
め
ら
れ
た
。

安
羅
は
金
官
国
に
ほ
ど
近
い
、
加
耶
南
部
諸
国
中
の
有
力
国
で
あ
る
が
、
倭

国
と
は
金
官
国
と
な
ら
ん
で
古
く
か
ら
友
好
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
も
新
羅

の
南
方
進
出
は
、
金
官
国
を
軍
事
制
圧
下
に
置
い
た
段
階
に
は
、
す
で
に
安

羅
の
す
ぐ
東
に
ま
で
せ
ま
っ
て
き
て
お
り
、
直
接
そ
の
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
安
羅
を
は
じ
め
と
す
る
加
耶
諸
国
に
と
っ
て
、
自
国
の

独
立
を
守
る
た
め
に
「
任
那
復
興
」
が
緊
要
な
外
交
課
題
と
な
っ
た
こ
と
は

容
易
に
想
像
が
つ
く
。

安
羅
は
、
新
羅
の
金
官
国
へ
の
武
力
進
出
が
は
じ
ま
る
と
ま
も
な
く
、
倭

国
と
百
済
に
救
援
を
要
請
し
た
よ
う
で
あ
る
。
継
体
二
十
三
年
（
五
二
九
）

三
月
是
月
条
に
よ
れ
ば
、
安
羅
は
新
た
に
高
堂
を
建
て
、
そ
こ
に
安
羅
国
主

が
倭
国
か
ら
派
遣
さ
れ
た
近
江
毛
野
と
と
も
に
の
ぼ
り
「
任
那
復
興
」
に
つ

い
て
謀
る
こ
と
、
数
ヶ
月
の
間
に
再
三
あ
っ
た
が
、
そ
の
間
、
百
済
の
使
者
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と
将
軍
は
堂
の
下
に
と
ど
め
置
か
れ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
う
ら
ん
だ
と
い

う
。
説
話
的
な
内
容
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
安
羅
が
当
初
は
主
に
倭

国
と
提
携
し
、
そ
の
軍
事
力
に
よ
っ
て
「
任
那
復
興
」
を
進
め
よ
う
と
し
て

い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
毛
野
の
体
面
に
こ
だ
わ
っ
た
高
飛

車
な
態
度
に
新
羅
が
反
発
し
、
和
解
ど
こ
ろ
か
逆
に
上
臣
に
よ
る
金
官
四
村

の
抄
掠
を
ま
ね
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
毛
野
は
そ
の
後
も
二
年
に
わ
た
っ

て
現
地
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
間
も
韓
子
の
裁
判
に
ク
ガ
タ
チ
を
用
い
て
多
く

の
死
者
を
出
す
な
ど
の
失
策
を
重
ね
る
（
年
表
1
参
照
）。

そ
の
報
告
を
聞
い
た
継
体
天
皇
は
毛
野
を
召
還
す
る
が
、
毛
野
が
な
か
な

か
応
じ
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
阿
利
斯
等
（
首
長
の
称
号
、
こ
こ
は
安
羅
の

首
長
か
）
が
新
羅
・
百
済
両
国
に
救
援
を
要
請
し
て
し
ま
う
。
毛
野
は
背
評

で
両
国
軍
を
迎
え
討
ち
、
籠
城
し
て
戦
う
こ
と
一
ヶ
月
に
お
よ
び
、
両
国
軍

は
久
礼
牟
羅
城
を
築
い
て
撤
退
し
た
と
い
う
（
継
体
二
十
四
年
九
月
条
）
こ

の
あ
た
り
の
記
述
は
『
百
済
本
記
』
に
拠
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
、
大
筋
で
事

実
と
み
て
よ
い）

20
（

。
た
だ
し
阿
利
斯
等
が
百
済
の
み
な
ら
ず
、
敵
対
し
て
い
た

は
ず
の
新
羅
に
も
救
援
要
請
を
す
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
何
ら
か

の
錯
誤
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
毛
野
は
召
喚
命
令

に
す
ぐ
に
し
た
が
わ
ず
に
安
羅
周
辺
に
と
ど
ま
り
、
安
羅
が
救
援
を
要
請
し

た
軍
隊
と
戦
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
毛
野
は
再
度
の
召
喚
を
受
け
て
帰

国
の
途
に
つ
く
が
、
対
馬
で
病
没
す
る
（
継
体
二
十
四
年
是
歳
条
）。
そ
し

て
そ
の
二
年
後
の
五
三
二
年
に
国
主
の
金
仇
亥
が
新
羅
に
投
降
し
て
、
金
官

国
は
完
全
に
滅
び
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
新
羅
の
金
官
国
侵
攻
に
対
抗
し
て
安
羅
・
倭
国
が
共
同
で
お
こ

な
っ
た
近
江
毛
野
の
派
遣
で
あ
る
。
近
江
毛
野
の
半
島
派
遣
を
伝
え
る
継
体

二
十
三
年
（
五
二
九
）
三
月
是
月
条
に
は
、「
遣
二
近
江
毛
野
臣
一
、
使
二
于

安
羅
一
、
勅
勧0

二
新
羅

0

0

一
、
更
建
二
南
加
羅
・

己
呑
一
」
と
あ
り
、
す
で
に
新

羅
の
軍
事
制
圧
下
に
お
か
れ
て
し
ま
っ
た
金
官
と

己
呑
の
独
立
回
復
を

「
新
羅
に
勧
め
」
て
、
す
な
わ
ち
外
交
折
衝
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
を
基

本
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
も
う
一
方
で
毛
野
は
一
定
数
の
兵
力
を
携
え

て
半
島
に
渡
っ
て
お
り
、
実
際
に
も
新
羅
軍
な
ど
と
戦
っ
て
い
る
の
で
、
武

力
を
背
景
に
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
せ
ま
っ
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
そ
の

点
で
は
近
江
毛
野
の
派
遣
は
、
安
羅
の
要
請
を
受
け
て
の
行
動
と
は
い
え
、

武
力
介
入
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
を
め
ざ
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

毛
野
の
行
動
に
反
発
し
、
失
望
し
た
安
羅
は
、
こ
ん
ど
は
百
済
に
軍
事
援

助
を
要
請
す
る
。
そ
れ
を
受
け
て
百
済
軍
が
安
羅
に
駐
留
す
る
よ
う
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
百
済
は
南
下
政
策
を
さ
か
ん
に
進
め
て
い
た
。

五
一
二
年
に
は
い
わ
ゆ
る
「
任
那
四
県
割
譲
事
件
」
が
お
こ
り
、
新
た
に
領

有
し
た
栄
山
江
流
域
の
支
配
を
倭
国
が
承
認
し
、
さ
ら
に
五
一
〇
年
代
か
ら

二
〇
年
代
に
か
け
て
は
蟾
津
江
流
域
の
己
汶
・
帯
沙
に
ま
で
支
配
領
域
を
広

げ
、
そ
れ
も
倭
国
の
承
認
を
取
り
付
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
百
済
は
倭
国
と

提
携
を
深
め
な
が
ら
加
耶
西
部
に
ま
で
支
配
領
域
を
広
げ
つ
つ
あ
っ
た
が
、

同
じ
こ
ろ
新
羅
も
加
耶
東
部
方
面
へ
進
出
し
は
じ
め
た
の
で
利
害
が
対
立
す

る
よ
う
に
な
り
、
新
羅
の
こ
れ
以
上
の
加
耶
進
出
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
よ

う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
「
任
那
復
興
」
策
は
百
済
の
国
益
に
も
か

な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
安
羅
か
ら
救
援
要
請
が
あ
っ
た
の
は
そ
の
よ
う
な
と

き
で
、百
済
は
渡
り
に
船
と
五
三
一
年
に
安
羅
に
百
済
軍
を
進
駐
さ
せ
た（
継

体
二
十
五
年
十
二
月
庚
子
条
所
引
『
百
済
本
記
』）。

こ
の
百
済
軍
の
安
羅
進
駐
は
、「
任
那
復
興
」
策
の
あ
り
方
を
大
き
く
変
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え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
初
、
安
羅
は
倭
国
の
軍
事
力
を
頼
っ
て
倭
国
に
救

援
要
請
を
し
た
が
、
派
遣
さ
れ
て
き
た
近
江
毛
野
に
失
望
し
、
毛
野
の
召
還

を
倭
王
（
継
体
天
皇
）
に
要
請
し
て
倭
軍
を
安
羅
か
ら
引
き
上
げ
さ
せ
た
。

そ
の
後
、
百
済
に
要
請
し
て
百
済
軍
が
進
駐
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
降
は
、
安
羅
に
倭
軍
が
駐
留
す
る
こ
と
は
ま
っ
た

く
な
く
な
り
、
軍
事
的
に
は
百
済
軍
中
心
に
「
任
那
復
興
」
策
が
進
め
ら
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。「
日
本
府
」
は
兵
力
を
保
持
し
て
い
な
か
っ
た
と
み

る
の
が
現
在
の
通
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
近
江
毛
野
派
遣
の
失
敗
に
よ
っ
て

倭
国
軍
が
安
羅
か
ら
撤
退
し
た
あ
と
に
新
た
に
生
ま
れ
た
状
況
な
の
で
あ

る
。安

羅
の
外
交
政
策
の
転
換
は
、
こ
れ
ま
で
の
倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
に

大
幅
な
変
更
を
せ
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
表
れ
が
、
宣
化
元
年

（
五
三
六
）
に
い
わ
ゆ
る
「
那
津
の
官
家
」
を
修
造
し
た
こ
と
で
あ
る
。
倭

国
は
こ
こ
に
穀
を
備
蓄
し
て
兵
站
基
地
と
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
の
ち
に
百

済
が
倭
国
に
救
援
軍
の
派
遣
を
要
請
し
た
と
き
に
「
伏
願
速
遣
二
竹
斯
嶋
上

諸
軍
士
一
、
来
二
助
臣
国
一
」（
欽
明
十
五
年
（
五
五
四
）
十
二
月
条
）
と
い
っ

て
い
る
よ
う
に
、
那
津
周
辺
に
兵
力
を
集
結
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
列
島
の

「
那
津
の
官
家
」
の
修
造
と
半
島
の
「
在
安
羅
諸
倭
臣
」（
＝
「
日
本
府
」）

は
「
一
対
の
政
策
」
で
あ
る
と
い
う
山
尾
幸
久
氏
の
指
摘）

21
（

は
ま
さ
に
至
言
で

あ
ろ
う
。
軍
隊
を
安
羅
に
駐
留
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
対
応
策
が
「
那

津
の
官
家
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
那
津
の
官
家
」
修
造
後
の
半
島
政
策
と
し
て
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、

大
伴
狭
手
彦
の
「
任
那
」
派
遣
で
あ
る
（
宣
化
二
年
（
五
三
七
）
十
月
壬
辰

朔
条
）。『
日
本
書
紀
』
の
記
事
は
お
そ
ら
く
大
伴
氏
の
家
記
に
よ
っ
た
と
思

わ
れ
、
そ
の
点
で
史
料
批
判
が
必
要
で
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
狭

手
彦
は
外
交
使
節
と
し
て
半
島
に
遣
わ
さ
れ
て
安
羅
、百
済
方
面
に
向
か
い
、

「
任
那
復
興
」
に
つ
い
て
安
羅
な
ど
の
加
耶
諸
国
や
百
済
と
協
議
し
た
と
み

ら
れ
る
。
そ
の
間
、
兄
弟
の
磐
は
「
那
津
の
官
家
」
の
設
置
さ
れ
た
筑
紫
に

と
ど
ま
っ
て
非
常
に
備
え
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
「
那
津
の
官
家
」
が
置
か

れ
た
翌
年
か
ら
、
外
交
使
節
の
半
島
派
遣
と
軍
事
指
揮
官
・
軍
隊
の
筑
紫
駐

留
と
い
う
新
し
い
方
式
が
と
ら
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

五
四
一
年
（
欽
明
二
）
に
百
済
と
新
羅
の
間
に
講
和
が
成
立
し
（『
三
国

史
記
』
新
羅
本
紀
）、
五
四
七
年
ご
ろ
ま
で
朝
鮮
半
島
で
は
平
穏
な
時
期
が

つ
づ
く
。
そ
の
間
、
百
済
・
新
羅
・
加
耶
諸
国
、
そ
れ
に
倭
国
は
、
そ
れ
ぞ

れ
国
益
を
実
現
す
る
た
め
に
活
発
な
外
交
活
動
を
繰
り
広
げ
る
。「
任
那
復

興
」
策
も
ま
た
、
そ
の
な
か
で
外
交
活
動
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
第
II
期
で
あ
る
。

重
要
な
の
は
、「
日
本
府
」
が
『
日
本
書
紀
』
に
集
中
し
て
現
わ
れ
る
の
は
、

こ
の
第
II
期
の
う
ち
で
も
わ
ず
か
五
年
ほ
ど
に
限
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
（
年
表
1
参
照
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
日
本
府
」
の
成
立
、
性
格
、
機
能

な
ど
は
、
ま
ず
も
っ
て
こ
の
比
較
的
み
じ
か
い
期
間
の
特
異
な
国
際
情
勢
と

の
関
連
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
日
本
府
」
に
つ
い
て
の
学
説
は
、〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
が
主
流

で
あ
っ
た
こ
ろ
は
四
世
紀
以
来
の
「
任
那
」
の
統
治
機
関
と
み
る
説
が
通
説

で
あ
っ
た
が
、
近
年
で
は
、
倭
王
権
と
の
関
係
を
否
定
し
て
、
四
・
五
世
紀

以
来
の
現
地
の
倭
人
の
組
織
と
み
る
か
、
存
続
期
間
（
欽
明
朝
の
み
）
と
機

能
（「
任
那
復
興
」
の
た
め
の
外
交
活
動
）
は
限
定
的
に
み
る
が
、
倭
王
の

臣
僚
集
団
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
説
と
に
両
極
分
解
し
て
い
る
感
が
あ
り
、
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な
か
で
も
前
者
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
は
後
者
の
立
場
を
と
る）

22
（

。

近
年
主
流
と
な
っ
て
い
る
倭
王
権
と
「
日
本
府
」
と
の
間
の
統
属
関
係
を

否
定
す
る
説
の
重
要
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
欽
明
紀
の
「
日
本
府
」

関
係
の
記
事
で
倭
国
と
「
日
本
府
」
と
の
関
係
を
示
す
記
述
が
あ
ま
り
多
く

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
百
済
系

の
史
料
で
あ
る
『
百
済
本
記
』
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
当

然
で
あ
っ
て
、『
百
済
本
記
』
に
は
も
と
も
と
百
済
が
知
り
得
て
、
な
お
か

つ
百
済
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
し
か
記
録
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
も
関
係
記
事
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
百
済
が
「
日
本
府
」
官
人
の

追
放
を
何
度
か
倭
王
に
要
求
し
て
い
る
し
（
年
表
1
参
照
）、「
日
本
府
」
が

倭
王
の
指
示
を
受
け
た
り
（
欽
明
五
年
二
月
条
）、「
日
本
府
」
官
人
が
百
済

王
に
対
し
て
天
皇
に
報
告
す
る
と
い
っ
て
い
る
例
（
欽
明
五
年
十
一
月
条
）

な
ど
は
、
い
ず
れ
も
「
日
本
府
」
が
倭
王
権
の
統
轄
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
前

提
と
し
な
け
れ
ば
説
明
し
が
た
い
。
ま
た
倭
国
が
百
済
に
対
し
て
、下
韓（
南

韓
）
に
百
済
が
置
い
た
郡
令
・
城
主）

23
（

を
「
日
本
府
」
に
附
け
る
（
管
轄
下
に

置
く
）
よ
う
要
請
し
て
い
る
例
（
欽
明
四
年
十
一
月
甲
午
条
）
も
「
日
本
府
」

が
倭
王
権
の
統
轄
下
に
な
け
れ
ば
無
意
味
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
何
よ

り
も
「
在
安
羅
諸
倭
臣
」（
欽
明
十
五
年
十
二
月
条
）
が
、
一
般
に
認
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
「
日
本
府
」
の
原
表
記
だ
と
す
る
と
、百
済
が
「
日
本
府
」

官
人
を
倭
王
の
臣
下
と
認
識
し
て
い
た
明
確
な
証
拠
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
「
日
本
府
」
が
倭
王
権
の
統
轄
下
に
あ
っ
た
根
拠
が
少
な
か

ら
ず
み
い
だ
せ
る
の
で
、
筆
者
は
「
日
本
府
」
が
倭
王
の
臣
下
か
ら
構
成
さ

れ
る
組
織
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
と
考
え
る）

24
（

。
こ
の
点
の
認
識
は

「
日
本
府
」
の
成
立
時
期
や
性
格
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な

こ
と
で
は
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
「
日
本
府
」
を
め
ぐ
る
問
題
が
す
べ

て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
日
本
府
」
に
関
し
て
は
、
解
釈
の
む
ず
か
し
い
問
題
が
ほ
か
に
も
い
く

つ
か
あ
る
。
こ
こ
で
は
略
述
に
と
ど
め
る
が
、
ま
ず
「
日
本
府
」
の
官
人
に

は
許
勢
臣
・
的
臣
・
吉
備
臣
・
河
内
直
な
ど
倭
国
の
有
力
氏
族
の
姓
を
有
し

て
い
る
人
物
が
複
数
確
認
で
き
る
が
、
倭
王
が
彼
ら
を
任
命
し
た
と
い
う
記

事
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
も
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
記
事

の
も
と
に
な
っ
て
い
る
『
百
済
本
記
』
の
史
料
的
性
格
を
想
起
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
欽
明
十
四
年
（
五
五
三
）
八
月
丁
酉
条
に
、
百
済
が

倭
国
に
遣
使
し
て
「
的
臣
敬
受
二
天
勅
一
来
撫
二
臣
蕃
一
」
と
、的
臣
が
「
天
勅
」

を
受
け
て
半
島
に
赴
任
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
的
臣
が
亡
く

な
っ
た
の
で
、「
伏
願
天
慈
速
遣
二
其
代
一
、
以
鎮
二
任
那
一
」
と
、
そ
の
後
任

を
は
や
く
派
遣
す
る
よ
う
倭
王
に
願
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
少
な
く
と
も
幹
部
官
人
は
倭
王
が
任
命
し
て
倭
国
か
ら
派
遣
し
て
い
た

と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
河
内
直
・
阿
賢
移
那
斯
・
佐
魯
麻
都

ら
の
、
現
地
採
用
と
み
ら
れ
る
「
日
本
府
」
の
下
級
官
人
は
、
加
耶
諸
国
在

住
の
い
わ
ゆ
る
「
韓
子
」（
倭
人
と
加
耶
人
の
混
血
）
と
考
え
ら
れ
る
。

「
日
本
府
」
と
倭
国
の
関
係
は
か
な
り
複
雑
で
、
単
純
に
「
日
本
府
」
を

倭
王
権
の
半
島
諸
国
に
対
す
る
外
交
機
関
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い

う
の
は
倭
国
と
百
済
・
新
羅
と
の
交
渉
は
、「
日
本
府
」
を
通
さ
ず
に
直
接

お
こ
な
う
の
が
ふ
つ
う
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る）

25
（

。
一
方
、「
任
那
復
興
」
問
題

に
お
い
て
「
日
本
府
」
は
加
耶
諸
国
と
一
体
の
行
動
を
と
っ
て
お
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
加
耶
諸
国
の
執
事
に
、
百
済
の
招
集
に
は
応
じ
な
い
よ
う
に
と

い
っ
た
指
示
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
（
欽
明
五
年
（
五
四
四
）
二
月
条
）。
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こ
れ
は
「
日
本
府
」
が
加
耶
諸
国
へ
一
定
の
影
響
力
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

物
語
る
が
、
そ
れ
は
比
較
的
緩
や
か
な
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
ま
た

「
日
本
府
」
は
非
公
式
に
新
羅
と
の
結
び
つ
き
を
つ
よ
め
る
な
ど
、
複
雑
な

動
き
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
百
済
の
領
土
的
野
心
に
気
づ
い
て
そ
れ
を
牽

制
す
る
た
め
と
み
ら
れ
、「
日
本
府
」
だ
け
の
独
断
の
動
き
で
は
な
く
、
安

羅
も
、
そ
し
て
倭
国
す
ら
も
同
様
に
、
こ
の
時
期
に
も
う
一
方
で
新
羅
に
接

近
す
る
動
き
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
年
表
1
参
照
）。
こ
の
よ

う
な
こ
と
か
ら
み
て
「
日
本
府
」
の
活
動
は
、
基
本
的
に
倭
国
の
外
交
政
策

の
枠
内
で
お
こ
な
わ
れ
た
と
み
て
よ
く
、
近
江
毛
野
軍
の
撤
退
後
に
倭
国
の

「
任
那
復
興
」
策
を
推
し
進
め
る
た
め
に
安
羅
に
置
か
れ
た
、
加
耶
諸
国
に

対
す
る
倭
王
権
の
窓
口
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
百
済
は
、聖
明
王（
聖
王
）の
呼
び
か
け
で
、欽
明
二
年（
五
四
一
）・

同
五
年
（
五
四
四
）
と
二
度
に
わ
た
っ
て
百
済
の
王
都
に
加
耶
諸
国
の
旱
岐
・

執
事
や
「
日
本
府
」
官
人
を
招
集
し
て
い
わ
ゆ
る
「
任
那
復
興
会
議
」
を
開

催
す
る
な
ど
、
こ
の
時
期
の
「
任
那
復
興
」
策
を
主
導
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
し
か
し
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
が
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の

も
、『
百
済
本
記
』
の
史
料
的
性
格
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、そ
の
点
を
念
頭
に
お
い
て
関
係
史
料
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
一
回
の
「
任
那
復
興
会
議
」
は
倭
王
の
「
詔
書
」
を
聴
く
た
め
と
称
し
て

任
那
諸
国
の
旱
岐
・
任
那
日
本
府
の
吉
備
臣
ら
を
招
集
し
て
、「
任
那
復
興
」

に
つ
い
て
協
議
す
る
が
、
速
古
王
・
貴
首
王
代
の
昔
か
ら
百
済
と
加
耶
諸
国

は
親
交
が
あ
っ
た
こ
と
を
参
加
者
に
説
き
、
団
結
を
呼
び
か
け
た
も
の
で
、

何
ら
具
体
策
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
第
二
回
の
「
任
那
復
興
会
議
」
も

「
は
や
く
任
那
復
興
を
お
こ
な
う
よ
う
に
」
と
い
う
倭
王
の
指
示
を
受
け
て

開
催
し
た
と
さ
れ
、
こ
の
と
き
百
済
が
提
案
し
た
第
一
策
は
新
羅
と
安
羅
の

境
に
築
城
し
て
倭
軍
を
配
備
す
る
こ
と
、
第
二
策
は
倭
王
が
反
対
し
て
い
る

下
韓
の
郡
令
・
城
主
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
、
第
三
策
は
百
済
に
と
っ
て
の
懸

案
事
項
で
あ
る
「
日
本
府
」
の
吉
備
臣
・
河
内
直
・
移
那
斯
・
麻
都
四
人
を

安
羅
か
ら
追
放
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は「
任
那
復
興
」に
と
っ

て
も
っ
と
も
重
要
な
は
ず
の
第
一
策
が
倭
国
の
兵
力
頼
み
な
の
に
、
第
二
・

三
策
は
ま
っ
た
く
百
済
の
国
益
に
そ
っ
た
主
張
で
、
倭
国
は
も
ち
ろ
ん
加
耶

諸
国
や
「
日
本
府
」
の
同
意
を
得
る
こ
と
も
困
難
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

も
こ
の
と
き
は
「
任
那
復
興
会
議
」
の
開
催
に
こ
ぎ
着
け
る
ま
で
に
、
百
済

は
三
度
に
わ
た
っ
て
加
耶
諸
国
の
旱
岐
・
執
事
や
「
日
本
府
」
の
官
人
を
招

集
し
た
が
、
い
ず
れ
も
集
ま
ら
ず
に
開
催
に
失
敗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す

で
に
加
耶
諸
国
や
「
日
本
府
」
は
、
下
韓
に
郡
令
・
城
主
を
置
き
、
支
配
領

域
を
加
耶
に
ま
で
拡
大
し
て
き
た
百
済
に
つ
よ
い
不
信
感
を
抱
い
て
お
り
、

両
者
の
ミ
ゾ
は
容
易
に
埋
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
れ
が
二
回
開
催
さ
れ
た
「
任
那
復
興
会
議
」
の
内
情
で
あ
る
が
、
百
済

に
と
っ
て
「
任
那
復
興
」
策
は
、
も
は
や
自
国
が
進
め
る
加
耶
方
面
へ
の
進

出
策
の
単
な
る
名
目
と
化
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
外

交
活
動
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
策
は
、
こ
の
第
二
回
「
任
那
復
興
会
議
」
を

最
後
に
終
わ
る
べ
く
し
て
終
わ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

第
II
期
に
お
け
る
倭
国
と
「
任
那
復
興
」
策
の
関
わ
り
で
あ
る
が
、
倭
国

は
こ
の
時
期
、
百
済
や
新
羅
と
は
直
接
の
外
交
ル
ー
ト
を
使
っ
て
「
任
那
復

興
」
に
関
わ
る
問
題
の
折
衝
に
あ
た
っ
て
い
た
が
、
安
羅
を
は
じ
め
と
す
る

加
耶
諸
国
と
は
「
日
本
府
」
を
通
し
て
接
触
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
時
期
の
倭
国
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
は
、『
百
済
本
記
』
の
史
料
的
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特
性
か
ら
情
報
量
が
限
ら
れ
て
お
り
、
明
ら
か
で
な
い
こ
と
が
多
い
。
限
ら

れ
た
史
料
か
ら
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
ま
ず
百
済
と
は
下
韓
の
郡
令
・
城

主
撤
廃
問
題
や
「
日
本
府
」
の
河
内
直
・
移
那
斯
・
麻
都
ら
の
追
放
問
題
で

利
害
が
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
。
倭
国
は
も
う
一
方
で
新
羅
と
も
通
交
し
て

い
た
。
欽
明
二
年
（
五
四
一
）
七
月
条
に
は
、
聖
明
王
の
「
日
本
府
」
へ
の

言
葉
と
し
て「
誘
二
事
朝
庭
一
、偽
和
二
任
那
一
。
如
斯
感
二
激
任
那
日
本
府
一
者
、

以
下
未
レ
禽
二
任
那
一
之
間
、
偽
示
中
伏
従
之
状
上
」
と
、
新
羅
が
倭
国
の
朝
廷

に
取
り
入
り
、「
任
那
」（
こ
こ
は
安
羅
の
意
か
）
と
講
和
し
て
「
日
本
府
」

を
「
感
激
」
さ
せ
て
い
る
の
は
「
任
那
」
を
侵
略
す
る
た
め
に
偽
っ
て
伏
従

し
て
い
る
だ
け
だ
、
と
警
告
し
て
い
る
一
節
が
あ
る
。
さ
ら
に
欽
明
五
年

（
五
四
四
）
二
月
条
に
よ
れ
ば
、
印
歌
臣
を
新
羅
に
遣
わ
し
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
倭
国
は
、
百
済
に
「
任
那
復
興
」
を
再
三
要
請
す
る
一

方
で
、
新
羅
に
も
使
者
を
派
遣
し
て
い
た
。
こ
れ
も
ま
た
「
任
那
復
興
」
を

実
現
す
る
た
め
の
外
交
政
策
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
第
II
期
は
、
百
済
と
新
羅
の
講
和
を
前
提
と
し
て
、
倭
国
・

百
済
・
新
羅
・
加
耶
諸
国
・「
日
本
府
」
の
間
で
「
任
那
復
興
」
を
め
ぐ
っ

て
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
外
交
活
動
が
活
発
に
く
り
広
げ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
五
四
七
年
（
欽
明
八
）
ご
ろ
か
ら
高
句
麗
が
百
済
に
対
し

て
軍
事
攻
勢
を
つ
よ
め
る
よ
う
に
な
り
、
外
交
折
衝
の
時
代
は
終
わ
っ
て
戦

乱
の
時
代
へ
と
移
っ
て
い
く
。
こ
れ
が
第
III
期
で
あ
る
。

こ
の
第
III
期
は
、
七
世
紀
半
ば
ま
で
で
唯
一
、「
任
那
復
興
」
策
が
中
断

す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
第
III
期
は
朝
鮮
半
島
の
戦
乱
が
ピ
ー
ク
を
む

か
え
る
時
期
で
、
そ
の
た
め
外
交
折
衝
を
主
体
と
す
る
「
任
那
復
興
」
策
は

中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。こ
の
時
期
は
、一
時
的
に
連
合
が
な
っ

た
百
済
・
新
羅
軍
に
よ
る
百
済
の
旧
都
漢
城
周
辺
の
高
句
麗
か
ら
の
奪
取
と

百
済
に
よ
る
領
有
（
五
五
一
年
）、
さ
ら
に
新
羅
に
よ
る
漢
城
周
辺
の
奪
取

と
新
州
の
設
置
（
五
五
三
年
）、
百
済
聖
王
（
聖
明
王
）
の
対
新
羅
戦
で
の

戦
死
（
五
五
四
年
）、
新
羅
に
よ
る
大
加
耶
の
攻
撃
と
加
耶
諸
国
の
滅
亡

（
五
六
二
年
）
と
、
大
規
模
な
武
力
衝
突
が
相
つ
い
で
起
こ
り
、
め
ま
ぐ
る

し
く
状
況
が
変
化
し
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
新
羅
が
漢
城
周
辺
を
獲
得
し
て

西
海
岸
ま
で
支
配
領
域
を
拡
大
し
た
こ
と
に
加
え
て
、
加
耶
地
域
の
大
半
も

新
羅
領
に
加
え
る
な
ど
、
大
幅
に
領
域
を
拡
大
し
た
。

こ
の
時
期
、
倭
国
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
当
初
百
済
は
新
羅
と

連
合
し
て
高
句
麗
と
戦
い
、
漢
城
周
辺
を
奪
取
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
支
配
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
新
羅
に
奪
わ
れ
た
あ
と

は
新
羅
と
の
対
立
が
激
化
し
、
五
五
四
年
に
は
つ
い
に
聖
王
が
新
羅
と
の
戦

闘
で
戦
死
す
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
立
ち
い
た
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時

期
に
百
済
は
高
句
麗
・
新
羅
と
激
し
く
対
立
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
同
盟

相
手
の
選
択
枝
は
も
は
や
倭
国
の
み
と
な
り
、
盛
ん
に
倭
国
に
救
援
要
請
を

し
て
く
る
よ
う
に
な
る
（
年
表
1
の
ゴ
シ
ッ
ク
の
箇
所
）。

と
こ
ろ
が
救
援
軍
派
遣
の
要
請
を
受
け
た
倭
国
は
、
国
家
的
危
機
に
直
面

し
た
百
済
の
た
び
重
な
る
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
ぐ
に
救
援
軍
を
派
遣

す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、
諸
博
士
・
僧
・
楽
人
や
卜
書
・
暦
本
・
薬
物
な
ど
の

先
進
文
物
の
貢
上
を
要
求
し
、
百
済
が
そ
れ
に
応
じ
た
あ
と
に
よ
う
や
く
救

援
軍
を
送
っ
て
い
る
。
し
か
も
送
っ
た
兵
力
は
、
欽
明
十
五
年
（
五
五
四
）

五
月
と
同
十
七
年
（
五
五
六
）
正
月
に
千
人
ず
つ
、
合
わ
せ
て
二
千
人
に
留

ま
る
。
こ
の
時
期
の
百
済
の
兵
力
は
、『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
に
よ
れ
ば
、

五
二
九
年
に
三
万
、 
五
五
〇
年
に
一
万
（
い
ず
れ
も
高
句
麗
戦
）
で
あ
る
。
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ま
た
六
六
〇
年
代
の
百
済
復
興
軍
の
兵
力
は
三
万
二
千
で
あ
っ
た
こ
と
を
想

起
す
れ
ば
、
千
人
二
度
の
派
兵
は
い
か
に
も
少
な
い
。
倭
国
と
し
て
は
、
直

前
ま
で
「
任
那
復
興
」
策
で
対
立
し
て
い
た
百
済
に
対
し
て
、
軍
事
同
盟
を

結
成
し
て
本
格
的
に
軍
事
援
助
す
る
つ
も
り
な
ど
な
く
、
軍
事
援
助
は
あ
く

ま
で
も
百
済
か
ら
先
進
文
物
の
供
与
を
引
き
出
す
手
段
で
あ
っ
た
こ
と
が
読

み
取
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
倭
国
は
、
半
島
の
戦
乱
か
ら
意
識

的
に
距
離
を
お
き
、
軍
事
援
助
を
先
進
文
物
の
獲
得
の
た
め
の
外
交
カ
ー
ド

と
し
て
用
い
、
自
ら
の
国
益
実
現
の
た
め
に
主
体
的
に
利
用
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
倭
国
の
外
交
方
針
は
、
基
本
的
に
は
七
世
紀
に
も
受
け

継
が
れ
る）

26
（

。

こ
の
時
期
は
半
島
の
動
乱
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
「
任
那
復
興
」
策
の
半

島
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
安
羅
を
含
む
加
耶
諸
国
が
新
羅
に
併
呑
さ
れ
、
百

済
も
「
任
那
復
興
」
を
旗
印
に
掲
げ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
倭
国
の
「
任
那

復
興
」策
に
協
力
す
る
国
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
倭
国
は
、

加
耶
諸
国
滅
亡
後
も
「
任
那
復
興
」
を
あ
き
ら
め
ず
単
独
で
推
し
進
め
て
い

く
の
で
あ
る
。こ
れ
以
降
、「
任
那
の
調
」が
廃
止
さ
れ
る
大
化
二
年（
六
四
六
）

ま
で
を
第
IV
期
と
す
る
（
年
表
2
参
照
）。

欽
明
天
皇
は
新
羅
討
伐
と
「
任
那
復
興
」
を
遺
言
し
て
亡
く
な
る
（
欽
明

三
十
二
年
（
五
七
一
）
四
月
壬
辰
条
）。
そ
れ
を
受
け
る
形
で
敏
達
四
年

（
五
七
五
）
に
新
羅
・「
任
那
」
へ
使
者
を
遣
わ
す
と
、
ま
も
な
く
新
羅
の
調

と
と
も
に
多
々
羅
・
須
奈
羅
・
和
陀
・
発
鬼
の
旧
金
官
四
邑
の
調
（
の
ち
の

「
任
那
の
調
」）
が
貢
納
さ
れ
る
（
同
年
六
月
条
）。
敏
達
天
皇
も
ま
た
「
任

那
復
興
」
を
用
明
天
皇
に
遺
言
し
、
さ
ら
に
崇
峻
天
皇
が
そ
れ
を
引
き
継
い

で
「
任
那
復
興
」
を
実
現
す
る
た
め
に
紀
男
麻
呂
ら
に
筑
紫
ま
で
出
兵
さ
せ
、

新
羅
と
「
任
那
」
に
遣
使
し
て
「
任
那
事
」
を
問
わ
せ
た
が
、
成
果
は
あ
げ

ら
れ
な
か
っ
た
（
崇
峻
四
年
（
五
九
一
）
十
一
月
壬
午
条
）。
そ
し
て
『
日

本
書
紀
』に
よ
れ
ば
、推
古
朝
に
は
八
年（
六
〇
〇
）、十
年（
六
〇
二
）、三
十
一

年
（
六
二
三
）
と
軍
事
行
動
を
起
こ
し
、
八
年
、
十
八
年
（
六
一
〇
）、
十
九

年
、
三
十
一
年
と
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
来
朝
す
る
。

そ
の
後
、
舒
明
十
年
（
六
三
八
）
に
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
朝
貢
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら
に
六
四
二
年
に
百
済
が
新
羅
領
を
攻
撃
し
、
旧
加

耶
地
域
を
奪
取
し
た
後
は
、大
化
元
年
（
六
四
五
）
に
百
済
使
が
「
任
那
使
」

を
兼
領
し
て
「
任
那
の
調
」
を
進
上
し
、
大
化
二
年
（
六
四
六
）
に
も
百
済

使
と
と
も
に
「
任
那
使
」
の
来
倭
記
事
が
あ
る
。
同
年
、
高
向
黒
麻
呂
を
新

羅
に
派
遣
し
、「
質
」
の
貢
進
と
引
き
替
え
に
「
任
那
の
調
」
の
廃
止
を
通

告
し
た
こ
と
で
「
任
那
復
興
」
策
も
終
わ
り
を
告
げ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
第
IV
期
に
お
け
る
「
任
那
の
調
」
を
め
ぐ
る
「
任
那
復
興
」
策
の

推
移
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
敏
達
四

年
（
五
七
五
）
に
新
羅
が
旧
金
官
四
邑
の
調
を
進
上
し
た
あ
と
、『
日
本
書
紀
』

に
よ
れ
ば
二
五
年
に
わ
た
っ
て
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
が
確
認
で
き
ず
、
し

か
も
そ
の
間
倭
国
は
、
敏
達
九
年
（
五
八
〇
）
に
は
新
羅
の
調
を
返
却
し
、

崇
峻
朝
と
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
に
「
任
那
」
問
題
を
め
ぐ
っ
て
新
羅
に
対

し
て
軍
事
行
動
を
起
こ
す
な
ど
、
新
羅
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
推
古
八
年
の
出
兵
後
、「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」

の
進
上
と
い
う
形
式
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
近
年
、
河
内
春
人
氏
は
、

こ
の
間
の
変
化
を
重
視
し
て
、
調
進
上
の
「
原
理
的
転
換
」
が
あ
っ
た
と
し

て
い
る）

27
（

。「
原
理
的
転
換
」
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
検
討
す

る
よ
う
に
、
河
内
氏
の
見
解
に
同
意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
時
期
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年表 2　「任那の調」関係年表

年　　月 事　　　　　項
571（欽明 32）.4 欽明天皇、皇太子に新羅討伐と任那復興を命じ、まもなく亡くなる。
574（敏達 3）.11 新羅、遣使して調を進上する。
575（敏達 4）.2 百済、遣使して調を進上する。その額、例年より多数。天皇、皇子・大臣に任那復興に努めるよう命じ

る。
575（敏達 4）.4 吉士金子を新羅に、吉士木

い

蓮
た

子
び

を任那に、吉士訳語彦を百済に遣わす。
575（敏達 4）.6 新羅、遣使して調を進上する。その額、常例を上回る。同時に多々羅・須奈羅・和陀・発鬼、4邑の調

も進上する。
580（敏達 9）.6 新羅、安刀奈末・失消奈末を遣わし調を進上するが、受け取らず。
582（敏達 11）.10 新羅、安刀奈末・失消奈末を遣わし調を進上するが、受け取らず。（重出カ）
583（敏達 12）.7 任那復興を謀るため、百済に遣使して、火葦北国造刑部靫部阿利斯登の子日羅を召喚する。
583（敏達 12）.－ この年、再び百済に遣使して日羅を召喚する。日羅、百済官人等とともに来倭、百済の筑紫奪取の謀略

を告げたため、百済使人徳爾によって暗殺される。
584（敏達 13）.2 難波吉士木蓮子を新羅に使わす。木蓮子、さらに任那まで行く。
585（敏達 14）.3 天皇、任那復興のため、坂田耳子王を派遣しようとするが、物部守屋とともに瘡にかかり中止。橘豊日

皇子（用明）に、任那復興を怠らないよう命じる。
591（崇峻 4）.8 天皇、群臣に任那復興を諮る。群臣、任那官家を再建すべしと回答。
591（崇峻 4）.11 紀男麻呂・巨勢猿・大伴囓・葛城烏奈良らを大将軍とし、2万余の軍勢を率いて筑紫に出兵させる。吉

士金を新羅に、吉士木蓮子を任那に遣わし、任那のことを問わせる。
595（推古 3）.7 大将軍ら、筑紫から帰還する。
600（推古 8）.2 新羅と任那が相戦う。この年、境部臣を大将軍、穂積臣を副将軍とし、万余の兵を率いて任那救援のた

めに新羅を討ち、新羅王降服を申し出る。そこで難波吉師神
みわ

を新羅に、難波吉士木蓮子を任那に使わし
て実状を検分させる。新羅・任那、遣使して調を貢上し、以後、毎年の朝貢を誓う。将軍らの帰還後、
新羅は再び任那を侵略する。

601（推古 9）.3 大伴囓を高句麗に、坂本糠手を百済に派遣し、任那救援を要請。
601（推古 9）.11 新羅攻撃について協議する。
602（推古 10）.2 来目皇子（厩戸皇子同母弟）を撃新羅将軍に任じ、神部および国造・伴造等の軍勢 25,000を授ける。
602（推古 10）.4 将軍来目皇子、筑紫に至り、嶋郡に駐屯する。
602（推古 10）.6 大伴囓・坂本糠手、百済より帰国。将軍来目皇子、病により征討を中止する。
603（推古 11）.2 来目皇子、筑紫に没す。
603（推古 11）.4 当摩皇子を征新羅将軍に任じる。
603（推古 11）.7 当摩皇子、難波を出発し播磨に到ったとき、妻舎人姫王、赤石に没す。当摩皇子、新羅征討を中止する。
610（推古 18）.7 新羅使奈末竹世士、任那使大舎首智買と共に筑紫に到着する。
610（推古 18）.10 新羅・任那使、入京し、朝庭で外交儀礼を執り行う。両使は導者に率いられて朝庭に入り、庭中に立ち

使の旨を奏す。大伴咋ら 4大夫がそれを大臣蘇我馬子に伝え、その後、使者に禄を賜う。
611（推古 19）.8 新羅使奈末北叱智・任那使大舎親智周智、朝貢す。
623（推古 31）.7 新羅使奈末智洗爾・任那使達率奈末智、来朝する。学問僧恵斉・恵光、医師恵日・福因ら、両使の船に

便乗して帰国。
623（推古 31）.－ この年、新羅、任那を討って併合する。天皇、新羅征討の可否を群臣に問う。田中臣は実情の把握が優

先と主張するが、中臣国は新羅を討って任那を百済に附属させることを主張。そこで吉士磐金を新羅に、
吉士倉

くら

下
じ

を任那に派遣して任那のことを尋問する。新羅王、奈末智洗遅を吉士磐金に副え、任那人達率
奈末遅を吉士倉下に副えて調を貢納しようとする。ところが境部雄摩侶・中臣国を大将軍として数万の
軍勢を新羅に派遣したので、調使らは津からもどってしまう。

623（推古 31）.11 遣新羅・任那使の吉士磐金・倉下らが帰国する。当初、新羅王は両国の調を貢上しようとしたが、軍船
をみて朝貢使が帰ってしまったことを報告。大臣馬子、征討軍を早く送りすぎたことを悔やむ。

638（舒明 10）.－ この年、百済・新羅・任那、朝貢する。
642（皇極 1）.2 高句麗・百済使を難波郡に饗す。また津守大海を高句麗に、国勝水鶏を百済に、草壁真跡を新羅に、坂

本長兄を任那に使わす。
642（義慈王 2）.7 百済義慈王、新羅に親征して旧加耶地域の 40余城を下す。（済紀）
642（善徳王 11）.8 百済、新羅の大耶城を攻め落とす。また高句麗と共謀して新羅党項城を攻めおとす。新羅、唐に急を告

げる。（羅紀）
643（皇極 2）.6 百済の進調使大使達率自斯・副使恩率軍善ら、難波津に到る。
643（皇極 2）.7 諸大夫を難波郡に派遣して百済の調と献物を勘検する。大夫、調使に調が前例よりも少なく、大臣や諸

卿への贈り物も不備であることを問いただす。大使ら、すぐに整えることを約束する。
645（大化元）.7 高麗・百済・新羅、並びに遣使して調を進上する。百済使、任那使を兼領して、任那の調を進る。ただ

し百済大使佐平緑福は、病で津の館に留って入京せず。
646（大化 2）.2 高句麗・百済・任那・新羅、遣使し、調を献上する。
646（大化 2）.9 高向黒麻呂らを新羅に派遣し、質を貢進させ、任那の調の廃止を通告する。

出典 :表記なし＝『日本書紀』、羅紀＝『三国史記』新羅本紀、済紀＝同書百済本紀
付記 :『日本書紀』の記載で史実として疑わしいものもとりあえず掲げた。
　　　また煩雑になるのを避けて「任那」の「　」を省いた。
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を
境
に
新
羅
使
に
よ
る
「
金
官
四
邑
の
調
」
の
貢
進
か
ら
、「
任
那
使
」
に

よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
と
い
う
形
式

0

0

に
変
化
し
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
「
任
那
復
興
」
策
の
第
IV
期
は
、「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任

那
の
調
」
の
進
上
の
形
式
が
定
着
す
る
推
古
朝
以
降
と
そ
れ
以
前
に
二
分
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

「
任
那
復
興
」
策
の
第
IV
期
は
、
倭
国
は
新
羅
に
「
任
那
使
」
を
仕
立
て

さ
せ
、「
任
那
の
調
」
を
貢
進
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
石

母
田
正
氏
が
「
実
体
の
な
い
任
那
を
独
立
の
「
国
」
と
み
な
し
、「
天
皇
ノ

附
庸
」
国
と
み
な
す
た
め
の
擬
制
で
あ
り
、
形
式
で
あ
っ
た）

28
（

」
と
述
べ
た
と

お
り
で
あ
っ
て
、す
で
に
消
滅
し
た
「
任
那
」（
金
官
国
）
を
倭
国
の
官
家
（
＝

調
の
貢
納
国
）
と
し
て
「
復
興
」
し
た
か
の
よ
う
に
擬
制
す
る
こ
と
で
、
儀

礼
的
に
「
任
那
復
興
」
が
実
現
し
た
よ
う
に
み
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
形
式
が
定
ま
っ
た
段
階
で

の
「
任
那
の
調
」
は
、「
任
那
」
や
「
調
」
を
単
な
る
名
目
、
あ
る
い
は
『
日

本
書
紀
』
編
者
の
潤
色
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
、当
時
の
倭
王
権
内
部
で
、

少
な
く
と
も
儀
礼
的
に
は「
任
那
」（
＝
金
官
四
邑
）の
貢
進
す
る
ミ
ツ
キ（
調
）

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
貢
進
も
と
で
あ
る
新
羅

に
も
「
任
那
使
」
を
擬
立
さ
せ
る
な
ど
、
一
定
の
形
式
を
ふ
ま
せ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
近
年
の
「
任
那
の
調
」
研
究
で
は
こ
の
点
の
認
識
が

十
分
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
以
下
の
各
節
に
お
い
て
、こ
の
点
を
中
心
に「
任

那
の
調
」
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
お
こ
な
っ
て
み
た
い
。

二
．
推
古
紀
の
「
任
那
の
調
」
関
係
記
事
の
検
討

「
任
那
の
調
」
関
係
の
記
事
は
、
継
体
・
欽
明
紀
の
「
任
那
復
興
」
策
に

関
わ
る
記
事
群
と
は
様
相
が
異
な
り
、
基
本
的
に
国
内
系
史
料
に
よ
っ
て
い

る
と
み
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
慎
重
な
史
料
批
判
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
推
古
紀
の
記
事
で
は
、
倭
軍
が
新
羅
に
攻
め
込
む
と
、
新
羅
王
が
白
旗
を

挙
げ
て
す
ぐ
さ
ま
降
服
の
意
志
を
示
し
た
と
か
（
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
是

歳
条
）、
倭
軍
が
多
数
襲
来
し
た
と
聞
い
て
新
羅
王
は
恐
れ
て
戦
わ
ず
し
て

降
服
を
申
し
出
た
（
同
三
十
一
年
（
六
二
三
）
是
歳
条
）
と
い
う
よ
う
な
、

倭
軍
が
一
方
的
に
勝
利
し
た
と
す
る
露
骨
な
自
国
本
意
の
記
述
が
見
受
け
ら

れ
、
事
実
の
客
観
的
な
記
録
と
は
い
い
が
た
い
。
た
だ
し
も
う
一
方
で
、
多

多
羅
・
素
奈
羅
・
弗
知
鬼
・
委
陀
・
南
迦
羅
・
阿
羅
羅
と
い
っ
た
加
耶
の
地

名
や
（
同
八
年
二
月
条
）、
推
古
十
八
年
（
六
一
〇
）
条
の
一
連
の
記
事
の

よ
う
に
、「
新
羅
使
人
沙

部
奈
末
竹
世
士
」
や
「
任
那
使
人

部
大
舎
首

智
買
」
な
ど
と
使
人
の
所
属
部
名
・
官
位
・
人
名
な
ど
を
具
体
的
に
記
し
た

り
、
来
倭
し
た
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
参
列
し
て
朝
庭
で
執
り
お
こ
な
わ

れ
た
外
交
儀
礼
を
詳
細
に
記
録
し
た
記
事
も
あ
る
の
で
、
事
実
に
も
と
づ
い

た
記
述
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
否
定
し
が
た
い
。
お
そ
ら
く
朝
廷
の
何
ら
か

の
外
交
記
録
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
推
古
八
年
条
と
三
十
一
年
条
の
両
記
事
群
は
、
い
ず
れ
も
新
羅

と
「
任
那
」
の
戦
闘
に
端
を
発
し
、「
任
那
」
救
援
の
た
め
に
新
羅
ま
で
出

兵
し
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
倭
軍
が
新
羅
に
攻
め
込
む
と
簡
単
に
新
羅
王
が

降
服
を
申
し
入
れ
た
と
す
る
な
ど
の
類
似
点
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
年
の
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記
事
を
と
も
に
造
作
と
み
る
説
や
同
事
重
複
と
み
る
説
が
以
前
か
ら
唱
え
ら

れ
て
い
る）

29
（

。
い
ま
、
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
筆
者
は
多

く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
倭
軍
が
半
島
に
ま
で
出
征
し
新
羅
王

を
降
服
さ
せ
た
と
い
う
点
は
、
自
国
本
意
の
造
作
で
あ
っ
て
、
事
実
と
み
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。
た
だ
し
、
最
近
、「
任
那
の
調
」
の
関
係
記
事

を
詳
細
に
検
討
し
た
河
内
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
両
記
事
に
は
見
逃

せ
な
い
相
違
点
が
あ
り
、
簡
単
に
造
作
と
断
じ
る
こ
と
が
困
難
な
記
述
も
あ

る
の
で
、
筆
者
は
全
面
造
作
説
や
同
事
重
複
説
に
は
与
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
崇
峻
朝
の
一
度
に
加
え
て
、
推
古
朝
に
は
三
度
（
八
年
・
十
年
・

三
十
一
年
）、
筑
紫
ま
で
の
出
兵
が
あ
り
、
新
羅
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
た

う
え
で
、
遣
新
羅
使
・
遣
「
任
那
」
使
を
派
遣
し
て
「
任
那
の
調
」
の
貢
上

を
せ
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
史
実
と
し
て
み
と
め
る
の
が
穏
当
と
考
え
る
。

こ
の
筑
紫
へ
の
外
征
軍
の
集
結
と
半
島
へ
の
外
交
使
節
の
派
遣
と
い
う
組
み

合
わ
せ
は
、
前
節
で
述
べ
た
宣
化
元
年
（
五
三
六
）
の
「
那
津
の
官
家
」
修

造
以
降
に
新
た
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
方
式
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
そ
の

点
で
も
整
合
性
が
あ
る
。

ま
た
河
内
氏
は
、
推
古
八
年
条
の
新
羅
と
「
任
那
」
が
相
戦
っ
た
と
い
う

記
事
を
事
実
と
認
め
、
こ
の
「
任
那
」
は
、
金
官
国
滅
亡
後
、
そ
の
旧
王
家

の
た
め
に
本
国
に
置
か
れ
た
食
邑
を
基
盤
と
す
る
「
旧
金
官
王
権
」
の
こ
と

で
あ
る
と
す
る
。『
三
国
史
記
』
に
よ
れ
ば
、
五
三
二
年
に
金
官
国
主
金
仇

亥
が
妃
お
よ
び
三
子
と
新
羅
に
帰
降
す
る
と
、金
仇
亥
に
上
等
（
＝
上
大
等
）

を
授
け
て
王
京
に
住
ま
わ
せ
、
本
国
を
食
邑
と
し
た
と
伝
え
ら
れ
（『
三
国

史
記
』
新
羅
本
紀
法
興
王
十
九
年
条
）、
さ
ら
に
『
三
国
遺
事
』
巻
二
「
駕

洛
国
記
」
に
仇
衡
王
（
＝
金
仇
亥
）
が
新
羅
に
降
る
と
き
に
「
同
気
」（
仇

衡
王
の
兄
弟
か）

30
（

）
の
脱
知
尓
叱
今
を
国
に
留
め
た
と
あ
る
の
で
、河
内
氏
は
、

こ
の
脱
知
尓
叱
今
が
本
国
の
食
邑
の
経
営
に
携
わ
っ
た
と
解
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
見
解
は
こ
れ
ま
で
も
あ
り）

31
（

、
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
河
内
氏
は
こ
こ
か
ら
論
を
進
め
て
、「「
任
那
之
調
」
た
る
「
四
邑

之
調
」
の
実
質
的
な
管
理
も
脱
知
爾
叱
今
が
行
な
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が

妥
当
」
と
し
、「「
任
那
使
」
の
派
遣
主
体
は
金
仇
亥
あ
る
い
は
そ
の
子
孫
で

あ
る
旧
金
官
王
権
そ
の
も
の
」
と
も
い
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
こ
と

か
ら
河
内
氏
は
、「
新
羅
の
中
に
も
う
一
国
存
在
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
」
と
ま
で
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
こ
ま
で
旧
金
官
国
の
食
邑
お
よ
び
旧
金

官
王
家
の
独
立
性
を
大
き
く
評
価
す
る
の
は
明
ら
か
に
根
拠
不
足
で
あ
り
、

過
大
評
価
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
金
仇
亥
の
子
孫
、
と
く
に
三
男
の
武
力

や
そ
の
孫
の
庾
信
は
新
羅
王
権
の
な
か
で
高
い
地
位
を
得
て
お
り
、
旧
金
官

王
族
は
王
京
の
貴
族
と
な
り
、
新
羅
王
権
に
取
り
込
ま
れ
た
存
在
で
あ
っ
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
も
し
新
羅
王
権
か
ら
独
立
し
た
「
旧
金

官
王
権
」
が
「
任
那
使
」
の
派
遣
主
体
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
任
那
使
」

が
単
独
で
来
倭
し
て
く
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
例
は
一
つ
も
確
認

で
き
な
い
。「
任
那
使
」
が
つ
ね
に
新
羅
使
に
と
も
な
わ
れ
て
来
倭
し
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
、通
説
ど
お
り
新
羅
が
「
任
那
使
」
の
派
遣
主
体
で
あ
っ

た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
任
那
の
調
」
を
旧
金
官
国
の
産

物
に
限
定
し
て
考
え
る
根
拠
も
な
く
な
る
。

と
は
い
え
、
河
内
氏
が
着
目
し
た
よ
う
に
、
推
古
八
年
二
月
条
と
三
十
一

年
是
歳
条
に
、
す
で
に
滅
亡
し
た
「
任
那
」
が
新
羅
と
戦
っ
た
と
あ
る
記
述

を
造
作
と
み
る
に
は
、『
日
本
書
紀
』
編
者
が
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な

不
自
然
な
造
作
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
を
説
明
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
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れ
が
困
難
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
、
新
羅
国
内
の
旧
金
官
地
域
に
有
勢
な

豪
族
が
存
在
し
て
い
て
、
中
央
政
府
に
反
乱
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
っ
た
と
い

う
想
定
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。そ
の
場
合
、や
は
り
本
国
に
残
っ

て
食
邑
の
管
理
を
し
て
い
た
脱
知
尓
叱
今
の
一
族
を
中
心
と
し
た
勢
力
の
可

能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。『
三
国
遺
事
考
証　

中）
32
（

』
は
、
脱
知
一
族
が
初
期

の
地
方
豪
族
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。以
上
要
す
る
に
、

旧
金
官
国
は
旧
金
官
王
族
の
食
邑
と
さ
れ
、
現
地
で
そ
の
経
営
に
あ
た
っ
た

脱
知
一
族
が
、
中
央
政
府
に
取
り
込
ま
れ
た
旧
金
官
王
族
か
ら
自
立
し
て
勢

力
を
増
大
さ
せ
、
と
き
と
し
て
中
央
政
府
に
反
乱
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
っ
た

と
推
測
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
そ
れ
が
『
日
本
書
紀
』
に
「
新
羅
与
二

任
那
一
相
攻
」（
推
古
八
年
二
月
条
）
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
も
、「
新
羅
伐
二
任
那
一
。
任
那
附
二
新
羅
一
」（
推
古
三
十
一
年
是
歳
条
）

と
も
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
結
局
、
新
羅
に
鎮
圧
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
推
古
朝
は
、
旧
金
官
地
域
を
拠
点
と
す
る
脱
知
一
族
の
自
立

的
活
動
が
つ
よ
ま
っ
た
時
期
と
み
ら
れ
、
そ
れ
が
倭
王
権
を
活
気
づ
け
、「
任

那
復
興
」
策
を
積
極
的
に
進
め
さ
せ
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
す
る
。

以
上
、
本
節
で
は
簡
単
に
推
古
紀
の
「
任
那
の
調
」
関
係
記
事
の
検
討
を

お
こ
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
推
古
紀
に
二
度
に
わ
た
っ
て
新
羅
に
ま
で
外
征

軍
を
派
遣
し
て
新
羅
王
を
降
服
さ
せ
た
と
あ
る
の
は
事
実
と
は
考
え
が
た
い

が
、
筑
紫
ま
で
外
征
軍
を
派
遣
し
て
新
羅
に
軍
事
的
圧
力
を
か
け
た
こ
と
が

少
な
く
と
も
三
度
あ
り
、
そ
の
過
程
で
新
羅
が
仕
立
て
た
「
任
那
使
」
に
よ

る
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
と
い
う
形
式
が
よ
う
や
く
定
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た

推
古
紀
に
二
度
み
え
る
新
羅
と
「
任
那
」
の
戦
闘
記
事
を
造
作
と
み
な
す
に

は
そ
の
合
理
的
説
明
が
困
難
な
の
で
、
こ
の
「
任
那
」
は
旧
金
官
に
置
か
れ

た
旧
王
家
の
食
邑
を
管
理
し
て
い
た
脱
知
一
族
を
中
心
と
し
た
在
地
勢
力
と

み
る
べ
き
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

三
．「
任
那
復
興
」
策
と
し
て
の
「
任
那
の
調
」

前
節
ま
で
の
考
察
を
受
け
、
本
節
で
は
改
め
て
「
任
那
の
調
」
の
「
任
那

復
興
」
策
と
し
て
の
意
義
を
考
え
て
み
た
い
。「
任
那
復
興
」
策
と
は
、本
来
、

新
羅
に
よ
っ
て
併
合
さ
れ
た
狭
義
の
「
任
那
」（
た
だ
し
当
初
は
金
官
国
に

加
え
て
、
相
つ
い
で
新
羅
に
制
圧
さ
れ
た

己
呑
・
卓
淳
を
も
含
む
）
の
独

立
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
欽
明
天
皇
の
遺
言
に
も
「
須
下
打
二
新
羅
一

封
中
建
任
那
上
」
と
あ
る
（
欽
明
三
十
二
年
（
五
七
一
）
四
月
壬
辰
条
）。
し

か
し
な
が
ら
継
体
朝
以
来
の
「
任
那
復
興
」
策
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、

倭
国
が
ど
こ
ま
で
文
字
通
り
に
金
官
国
を
「
復
興
」
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た

か
、
疑
問
に
思
え
て
く
る
。
倭
王
権
の
最
初
の
対
応
で
あ
る
近
江
毛
野
の
派

遣
は
、軍
勢
を
率
い
て
渡
海
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、直
接
新
羅
と
戦
っ

て
金
官
国
な
ど
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、『
日
本
書
紀
』
に

も
「
勅
勧0

二
新
羅

0

0

一
、
更
建
二
南
加
羅
・
喙
己
呑
一
」（
継
体
二
十
三
年
三
月
条
）

と
あ
る
よ
う
に
、
武
力
を
背
景
と
し
つ
つ
も
外
交
交
渉
に
よ
っ
て
金
官
国
を

再
建
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
第
II
期
に
お
い
て
も
、
既
述

の
よ
う
に
、
安
羅
や
「
日
本
府
」
ば
か
り
で
な
く
倭
国
も
新
羅
と
通
交
し
て

い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、新
羅
と
の
直
接
交
渉
に
よ
る
「
任
那
復
興
」

策
を
も
模
索
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
。
そ
し
て
第
IV
期
の
最
初
に
、
欽
明
天

皇
か
ら「
須
下
打
二
新
羅
一
封
中
建
任
那
上
」と
い
う
遺
言
を
受
け
た
敏
達
天
皇
も
、
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「
以0

二
新
羅
未

0

0

0

一
レ
建0

二
任
那

0

0

一
、
詔
三
皇
子
与
二
大
臣
一
曰
、
莫
レ
懶
二
懈
於
任
那

之
事
一
」
と
、
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
し
て
お
り
（
敏

達
四
年
（
五
七
五
）
二
月
乙
丑
条
）、
そ
の
直
後
に
新
羅
・「
任
那
」・
百
済

へ
使
者
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
で
（
同
年
四
月
庚
寅
条
）、
こ
こ
で
も
倭
国

が
め
ざ
し
て
い
た
の
は
新
羅
と
の
外
交
交
渉
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
で
あ
っ

た
。こ

の
よ
う
に
金
官
国
滅
亡
後
、
倭
国
は
「
任
那
復
興
」
を
最
重
要
の
外
交

課
題
と
し
て
掲
げ
な
が
ら
、
そ
の
実
は
、
当
初
か
ら
武
力
行
使
の
み
に
よ
っ

て
金
官
国
を
独
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
外
交

折
衝
に
よ
る
「
任
那
復
興
」
策
を
志
向
し
て
い
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
新
羅
が

独
力
で
併
合
し
た
金
官
国
を
外
交
折
衝
の
み
で
完
全
に
独
立
さ
せ
る
こ
と
が

無
理
な
こ
と
は
、
当
時
の
倭
国
も
理
解
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、

倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
と
は
、
一
貫
し
て
何
ら
か
の
政
治
的
妥
協
に
よ
っ

て
新
羅
に
「
任
那
復
興
」
を
実
行
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

敏
達
四
年
（
五
七
五
）
四
月
の
新
羅
へ
の
遣
使
の
成
果
は
早
速
あ
ら
わ
れ

た
。
同
年
六
月
に
「
新
羅
遣
レ
使
進
レ
調
。
多
益
二
常
例
一
。
并0

進
二
多
々
羅
・

須
奈
羅
・
和
陀
・
発
鬼
、
四
邑
之
調
一
」
と
あ
り
、
新
羅
の
調
が
増
額
さ
れ

た
う
え
、
そ
れ
と
は
別
に
金
官
四
邑
の
調
も
進
上
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
倭
王

権
側
か
ら
み
れ
ば
、
大
き
な
外
交
的
成
果
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
河

内
氏
が
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
と
き
は
「
任
那
使
」
が
み
え
ず
、「
并

せ
て
」
と
あ
る
の
で
新
羅
使
が
金
官
四
邑
の
調
も
貢
上
し
た
と
み
て
よ
い
。

そ
れ
は
こ
の
段
階
に
は
、
ま
だ
倭
国
の
側
で
「
任
那
」（
＝
旧
金
官
国
）
の

調
を
新
羅
に
ど
の
よ
う
な
形
式
で
貢
進
さ
せ
る
か
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
新

羅
が
金
官
四
邑
の
調
を
肩
代
わ
り
し
て
貢
進
し
た
の
で
、
と
り
あ
え
ず
収
納

し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
新
羅
に
金
官
四
邑
の
調
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
は
、
思
い
の

ほ
か
容
易
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
倭
王
権
内
で
そ
れ
だ
け
で

は
「
任
那
復
興
」
を
示
す
「
任
那
の
調
」
の
形
式
と
し
て
は
不
十
分
と
さ
れ
、

改
め
て
新
羅
に
新
た
な
方
式
で
「
任
那
の
調
」
を
貢
進
さ
せ
よ
う
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
あ
と
新

羅
が
貢
進
し
て
き
た
調
を
返
却
し
た
り
、
崇
峻
朝
に
は
外
征
軍
を
筑
紫
ま
で

派
兵
し
た
う
え
で
新
羅
に
遣
使
し
て
「
任
那
事
」
を
問
い
た
だ
し
た
り
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
倭
国
の
「
任
那
復
興
」
策
の
方
針

が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
、
ま
た
い
っ
た
ん
は
「
金
官

四
邑
」
の
調
を
納
入
し
た
新
羅
が
、
そ
の
後
、
軍
事
的
圧
力
を
使
っ
た
倭
国

の
要
求
を
受
け
て
も
、
な
か
な
か
そ
れ
に
し
た
が
わ
な
く
な
る
の
も
、
そ
の

倭
国
の
新
た
な
要
求
が
容
易
に
承
服
し
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

既
述
の
よ
う
に
、
最
近
、
河
内
氏
が
、
こ
の
間
の
変
化
を
調
進
上
の
「
原

理
的
転
換
」
と
よ
ん
で
い
る
が
、
河
内
氏
の
場
合
は
、
金
官
国
滅
亡
後
も
旧

金
官
王
家
が
そ
の
食
邑
を
基
盤
に
新
羅
国
内
で
独
立
勢
力
を
築
い
て
い
た
と

解
し
て
、そ
れ
を
「
旧
金
官
王
権
」
と
よ
び
、こ
の
「
旧
金
官
王
権
」
が
「
任

那
使
」
を
編
成
し
、「
任
那
の
調
」
も
貢
進
す
る
よ
う
に
な
る
と
主
張
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
旧
金
官
王
家
勢
力
の

過
大
評
価
で
あ
り
、
成
り
立
ち
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
間
の
「
原
理
的

転
換
」
の
意
義
は
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
こ
に
い
う
「
原
理
的
転
換
」
と
は
、
は
じ
め
は
新
羅
が
金
官
四
邑
の
調
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を
合
わ
せ
て
貢
進
し
た
の
を
、新
羅
使
と
別
に
「
任
那
使
」
を
仕
立
て
さ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
新
羅
の
調
と
「
任
那
の
調
」
を
進
上
す
る
と
い
う
形
式
に
転
換

す
る
こ
と
で
あ
る
。
新
羅
が
敏
達
四
年
（
五
七
五
）
に
金
官
四
邑
の
調
を
貢

進
し
て
か
ら
こ
の
方
式
に
転
換
す
る
ま
で
を
改
め
て
た
ど
っ
て
み
る
と
、
敏

達
九
年
（
五
八
〇
）
に
新
羅
使
が
来
倭
し
て
調
を
進
上
す
る
が
、
倭
国
は
こ

れ
を
受
け
取
ら
ず
に
返
却
し
て
い
る
（
同
年
六
月
条
。
同
十
一
年
十
月
条
に

も
同
事
重
出
記
事
あ
り
。）。
こ
れ
は
、
倭
国
側
の
新
た
な
方
針
に
か
な
っ
た

貢
調
形
式
を
と
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
敏
達
十
二
年（
五
八
三
）

に
は
「
任
那
復
興
」
を
謀
る
た
め
、
百
済
か
ら
倭
系
百
済
官
僚
で
あ
る
日
羅

を
召
喚
し
て
お
り
、
翌
十
三
年
、
難
波
吉
士
木
蓮
子
を
新
羅
と
「
任
那
」
に

派
遣
し
て
い
る
。
さ
ら
に
翌
十
四
年
、敏
達
天
皇
は
「
任
那
復
興
」
の
た
め
、

坂
田
耳
子
王
を
派
遣
し
よ
う
と
す
る
が
、
天
皇
が
に
わ
か
に
瘡
に
か
か
っ
た

た
め
に
中
止
す
る
。
そ
の
と
き
に
橘
豊
日
皇
子（
の
ち
の
用
明
天
皇
）に「
任

那
復
興
」に
努
め
る
よ
う
伝
え
て
い
る
。そ
し
て
さ
ら
に
崇
峻
四
年（
五
九
一
）

に
な
っ
て
、紀
男
麻
呂
ら
を
大
将
軍
と
し
て
筑
紫
ま
で
出
兵
さ
せ
た
う
え
で
、

新
羅
と
「
任
那
」
に
遣
使
し
て
「
任
那
事
」
を
問
い
た
だ
す
の
で
あ
る
。「
任

那
復
興
」
策
に
関
わ
っ
て
兵
力
を
動
員
す
る
の
は
敏
達
朝
以
来
初
め
て
の
こ

と
な
の
で
、
新
羅
の
強
硬
姿
勢
に
業
を
煮
や
し
て
圧
力
を
つ
よ
め
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
男
麻
呂
ら
は
推
古
三
年
（
五
九
五
）
に
筑
紫
か
ら
帰
還
し
て
い

る
。
お
そ
ら
く
新
羅
と
の
折
衝
は
不
調
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

新
方
式
が
は
じ
め
て
実
現
す
る
の
は
、『
日
本
書
紀
』
の
記
事
か
ら
み
る

か
ぎ
り
、
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
の
こ
と
で
、
難
波
吉
師
神
を
新
羅
に
、
難

波
吉
士
木
蓮
子
を
任
那
に
派
遣
し
た
の
に
対
し
て
、「
新
羅
・
任
那
二
国
、

遣
レ
使
貢
レ
調
」
と
あ
る
（
同
年
是
歳
条
）。
た
だ
し
こ
の
記
事
に
は
、
境
部

臣
を
大
将
軍
と
し
て
新
羅
を
討
伐
し
て
五
城
を
攻
め
落
と
す
と
、
新
羅
王
は

白
旗
を
挙
げ
て
降
服
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
実
と
は
考
え
が
た
い
記
述
が
含

ま
れ
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
貢
調
を
事
実
と
み
な
し
て
よ
い
か
は
判
断
が
む

ず
か
し
い
。倭
王
権
は
こ
の
と
き
以
降
も
新
羅
へ
の
強
硬
姿
勢
を
と
り
続
け
、

来
目
皇
子
・
当
摩
皇
子
を
筑
紫
ま
で
出
征
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、

新
羅
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
一
時
的
な
も
の

で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
推
古
十
八
年
（
六
一
〇
）
に
い

た
っ
て
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
来
倭
し
、
小
墾
田
宮
の
朝
庭
で
外
交
儀
礼

を
執
り
お
こ
な
っ
た
よ
う
す
が
『
日
本
書
紀
』
に
詳
細
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
以
降
は
、
新
羅
使
が
「
任
那
使
」
を
同
行
し
、
新
羅
の
調
と
別
に
「
任

那
の
調
」
を
貢
上
す
る
こ
と
が
何
度
か
確
認
さ
れ
る
の
で
（
年
表
2
参
照
）、

こ
の
新
た
な
形
式
が
し
だ
い
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、「
任
那
の
調
」を
め
ぐ
る
倭
国
と
新
羅
の
関
係
を
た
ど
っ
て
き
た
が
、

新
羅
使
に
同
行
し
た
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
と
い
う
形

式
が
定
着
す
る
ま
で
か
な
り
の
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
倭
国
が
新
た
に
提
示
し
た
新
羅
に
「
任
那
使
」
を
仕
立

て
さ
せ
、
そ
の
「
任
那
使
」
に
「
任
那
の
調
」
を
貢
上
さ
せ
る
と
い
う
形
式

に
新
羅
が
つ
よ
く
反
発
し
、
そ
の
た
め
倭
国
は
く
り
返
し
外
征
軍
を
筑
紫
ま

で
出
兵
し
て
圧
力
を
か
け
つ
つ
、
新
羅
・「
任
那
」
に
遣
使
し
て
新
た
な
形

式
の
貢
調
使
の
派
遣
を
要
求
し
つ
つ
け
た
が
、
そ
れ
で
も
新
羅
は
な
か
な
か

そ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
み
る
と
、
こ
の
間
の
経
緯
が
よ
く
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
は
、
も
っ
ぱ
ら
倭
国
と
新
羅
と
の
関
係
か
ら
「
任
那
の
調
」

貢
上
ま
で
の
経
緯
を
た
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
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い
る
よ
う
に
、
新
羅
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
に
は
、
倭
国
と
の
関
係

だ
け
で
は
な
く
百
済
や
高
句
麗
と
の
関
係
も
影
響
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ

る）
33
（

。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
新
羅
が
は
じ
め
て
金
官
四
邑
の
調

を
貢
進
す
る
直
前
に
、
新
羅
・「
任
那
」
だ
け
で
な
く
百
済
に
も
遣
使
し
て

い
る
こ
と
で
（
敏
達
四
年
四
月
庚
寅
条
）、
こ
れ
は
百
済
に
も
新
羅
に
何
ら

か
の
影
響
力
を
行
使
す
る
よ
う
要
請
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
後
、
敏
達
十
二
年
（
五
八
三
）
に
「
任
那
復
興
」
を
謀
る
た
め
に
百
済
か

ら
日
羅
を
召
喚
し
て
い
る
し
、
新
羅
と
「
任
那
」
が
戦
い
、
倭
国
が
何
ら
か

の
介
入
を
お
こ
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
推
古
八
年
の
翌
年（
六
〇
一
）に
も
、「
急

救
二
任
那
一
」
こ
と
を
要
請
す
る
た
め
に
高
句
麗
と
百
済
に
遣
使
し
た
と
い

う
（
推
古
九
年
三
月
戊
子
条
）。
こ
れ
ら
は
、百
済
や
高
句
麗
の
動
き
が
「
任

那
復
興
」
の
実
現
に
有
効
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

朝
鮮
半
島
で
は
五
九
八
年
の
隋
の
文
帝
に
よ
る
高
句
麗
征
討
が
契
機
と

な
っ
て
に
わ
か
に
半
島
情
勢
が
緊
迫
し
、
三
国
相
互
の
軍
事
衝
突
も
増
え
て

い
く
。
と
く
に
六
一
一
年
に
煬
帝
が
高
句
麗
征
討
の
詔
を
出
す
と
、
新
羅
・

百
済
は
す
ぐ
さ
ま
隋
に
高
句
麗
征
討
を
願
い
出
て
い
る
し
、
百
済
が
新
羅
に

侵
攻
し
椴
岑
城
を
攻
め
落
と
す
と
い
う
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。「
任
那
使
」

に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
が
定
着
す
る
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
こ
ろ
で
あ

り
、
半
島
情
勢
の
緊
迫
化
と
い
う
こ
と
が
新
羅
に
、
そ
れ
ま
で
拒
み
続
け
た

倭
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
た
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
半
島
情
勢
は
、
あ
く
ま
で
も
副
次
的
要
因
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
倭
国
が
「
任
那
復
興
」
に
固
執
し
つ
づ
け

な
け
れ
ば
、「
任
那
の
調
」
の
貢
上
問
題
が
重
要
な
外
交
問
題
に
な
る
こ
と

も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
解
明
さ
れ
る
べ
き
は
、
倭
国
が
数
十

年
に
わ
た
っ
て
新
羅
に
「
任
那
の
調
」
を
肩
代
わ
り
さ
せ
る
こ
と
に
こ
だ
わ

り
つ
づ
け
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。

四
．「
任
那
の
調
」
の
貢
納
形
式
と
そ
の
意
義

「
は
じ
め
に
」
で
、
律
令
制
以
前
の
対
外
関
係
を
す
べ
て
対
等
の
関
係
と

し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
近
年
の
傾
向
を
批
判
し
た
が
、そ
れ
は
「
任
那
の
調
」

に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
周
知
の
よ
う
に
、「
調
」
は
ツ
キ
、
ミ
ツ
キ
と

訓
み
、
ミ
ツ
ギ
モ
ノ
、
す
な
わ
ち
上
下
関
係
を
前
提
と
し
た
貢
進
物
の
意
味

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
れ
が
当
時
の
呼
称
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
倭
国
側
に
は

0

0

0

0

0

「
調
」
の
貢
進
国
は
倭
国
に
服
属
す
る
ミ
ヤ
ケ
で

あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
考
え
は
〝
南
朝
鮮
の
植
民
地
支
配
〞
説
の

崩
壊
後
は
、も
ち
ろ
ん
一
般
的
で
は
な
い
。『
日
本
書
紀
』に
は「
調
」と
あ
っ

て
も
、
そ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
の
潤
色
で
あ
っ
て
、
当
時
と
し
て
は

「
信
物
」「
方
物
」
な
ど
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
服
属
関
係
を
意
味
し
な
い
呼

称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
考
え
の
一
例
と
し
て
、
最
新
の
研
究
で
あ
る
河
内
春
人

氏
の
見
解
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

河
内
氏
に
よ
れ
ば
、「「
任
那
之
調
」
と
は
、金
官
国
と
の
三
世
紀
か
ら
〔
五

世
紀
に
か
け
て 

│ 

引
用
者
補
、
以
下
同
じ
〕
の
交
易
的
関
係
に
お
い
て
生

じ
た
鉄
〔
な
ど
〕
…
…
の
入
手
既
得
権
益
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
「
貢

納
的
関
係
」
で
は
な
く
「
交
易
的
関
係
」
で
あ
る
と
す
る
。
交
易
だ
か
ら
対
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価
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
は
「
軍
事
力
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

五
六
二
年
の
加
耶
諸
国
滅
亡
後
、「
倭
国
は
金
官
の
既
得
権
益
を
回
復
さ
せ

る
た
め
の
政
策
に
本
格
的
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
」
り
、「
倭
国
は
新
羅
に

対
し
て
既
得
権
益
保
証
を
要
求
し
、
新
羅
も
高
句
麗
や
百
済
か
ら
の
圧
力
に

対
抗
す
る
た
め
に
倭
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
た
の
が
、
五
七
五
年
の
新
羅
に

よ
る
金
官
四
邑
権
益
の
提
供
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。
さ
ら
に
「
推
古
八
年
の

新
羅
と
「
任
那
」
の
戦
争
」
が
は
じ
ま
る
と
、「
旧
金
官
権
益
の
回
復
を
目

指
す
倭
国
は
調
停
に
乗
り
出
し
、
軍
事
力
を
筑
紫
に
進
ま
せ
る
示
威
的
行
動

を
取
っ
た
。こ
れ
に
対
し
て
新
羅
と
旧
金
官
領
は
そ
れ
ぞ
れ
使
節
を
派
遣
し
」

た
と
し
、
そ
れ
が
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
進
上
に
な
っ
た
と

考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

右
の
河
内
氏
の
見
解
に
は
、
筆
者
に
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
何

点
か
あ
る
。
ま
ず
、三
〜
五
世
紀
に
形
成
さ
れ
た
倭
国
の
金
官
に
対
す
る「
既

得
権
益
」
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、
そ
れ
は
「
貢
納
的
関
係
」
で
は
な
く
「
交

易
的
関
係
」
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
倭
国
は
そ
の
対
価
と
し
て
軍
事
力

を
供
与
し
て
い
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
加
耶
諸
国
滅
亡
後
、「
倭
国
は
新

羅
に
対
し
て
既
得
権
益
保
証
を
要
求
」
す
る
と
、
新
羅
も
倭
国
に
「
金
官
四

邑
権
益
」
を
提
供
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
「
金
官
四
邑

権
益
」
な
る
も
の
は
「
交
易
的
関
係
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
権
益
を
倭
国
は
な
ぜ
「
対
価
」
な
し
に
要
求
、
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
か
が
、
筆
者
に
は
理
解
し
が
た
い
。
ま
た
一
方
で
、
河
内

氏
は
「
六
世
紀
か
ら
列
島
に
お
け
る
鉄
生
産
が
実
現
し
始
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
加
耶
か
ら
の
鉄
獲
得
の
緊
急
性
が
低
下
し
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
の
で
、

こ
の
「
旧
金
官
権
益
」
な
る
も
の
が
鉄
な
ど
の
「
入
手
既
得
権
益
」
だ
っ
た

と
す
る
と
、六
世
紀
に
そ
の
必
要
性
は
大
幅
に
低
下
し
て
い
る
は
ず
な
の
に
、

な
ぜ
倭
国
は
七
世
紀
半
ば
に
至
る
ま
で
「
任
那
の
調
」
の
獲
得
に
こ
だ
わ
り

つ
づ
け
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
く
る
が
、
こ
の
点
も
と
く
に
説
明
は

な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
河
内
説
に
は
重
要
な
点
で
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
賛
同
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
基
本
的
な
問
題

と
し
て
、
筆
者
は
「
任
那
の
調
」
を
交
易
関
係
に
と
も
な
う
物
品
と
み
な
す

こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、第
一
に
交
易
で
あ
れ
ば
、

相
互
に
対
等
な
関
係
を
前
提
と
し
た
経
済
行
為
で
あ
る
か
ら
、
軍
事
的
圧
力

を
か
け
て
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
し
、
第
二
に

交
易
に
は
対
価
が
必
要
で
あ
る
が
、「
任
那
の
調
」
の
貢
納
に
と
も
な
っ
て

倭
国
が
、
軍
事
力
の
供
与
も
含
め
て
、
何
ら
か
の
対
価
を
払
っ
た
こ
と
を
示

す
徴
証
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
羅
の
調
も
含
め
て
、
新
羅

か
ら
（
の
ち
に
は
百
済
か
ら
）
の
一
方
的
な
貢
進
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第

三
と
し
て
、「
任
那
の
調
」
の
貢
上
に
は
、
新
羅
に
よ
る
「
任
那
使
」
と
「
任

那
の
調
」
の
肩
代
わ
り
を
は
じ
め
、
天
皇
の
御
覧
に
供
す
る
こ
と
、
ま
た
そ

の
た
め
に
調
と
し
て
の
貢
進
国
と
品
目
の
表
示
、
朝
庭
で
の
外
交
儀
礼
の
挙

行
、
な
ど
一
定
の
形
式
が
と
も
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
「
任
那
の
調
」
の

性
格
を
理
解
す
る
う
え
で
不
可
欠
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る
が
、
通
常
の
交
易

に
は
不
必
要
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
要
す
る
に
、「
任
那
の
調
」
を
交
易

関
係
に
と
も
な
う
物
品
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
本
質
を
と
ら

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。

右
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
任
那
の
調
」
の
貢
進
に
は
一
定
の
形
式
が

定
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
倭
国
側
が
新
羅
に
要
求
し
て
実
現
し
た
も
の
で
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あ
る
が
、
そ
の
形
式
の
も
つ
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
「
任
那
の
調
」
の
性
格

を
解
明
す
る
た
め
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
「
任
那
の
調
」
の
実
体
が
金
官
四
邑
の
調
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、

つ
と
に
末
松
保
和
氏
が
指
摘
し
て
い
る）

34
（

。そ
の
根
拠
は
、敏
達
四
年（
五
七
五
）

六
月
に
新
羅
使
が
新
羅
の
調
と
と
も
に
「
多
々
羅
・
須
奈
羅
・
和
陀
・
発
鬼

四
邑
之
調
」
を
献
上
す
る
が
、
こ
の
四
邑
が
旧
金
官
国
を
構
成
す
る
四
邑
に

相
当
し
、
そ
の
調
が
「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
任
那
の
調
」
の
「
任
那
」
は
狭
義
の
任
那
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
任
那
の
調
」
は
、
実
際
に
は
新
羅
が
貢
進
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
い
く
つ
か
の
証
拠
が
あ
る
。
ま
ず
既
述
の
よ
う
に
、
敏
達
四
年
六

月
条
に
は
、
新
羅
使
が
新
羅
の
調
の
ほ
か
に
「
并
せ
て
」
四
邑
の
調
を
進
上

し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
新
羅
使
が
金
官
四
邑
の
調
を
進
上
し
た
と
考

え
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
後
、
推
古
八
年
（
六
〇
〇
）
以
降
に
新
羅
使
と
と

も
に
「
任
那
使
」
が
来
倭
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
「
任
那
使
」
の
官
位

が
分
か
る
四
例
中
三
例
が
新
羅
の
官
位
を
有
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
う
ち

二
例
は
「

0

部0

大
舎
首
智
買
」（
推
古
十
八
年
七
月
条
）、「
習
部

0

0

大
舎
親
智

周
智
」（
推
古
十
九
年
秋
八
月
条
）
と
あ
っ
て
、
王
京
の
六
区
分
で
あ
る
新

羅
六
部
を
冠
し
て
い
る
の
で
、
新
羅
王
京
人
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る）
35
（

。
た
だ
し
「
達
率
奈
末
智
（
奈
末
遅
）」（
推
古
三
十
一
年
七
月
条
お
よ
び

同
年
是
歳
条
）
の
み
は
「
達
率
」
と
い
う
百
済
の
官
位
を
有
し
て
い
る
。
こ

の
解
釈
は
む
ず
か
し
い
が
、
推
古
三
十
一
年
是
歳
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
ろ

新
羅
と
「
任
那
」
が
戦
っ
て
お
り
、「
任
那
」
が
新
羅
国
内
の
自
立
的
勢
力

で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
こ
の
と
き
の
「
任
那
使
」
も
新
羅
使
に
同
行
し
て
来
て
い
る
の
で
（
同

年
七
月
条
）、
新
羅
が
派
遣
主
体
で
あ
っ
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
。
要

す
る
に
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
「
任
那
使
」
が
実
際
に
は
新

羅
の
官
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る）

36
（

。
さ
ら
に
確
認
で

き
る
舒
明
朝
ま
で
の
「
任
那
使
」
が
す
べ
て
新
羅
使
に
同
行
し
て
来
倭
し
て

い
る
こ
と
も
、
こ
の
考
え
の
裏
づ
け
と
な
ろ
う
。

倭
国
が
新
羅
に
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
に
関
わ
っ
て
遣
使
す
る
と
き
に
は
、

遣
新
羅
使
と
と
も
に
遣
「
任
那
」
使
を
派
遣
す
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
そ

の
初
見
は
敏
達
四
年
（
五
七
五
）
四
月
で
あ
る
。
推
古
三
十
一
年
（
六
二
三
）

十
一
月
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
、
吉
士
磐
金
を
新
羅
に
、
吉
士
倉
下
を
「
任

那
」
に
派
遣
し
た
と
き
に
、
新
羅
の
迎
船
が
一
艘
だ
け
だ
っ
た
こ
と
に
磐
金

ら
が
抗
議
し
、
以
後
、「
任
那
」
の
迎
船
を
加
え
て
二
艘
と
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
ま
た
、
新
羅
が
「
任
那
使
」「
任
那
の
調
」
を
肩
代
わ
り

し
て
い
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、そ
れ
と
同
時
に
「
任
那
の
調
」

の
納
入
に
あ
た
っ
て
、
倭
国
が
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
整
え
る
た
め
に

新
羅
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
求
を
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
し
て
も
興
味
深

い
。六

四
二
年
に
百
済
義
慈
王
が
新
羅
西
部
を
攻
撃
し
て
四
十
余
城
を
降
し
、

旧
加
耶
地
域
を
奪
取
す
る
と
半
島
情
勢
は
い
っ
き
に
流
動
化
す
る
。
そ
の
な

か
で
百
済
は
、皇
極
元
・
二
年
（
六
四
二
・
三
）
と
、王
子
翹
岐
（
＝
余
豊
璋）

37
（

）・

大
佐
平
沙
宅
智
積
な
ど
の
要
人
や
高
官
を
大
使
・
副
使
・
参
官
に
任
じ
た
進

調
使
な
ど
を
派
遣
し
て
空
前
の
外
交
攻
勢
を
か
け
て
く
る
。
た
だ
し
皇
極
紀

の
高
句
麗
・
百
済
関
係
記
事
に
は
年
紀
の
混
乱
が
あ
り
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て

多
く
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
て
い
て）

38
（

、
筆
者
も
関
説
し
た
こ
と
が
あ

る）
39
（

。
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
重
要
な
の
は
、
百
済
の
旧
加
耶
地
域
領
有
に
と
も
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な
っ
て
、
倭
国
は
百
済
に
「
任
那
の
調
」
を
要
求
し
、
百
済
も
そ
の
要
求
に

し
た
が
っ
て
百
済
使
が
任
那
使
を
兼
領
す
る
と
い
う
形
で
「
任
那
の
調
」
を

進
上
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
大
化
元
年
七
月
丙
子
条
）。
そ
の
間
の
事
実

関
係
は
、
皇
極
紀
の
年
紀
の
混
乱
に
加
え
て
、
大
化
元
年
七
月
丙
子
条
の
解

釈
の
問
題
も
あ
っ
て
、
複
数
の
説
が
対
立
し
て
い
る
。
こ
こ
で
詳
論
す
る
余

裕
は
な
い
が
、
百
済
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
進
上
の
理
解
に
重
要
な
史
料

で
あ
る 

⒜ 

皇
極
二
年
七
月
辛
亥
条
と 

⒝ 

大
化
元
年
七
月
丙
子
条
に
つ
い

て
と
り
あ
げ
、
簡
単
に
検
討
し
て
み
た
い
。

⒜　

皇
極
二
年
（
六
四
三
）
七
月
辛
亥
条

遣
二
数
大
夫
於
難
波
郡
一
、
検
三
百
済
国
調
与
二
献
物
一
。
於
是
、
大
夫
問
二

調
使
一
曰
、
所
レ
進
国
調
、
欠
二
少
前
例
一
、
送
二
大
臣
一
物
、
不
レ
改
二
去

年
所
レ
還
之
色
一
、
送
二
群
卿
一
物
、
亦
全
不
二
将
来
一
、
皆
違
二
前
例
一
。

其
状
何
也
。
大
使
達
率
自
斯
・
副
使
恩
率
軍
善
、
倶
答
諮
曰
、
即
今

可
レ
備
。
…
…

⒝　

大
化
元
年
（
六
四
五
）
七
月
丙
子
条

高
麗
・
百
済
・
新
羅
、
並
遣
レ
使
進
レ
調
。
百
済
調
使
、
兼
二
領
任
那
使
一
、

進
二
任
那
調
一
。
唯
百
済
大
使
佐
平
縁
福
、
遇
病
留
二
津
館
一
、
而
不
レ
入
二

於
京
一
。
…
…
詔
二
於
百
済
使
一
曰
、「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
、
⑴

始
我
遠
皇
祖
之
世
、
以
二
百
済
国
一
、
為
二
内
官
家
一
、
譬
如
二
三
絞
之

綱
一
。
⑵
中
間
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
。
⑶
後
遣
二
三
輪
栗
隈
君

東
人
一
、
観
二
察
任
那
国
堺
一
。
是
故
、
百
済
王
随
レ
勅
、
悉
示
二
其
堺
一
。

⑷
而
調
有
レ
闕
。
由
レ
是
、
却
二
還
其
調
一
。
任
那
所
出
物
者
、
天
皇
之

所
二
明
覧
一
。
夫
自
レ
今
以
後
、可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
。
汝
佐
平
等
、

不
易
面
来
。
早
須
明
報
。
今
重
遣
二
三
輪
君
東
人
・
馬
飼
造
一〈
闕
レ
名
〉」。

通
説
的
理
解
で
は
、
⒝ 

の 

⑵ 

が
六
四
三
年
の
百
済
に
よ
る
旧
加
耶
地
域

の
新
羅
か
ら
の
奪
取
を
さ
し
、
⑶ 

は
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
二
月
戊
申
条

に
遣
高
句
麗
使
・
遣
新
羅
使
の
ほ
か
、
国
勝
吉
士
水
鶏
を
遣
百
済
使
に
、
坂

本
吉
士
長
兄
を
遣
「
任
那
」
使
に
任
じ
た
と
い
う
記
事
に
相
当
す
る
と
み
る
。

こ
の
遣
使
を
百
済
に
よ
る
加
耶
地
域
奪
取
の
実
状
調
査
と
み
て
、
こ
の
と
き

三
輪
栗
隈
君
東
人
も
同
行
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
年
紀
は
、
百
済

が
旧
加
耶
地
域
を
新
羅
か
ら
奪
取
し
た
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
七
月
以
降
に

修
正
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て 

⑷ 

を
、
⒜ 

の
皇
極
二
年
七
月
に
百
済
使

が
調
を
返
却
さ
れ
た
と
き
に
あ
て
て
考
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
廣
瀬
憲
雄
氏

は
、こ
の
よ
う
な
従
来
の
理
解
に
は
「
誤
り
が
存
在
す
る
」
と
し
、⑷ 

の
「
而

調
有
レ
闕
。
由
レ
是
、
却
二
還
其
調
一
」
と
い
う
の
は 

⒝ 

の
大
化
元
年
時
点
の

こ
と
と
「
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
⒜ 

で

百
済
が
進
上
し
た
調
は
、
明
ら
か
に
百
済
の
国
調
の
こ
と
で
「
任
那
の
調
」

で
は
な
い
こ
と
か
ら
こ
こ
に
あ
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
「
自
レ

今
以
後
、
可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
」
と
い
う
指
示
は
再
提
出
時
の
と
き

の
こ
と
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
廣
瀬
氏
の
新
説
は
い
さ
さ
か
武
断
に
過
ぎ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
⒜ 

に
み
え
る
調
は
確
か
に
百
済
の
国
調
で
あ
る
が
、
廣
瀬
氏
の

解
釈
に
は 

⒜ 

の
記
事
は
こ
の
と
き
の
事
実
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
完
全
に

伝
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
は
た
し
て
そ
れ
は
自

明
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
ま
ず
こ
の
点
に
疑
問
を
感
じ
る
。

そ
れ
か
ら
「
自
レ
今
以
後
、
可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
」
と
い
う
指
示
も
、

通
説
の
よ
う
に
倭
国
に
と
っ
て
不
備
で
は
あ
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
受
納
し

た
う
え
で
の
指
示
と
も
十
分
に
解
し
う
る
。
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筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
廣
瀬
氏
の
新
解
釈
は
絶
対
で
は
な
い
と
考
え

る
が
、
さ
ら
に
廣
瀬
氏
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
新
た
な
不
都
合
が
生
じ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
第
一
に
、
⒜ 

の
地
の
文
に
「
百
済
調
使
、
兼
二

領
任
那
使
一
、進0

二
任
那
調

0

0

0

一
」
と
、百
済
使
が
「
任
那
使
」
を
兼
領
し
て
「
任

那
の
調
」
を
進
上
し
た
と
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
簡
単
に

は
無
視
で
き
な
い
記
述
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
廣
瀬
氏
自
身
が
述
べ
て
い
る

よ
う
に
、
調
の
貢
進
は
、
ま
ず
難
波
な
ど
で
調
の
点
検
・
収
納
が
お
こ
な
わ

れ
、
不
備
が
な
け
れ
ば
入
京
が
許
さ
れ
て
朝
庭
で
使
旨
の
奏
上
・
賜
禄
・
賜

饗
等
の
一
連
の
外
交
儀
礼
が
挙
行
さ
れ
る
と
い
う
形
を
と
っ
た）

40
（

。
⒜ 

で
「
所
レ

進
国
調
、
欠
二
少
前
例
一
」
な
ど
と
不
備
を
指
摘
し
、
返
却
し
て
い
る
の
も

難
波
の
客
館
で
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が 
⒝ 

で
は
、
百
済
使
は
入
京
を

許
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
、
こ
の
と
き
「
任
那
の
調
」
を
返
却
し
た
と
す

る
と
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
広
瀬
氏
の
新
説
に
し
た

が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
筆
者
も
、
通
説
に
は
疑
問
の
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
⒝ 

の 

⑵ 

の

「
中
間
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
を
、
六
四
三
年
に
百
済
が
旧
加
耶
地

域
を
新
羅
か
ら
奪
取
し
た
こ
と
を
さ
す
と
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筆
者
は
、

こ
れ
が
百
済
に
よ
る
加
耶
の
奪
取
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と

し
て
も
、
事
件
そ
の
も
の
を
さ
す
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。「
以
二
任
那

国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
と
は
、
い
っ
け
ん
荒
唐
無
稽
な
記
述
の
よ
う
に
思
え

る
が
、実
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
類
似
の
表
現
が
ほ
か
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

百
済
に
「
賜
二
任
那
四
県
一
」（
継
体
六
年
（
五
一
二
）
十
二
月
条
）
と
い
う

記
述
や
、「
以
二
己
汶
・
滞
沙
一
、
賜
二
百
済
国
一
」（
継
体
七
年
（
五
一
三
）

十
一
月
乙
卯
条
）
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
前
者
は
有
名
な
「
任
那
四
県
割
譲

事
件
」
の
記
事
で
、
百
済
が
独
自
に
勢
力
下
に
置
い
た
「
任
那
四
県
」（
栄

山
江
流
域
）
を
倭
国
が
外
交
的
に
承
認
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
後
者

は
百
済
が
新
た
に
領
有
し
た
己
汶
・
帯
沙
（
蟾
津
江
流
域
）
に
関
し
て
、
倭

国
が
朝
庭
に
百
済
・
斯
羅
（
新
羅
）・
安
羅
・
伴
跛
（
＝
大
加
耶）

41
（

）
の
使
節

を
招
集
し
て
、
百
済
の
領
有
を
承
認
す
る
と
宣
勅
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い

る）
42
（

。
し
た
が
っ
て
「
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
も
、
百
済
が
新
た
に

加
耶
諸
国
を
領
有
し
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
実
を
倭

国
が
承
認
し
た
こ
と
を
指
す
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
直
前
の 

⑴ 

で
、「
我

遠
皇
祖
之
世
」
か
ら
百
済
は
「
任
那
」
と
と
も
に
倭
国
の
「
内
官
家
」
で
あ
っ

た
と
、
倭
国
の
朝
鮮
半
島
に
対
す
る
立
場
を
観
念
的
に
表
明
し
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
百
済
の
加
耶
諸
国
領
有
を
承
認
す
る
こ
と

は
「
以
二
任
那
国
一
、
属
二
賜
百
済
一
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
そ
う
す
る
と
、
⑵ 

の
事
実
比
定
も
変
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
。

筆
者
は
そ
れ
を
国
勝
吉
士
水
鶏
を
百
済
に
、
坂
本
吉
士
長
兄
を
任
那
に
派
遣

し
た
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
二
月
戊
申
条
（
実
際
に
は
皇
極
元
年
七
月
以
降
）

の
遣
使
に
関
わ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
こ
れ
を 

⑶ 

の
三
輪
栗
隈
東
人
の

派
遣
に
対
応
さ
せ
て
き
た
が
、
そ
の
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い
が
、
や
は
り

遣
「
任
那
」
使
の
責
任
者
と
思
わ
れ
る
坂
本
吉
士
長
兄
が 

⑶ 

に
み
え
な
い

の
は
不
審
で
あ
る
。
そ
こ
で
筆
者
は
、⑶ 

の
三
輪
栗
隈
東
人
は
、『
日
本
書
紀
』

に
は
記
事
が
も
れ
て
い
る
が
、「
後
」
と
あ
る
よ
う
に
坂
本
吉
士
長
兄
派
遣

の
あ
と
、
改
め
て
派
遣
さ
れ
て
「
任
那
国
堺
」
を
検
分
し
、
そ
れ
を
も
と
に

「
任
那
の
調
」
の
納
入
を
百
済
に
要
求
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と

こ
ろ
が
そ
の
後
、
皇
極
二
年
（
六
四
三
）
七
月
に
来
倭
し
た
百
済
調
使
の
貢

進
し
た
国
調
に
欠
少
が
あ
り
（
⒜
）、「
任
那
の
調
」
も
欠
失
し
て
い
た
（
⑷
）
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の
で
返
却
し
た
、
と
い
う
の
が 

⒝ 

の
百
済
使
へ
の
「
詔
」
で
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
の
筆
者
な
り
の
理
解
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
百
済
は
、
形
式
的
に
不
十
分
な

が
ら
、
大
化
元
年
七
月
に
は
じ
め
て
「
任
那
の
調
」
を
貢
進
し
た
こ
と
に
な

る
。
そ
の
後
は
、
翌
大
化
二
年
二
月
戊
申
条
に
「
高
麗
・
百
済
・
任
那
・
新

羅
、
並
遣
レ
使
、
貢
二
献
調
賦
一
」
と
あ
る
。
簡
略
な
記
事
で
あ
り
、
朝
鮮
三

国
と
「
任
那
」
が
す
べ
て
並
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
造
作
の
可
能
性

も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
「
任
那
使
」
の
最
後
の
例
で
あ
り
、

同
年
九
月
に
は
高
向
黒
麻
呂
（
玄
理
）
を
新
羅
に
遣
わ
し
て
、「
質
」
の
貢

上
と
引
き
替
え
に
「
任
那
の
調
」
の
廃
止
を
通
告
し
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
、
百
済
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
に
つ
い
て
み
て
き
た
。

こ
こ
か
ら
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
形
式
に
つ
い
て
、
新
た
な
事
実
を
付
け
加

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は 

⒝ 

で
「
任
那
所
出
物
者
、
天
皇
之
所
二
明

覧
一
。
夫
自
レ
今
以
後
、
可
四
具
題
三
国
与
二
所
レ
出
調
一
」
と
い
っ
て
い
る
こ

と
で
、「
任
那
の
調
」
は
天
皇
の
御
覧
に
供
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に

貢
進
国
名
と
調
の
品
目
を
標
題
と
し
て
記
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。

⒝ 

の
百
済
に
よ
る
初
の
「
任
那
の
調
」
の
納
入
記
事
に
は
、
ほ
か
に
も

注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
と
き
百
済
使
が
任
那
使
を
兼
領

す
る
と
い
う
、倭
王
権
か
ら
み
れ
ば
重
大
な
不
備
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
任
那
の
調
」
を
受
納
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
倭
王

権
が
新
羅
に
課
し
て
い
た
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
形
式
と
く
ら
べ
る
と
見
逃

せ
な
い
相
違
で
あ
り
、
倭
王
権
に
と
っ
て
は
大
き
な
妥
協
で
あ
っ
た
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
。
で
は
、
な
ぜ
倭
王
権
は
こ
の
と
き
そ
の
よ
う
な
妥
協
を
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
百
済
使
は
難
波
津
で
国
調
と
「
任
那
の
調
」

の
点
検
・
収
納
を
受
け
た
が
、そ
の
な
か
で
「
任
那
の
調
」
に
関
し
て
は
、「
任

那
使
」
が
別
立
て
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
当
然
問
題
に
な
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
「
詔
」
で
そ
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
言
及
し
て
い
な
い
の
は
、

き
わ
め
て
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
倭
国
と
百
済
使
の
間
で
何
ら
か
の

妥
協
が
成
立
し
て
、「
任
那
使
」
が
不
備
な
こ
と
に
つ
い
て
は
不
問
に
付
す

こ
と
な
っ
た
と
考
え
る
と
説
明
が
つ
く
。
そ
の
妥
協
と
は
、
百
済
使
に
「
任

那
使
」
を
兼
領
さ
せ
る
形
を
と
ら
せ
て
「
任
那
の
調
」
は
受
領
す
る
が
、
そ

の
代
わ
り
今
後
は
貢
進
国
・
品
目
を
記
し
た
「
任
那
の
調
」
と
し
て
の
題
書

を
備
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、「「
任

那
の
調
」
の
題
書
は
「
任
那
使
」
の
別
立
て
の
代
替
措
置
と
し
て
、
こ
の
と

き
は
じ
め
て
倭
国
側
か
ら
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

独
立
し
た
「
任
那
使
」
が
不
在
で
、「
任
那
の
調
」
に
そ
れ
を
示
す
題
書

も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
と
き
百
済
使
が
貢
進
し
た
「
任

那
の
調
」
は
、
そ
れ
と
わ
か
る
形
式
を
い
っ
さ
い
備
え
て
い
な
か
っ
た
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
憶
測
に
わ
た
る
が
、
大
使
縁
福
が
た
ま
た
ま
病
で

入
京
し
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
病
を
口
実
に
「
任
那
使
」
の

兼
領
と
い
う
形
で
朝
庭
の
外
交
儀
礼
に
出
る
こ
と
を
避
け
た
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。

筆
者
が
こ
の
よ
う
に
「
任
那
使
」
の
有
無
や
題
書
の
意
義
を
重
視
す
る
の

は
、
両
者
と
も
「
任
那
の
調
」
と
し
て
の
客
観
的
な
形
式
を
整
え
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
倭
国
内
で
「
任
那
の
調
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ

る
と
い
う
範
囲
を
超
え
て
、
貢
進
国
側
へ
も
調
と
し
て
の
形
式
を
備
え
さ
せ

る
と
い
う
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
よ
う
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な
形
式
を
要
求
さ
れ
た
側
は
、
当
然
、
容
易
に
は
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
の
「
任
那
の
調
」
の
研
究
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
改
め
て
そ
の
よ
う
な
目
で
百
済
に
よ
る
「
任
那
の

調
」
の
貢
進
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
倭
国
は 

⒝ 

の 

⑶ 

の
三
輪
栗
隈
東
人

に
よ
る
「
任
那
」
の
国
堺
の
検
分
に
も
と
づ
い
て
百
済
に
「
任
那
の
調
」
の

貢
進
を
要
求
し
た
が
、
⒝ 
の 

⑷ 

に
あ
る
よ
う
に
、
欠
失
が
あ
っ
て
返
却
さ

れ
た
。
そ
こ
で
大
化
元
年
に
再
度
進
上
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
は
欠
失
は
指

摘
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、「
任
那
使
」
等
の
客
観
的
形
式
を
欠
い
た
著
し

く
不
備
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
再
提
出
時
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
百
済

側
は
倭
国
の
要
求
内
容
を
当
然
知
っ
て
い
た
は
ず
で
、
あ
え
て
そ
れ
に
抵
抗

し
て
不
備
な
形
の
ま
ま
進
上
し
た
と
み
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

倭
国
は
、
そ
の
よ
う
な
百
済
側
の
つ
よ
い
反
発
を
知
っ
て
、
妥
協
策
と
し
て

「
任
那
使
」
は
百
済
使
が
兼
領
し
て
い
る
こ
と
に
し
て
「
任
那
の
調
」
を
受

領
す
る
代
わ
り
に
、
今
後
は
貢
進
国
名
と
品
目
を
記
し
た
題
書
を
備
え
る
よ

う
指
示
を
し
た
と
み
れ
ば
、
不
自
然
な
点
も
整
合
的
に
理
解
で
き
る
と
思
わ

れ
る
。

前
節
で
、
敏
達
四
年
（
五
七
五
）
に
倭
国
か
ら
の
要
求
を
受
け
て
い
っ
た

ん
は
金
官
四
邑
の
調
を
貢
進
し
た
新
羅
が
、そ
の
後
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任

那
の
調
」
の
貢
上
と
い
う
形
式
を
受
け
入
れ
る
ま
で
二
五
年
以
上
の
年
月
を

要
し
、
そ
の
間
、
倭
国
が
再
三
軍
事
的
圧
力
を
か
け
な
が
ら
外
交
折
衝
を
く

り
返
し
た
の
は
、
新
羅
使
と
別
に
「
任
那
使
」
を
仕
立
て
る
と
い
う
形
式
に

つ
よ
く
反
発
し
た
た
め
と
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。「
任
那
の
調
」
の

貢
進
に
関
し
て
新
羅
側
が
客
観
的
な
形
式
を
整
え
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
独

立
し
た
国
家
と
し
て
容
易
に
受
け
入
れ
が
た
い
要
求
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で

あ
ろ
う
。た
だ
新
羅
の
場
合
は
、最
終
的
に
は
東
ア
ジ
ア
情
勢
の
変
化
も
あ
っ

て
、
倭
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
の
二
本
立
て
の
形

式
を
と
る
よ
う
に
な
る
が
、
百
済
の
場
合
は
そ
の
よ
う
な
形
を
は
っ
き
り
と

る
ま
え
に
「
任
那
の
調
」
自
体
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
倭
国
が
「
任
那
復
興
」
の
重
要
な
指
標
と
し
た
「
任
那
の
調
」

の
貢
進
問
題
で
は
、「
任
那
使
」
の
編
成
を
め
ぐ
っ
て
倭
国
と
貢
進
国
（
新

羅
ま
た
は
百
済
）
と
の
間
に
激
し
い
攻
防
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

で
は
倭
国
は
な
ぜ
こ
の
問
題
に
そ
こ
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
外
国
使
節
に
よ
る
調
の
納
入
が
単
な
る
物

品
の
献
上
で
は
な
く
、
一
連
の
儀
礼
が
と
も
な
っ
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

推
古
十
八
年
紀
に
新
羅
使
・「
任
那
使
」
の
来
倭
か
ら
帰
国
ま
で
を
実
録

風
に
記
し
た
一
連
の
史
料
が
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
小
墾
田
宮
の
朝
庭
に
お

い
て
、
参
列
す
る
王
臣
た
ち
の
ま
え
で
両
国
使
に
対
し
て
執
り
お
こ
な
わ
れ

た
外
交
儀
礼
が
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
難
波
な
ど
で
調
の
収
納
・

点
検
が
お
こ
な
わ
れ
た
あ
と
、
入
京
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
は
、
十
月
八

日
に
額
田
部
比
羅
夫
が
迎
新
羅
客
荘
馬
長
、
膳
大
伴
が
迎
「
任
那
」
客
荘
馬

長
と
な
っ
て
新
羅
使
・「
任
那
使
」
を
迎
え
て
阿
斗
河
辺
館
（
奈
良
県
田
原

本
町
）
に
安
置
し
、
翌
日
、
小
墾
田
宮
の
朝
庭
で
朝
拝
の
儀
が
執
り
お
こ
な

わ
れ
た
。
そ
の
儀
は
、
秦
河
勝
・
土
部
菟
が
新
羅
使
の
導
者
と
な
り
、
間
人

塩
蓋
・
阿
閉
大
籠
が
「
任
那
」
使
の
導
者
と
な
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
新
羅
使
と

「
任
那
使
」
と
を
引
率
し
て
南
門
か
ら
朝
庭
に
入
り
、
そ
こ
に
立
っ
て
使
旨

を
奏
上
す
る
と
、
蘇
我
蝦
夷
ら
の
四
大
夫
が
そ
れ
を
大
臣
蘇
我
馬
子
に
伝
え
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る
。
馬
子
は
そ
れ
を
位
か
ら
立
っ
て
聴
い
た
と
い
う
。
終
わ
る
と
使
人
に
禄

が
支
給
さ
れ
た
。
つ
い
で
十
七
日
に
両
使
を
小
墾
田
宮
に
招
い
て
饗
宴
が
開

か
れ
た
。
こ
の
と
き
は
、
河
内
漢
贄
を
新
羅
使
の
共
食
者
と
し
、
錦
織
久
僧

を
「
任
那
使
」
の
共
食
者
と
し
て
も
て
な
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
儀
礼
が
す

べ
て
終
わ
っ
て
同
月
二
十
三
日
に
新
羅
使
・「
任
那
使
」
は
帰
途
に
つ
い
た
。

こ
の
一
連
の
外
交
儀
礼
で
目
に
つ
く
こ
と
は
、「
任
那
使
」
が
終
始
一
貫

し
て
独
立
し
た
外
交
使
節
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
任
那

使
」
は
最
後
ま
で
新
羅
使
に
同
行
し
て
い
る
の
で
、参
列
し
た
王
臣
た
ち
は
、

当
然
、「
任
那
使
」
が
新
羅
に
よ
っ
て
仕
立
て
ら
れ
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
、
儀
礼
的
に
独
立
し
た
「
任
那
使
」
と
し
て
処
遇
さ
れ
る
形
を

と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
倭
国
の
長
年
に
わ
た
る
外
交
に
よ
っ
て
「
任
那
」
が

倭
国
に
調
を
貢
献
す
る
官
家
と
し
て
「
復
興
」
し
た
こ
と
を
視
覚
的
に
感
得

し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
が
、
倭
国
が
長
年
に
わ
た
っ
て
「
任
那
使
」
に

よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
上
と
い
う
形
式
の
実
現
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
理

由
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
ら
な
け
れ
ば
、
儀
礼

的
次
元
に
お
い
て
さ
え
も
「
任
那
復
興
」
を
実
現
し
た
こ
と
に
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
一
連
の
外
交
儀
礼
も
含
め
た
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
の
意
義
は
、
ま

ず
第
一
に
、
調
（
＝
ミ
ツ
キ
）
を
貢
進
し
た
「
任
那
使
」
が
朝
庭
で
外
交
儀

礼
を
執
り
お
こ
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
時
の
倭
王
権
内
部
で
は
調
を
貢
進

す
る
「
内
官
家
」
と
し
て
の
「
任
那
」
が
「
復
興
」
し
た
形
を
可
視
的
に
実

現
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
『
日
本
書
紀
』
編
者
の
潤
色
、
造
作
に
帰

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
ら
は
主

と
し
て
儀
礼
的
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
次
元
の
話
で
あ
る
。

で
は
事
実
の
次
元
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、意
義
の
第
二
と
し
て
、

新
羅
が
仕
立
て
た
「
任
那
使
」
を
新
羅
使
に
同
行
さ
せ
て
、難
波
で
「
任
那
」

（
＝
金
官
四
邑
）
の
調
を
検
収
し
た
あ
と
、
王
宮
で
朝
拝
を
は
じ
め
と
す
る

一
連
の
外
交
儀
礼
に
新
羅
使
と
と
も
に
「
任
那
使
」
が
参
列
し
た
こ
と
な
ど

は
事
実
と
み
て
よ
い
。
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
新
羅
に
「
任
那
使
」
を
仕
立

て
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
新
羅
使
の
も
た
ら
し
た
物
品
を
倭
王
権
内

部
で
「
任
那
の
調
」
と
読
み
替
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
ち
が
い
、
新

羅
に
も
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
に
み
あ
っ
た
一
定
の
形
式
を
と
ら
せ
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
た
。
だ
か
ら
こ
そ
新
羅
は
倭
国
の
要
請
に
反
発
し
、
そ
の

た
び
重
な
る
軍
事
的
圧
力
に
も
屈
せ
ず
、
容
易
に
要
請
を
受
け
入
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
に
新
羅
に
よ
る
国
調
、
お
よ
び
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
を
ど
の
よ
う

に
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
本
稿
で
改
め
て
確
認
し
た
よ
う

に
、
新
羅
使
と
「
任
那
使
」
が
倭
国
に
貢
進
し
て
い
た
の
は
単
な
る
交
易
品

で
は
な
く
調
（
＝
ミ
ツ
キ
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
調
を
倭
国
に
貢
上
し
て

い
た
新
羅
を
倭
国
の
従
属
国
と
み
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
と
、
簡
単
に
そ
う

で
あ
っ
た
と
は
い
い
が
た
い
。
と
い
う
の
は
、
王
宮
で
執
り
お
こ
な
わ
れ
る

外
交
儀
礼
な
ど
を
通
し
て
、こ
の
時
期
の
倭
王
権
内
で
は

0

0

0

0

0

0

新
羅
・「
任
那
」（
百

済
・
高
句
麗
も
お
そ
ら
く
同
様
）
を
調
を
貢
納
す
る
「
内
官
家
」
と
す
る
認

識
が
ひ
ろ
く
定
着
し
て
い
た
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
新
羅
側
も
同
様

の
認
識
を
共
有
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
新
羅
が
お
こ

な
っ
た
の
は
外
交
使
節
と
し
て
の
新
羅
使
・「
任
那
使
」
の
派
遣
と
物
品
の

贈
与
で
あ
る
。「
任
那
使
」
が
新
羅
国
内
で
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
ら
の
使
節
と
物
品
を
新
羅
側
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が
正
式
に
貢
調
使
、あ
る
い
は
調
と
認
め
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、

こ
の
時
期
の
新
羅
が
倭
国
に
対
し
て
外
交
的
に
従
属
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

も
認
め
が
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、倭
国
は
六
世
紀
前
半
の
金
官
国
の
滅
亡
に
相
前
後
し
て「
任

那
復
興
」
策
を
重
要
な
外
交
課
題
と
し
て
掲
げ
る
が
、
そ
れ
は
、
結
局
、
金

官
国
を
領
有
し
た
新
羅
に
対
し
て
「
任
那
使
」
の
編
成
と
「
任
那
の
調
」
の

肩
代
わ
り
を
要
求
す
る
と
い
う
形
に
な
り
、
推
古
朝
に
い
た
っ
て
そ
れ
が
よ

う
や
く
実
現
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
、
調
を
貢
納
す
る
「
内
官
家
」

と
し
て
の
「
任
那
」
の
「
復
興
」
を
儀
礼
の
う
え
で
実
現
し
て
み
せ
た
に
と

ど
ま
る
。
し
か
も
そ
の
実
現
に
さ
え
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
新
羅
の
強
い
反

発
・
抵
抗
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
形
で
実
現
し
た
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
に
よ
る

「
任
那
復
興
」
の
実
現
の
も
つ
意
味
は
決
し
て
小
さ
く
な
か
っ
た
と
考
え
る
。

そ
れ
は
何
よ
り
も
、
倭
国
が
そ
の
実
現
に
向
け
て
、
数
十
年
に
わ
た
っ
て
新

羅
に
執
拗
に
「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
納
を
要
求
し
つ
つ
け

た
こ
と
が
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
倭
王
権
に
と
っ
て
、
新
羅
が
仕
立
て
た

「
任
那
使
」
に
よ
る
「
任
那
の
調
」
の
貢
進
と
い
う
形
式
の
実
現
は
、
そ
れ

だ
け
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、こ
の
時
期
に
倭
王
権
が
推
し
進
め
た
「
任
那
復
興
」
策
は
、

「
内
官
家
」
と
し
て
の
「
任
那
」
の
復
興
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
小

帝
国
」
的
な
外
交
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
当
時
の
倭
国
内

の
王
臣
た
ち
の
「
国
際
意
識
」
は
「
小
帝
国
」
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、

倭
国
の
外
交
政
策
は
そ
の
よ
う
な
王
臣
た
ち
の
「
国
際
意
識
」
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
は
、
倭
国
の
軍
事
力

は
新
羅
を
武
力
攻
撃
し
て
、
金
官
国
を
独
立
回
復
さ
せ
る
ほ
ど
強
力
で
は
な

か
っ
た
の
で
、
新
羅
に
「
任
那
使
」
の
編
成
と
「
任
那
の
調
」
の
肩
代
わ
り

を
さ
せ
る
と
い
う
形
で
満
足
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
倭
王
は
列

島
ば
か
り
で
な
く
朝
鮮
三
国
に
「
任
那
」
ま
で
を
し
た
が
え
る
「
小
帝
国
」

の
君
主
で
あ
る
と
い
う
「
国
際
意
識
」
を
、
ミ
ツ
キ
の
貢
納
儀
礼
を
通
し
て

再
生
産
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
小
帝
国
」
を
志
向
す
る
「
国
際
意
識
」
は
倭
国
特
有
の
も

の
で
は
な
く
、
周
辺
諸
国
も
そ
れ
ぞ
れ
保
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
倭
国

の
場
合
そ
れ
は
、
通
常
は
理
念
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
反
映

し
た
儀
礼
や
法
制
な
ど
を
規
定
し
た
が
、
状
況
次
第
で
は
白
村
江
戦
や
藤
原

仲
麻
呂
の
新
羅
征
討
計
画
の
よ
う
な
形
で
外
交
政
策
と
な
っ
て
現
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
近
江
毛
野
の
安
羅
派
遣
や
、
推
古
朝
に
お
け
る
外
征
軍
の
筑
紫

集
結
な
ど
の
軍
事
行
動
の
原
動
力
と
な
っ
た
「
任
那
復
興
」
策
も
、
そ
の
よ

う
な
「
小
帝
国
」
的
「
国
際
意
識
」
が
基
礎
と
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
、儀
礼
的
擬
制
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
み
え
る
「
任
那
の
調
」

も
、
王
臣
た
ち
の
「
小
帝
国
」
的
「
国
際
意
識
」
の
維
持
に
重
要
な
役
割
を

は
た
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
倭
国
の
重
要
な
外
交
政
策
で
あ
っ

た
「
任
那
復
興
」
策
と
そ
の
外
交
的
成
果
と
い
え
る
「
任
那
の
調
」
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
。
最
後
に
、
論
じ
残
し
た
問
題
を
取
り
上
げ
、
む
す
び
に

か
え
た
い
。
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こ
の
問
題
で
も
っ
と
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
な
ぜ
倭
国
は
そ
れ
ほ
ど

「
任
那
復
興
」
と
「
任
那
の
調
」
の
納
入
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
現
在
、こ
の
よ
う
な
問
題
は
、「
は
じ
め
に
」
で
ふ
れ
た
〝
任

那
問
題
〞
の
規
避
傾
向
の
な
か
で
ほ
と
ん
ど
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、
六
、七
世
紀

の
倭
国
が
「
任
那
」
を
特
別
視
し
、
そ
の
「
復
興
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た

の
は
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
「
任
那
の
調
」
は
つ
ね
に
新
羅
（
あ

る
い
は
百
済
）
の
調
と
と
も
に
貢
進
さ
れ
、
外
交
儀
礼
も
い
っ
し
ょ
に
挙
行

さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、「
小
帝
国
」
構
造
の
儀
礼
的
な
実
現
と
い

う
こ
と
だ
け
で
い
え
ば
、「
任
那
」
が
「
復
興
」
し
な
く
て
も
十
分
に
可
能

で
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
倭
王
権
内
の
人
び
と
に
と
っ
て
、「
任
那
」
は

百
済
・
新
羅
・
高
句
麗
の
三
国
と
は
異
な
る
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
注
意
す
べ
き
な
の
は
、こ
の
場
合
の「
任

那
」
と
は
決
し
て
広
義
の
「
任
那
」（
＝
加
耶
諸
国
）
で
は
な
く
、狭
義
の
「
任

那
」（
＝
金
官
国
）
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
任
那
復
興
」
策
で

は
終
始
一
貫
し
て
お
り
、決
し
て
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。し
た
が
っ

て
当
時
の
倭
王
権
内
部
で
は
、
狭
義
の
「
任
那
」
と
広
義
の
「
任
那
」
は
峻

別
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、「
復
興
」さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、

あ
く
ま
で
も
狭
義
の
「
任
那
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
倭
国
の
支
配
層
の
「
国

際
意
識
」
で
は
、
広
義
の
「
任
那
」
は
実
体
の
な
い
観
念
上
の
存
在
に
す
ぎ

ず
、
狭
義
の
「
任
那
」
だ
け
が
現
実
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
ら
と
考
え

ら
れ
る
。

本
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
任
那
復
興
」
策
で
最
大
の
外
交
課
題
と
さ
れ

た
「
任
那
の
調
」
が
単
な
る
交
易
品
な
ど
で
は
な
く
て
調
（
ミ
ツ
キ
）
そ
の

も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
貢
進
国
に
擬
制
さ
れ
た
の
が
狭
義
の
「
任
那
」

だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
任
那
」（
＝
金
官
国
）
滅
亡
以
前
に
現
実
に

金
官
国
が
倭
国
に
貢
調
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
そ
の
歴
史
的
経
緯

に
よ
っ
て
倭
国
の
支
配
層
に
、
狭
義
の
「
任
那
」
が
倭
王
権
の
存
立
に
と
っ

て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
朝
貢
国
で
あ
る
と
い
う
「
国
際
意
識
」
が
、
長
い
年
月

を
か
け
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
合
理
的
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

『
日
本
書
紀
』
崇
神
六
十
五
年
七
月
条
に
「
任
那
国
遣
二
蘇
那
曷
叱
知
一
、

令
二
朝
貢
一
也
。
任
那
者
去
二
筑
紫
国
一
、二
千
餘
里
。
北
阻
レ
海
以
在
二
雞
林
之

西
南
一
。」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
別
稿）

43
（

で
取
り
上

げ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
述
べ
る
と
、
本
記
事
は
『
日
本
書
紀
』
最
初

の
対
外
関
係
記
事
で
あ
っ
て
、「
雞
林
（
＝
新
羅
）
之
西
南
」
と
い
う
い
い

方
か
ら
こ
こ
の「
任
那
」が
狭
義
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た「
蘇

那
曷
叱
知
」
は
朝
鮮
系
の
借
音
字
な
の
で
何
ら
か
の
朝
鮮
系
の
史
料
が
も
と

に
な
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
が
、
年
代
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
『
日
本
書
紀
』
の
対
外
関
係
の
記
事
が
、
狭
義
の
「
任
那
」
の
朝
貢

記
事
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』

の
編
者
と
そ
の
読
者
層
に
と
っ
て
、
そ
の
朝
貢
は
倭
国
の
対
外
関
係
の
は
じ

ま
り
を
象
徴
し
う
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

一
方
、「
広
開
土
王
碑
」
に
倭
国
の
新
羅
へ
の
侵
攻
の
拠
点
に
な
っ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
「
任
那
加
羅
」
が
み
え
て
お
り
、
こ
れ
は
金
官
国
の
旧
名

0

0

で）
44
（

、

狭
義
の
「
任
那
」
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
が
、
当
時
「
任
那
加
羅
」
は
倭
国
と
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軍
事
的
に
提
携
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
進
文
物
の
供
与
の
見
返
り
と

し
て
の
軍
事
援
助
と
い
う
説
明
が
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
別
稿）

45
（

で
論
じ
た
よ
う

に
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
く
、
通
常
、
軍
事
力
を
提
供
す
る
側
が
外
交
的
に

優
位
に
立
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
「
任
那
加
羅
」
は
加
羅
（
＝
加
耶
）

中
の
一
国
で
、朝
鮮
三
国
な
ど
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
小
国
で
あ
る
か
ら
、

倭
国
の
軍
事
援
助
は
国
の
死
命
を
制
し
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
そ
の
こ
と
も
勘
案
す
れ
ば
、
両
国
の
関
係
は
初
期
の
段
階
か
ら
倭
国
優

位
で
、「
任
那
加
羅
」
は
、
崇
神
紀
に
も
あ
る
よ
う
に
「
調
」
を
貢
納
し
て

い
た
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
倭
国
に
と
っ
て
半

島
の
窓
口
で
あ
っ
た
金
官
国
は
、「
任
那
（
加
羅
）」
と
よ
ば
れ
た
五
世
紀
初

頭
以
前
か
ら
倭
国
に
調
を
貢
納
す
る
朝
貢
国
で
あ
っ
た
。
当
時
「
任
那
」
は
、

倭
国
に
先
進
文
物
や
鉄
を
供
与
し
て
く
れ
る
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
も
あ
っ
て
、倭
国
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を
も
つ
朝
貢
国
と
い
う「
国

際
意
識
」
が
倭
王
権
の
王
臣
た
ち
の
間
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。「
金
官
国
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
あ
と
も
、
朝
貢
関

係
が
は
じ
ま
っ
た
こ
ろ
の
「
任
那
」
と
い
う
旧
名
を
使
い
つ
づ
け
、
さ
ら
に

は
加
耶
諸
国
全
体
を
も
「
任
那
」
と
よ
ぶ
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、倭
国
に
と
っ

て
「
任
那
」
が
い
か
に
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
か
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
よ

う
。な

お
、
本
稿
で
は
大
化
二
年
（
六
四
六
）
の
「
任
那
の
調
」
廃
止
の
歴
史

的
意
義
に
つ
い
て
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
） 

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
）、お
よ
び「
国
家
形
成
期
の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」（『
日
本
史
研
究
』

六
五
四
号
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
2
） 

木
下
礼
二
「
日
本
書
紀
に
み
え
る
「
百
済
史
料
」
の
史
的
価
値
に
つ
い
て
」（『
日
本

書
紀
と
古
代
朝
鮮
』吉
川
弘
文
館
、一
九
九
三
年
、初
出
一
九
六
一
年
）、彌
永
貞
三「「
彌

移
居
」
と
「
官
家
」」（『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
、

初
出
一
九
六
四
年
）

（
3
） 

三
品
彰
英
『
日
本
書
紀
朝
鮮
関
係
記
事
考
證
』
上
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
二
年
）

六
〜
一
一
頁
、
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
）
三
一
〜
四
〇
頁

（
4
） 

武
田
幸
男
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア 

│ 「
広
開
土
王
碑
」
研
究
序
説 

│
』（
岩
波
書
店
、

一
九
八
九
年
）

（
5
） 

武
田
幸
男
「
辛
卯
年
条
記
事
の
再
吟
味
」（
前
掲
『
高
句
麗
史
と
東
ア
ジ
ア
』、
初
出

一
九
七
八
年
）

（
6
） 

拙
稿
「〝
東
夷
の
小
帝
国
〞
論
と
「
任
那
」
問
題 

│ 

倭
国
の
対
外
関
係
史
の
再
検

討 

│
」（
小
口
雅
史
編
『
律
令
制
と
そ
の
周
辺
』
同
成
社
、
二
〇
一
八
年
刊
行
予
定
）

（
7
） 

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
、
二
〇
一
四
年
）
一
七
九
頁
以
下

（
8
） 

酒
寄
雅
志
「
華
夷
思
想
の
諸
相
」（『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』
校
倉
書
房
、二
〇
〇
一
年
、

初
出
一
九
九
二
年
）

（
9
） 
近
年
、
中
野
高
行
氏
も
、
主
に
亡
命
王
族
の
冊
立
の
問
題
か
ら
「
帝
国
性
」
を
論
じ

て
い
る
（
同
氏
『
古
代
国
家
成
立
と
国
際
的
契
機
』（
同
成
社
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
10
） 

石
上
英
一
「
日
本
古
代
に
お
け
る
調
庸
制
の
特
質
」（『
歴
史
に
お
け
る
民
族
と
民
主

主
義 
│ 
一
九
七
三
年
度
歴
史
学
研
究
会
大
会
報
告 

│
』
青
木
書
店
、
一
九
七
三
年
）

（
11
） 

廣
瀬
氏
、
前
掲
『
古
代
日
本
外
交
史
』
一
八
二
頁
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（
12
） 

石
母
田
正「
日
本
古
代
に
お
け
る
国
際
意
識
に
つ
い
て 

│ 

古
代
貴
族
の
場
合 

│
」（『
石

母
田
正
著
作
集
』
第
四
巻
、岩
波
書
店
、一
九
八
九
年
。
初
出
は
一
九
六
二
年
）
参
照
。

（
13
） 
拙
稿
、
前
掲
「
国
家
形
成
期
の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」（『
日
本
史
研
究
』

六
五
四
、二
〇
一
七
年
）

（
14
） 

鈴
木
英
夫
「『
任
那
の
調
』
の
起
源
と
性
格
」（『
古
代
の
倭
国
と
朝
鮮
諸
国
』
青
木
書
店
、

一
九
九
六
年
、
初
出
は
一
九
八
三
年
）

（
15
） 

西
本
昌
弘
「
倭
王
権
と
任
那
の
調
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
二
九
、一
九
九
〇
年
）。
た

だ
し
西
本
氏
は
「
任
那
復
興
」
も
重
要
な
外
交
課
題
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。

（
16
） 

己
呑
と
卓
淳
の
現
地
比
定
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』

に
よ
る
。

（
17
） 

こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
と
づ
く
呼
称
で
、
当
時
は
国
際
的
に
は
別
の
い
い
方
が

さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、何
と
よ
ば
れ
た
か
不
明
な
の
で
、こ
こ
で
は
か
り
に
「
任

那
復
興
」
と
よ
ぶ
。

（
18
） 

田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』
二
二
三
〜
二
二
九
頁
。

（
19
） 

『
日
本
書
紀
』
に
は
兵
六
万
と
あ
る
の
は
、
傍
例
に
徴
し
て
か
な
り
の
誇
張
が
含
ま
れ

て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
多
く
見
積
も
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
数
千
程
度
で
あ
ろ
う
。

（
20
） 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」

（
21
） 

山
尾
幸
久
「
倭
王
権
と
加
羅
諸
国
と
の
歴
史
的
関
係
」（『
青
丘
学
術
論
集
』

一
五
、一
九
九
九
年
）

（
22
） 

な
お
、
以
下
の
第
II
期
に
関
す
る
欽
明
紀
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大

加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』、
お
よ
び 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る

国
際
関
係
」
を
参
照
。

（
23
） 

百
済
の
下
韓
へ
の
郡
令
・
城
主
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連

盟
の
興
亡
と
「
任
那
」』
二
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（
24
） 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」、
お
よ
び
前
掲
「
国
家
形
成
期

の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」

（
25
） 

拙
稿
、
前
掲
「
金
官
国
の
滅
亡
を
め
ぐ
る
国
際
関
係
」

（
26
） 

拙
稿
、
前
掲
「
国
家
形
成
期
の
倭
国
の
対
外
関
係
と
軍
事
」

（
27
） 

河
内
春
人
「
七
世
紀
に
お
け
る
「
任
那
之
調
」」（『
日
本
古
代
の
地
域
と
交
流
』
臨
川

書
店
、
二
〇
一
六
年
）。
以
下
、
河
内
氏
の
説
と
す
る
も
の
は
、
す
べ
て
こ
の
論
文
に

よ
る
。

（
28
） 

石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』（『
石
母
田
正
著
作
集
』
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九

年
、
初
出
一
九
七
一
年
）
五
三
頁

（
29
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
性
格
」、
西
本
氏
、
前
掲
「
倭
王
権
と
任

那
の
調
」、
河
内
氏
、
前
掲
「
七
世
紀
に
お
け
る
「
任
那
之
調
」」
な
ど
参
照
。

（
30
） 

こ
の
「
気
」「
同
気
」
の
理
解
に
は
、
滋
賀
秀
三
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』（
創
文
社
、

一
九
六
七
年
）
三
五
頁
以
下
の
記
述
が
参
考
に
な
る
。

（
31
） 

井
上
秀
雄
「
新
羅
王
畿
の
構
成
」（『
新
羅
史
基
礎
研
究
』
東
出
版
、
一
九
七
四
年
、

初
出
一
九
六
八
年
）

（
32
） 

『
三
国
遺
事
考
証 

中
』（
塙
書
房
、
一
九
七
九
年
）
三
七
五
頁

（
33
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
性
格
」、
西
本
氏
、
前
掲
「
倭
王
権
と
任

那
の
調
」

（
34
） 

末
松
保
和
『
任
那
興
亡
史
』（『
古
代
の
日
本
と
朝
鮮
』〈
末
松
保
和
朝
鮮
史
著
作
集

4
〉
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
。
初
出
は
一
九
四
九
年
）
一
三
一
頁

（
35
） 

鈴
木
氏
、
前
掲
「「
任
那
の
調
」
の
起
源
と
性
格
」

（
36
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
二
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
、
五
六
三
頁
）

は
「
任
那
の
使
者
と
し
て
新
羅
王
京
の
六
部
の
中
心
と
も
い
う
べ
き

部
の
人
間
が

採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
任
那
は
新
羅
の
領
域
で
あ
る

こ
と
を
使
者
の
所
属
そ
の
も
の
が
宣
言
し
て
い
る
」
と
注
し
て
い
る
。

（
37
） 

西
本
昌
弘
「
豊
璋
と
翹
岐
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
〇
七
、一
九
八
五
年
）

（
38
） 

鈴
木
靖
民
「
皇
極
紀
朝
鮮
関
係
記
事
の
基
礎
的
研
究
」（『
日
本
の
古
代
国
家
形
成
と

東
ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
一
年
。
初
出
一
九
七
〇
・
七
一
年
）、山
尾
幸
久
「
大

化
改
新
直
前
の
政
治
過
程
に
つ
い
て
（
上
）」（『
日
本
史
論
叢
』
一
、一
九
七
二
年
）、

同
氏
「
六
四
○
年
代
の
東
ア
ジ
ア
と
ヤ
マ
ト
国
家
」（『
青
丘
学
術
論
集
』
二
、

一
九
九
二
年
）、
西
本
氏
、
前
掲
「
豊
璋
と
翹
岐
」）、
鈴
木
英
夫
「
大
化
改
新
直
前
の

倭
国
と
百
済 
│ 
百
済
王
子
翹
岐
と
大
佐
平
智
積
の
来
倭
を
め
ぐ
っ
て 

│
」（『
古
代
の
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倭
国
と
朝
鮮
諸
国
』
青
木
書
店
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
九
〇
年
）、
渡
辺
康
一
「
百

済
王
子
豊
璋
の
来
朝
目
的
」（『
国
史
学
研
究
』
一
九
、一
九
九
三
年
）、
廣
瀬
憲
雄
「
皇

極
紀
百
済
関
係
記
事
の
再
検
討
」（『
日
本
歴
史
』
七
八
六
、二
〇
一
三
年
）
な
ど
。

（
39
） 
拙
稿「
日
本
百
済
大
寺
の
造
営
と
東
ア
ジ
ア
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集　

歴
史
と
文
化
』

四
〇
、二
〇
〇
六
年
）

（
40
） 

廣
瀬
憲
雄
「
古
代
倭
国
・
日
本
の
外
交
儀
礼
と
服
属
思
想
」（『
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩

序
と
古
代
日
本
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）

（
41
） 

伴
跛
が
大
伽
耶
の
固
有
名
で
あ
る
こ
と
は
、
田
中
氏
、
前
掲
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡

と
「
任
那
」』
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
42
） 

拙
稿
「
い
わ
ゆ
る
「
任
那
四
県
割
譲
」
の
再
検
討
」（『
東
北
学
院
大
学
論
集 

歴
史
学
・

地
理
学
』
三
九
、二
〇
〇
五
年
）

（
43
） 

拙
稿
、
前
掲
「〝
東
夷
の
小
帝
国
〞
論
と
「
任
那
」
問
題
」

（
44
） 

「
任
那
加
羅
」
あ
る
い
は
「
任
那
」
が
五
世
紀
初
頭
以
前
の
金
官
国
の
旧
名

0

0

と
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
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
）
参
照
。

（
45
） 

拙
稿
、
前
掲
「〝
東
夷
の
小
帝
国
〞
論
と
「
任
那
」
問
題
」
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