
1 中国史書の記す六〇〇年代の倭国 

試
論
「
中
国
史
書
の
記
す
六
〇
〇
年
代
の
倭
国
」 

 

中
国
の
歴
史
書
は
、
日
本
列
島
の
古
代
史
を
外
部
か
ら
の
眼
で
証
言
し
て
、
い
く
つ
か
重
大
な
問
題
を

提
起
し
て
い
る
。
あ
る
事
情
か
ら
わ
た
し
は
、
そ
の
問
題
を
考
察
し
て
自
分
な
り
の
判
断
を
下
す
必
要
に

迫
ら
れ
た
。
考
察
の
一
つ
が
こ
の
ノ
ー
ト
で
、
『
隋
書
』(

１)

と
『
旧
唐
書
』(

２)

が
外
交
関
係
を
む
す
ん

だ
日
本
列
島
の
国
家
を
ど
の
よ
う
に
観
て
い
た
か
、
と
い
う
問
題
を
主
題
と
す
る
。
誰
も
が
六
〇
〇
年
代

の
歴
史
解
釈
は
揺
る
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
古
田
武
彦
が
「
九
州
王
朝
説
」(

３)

を
提
出
す
る
ま

で
、
こ
の
二
書
の
記
述
を
問
題
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
入
観
な
し
に
テ
ク
ス
ト
を
読

ん
で
み
る
と
、
た
し
か
に
両
書
は
通
説
に
対
し
て
無
視
で
き
な
い
疑
問
を
つ
き
つ
け
て
い
る
。
考
察
は
既

に
何
度
も
人
の
思
考
回
路
を
巡
っ
た
論
点
を
追
う
こ
と
に
な
る
が
、
再
論
を
避
け
ず
、
論
点
を
可
能
な
か

ぎ
り
厳
密
な
論
理
に
整
理
す
る
こ
と
に
こ
の
ノ
ー
ト
の
主
眼
を
置
く
。
つ
ま
り
、
目
的
は
検
討
と
判
断
の

た
め
に
論
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。 

 

第
一
節 

『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
が
つ
き
つ
け
る
問
題 

[

一] 

『
隋
書
』
に
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
国
の
名
は
「
俀
国
」
で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
に
出
て
く
る
倭
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奴
国
が
俀
奴
国
と
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
俀
＝
倭
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
俀
が
倭
の
異
体
字
と
し
て

使
わ
れ
た
可
能
性
、
あ
る
い
は
、
こ
の
文
字
が
使
わ
れ
た
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
隋
書
』

が
王
の
名
を
国
書
の
署
名
か
ら
と
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
王
の
名
に
添
え
ら
れ
た
国
名
に
こ
の

文
字
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
論
じ
る
材
料
は
テ

ク
ス
ト
に
見
つ
か
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
『
三
国
志
』
と
『
後
漢
書
』
の
記
事
を
お
さ
ら
い
し
、
南
朝
の

斉
や
梁
の
名
を
出
し
て
、
こ
の
国
が
昔
の
倭
国
を
継
ぐ
国
だ
と
し
て
い
る
。
中
国
史
書
の
編
者
は
前
史
を

引
き
写
し
に
せ
ず
、
自
分
な
り
の
表
現
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。 

 

隋
代
の
記
事
は
二
つ
で
あ
る
。
第
一
は
、
六
〇
〇
年
俀
王
の
使
者
が
長
安
へ
来
た
こ
と
。
い
き
な
り
、

王
の
名
が
「
姓
は
阿
毎
、
字
は
多
利
思
北
孤
」
と
出
る
。
そ
れ
は
、
使
者
の
持
参
し
た
書
状
に
書
か
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
隋
の
初
代
皇
帝
楊
堅
は
所
司
に
命
じ
て
、
使
者
に
風
俗
を
問
わ
せ
て
い
る
。
そ
れ

に
続
い
て
、
王
の
号
、
王
の
妻
の
号
、
同
じ
く
太
子
の
名
が
「
利
歌
弥
多
弗
利
」
な
ど
と
具
体
的
に
書
き

と
め
ら
れ
、
俀
国
の
位
階
制
度
、
風
俗
、
気
候
な
ど
の
記
事
が
あ
る
。
楊
堅
が
風
俗
を
尋
ね
た
こ
と
に
対

応
す
る
よ
う
に
配
置
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
第
二
の
記
事
六
〇
七
年
の
遣
隋
使
の
前
に
置

か
れ
て
い
る
が
、
書
き
ぶ
り
は
実
際
に
見
聞
し
た
か
の
よ
う
だ
か
ら
、
六
〇
八
年
の
返
礼
使
節
が
俀
国
に

行
っ
た
と
き
の
記
録
を
前
に
も
っ
て
き
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
王
の
名
は
、

六
〇
七
年
の
国
書
に
書
か
れ
て
い
て
、
再
確
認
さ
れ
た
は
ず
だ
。 
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[
二] 

『
隋
書
』
は
、
隋
使
の
斐
清
が
俀
王
と
会
見
し
言
葉
を
交
わ
し
た
、
と
書
く
。
『
日
本
書
紀
』(

４)
も
、
返
礼
使
節
の
斐
世
清
が
会
見
場
で
再
拝
し
て
使
い
の
旨
を
言
上
し
、
皇
帝
の
書
は
取
り
次
が
れ
て
大

門(

み
か
ど)

の
前
の
机
に
置
か
れ
た
、
と
証
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
は
隋
使
と
会
見
し
、
隋
の
国

書
を
受
け
と
っ
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
は
、
会
見
場
に
皇
子
・
諸
王
・
諸
臣
が
列
席
し
た
と
も
書

い
て
い
る
。
太
子
が
同
席
し
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
当
然
、
使
節
は
進
物
を
携
え
て
い
た
。
そ
の

中
に
は
王
の
近
し
い
家
族
へ
の
贈
り
物
が
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
外
交
使
節
の
応
接
と
い
う
儀
礼
の
中

で
、
王
の
号
と
王
妃
の
号
や
太
子
の
名
を
聞
き
と
る
こ
と
も
起
き
る
。
隋
書
は
そ
れ
を
記
事
に
し
た
の
だ

ろ
う
。
こ
う
し
て
、
会
見
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
『
隋
書
』
と
『
日
本
書
紀
』
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
な
い
。 

そ
れ
な
の
に
、
こ
の
会
見
の
記
事
を
歴
史
の
文
脈
の
中
に
置
い
て
見
る
と
、
著
し
い
不
一
致
が
生
じ
る
。

『
日
本
書
紀
』
は
、
大
和
の
王
朝
の
歴
史
と
し
て
遣
唐(

隋)

使
と
返
礼
使
節
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
大

和
で
五
九
三
年
か
ら
六
二
九
年
ま
で
、
王
は
「
と
よ
み
け
か
し
き
姫
」
、
後
世
贈
ら
れ
た
名
が
推
古
天
皇

で
、
女
性
で
あ
る
。
人
に
会
っ
て
相
手
が
男
性
で
あ
っ
た
か
女
性
で
あ
っ
た
か
と
い
う
最
も
単
純
な
事
実

に
つ
い
て
一
致
し
な
い
。
重
大
な
問
題
で
あ
る
。 

 

こ
の
問
題
を
従
来
の
歴
史
解
釈
は
ど
の
よ
う
に
解
決
し
て
き
た
か
。
答
え
は
、
日
本
史
の
教
科
書
に
書

か
れ
て
い
る
。
聖
徳
太
子
が
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
と
す
る
の
だ
。
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
皇
太
子
「
う
ま
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や
ど
の
と
よ
み
み
」
が
摂
政
と
し
て
よ
ろ
ず
の
政
務
を
と
り
し
き
っ
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述

を
根
拠
に
、
摂
政
の
皇
太
子
が
隋
と
の
外
交
を
行
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
解
決
法
は
本
当
に

合
理
的
だ
ろ
う
か
。 

も
し
仮
に
そ
う
だ
と
す
る
と
、
摂
政
の
皇
太
子
は
、
外
交
と
い
う
よ
う
な
国
家
の
大
事
で
王
を
僭
称
し

て
文
書
を
発
行
し
、
相
手
国
の
使
節
と
の
会
見
場
で
王
を
演
じ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ

る
。
『
隋
書
』
も
『
日
本
書
紀
』
も
、
当
該
の
記
事
に
接
し
て
、
隋
が
国
交
を
む
す
ぶ
朝
鮮
半
島
の
百
済

や
新
羅
と
俀
＝
倭
国
と
の
頻
繁
な
通
交
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
虚
偽
が
露
見
し
な
い
よ
う
に
す
る

に
は
、
百
済
や
新
羅
に
対
し
て
も
摂
政
の
皇
太
子
は
王
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
六
〇
〇
年

か
ら
六
〇
八
年
ま
で
、
こ
の
擬
制
を
続
け
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
「
摂

政
の
皇
太
子
が
隋
と
の
外
交
を
行
な
っ
た
」
と
す
る
こ
と
の
不
合
理
は
明
ら
か
だ
。 

さ
ら
に
仮
定
を
重
ね
て
こ
の
無
理
を
受
け
入
れ
た
と
し
て
も
、
国
内
で
そ
れ
は
容
認
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
女
王
「
と
よ
み
け
か
し
き
姫
」
が
即
位
し
た
前
後
の
時
代
、
王
位
を
め
ぐ
っ
て
ど
ろ
ど
ろ
し

た
権
力
争
い
が
渦
巻
い
て
い
た
。
女
王
の
兄
弟
の
一
人
は
王
位
を
ね
ら
っ
て
殺
さ
れ
、
も
う
一
人
は
三
十

二
代
の
王
位
に
就
い
た
が
殺
さ
れ
て
い
る
。
女
王
の
兄
弟
か
ら
次
世
代
へ
の
王
位
継
承
が
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
和
の
王
朝
で
初
め
て
女
性
で
あ
る
「
と
よ
み
け
か
し
き
姫
」
が
三
十
三
代
の
王
位

に
就
い
た
の
だ
。
そ
の
と
き
、
三
十
一
代
の
王
の
子
で
あ
る
王
子
「
う
ま
や
ど
の
と
よ
み
み
」
は
、
有
力
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な
王
位
継
承
者
の
一
人
だ
っ
た
が
、
王
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
政
治
状
況
の
中
で
、

女
王
の
甥
で
は
あ
る
が
そ
の
摂
政
が
、
宮
廷
の
主
だ
っ
た
人
々
の
出
席
す
る
外
国
使
節
の
接
見
場
で
王
を

演
じ
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。 

ひ
る
が
え
っ
て
、
女
王
で
は
隋
と
国
交
を
む
す
ぶ
の
に
不
都
合
だ
っ
た
ろ
う
か
。
不
都
合
な
の
に
女
王

を
立
て
て
お
い
て
、
中
華
帝
国
と
国
交
を
む
す
ぶ
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
た
、
と
考
え
る
の
も
奇
妙
な
こ

と
だ
。
魏
の
と
き
の
卑
弥
呼
の
前
例
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
考
え
方
は
ま
っ
た
く
成
立
し
な
い
。

大
和
の
女
王
も
、
女
性
を
名
乗
っ
て
堂
々
と
外
交
の
場
に
臨
む
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
ど
う
考
え
て
も
、

「
聖
徳
太
子
が
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
」
と
い
う
説
は
、
歴
史
学
の
方
法
を
超
え
た
無
理
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
も
、
「
聖
徳
太
子
」
は
実
在
し
な
か
っ
た
と
す
る
歴
史
家
が
い
る
ぐ
ら
い
だ
。
「
聖
徳
太
子
」

と
い
う
言
葉
は
『
日
本
書
紀
』
に
表
わ
れ
な
い
の
に
、
後
世
大
き
な
人
物
像
に
な
っ
て
、
遣
隋
使
の
派
遣

ま
で
担
わ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
歴
史
に
多
く
の
不
確
定
な
問
題
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

[

三] 

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
無
理
が
通
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
多
く
の
不
明
な
点
を
措
い
て
、
日
本

列
島
の
古
代
史
の
大
筋
を
『
日
本
書
紀
』
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
、
通
念
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
科
学
論
で
提
出
さ
れ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
い
う
概
念
は
安
易
す
ぎ
る
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
る
が
、
歴
史
学
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の
分
野
で
使
う
と
す
れ
ば
今
の
問
題
ほ
ど
適
切
な
事
例
は
な
い
だ
ろ
う
。
古
代
史
を
解
釈
す
る
従
来
の
パ

ラ
ダ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
隋
と
外
交
関
係
を
も
っ
た
の
は
当
然
大
和
の
王
朝
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

立
場
か
ら
、
摂
政
の
皇
太
子
が
そ
の
外
交
を
推
進
し
た
と
す
れ
ば
、
隋
使
に
会
っ
た
の
も
男
性
と
な
り
、

『
隋
書
』
の
記
述
と
の
不
整
合
を
消
せ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。 

こ
の
窮
余
の
解
決
策
は
、
『
隋
書
』
の
記
述
を
動
か
せ
な
い
と
い
う
判
断
か
ら
出
て
い
る
。
そ
の
解
釈

を
客
観
的
に
表
現
す
れ
ば
、
六
〇
〇
年
代
初
頭
の
日
本
列
島
で
隋
と
国
交
を
む
す
ん
で
隋
使
に
会
っ
た
の

は
、
当
時
の
大
和
の
女
王
で
は
な
く
別
の
男
性
だ
っ
た
、
と
す
る
こ
と
だ
。
同
じ
判
断
は
、
従
来
の
パ
ラ

ダ
イ
ム
か
ら
自
由
に
な
れ
ば
、
「
日
本
列
島
で
外
交
権
を
も
っ
て
隋
と
国
交
を
む
す
ん
だ
俀
国
は
大
和
の

王
朝
と
は
違
う
」
と
い
う
仮
説
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
今
の
問
題
を
合
理
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
日
本
列
島
を
支
配
し
て
い
た
の
は
ず
っ
と
大
和
の
王
朝
だ
っ
た
と
い
う
古
代
史
の
通
念
を
揺
る
が

す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
問
題
が
そ
れ
ほ
ど
深
刻
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
。 

 
 

[

四] 
 

そ
れ
で
は
、
次
代
の
『
旧
唐
書
』
は
、
国
交
を
む
す
ん
だ
日
本
列
島
の
国
を
ど
の
よ
う
に
観
た
だ

ろ
う
か
。
『
旧
唐
書
』
は
、
段
落
を
分
け
て
、
「
倭
国
」
と
「
日
本
国
」
と
の
二
つ
の
国
を
記
述
す
る
。

日
本
の
歴
史
家
が
そ
れ
を
混
乱
と
す
る
の
は
、
通
用
し
て
い
る
静
的
な
歴
史
パ
ラ
ダ
イ
ム
か
ら
観
る
せ
い

だ
。
む
し
ろ
、
編
者
は
倭
国
か
ら
日
本
国
へ
の
移
行
を
単
純
な
継
続
と
考
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 
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日
本
国
の
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
に
有
名
な
次
の
文
が
あ
る
。
「
日
本
国
は
倭
国
の
別
種
な
り
。
そ
の
国

日
辺
に
あ
る
を
以
て
、
故
に
日
本
を
以
て
名
と
な
す
と
。
あ
る
い
は
い
う
、
倭
国
自
ら
そ
の
名
の
雅
な
ら

ざ
る
を
悪
み
、
改
め
て
日
本
と
な
す
と
。
あ
る
い
は
い
う
、
日
本
は
旧
小
国
、
倭
国
の
地
を
併
せ
た
り
と
」
。

こ
の
文
は
、
倭
国
か
ら
日
本
国
へ
の
移
行
に
複
雑
な
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
だ
け

の
こ
と
を
書
く
の
に
は
、
何
か
依
拠
す
る
材
料
が
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

倭
国
は
中
国
前
史
に
登
場
す
る
倭
奴
国
に
つ
な
が
る
国
と
し
、
そ
の
境
界
を
「
四
面
に
小
島
」
と
表
現

す
る
の
に
対
し
て
、
日
本
国
に
つ
い
て
は
、
国
の
移
行
を
語
る
先
の
文
の
あ
と
に
、
「
そ
の
人
、
入
朝
す

る
者
、
多
く
矜
大
、
実
を
も
っ
て
対
え
ず
…
」
と
あ
り
、
「
西
界
南
界
は
み
な
大
海
に
至
り
、
東
界
北
界

は
大
山
あ
り
て
限
り
を
な
し
…
」
と
国
の
境
界
を
提
示
す
る
。
前
半
は
新
た
な
外
交
の
と
ま
ど
い
を
表
現

し
、
後
半
は
新
し
く
外
交
関
係
に
入
っ
た
国
の
概
要
を
説
明
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。
日
本
の
歴
史
家
の

感
想
と
は
逆
に
、
簡
潔
な
記
述
の
中
に
は
っ
き
り
と
両
国
の
違
い
を
表
現
し
え
て
い
る
。 

 

こ
の
文
脈
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
れ
ば
、
『
旧
唐
書
』
は
日
本
列
島
で
の
王
朝
の
並
立
的
な
状
況
か
ら

の
変
化
を
証
言
し
て
い
る
。
移
行
の
年
代
も
、
『
旧
唐
書
』
は
限
定
す
る
。
倭
国
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

六
三
一
年
の(

第
一
次)

遣
唐
使
と
そ
れ
に
対
す
る
返
礼
使
の
こ
と
、
お
よ
び
六
四
八
年
の
新
羅
の
使
節
を

通
し
て
の
上
表
と
で
終
わ
る
。
他
方
の
日
本
国
の
唐
と
の
外
交
は
、
七
〇
三
年
の
遣
唐
使
の
記
事
か
ら
始
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ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
倭
国
か
ら
日
本
国
へ
の
移
行
が
六
〇
〇
年
代
後
半
に
起
き
た
こ
と
を
告
げ
て
い

る
の
だ
。 

 [

五] 
以
上
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
と
は
そ
れ
ぞ
れ
、
六
〇
〇
年
代
に
中
国
と
国

交
を
む
す
ん
だ
俀
国
＝
倭
国
が
大
和
の
王
朝
と
異
な
る
こ
と
を
証
言
し
、
『
旧
唐
書
』
は
、
六
〇
〇
年
代

後
半
に
外
交
権
が
そ
の
倭
国
か
ら
日
本
国
と
い
う
国
に
移
っ
た
と
証
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

 

考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
見
方
は
、
世
界
史
の
一
般
的
な
事
象
と
し
て
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、

承
久
の
乱
以
後
の
鎌
倉
幕
府
は
京
都
の
朝
廷
を
圧
倒
し
て
統
治
し
て
い
た
が
、
外
交
権
は
京
都
に
あ
り
、

結
局
出
さ
れ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
元
の
国
書
へ
の
返
答
は
京
都
で
議
論
さ
れ
た
。
室
町
幕
府
の
地
位
は

そ
れ
よ
り
進
み
、
足
利
義
満
は
中
国
の
王
朝
か
ら
「
日
本
国
王
」
の
称
号
を
も
ら
っ
た
。
外
交
権
は
こ
ち

ら
に
あ
っ
た
の
だ
。
俀
国
の
外
交
権
が
大
和
の
外
に
あ
っ
た
と
す
る
の
は
、
従
来
の
通
念
を
相
当
に
変
更

し
、
歴
史
解
釈
の
多
く
の
見
直
し
を
要
求
す
る
け
れ
ど
も
、
大
和
の
王
権
の
実
力
が
ず
い
ぶ
ん
大
き
か
っ

た
と
考
え
る
こ
と
に
抵
触
し
な
い
。
世
界
史
に
は
、
強
大
な
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
朝
の
下
で
残
存
を
許
さ
れ
た

ア
ッ
バ
ス
朝
の
例
ま
で
あ
る
。 

現
に
、
大
和
で
も
王
権
を
め
ぐ
る
闘
争
が
存
在
し
、
女
王
「
と
よ
み
け
か
し
き
姫
」
は
い
わ
ゆ
る
継
体
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か
ら
始
ま
る
王
朝
に
属
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
王
朝
を
表
現
す
る
や
り
方
に
倣
え
ば
、
こ
れ
は
新
王
朝

と
い
え
る
の
だ
。
ま
た
、
朝
鮮
半
島
で
は
、
高
句
麗
・
百
済
・
新
羅
の
三
国
が
、
数
百
年
も
の
長
い
あ
い

だ
闘
争
し
、
統
一
さ
れ
た
の
は
唐
が
介
入
し
た
あ
と
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
日
本
列
島
全
体
で
並
立
す
る

王
朝
の
力
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
て
、
従
来
の
古
代
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
か
っ
こ
に
入
れ
、
「
日
本
列
島
に
異
な
る
王
朝
が
並
立

し
、
覇
権
が
移
行
し
た
」
と
い
う
「
新
し
い
」
仮
説
を
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
、
と
結
論
で
き
る
。
今
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
に
対
し
て
新
し
い
と
呼
ぶ
け
れ
ど
、
既
に
提
起
さ
れ
て
い
る
仮
説(

３)

で
あ
る
。 

 

第
二
節 

『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
の
テ
ク
ス
ト
が
語
る
こ
と 

[

六] 

こ
こ
ま
で
問
題
の
核
心
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
議
論
を
し
て
き
た
が
、
『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』

と
の
テ
ク
ス
ト
に
、
新
し
い
見
方
を
裏
付
け
る
記
述
は
も
っ
と
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に

よ
っ
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
文
章
を
点
検
し
て
み
よ
う
。 

 

そ
の
前
に
、
こ
こ
で
『
隋
書
』
と
『
旧
唐
書
』
の
関
係
と
史
料
と
し
て
の
価
値
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。
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隋
が
南
朝
の
陳
を
倒
し
て
中
国
を
統
一
し
た
の
は
五
八
九
年
。
隋
か
ら
唐
に
変
わ
っ
た
の
は
六
一
八
年
で
、

こ
の
王
朝
交
代
は
、
長
安
で
朝
廷
の
記
録
文
書
を
失
わ
せ
る
ほ
ど
の
戦
乱
を
起
こ
し
て
い
な
い
。
そ
し
て

六
三
六
年
、
『
隋
書
』
の
「
俀
国
伝
」
が
成
っ
た
。
隋
の
文
書
係
が
生
存
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
状
況

の
中
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
記
録
を
見
て
「
俀
国
伝
」
は
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
記
述
は
信
頼
で

き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
『
旧
唐
書
』
は
、
九
四
五
年
、
五
代
の
晋
の
時
代
に
完
成
し
た
。
唐
代
の
記
録
が

ど
れ
だ
け
残
さ
れ
て
い
た
か
不
明
だ
が
、
倭
の
第
一
次
遣
唐
使
を
記
述
し
て
い
る
点
な
ど
、
一
定
の
有
用

な
史
料
が
残
っ
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
。 

 

[

七] 

ま
ず
『
隋
書
』
を
見
る
と
、
俀
国
へ
の
使
節
派
遣
の
記
事
に
、
行
路
が
書
か
れ
て
い
る
。
岩
波
文

庫
は
「
百
済
を
度
り
」
と
読
ん
で
い
る
が
、
続
く
文
章
は
「
行
き
て
竹
島
に
至
り
、
南
に
タ
ン
羅
国
を
望

み
」
と
言
う
。
高
句
麗
と
交
戦
状
態
な
の
だ
か
ら
、
「
百
済
へ
度
り
」
と
読
ん
で
、
中
国
大
陸
か
ら
自
前

の
船
を
出
し
た
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
都
斯
麻
国
と
一
支
国
を
経
て
、
「
ま
た
竹
斯
国
に
至
り
、
ま
た

東
し
て
秦
王
国
に
至
る
。
そ
の
人
華
夏
に
同
じ
、
以
て
夷
洲
と
な
す
も
、
疑
う
ら
く
は
、
明
ら
か
に
す
る

能
わ
ざ
る
な
り
。
ま
た
十
余
国
を
経
て
海
岸
に
達
す
。
竹
斯
国
よ
り
以
東
は
、
皆
な
俀
に
附
庸
す
」
と
記

述
す
る
。 

こ
の
部
分
は
使
節
一
行
の
報
告
書
に
基
づ
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
使
節
が
「
海
岸
に
達
す
」
ま
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で
の
道
を
実
際
に
た
ど
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
南
朝
に
朝
貢
し
て
い
た
国
が
、
魏
・
晋
以
来
久
し
ぶ
り
に

北
に
都
を
置
く
王
朝
と
国
交
を
開
く
の
で
あ
る
。
中
国
を
統
一
し
た
隋
に
栄
光
を
添
え
る
出
来
事
と
言
え

る
。
魏
の
と
き
の
よ
う
に
、
そ
の
国
の
地
理
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
は
使
節
の
任
務
の
一
部
だ
っ
た
ろ

う
。
報
告
に
は
そ
の
国
へ
の
行
路
を
記
述
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
隋
朝
の
文
書
係
は
そ
れ
を
保
存
し

た
の
だ
。
ほ
ど
な
く
禅
譲
の
形
で
隋
を
継
い
だ
唐
で
、
「
俀
国
伝
」
の
筆
者
も
ま
た
、
俀
国
の
地
理
を
記

述
す
る
必
要
を
認
め
た
か
ら
、
そ
の
行
路
記
事
を
記
し
た
に
違
い
な
い
。
す
る
と
、
先
の
文
章
は
俀
国
の

地
理
の
概
要
を
説
明
し
て
い
る
、
と
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
中
途
半
端
な
記
述
と
す
る
の
は
、
筆

者
を
貶
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
記
述
か
ら
俀
国
中
心
部
の
位
置
を
割
り
出
せ
る
は
ず
だ
。 

 

一
支
国
す
な
わ
ち
壱
岐
を
過
ぎ
て
到
達
し
た
竹
斯
国
は
筑
紫
国
だ
ろ
う
。
文
は
、
東
に
行
く
と
風
俗
が

中
国
に
似
て
い
る
秦
王
国
と
い
う
国
が
あ
る
と
し
た
あ
と
、
国
名
を
記
さ
な
い
で
「
十
余
国
を
経
て
海
岸

に
達
す
」
と
書
く
。
中
心
王
朝
が
大
和
に
あ
っ
た
と
す
る
従
来
の
立
場
か
ら
読
め
ば
、
最
初
の
竹
斯
国
は

九
州
島
に
到
着
し
た
こ
と
を
表
わ
し
、
そ
の
あ
と
本
州
方
面
に
向
か
っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
そ
れ
で
は
、
常
に(

大
陸
人
に
は
珍
し
い
景
観
の)
瀬
戸
内
海
の
海
岸
を
見
る
行
路
を
進
み
な
が
ら
そ

れ
に
一
言
も
触
れ
な
い
で
、
最
後
に
「
海
岸
に
達
す
」
と
言
う
の
は
ま
っ
た
く
お
か
し
い
。
何
よ
り
も
書

く
べ
き
大
和
へ
の
行
路
を
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
ほ
か
に
、
地
理
に
関
す
る
目
立
っ
た
こ
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と
と
し
て
、
「
阿
蘇
山
あ
り
」
と
い
う
言
葉
が
前
段
に
記
さ
れ
て
い
る
。
俀
国
に
関
し
て
、
い
く
つ
か
の

国
名
以
外
に
具
体
的
な
地
名
は
こ
れ
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
も
ま
た
、
滞
在
し
た
領
域
は
九
州
島
だ
と
示

唆
す
る
。
す
な
お
に
読
め
ば
、
竹
斯
国
に
上
陸
し
て
秦
王
国
・
十
余
国
を
経
て
「
海
岸
に
達
す
」
ま
で
は

一
つ
の
陸
地
の
中
に
あ
り
、
そ
の
陸
地
が
海
で
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
「
海
岸
」
は

九
州
島
の
東
岸
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
蓋
然
性
が
高
い
。 

 

続
け
て
「
竹
斯
国
よ
り
以
東
は
皆
な
俀
に
附
庸
す
」
と
概
括
す
る
文
が
来
る
。
こ
の
文
は
、
俀
国
と
呼

ん
で
記
述
を
始
め
た
領
域
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
俀
が
日
本
列
島(

西
部)

全
域
を
指

す
と
し
て
み
よ
う
。
現
代
日
本
語
で
は
起
点
を
含
む
よ
う
に
「
以
」
を
使
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、「
以
東
」

が
竹
斯
国
を
含
む
と
解
釈
す
る
と
、
「
竹
斯
国
よ
り
以
東
」
は
、(

都
斯
麻
国
と
一
支
国
を
か
っ
こ
に
く

く
っ
て)

、
ほ
ぼ
日
本
列
島(

西
部)

全
域
を
指
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
文
は
無
意
味
な
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー

に
な
っ
て
し
ま
う
。
竹
斯
国
が
「
以
東
」
に
含
ま
れ
な
い
と
す
る
と
、
な
ぜ
竹
斯
国
を
分
離
す
る
必
要
が

あ
る
の
か
分
か
ら
な
い
。 

そ
も
そ
も
、
「
自
竹
斯
国
以
東
皆
附
庸
於
俀
」
と
い
う
構
文
の
主
語
は
「
以
東
」
で
、
視
点
の
中
心
は

竹
斯
国
に
あ
る
。
「
附
庸
」
と
「
於
」
と
の
語
意
か
ら
し
て
、
「
附
庸
於
俀
」
と
い
う
用
語
は
、
俀
が
限

定
さ
れ
た
地
域
を
指
し
、
主
語
が
俀
と
重
な
ら
な
い
場
合
に
適
切
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
俀
が
「
以
東
」
に
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含
ま
れ
な
い
場
合
に
、
「
以
東
皆
附
庸
於
俀
」
が
適
切
な
用
語
に
な
る
。
こ
う
解
釈
す
れ
ば
、
「
…
海
岸

に
達
す
」
ま
で
の
記
述
が
俀
を
説
明
し
て
特
定
し
、
「
以
東
は
み
な(

今
述
べ
て
き
た)

俀
に
附
庸
す
」
と

い
う
意
味
を
結
ん
で
、
述
語
「
附
庸
」
を
限
定
す
る
語
「
俀
」
は
文
章
全
体
の
中
で
特
定
さ
れ
る
べ
き
だ

と
い
う
文
法
の
要
請
に
か
な
う
。
こ
の
文
は
、
日
本
列
島(

西
部)

全
域
が
俀
と
俀
に
附
庸
す
る
地
域
と
か

ら
成
る
と
い
う
認
識
を
追
加
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
「
俀
国
」
の
地
理
を
説
明
し
て
行
路
記
事
全
体
を

終
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

注
意
す
べ
き
点
は
、
行
路
記
事
中
の
ど
の
地
域
も
国
と
い
う
文
字
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
に
、
最
後
の

文
の
俀
に
は
国
が
付
い
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
国
の
字
を
付
け
な
い
こ
と
で
、
俀
が
大
地
域
の
名
で
あ

る
こ
と
を
表
現
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
最
後
の
文
で
竹
斯
国
を
小
地
域
と
解
し
て
そ
の
東
に
境
界
線
を
引

く
と
俀
が
大
地
域
で
な
く
な
る
の
で
、
直
前
の
文
の
「
海
岸
」
を
境
界
と
解
釈
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。

文
を
切
り
つ
め
す
ぎ
て
ほ
こ
ろ
び
が
出
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
文
中
に
九
州
島
の
固
有
名
が

記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
「
竹
斯
国
よ
り
以
東
」
と
い
う
と
き
の
チ
ク
シ(

筑
紫)

は
、
後
世
の
用
法
と
同

様
に
九
州
島
を
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

「
俀
国
伝
」
の
筆
者
は
上
の
行
路
記
事
で
俀
国
の
中
心
部
に
到
達
で
き
る
と
考
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

記
事
中
に
一
言
も
出
な
い
地
域
を
俀
の
中
心
地
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
候
補
地
は
竹
斯
国
か
秦
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王
国
に
な
る
。
す
る
と
、
竹
斯
＝
筑
紫
は
九
州
島
で
最
重
要
な
地
名
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
竹
斯

国
が
俀
の
中
心
地
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
竹
斯
国
を
小
地
域
と
解
す
る
と
、
先
述
の
よ

う
に
、
「
自
竹
斯
国
以
東
皆
附
庸
於
俀
」
は
竹
斯
国
の
東
に
境
界
を
引
く
こ
と
に
な
り
、
用
語
に
疑
問
が

残
る
。
竹
斯
国
が
九
州
島
を
指
す
大
地
域
名
と
解
す
る
と
、
も
う
一
つ
名
の
上
が
っ
て
い
る
秦
王
国
が
俀

の
中
心
小
地
域
と
い
う
可
能
性
も
出
る
。
し
か
し
、
秦
王
国
と
い
う
国
名
は
日
本
語
の
固
有
の
地
名
と
は

考
え
ら
れ
ず
、
「
日
出
る
と
こ
ろ
の
天
子
」
が
自
分
の
い
る
地
域
を
格
下
の
「
王
国
」
と
呼
ば
せ
る
こ
と

も
な
い
だ
ろ
う
。
後
世
ま
で
使
用
さ
れ
た
大
地
域
名
「
チ
ク
シ
」
は
小
地
域
を
指
す
固
有
名
で
も
あ
っ
て
、

そ
こ
が
俀
の
中
心
地
だ
っ
た
蓋
然
性
が
依
然
と
し
て
高
い
。
そ
の
小
地
域
「
チ
ク
シ
」
は
、
筑
紫
神
社
の

あ
る
地
域
一
帯
だ
と
考
え
ら
れ
る
。 

行
路
記
事
に
続
い
て
、
使
節
を
迎
え
る
儀
礼
と
都
で
の
会
見
を
語
る
段
が
く
る
。
そ
の
文
章
は
俀
国
の

首
都
を
記
述
し
て
い
る
の
だ
。
王
臣
が
数
百
人
で
出
迎
え
て
そ
こ
に
滞
在
さ
せ
、
十
日
し
て
別
の
王
臣
が

二
百
騎
で
迎
え
た
、
と
す
る
。
都
か
ら
の
出
迎
え
は
「
郊
労
」
と
呼
ば
れ
、
郊
外
で
の
出
迎
え
で
あ
り
、

す
ぐ
に
「
既
に
彼
の
都
に
至
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
船
が
着
い
た
と
こ
ろ
に
迎
賓
館
に

当
た
る
建
物
が
あ
り
、
そ
こ
へ
郊
労
で
き
る
距
離
に
都
が
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
、
行
路
記
事
を
完
成
し
て

い
る
の
だ
。
大
阪
湾
に
到
着
し
た
使
節
を
、
長
時
間
か
け
て
大
和
に
迎
え
る
様
子
と
は
違
う
。
む
し
ろ
、

港
と
都
を
、
那
の
大
津
と
そ
こ
か
ら
近
い
筑
紫
に
比
定
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。
日
本
国
の
高
麗
館
が
あ
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っ
た
と
さ
れ
て
い
る
大
阪
湾
岸
に
そ
の
遺
跡
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
博
多
湾
岸
で
は
鴻
臚
館
遺
跡
が

発
掘
さ
れ
て
い
て
、
筑
紫
に
は
太
宰
府
政
庁
と
条
坊
の
遺
跡
が
あ
る
の
だ
か
ら
。 

 

こ
う
し
て
、
『
隋
書
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、
「
チ
ク
シ
」
と
い
う
地
域
名
で
俀
国
の
中
心
部
を
指
示
し
、

そ
こ
が
海
で
囲
ま
れ
る
領
域
内
に
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
の
領
域
よ
り
東
に
あ
る
領
域
も
俀
国
に
属
し
、

都
は
船
の
着
い
た
場
所
か
ら
遠
く
な
い
と
こ
ろ
、
と
い
う
解
釈
に
わ
れ
わ
れ
を
導
く
。 

 

[

八] 

残
念
な
こ
と
に
、
『
旧
唐
書
』
は
倭
国
と
日
本
国
へ
の
行
路
記
事
を
記
さ
な
い
。
し
か
し
、
倭
国

に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
六
〇
七
年
に
俀
国
か
ら
隋
へ
使
節
が
来
て
、

六
三
一
年
に
倭
国
か
ら
唐
へ
使
節
が
到
着
し
た
と
き
、
隋
と
唐
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
最
初
の
国
交
で
あ
り
、

ど
ち
ら
に
も
返
礼
使
が
派
遣
さ
れ
た
。
隋
朝
が
そ
の
行
路
記
事
を
保
存
す
る
価
値
を
認
め
た
よ
う
に
、
唐

に
と
っ
て
も
倭
国
へ
の
行
路
は
意
味
の
あ
る
情
報
だ
っ
た
は
ず
だ
。
使
節
高
表
仁
の
一
行
も
、
行
路
を
記

録
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
『
旧
唐
書
』
に
よ
れ
ば
倭
国
は
俀
国
の
継
続
王
朝
で
あ
る
。
そ
こ
へ
の

行
路
は
既
知
の
情
報
だ
。
と
こ
ろ
で
、
『
日
本
書
紀
』
に
前
後
の
派
遣
に
重
複
す
る
人
物
名
が
出
る
の
と

同
じ
よ
う
な
こ
と
が
、
唐
の
側
に
も
あ
り
得
た
。
前
回
の
乗
組
員
が
水
先
案
内
人
と
し
て
探
さ
れ
た
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
確
実
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
唐
の
使
節
は
、
倭
国
へ
の
行
路
を
確
認
す
る
こ
と
で
済
ん
だ
ろ
う
。
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『
隋
書
』
「
俀
国
伝
」
は
六
三
六
年
に
で
き
た
が
、
六
三
一
年
の
唐
使
の
報
告
は
、
『
隋
書
』
の
行
路
記

録
と
似
て
い
た
と
推
定
で
き
る
。
『
旧
唐
書
』
「
倭
国
伝
」
の
筆
者
は
、
唐
の
記
録
が
残
っ
て
い
た
と
し

て
も
、
『
隋
書
』
「
俀
国
伝
」
と
重
複
し
て
書
く
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

そ
れ
に
対
し
、
倭
国
と
区
別
し
た
日
本
国
の
地
理
と
し
て
は
、
東
界
北
界
の
新
し
い
情
報
を
加
え
た
だ

け
で
、
行
路
記
事
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
を
考
察
す
る
手
が
か
り
は
テ
ク
ス
ト
に
な
い
。『
旧
唐
書
』

を
編
纂
す
る
頃
に
は
、
日
本
国
の
地
理
は
既
知
だ
っ
た
が
、
歴
史
書
の
立
場
上
そ
れ
は
記
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

[

九] 

『
旧
唐
書
』
の
倭
国
か
ら
日
本
国
へ
の
移
行
記
事
を
、
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
七
〇
三
年
の

日
本
国
か
ら
の
遣
唐
使
の
記
事
は
、『
続
日
本
紀
』
の
記
述
す
る
前
年
派
遣
の
遣
唐
使
に
符
合
す
る
。『
日

本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
ま
で
に
五
度
の
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
の
に
、
『
旧
唐
書
』
に
は
、

六
四
八
年
の
上
表
か
ら
あ
と
の
五
〇
年
余
り
の
記
事
が
抜
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
遣
唐
使
は
熱
心
に
派

遣
さ
れ
た
よ
う
だ
か
ら
、
原
資
料
が
残
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
な
ん
ら
か
の
記
事
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く

な
い
の
だ
け
れ
ど
も
。 

倭
国
の
六
三
一
年
と
六
四
八
年
の
記
事
の
期
間
に
、
『
隋
書
』
「
俀
国
伝
」
が
書
か
れ
た
。
『
旧
唐
書
』



17 中国史書の記す六〇〇年代の倭国 

が
依
拠
し
た
で
あ
ろ
う
そ
の
時
代
の
外
交
記
録
は
、『
隋
書
』
の
編
者
の
同
時
代
人
が
書
い
た
の
で
あ
る
。

六
三
一
年
頃
の
唐
朝
に
は
、
隋
の
文
書
係
が
在
任
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
で
「
俀
国
」
と
書
き
、

他
方
で
「
倭
国
」
と
書
い
た
か
疑
問
の
余
地
が
あ
る
。
そ
の
時
代
の
唐
朝
の
記
録
に
も
俀
国
と
書
か
れ
て

い
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
俀
国
の
王
は
「
日
出
る
と
こ
ろ
の
天
子
」
と
自
称
し
た
。
日
本
国
と

い
う
国
名
の
誕
生
は
こ
の
国
書
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
ま
ず
俀
国

が
国
名
を
日
本
国
に
変
え
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
七
〇
一
年
の
大
宝
律
令
は
、
大
和
の
王
朝
が

日
本
国
の
覇
権
を
手
に
す
る
事
態
に
至
っ
た
こ
と
を
教
え
る
。
推
論
を
重
ね
す
ぎ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
う

考
え
れ
ば
、
『
旧
唐
書
』
の
倭
国
か
ら
日
本
国
へ
の
移
行
記
事
の
表
現
を
理
解
で
き
る
。
と
も
か
く
、
倭

国
か
ら
日
本
国
へ
の
移
行
に
は
複
雑
な
事
情
が
か
ら
ん
で
い
た
、
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
六
〇
〇
年
代
後
半
に
、
倭
国
も
し
く
は
日
本
国
は
、
国
の
存
続
を
揺
る
が
す
対
外
戦
争
を
戦
っ

た
。
百
済
に
援
軍
を
送
っ
て
唐
・
新
羅
連
合
軍
に
敗
北
し
た
白
村
江
の
戦
い
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の

戦
争
を
記
述
す
る
『
旧
唐
書
』
は
、
百
済
と
同
盟
し
て
戦
っ
た
兵
を
倭
兵
と
呼
ん
で
い
る
。
同
じ
く
、
日

本
列
島
の
情
勢
を
よ
く
知
る
朝
鮮
半
島
の
歴
史
書
も
、
こ
の
戦
争
で
戦
っ
た
国
を
倭
国
と
す
る
。
そ
こ
で

『
旧
唐
書
』
の
言
う
倭
は
「
倭
国
伝
」
の
倭
国
と
同
じ
と
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
戦
後
処

理
の
た
め
に
何
度
か
送
ら
れ
た
唐
の
使
節
は
、
倭
国
に
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
時
期
ま
で

五
度
の
遣
唐
使
を
派
遣
し
た
の
も
倭
国
だ
っ
た
可
能
性
が
高
く
な
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
新
し
い
日
本
国
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が
遣
唐
使
を
送
り
出
し
た
の
は
七
〇
三
年
と
す
る
『
旧
唐
書
』
の
記
述
に
筋
が
通
る
。
全
体
像
と
し
て
、

白
村
江
で
の
敗
北
が
倭
国
か
ら
日
本
国
へ
覇
権
が
移
行
し
た
軍
事
・
政
治
上
の
原
因
だ
っ
た
、
と
い
う
合

法
則
的
な
理
解
に
導
か
れ
る
。 

 
第
三
節 
新
し
い
見
方
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察 

[

十] 

以
上
、
『
隋
書
』
「
俀
国
伝
」
と
『
旧
唐
書
』
「
倭
国
伝
」
と
の
主
要
な
記
述
を
、
最
も
蓋
然
性

の
高
い
論
理
を
追
っ
て
解
釈
し
、
六
〇
〇
年
代
の
日
本
列
島
の
歴
史
に
つ
い
て
首
尾
一
貫
し
た
理
解
を
得

た
。
そ
の
理
解
は
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
要
求
す
る
。
要
約
す
れ
ば
、(

一)

、
日
本
列
島
の
異
な
る
領
域

に
王
朝
が
並
立
し
た
こ
と
、(

二)
、
隋
と
唐
が
覇
権
を
認
め
て
国
交
を
も
っ
た
俀
国
＝
倭
国
は
大
和
の
王

朝
と
異
な
る
こ
と
、(

三)

、
そ
の
中
心
領
域
は
九
州
島
で
あ
り
、
覇
権
国
は
竹
斯
国
で
筑
紫
に
あ
っ
た
こ

と
、(

四)

、
外
交
権
に
代
表
さ
れ
る
そ
の
国
の
覇
権
は
六
〇
〇
年
代
後
半
に
大
和
を
中
心
と
す
る
日
本
国

に
移
行
し
た
こ
と
、
の
四
点
で
あ
る
。
既
に
提
起
さ
れ
議
論
さ
れ
て
い
る
仮
説
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

日
本
列
島
の
歴
史
解
釈
が
依
拠
し
て
い
た
従
来
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
変
更
を
要
求
す
る
が
、
古
代
日
本
列
島

の
西
部
を
い
く
つ
か
の
領
域
か
ら
成
る
構
造
を
も
つ
も
の
と
し
て
捉
え
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
歴
史
の
考
察

に
導
き
、
実
り
多
い
視
角
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。 
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そ
の
検
討
は
、
新
し
い
見
方
が
全
体
的
な
整
合
性
の
あ
る
歴
史
解
釈
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、

試
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
に
あ
る
古
代
日
本
史
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ

ス
の
天
動
説
の
よ
う
に
、
多
く
の
思
考
を
経
て
整
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
か
っ
こ
に
入
れ

て
考
察
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
も
、
地
動
説
と
は
違
い
新
た
な
証
拠
を
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な

い
。
考
古
学
だ
け
で
具
体
的
な
歴
史
を
語
る
こ
と
は
む
つ
か
し
く
、
歴
史
解
釈
の
史
料
は
中
国
史
書
以
外

に
は
『
日
本
書
紀
』
し
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
大
量
の
記
述
を
解
読
し
て
い
く
こ
と
は
、
長
い
年

月
を
要
す
る
た
い
へ
ん
困
難
な
作
業
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
作
業
を
有
効
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
論

者
は
考
察
を
尽
く
し
て
明
確
な
論
点
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
を
広
く
批
判
・
議
論
し
て
、
論
理

の
通
っ
た
歴
史
解
釈
を
組
み
立
て
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

現
在
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
を
含
め
て
展
開
さ
れ
て
い
る
立
論
の
多
く
は
一
方
的
で
、
論
理
の
精
査
が
不

足
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
、
も
っ
と
慎
重
な
姿
勢
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
立
論
が
関
係
す
る
問
題
を
明
か
し
て
お
こ
う
。 

隋
使
の
俀
王
と
の
会
見
に
つ
い
て
、
『
隋
書
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
を
対
比
し
た
が
、
『
日
本
書
紀
』

の
記
述
は
『
隋
書
』
の
い
う
会
見
を
「
俀
国
」
側
で
記
録
し
た
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
論

者
に
よ
っ
て
は
、
俀
国
で
の
会
見
と
は
別
に
大
和
で
も
応
接
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
そ
の
解
釈

は
、
外
交
の
よ
う
な
儀
礼
が
、
「
竹
斯
国
よ
り
以
東
は
皆
な
俀
に
附
庸
す
」
と
述
べ
て
い
る
一
つ
の
領
域
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国
家
で
二
度
行
わ
れ
た
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
大
義
名
分
を
重
ん
じ
る
中
華
帝
国
が
す
る
こ
と
と
は
思
わ

れ
な
い
。
竹
斯
国
と
大
和
国
が
共
に
同
様
の
儀
礼
を
す
る
必
要
の
あ
る
国
で
あ
れ
ば
、
新
羅
・
百
済
に
す

る
よ
う
に
、
ま
た
『
旧
唐
書
』
の
よ
う
に
分
別
し
て
、
二
国
と
外
交
関
係
を
む
す
べ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

ま
た
も
し
、
大
和
を
格
下
と
し
な
が
ら
も
通
交
の
必
要
を
認
め
る
ほ
ど
重
要
で
そ
こ
へ
も
使
節
を
送
っ
た

と
す
る
な
ら
、
行
路
記
事
の
中
に
秦
王
国
の
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
先
述
の

よ
う
に
、
一
行
が
大
阪
湾
・
大
和
へ
行
っ
た
痕
跡
は
見
当
た
ら
な
い
。 

こ
こ
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
、
大
和
の
こ
と
で
も
創
作
で
も
な
く
、
俀
国
の
会
見
記
録
を
採

録
し
た
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
応
接
の
記
述
の
中
に

あ
る
二
つ
の
地
名
を
代
替
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
問
題
な
し
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
全
体
の
文
脈
と

し
て
は
女
王
を
男
王
と
す
る
虚
偽
よ
り
も
、
地
名
の
変
更
は
軽
微
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
例
の

よ
う
に
、
『
日
本
書
紀
』
の
解
釈
に
つ
い
て
、
議
論
が
分
か
れ
る
こ
と
が
多
く
出
る
と
予
想
さ
れ
る
。
そ

れ
で
も
、
議
論
は
、
対
立
す
る
解
釈
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
に
蓋
然
性
が
あ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
す
べ
き
な
の

だ
、
と
考
え
る
。
使
節
応
接
に
つ
い
て
の
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
で
は
、
「
な
に
は
津
」
は
「
な
の
津
」

の
代
替
で
、
「
海
石
榴
市
」
は
筑
紫
の
太
宰
府
条
坊
に
あ
っ
た
「
市
」
の
代
替
と
す
る
誘
惑
に
か
ら
れ
る

け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
控
え
よ
う
。
議
論
は
要
点
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。 
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[
十
一] 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
し
い
仮
説
は
、
現
存
す
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
困
難
な
挑
戦
を
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
で
そ
れ
を
完
了
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
た
し
に
は
そ
の
能
力
が
な
い
。

た
だ
、
既
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
れ
ど
、
一
般
的
な
知
識
と
し
て
存
在
す
る
大
局
的
に
重
要
な
い

く
つ
か
の
論
点
を
再
考
し
て
お
く
の
は
、
や
は
り
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 Ａ
、 

外
交
権
の
ほ
か
に
年
号
制
定
権
が
覇
権
国
と
し
て
の
権
威
を
示
す
も
の
だ
が
、
あ
れ
ほ
ど
覇
権
を

強
調
す
る
『
日
本
書
紀
』
が
六
〇
〇
年
代
に
連
続
し
て
年
号
を
制
定
し
た
と
書
か
な
い
。
同
時
代
の
朝
鮮

半
島
の
百
済
や
新
羅
で
は
年
号
が
制
定
さ
れ
て
い
た
の
に
、
日
本
列
島
で
制
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
す
る

の
は
お
か
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
連
続
す
る
年
号
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
そ
れ

を
私
年
号
と
呼
ぶ
が
、
弱
い
国
で
も
そ
れ
を
制
定
し
た
と
す
れ
ば
、
権
威
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
年
号
を
制
度
と
し
て
採
用
し
て
い
な
く
て
、
他
方
の
制
定
す
る
連
続
年
号
を
や
め
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
年
号
を
決
め
て
い
る
王
に
権
威
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 Ｂ
、 

国
家
の
権
威
は
ま
た
、
制
度
を
制
定
し
附
庸
す
る
地
域
に
施
行
す
る
こ
と
で
現
実
の
も
の
と
な
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
重
要
な
事
実
が
知
ら
れ
て
い
る
。
『
日
本
書
紀
』
は
、
い
わ
ゆ
る
「
大
化
の
改
新
」
の

時
期
に
「
郡
」
が
施
行
さ
れ
た
と
記
す
が
、
実
際
に
は
大
宝
律
令
の
制
定
以
後
に
し
か
使
用
し
て
い
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
「
評
」
と
い
う
行
政
区
域
が
存
在
し
た
こ
と
が
史
料
や
金
石
文
な
ど
で
知
ら
れ
、
一
九
五
〇

年
代
に
「
郡
」
と
「
評
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
な
っ
た
。
こ
の
論
争
は
、
藤
原
宮
跡
の
発
掘
で
決
着
が
つ
い

た
。
大
宝
律
令
よ
り
も
前
の
木
簡
で
は
す
べ
て
「
評
」
が
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
要

な
国
制
が
、
『
日
本
書
紀
』
の
関
知
し
な
い
と
こ
ろ
で
制
定
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
大
和
以
外

の
覇
権
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
大
和
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
言
し
、
新
し
い
見
方
を
裏
付
け
る

だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
論
争
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
記
述
の
取
り
扱
い
に
十
分
な
注
意
が
必
要
な
こ

と
を
教
え
る
。 

 

Ｃ
、 

周
知
の
言
葉
に
、
「
九
州
」
・
「
太
宰
府
」
・
「
都
府
楼
」
な
ど
が
あ
る
。
「
九
州
」
は
、
中
国

で
天
子
の
統
治
す
る
領
域
で
あ
る
。
通
常
、
九
州
島
が
九
か
国
に
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と

言
わ
れ
る
。
し
か
し
逆
に
、
統
治
領
域
を
「
九
州
」
と
呼
ぶ
た
め
に
そ
う
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
中
国
で

宰
相
の
府
を
意
味
す
る
「
太
宰
府
」
が
大
和
の
外
に
置
か
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
考
察
が
必
要

で
、
『
日
本
書
紀
』
に
頼
っ
て
大
和
の
王
朝
が
制
度
化
し
た
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
太
宰
府
・
都
府

と
い
っ
た
漢
音
読
み
の
命
名
は
、
中
国
趣
味
の
新
機
軸
と
見
え
、
国
制
に
つ
い
て
進
展
が
あ
っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
。
奈
良
朝
は
、
遠
く
離
れ
た
場
所
で
太
宰
府
・
都
府
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ

と
を
む
し
ろ
嫌
っ
た
は
ず
だ
。
使
い
た
く
な
い
言
葉
の
最
た
る
も
の
「
遠
の
朝
廷(

み
か
ど)

」
も
、
そ
こ
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を
「
朝
廷
」
と
呼
ぶ
習
慣
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
古
く
か
ら
の
習
慣
的
な
使
用
に
よ
る
地
名
化
が

そ
の
規
制
を
不
可
能
に
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
最
高
権
力
と
む
す
び
つ
く
言
葉
が
大
和
か

ら
遠
く
で
セ
ッ
ト
で
通
用
し
た
こ
と
は
、
以
前
そ
こ
に
権
威
者
が
い
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。 

 [

十
二] 

以
上
Ａ
か
ら
Ｃ
の
三
点
は
、
大
和
の
王
朝
と
は
別
の
政
治
的
権
威
の
存
在
を
証
言
し
て
い
る
。

さ
ら
に
別
の
証
言
を
探
す
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
。
さ
て
、
こ
れ
ら
の
証
言
を
状
況
証
拠
に
過
ぎ
な
い
と
論

じ
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
裁
判
で
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
る
ほ
ど
意
味
の
あ

る
も
の
と
考
え
る
。
歴
史
の
法
廷
で
は
、
史
料
の
少
な
い
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
ほ
ど
、
状
況
証
拠
に
よ
っ

て
判
断
を
下
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
古
代
史
を
解
釈
す
る
現
在
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
も
例
外
で
は
な
い
。
教

科
書
に
載
る
「
聖
徳
太
子
が
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
」
と
い
う
主
張
も
、
き
わ
ど
い
状
況
証
拠
に
基
づ
い
て

い
る
の
だ
。
判
定
は
、
そ
れ
が
批
判
に
耐
え
る
ほ
ど
合
理
的
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
。 

  

日
本
列
島
で
稲
作
が
始
ま
っ
た
地
域
は
、
考
古
学
的
な
研
究
が
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
北
部
九
州
で

あ
る
。
そ
こ
を
文
明
の
先
進
地
域
と
し
て
日
本
列
島
の
歴
史
は
展
開
し
、
最
初
の
覇
権
国
が
中
国
と
の
外

交
で
『
後
漢
書
』
に
倭
奴
国
と
し
て
登
場
し
た
。
博
多
湾
岸
で
発
見
さ
れ
た
金
印
が
、
そ
の
地
理
的
な
位

置
を
考
古
学
的
に
証
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
小
論
は
、
六
〇
〇
年
代
に
も
、
そ
の
地
域
に
覇
権
国
が
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あ
っ
た
と
い
う
歴
史
解
釈
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
列
島
で
中
国
の
王
朝
と
国
交
を
む
す
ん
だ
国

が
六
〇
〇
年
間
こ
の
領
域
に
あ
っ
た
、
つ
ま
り
、
た
ぶ
ん
王
朝
の
内
部
的
な
交
代
が
あ
り
な
が
ら
、
先
進

地
域
と
し
て
出
発
し
た
そ
の
古
代
社
会
が
日
本
列
島
で
長
く
権
威
を
保
っ
た
、
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。

ず
い
ぶ
ん
長
い
年
代
だ
が
、
も
っ
と
民
心
の
進
展
し
た
時
代
に
も
、
七
〇
一
年
大
和
で
成
立
し
た
王
権
が

後
に
実
権
を
失
っ
て
か
ら
も
、
足
利
義
満
の
と
き
ま
で
外
交
権
を
掌
握
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
無
理
の

あ
る
解
釈
で
は
な
い
。 

新
し
い
見
方
を
真
剣
に
検
討
す
る
価
値
が
あ
る
こ
と
を
も
う
一
度
強
調
し
て
、
考
察
を
終
え
る
。 

 

こ
の
ノ
ー
ト
は
、
論
じ
方
に
い
く
ら
か
価
値
が
あ
る
だ
ろ
う
。 
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こ
こ
で
は
、
誰
に
で
も
検
討
・
考
察
で
き
る
よ
う
に
、
手
に
し
や
す
い
書
物
を
挙
げ
た
。
議
論
の
中
に
出

た
事
項
の
う
ち
こ
れ
ら
の
書
物
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

W
ik

ip
ed

ia

で
容
易
に
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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