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本
古
代
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形
成
と
東
ア
ジ
ア
」
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幸
　
久

　
日
本
古
代
史
の
展
開
を
、
東
ア
ジ
ア
上
地
国
史
と
の
関
連
で
、
具
体
的
か

つ
構
造
的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
研
究
動
向
は
、
十
数
年
前
か
ら
活
発
に
な

っ
て
き
た
。
東
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
史
的
発
展
の
諸
段
階
お
よ
び
独
自
性
の
究

明
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
一
個
の
規
定
的
要
因
と
し
て
働
い
た
中
国
を
中
心
と

し
た
「
国
際
的
関
係
」
の
構
造
の
再
検
討
、
　
『
日
本
書
紀
』
の
描
き
出
す
律

令
制
国
家
成
立
史
お
よ
び
南
部
朝
鮮
支
配
史
に
対
す
る
文
献
学
的
批
判
な
ど

が
、
現
在
、
国
家
史
研
究
に
集
中
さ
れ
、
し
だ
い
に
問
題
の
所
在
を
明
ら
か

に
し
つ
つ
あ
る
段
階
と
い
え
よ
う
。

　
鬼
頭
清
明
氏
は
、
早
く
か
ら
こ
の
困
難
な
課
題
に
取
組
ん
で
こ
ら
れ
た
が
、

こ
の
た
び
長
期
に
わ
た
る
研
究
の
成
果
の
上
に
、
全
体
の
四
分
の
一
に
相
当

す
る
新
稿
を
加
え
て
、
本
書
を
上
梓
さ
れ
た
。
全
篇
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
の

は
、
氏
の
学
問
に
対
す
る
責
任
感
と
ひ
た
む
き
な
態
度
で
あ
る
。
願
尾
に
付

し
て
同
種
の
課
題
に
つ
き
遅
々
た
る
模
索
を
繰
返
し
て
い
る
私
に
は
、
適
切

な
書
評
を
す
る
能
力
も
資
格
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
通
読
し
て
み
て
氏
の
研

究
方
法
と
研
究
結
果
と
に
は
、
多
大
の
教
示
を
う
け
る
一
方
、
納
得
し
か
ね

る
点
も
か
な
り
残
っ
た
の
で
、
書
評
の
常
例
を
逸
脱
し
て
著
者
に
は
申
し
わ

け
な
い
が
、
以
下
後
者
を
中
心
に
率
直
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
な

お
、
本
書
に
つ
い
て
は
、
　
『
史
学
雑
誌
』
八
六
編
一
号
誌
上
に
、
佐
伯
有
清

氏
の
穏
当
な
批
評
が
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
私
も
ほ
ぼ
同
意
見
な
の
で
、

こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
上
で
き
る
だ
け
氏
の
論
評
と
の
重
複
を
避
け
る
配
慮

を
し
、
読
者
に
右
の
書
評
の
参
照
を
請
う
て
お
き
た
い
。

　
本
書
は
、
第
一
部
「
罠
本
古
代
国
象
を
め
ぐ
る
国
際
的
条
件
一
そ
の
視

点
と
課
題
i
」
、
第
二
部
「
律
令
国
家
の
成
立
と
国
際
的
条
件
」
、
第
三
部

「
日
本
古
代
国
家
成
立
の
国
際
的
前
提
」
め
編
成
で
あ
る
。
巻
末
に
は
「
邪

馬
台
国
論
争
の
歴
史
と
現
段
階
」
、
「
近
年
の
古
代
日
朝
関
係
史
研
究
の
諸
問

題
－
論
点
整
理
の
た
め
の
ノ
ー
ト
ー
」
の
二
つ
の
評
論
が
補
わ
れ
て
い

る
。　

さ
て
、
鬼
頭
氏
が
、
本
書
で
提
出
さ
れ
た
六
、
七
世
紀
の
歴
史
像
は
、
概

略
次
の
ご
と
き
も
の
と
理
解
す
る
。

　
六
世
紀
初
頭
の
加
羅
諸
国
は
、
部
族
的
段
階
に
停
滞
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
高
望
・
加
羅
・
安
羅
・
多
羅
の
よ
う
に
、
早
岐
層
が
分
解
し
旱
岐

（
上
皐
岐
）
一
下
早
岐
の
政
治
的
身
分
関
係
の
端
緒
形
態
を
形
成
し
、
政
治

的
自
立
を
強
め
つ
つ
あ
る
国
が
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
諸
国
は
な
お
そ
れ
ら

の
上
に
超
越
す
る
統
一
体
を
つ
く
る
に
は
い
た
ら
ず
、
外
交
問
題
を
中
心
と

す
る
合
議
体
を
も
つ
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
合
議
体
も
、
六
世

紀
に
は
、
新
羅
・
百
済
の
介
入
や
自
立
性
を
強
め
つ
つ
あ
る
諸
国
の
た
め
に

政
治
的
地
位
を
弱
め
て
き
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
合
議
体
に
は
、
　
「
任
那
の
倭
琴
」
が
参
加
し
て
い
た
。
五

世
紀
以
前
に
は
、
南
部
朝
鮮
を
含
む
地
域
の
政
治
勢
力
を
「
倭
」
と
い
っ
た

が
、
五
世
紀
末
と
六
世
紀
初
め
と
の
間
に
、
朝
鮮
の
「
倭
」
は
衰
退
し
て
日
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本
列
島
に
撤
退
し
た
。
こ
れ
が
実
は
加
羅
諸
国
自
立
の
裏
面
の
事
実
な
の
で

あ
る
が
、
撤
退
し
た
朝
鮮
の
「
倭
」
は
、
六
世
紀
前
半
に
は
、
母
国
に
官
人

を
派
遣
し
て
い
た
。
そ
れ
が
「
任
那
の
謹
話
」
の
実
態
で
あ
る
。
六
世
紀
中

葉
の
欽
圏
を
確
認
で
き
る
最
初
の
大
王
と
す
る
ヤ
マ
ト
政
権
は
、
そ
れ
以
前

の
日
本
列
島
の
「
倭
」
の
後
継
者
と
し
て
、
田
本
列
島
を
統
一
し
て
い
っ
た
。

律
令
国
家
形
成
前
の
ヤ
マ
ト
政
権
の
構
造
的
特
色
は
、
屯
倉
制
の
量
的
拡
大

と
い
う
原
始
的
貢
納
制
を
土
台
と
す
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
六
世
紀
後
半
以
後
の
ヤ
マ
ト
政
権
は
、
南
部
朝
鮮
を
含
ん
だ
か

つ
て
の
「
倭
」
の
後
継
者
と
し
て
、
任
那
の
調
の
名
目
的
受
納
を
、
貢
納
制

の
全
体
構
造
を
維
持
す
る
た
め
に
、
不
可
欠
と
し
た
の
で
あ
る
。
新
羅
が
加

羅
諸
国
を
併
合
す
る
と
、
薪
羅
か
ら
任
那
四
邑
名
目
の
調
を
と
り
た
て
る
。

　
六
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
の
国
際
的
政
治
の
動
向
を
規
定
す
る
も
の
と
し

て
は
突
豚
・
高
句
麗
・
中
国
王
朝
の
関
係
、
新
羅
・
百
済
・
ヤ
マ
ト
政
権
が

関
与
す
る
加
羅
諸
国
の
問
題
の
二
つ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
国
際
的
政
治
世

界
を
構
成
し
て
い
た
。
六
世
紀
末
の
階
の
高
句
麗
遠
征
の
こ
ろ
か
ら
晴
末
ま

で
中
国
を
中
心
と
す
る
国
際
的
政
治
世
界
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

ま
た
そ
れ
は
縮
少
さ
れ
て
し
ま
う
。
唐
が
統
一
国
家
と
し
て
成
立
す
る
と
そ

れ
は
復
活
す
る
が
、
ヤ
マ
ト
政
権
に
と
っ
て
基
本
的
で
あ
っ
た
の
は
、
国
内

支
配
体
制
の
特
質
罰
原
始
的
貢
納
制
と
、
国
際
的
利
害
関
係
n
任
那
の
調
と

に
規
定
さ
れ
た
新
羅
・
百
済
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
六
四
二
年
に
百
済
が
加

羅
諸
国
を
併
合
し
た
の
ち
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
、
百
済
・
新
羅
の
抗
争
の
上

に
立
っ
て
、
朝
貢
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
。
か
か
る
均
衡
外
交
そ
の
も

の
が
、
六
三
箇
年
以
降
の
、
唐
を
中
心
と
し
た
国
際
的
政
治
繊
界
の
有
機
的

構
成
部
分
で
あ
っ
た
。
六
六
三
年
の
白
村
江
で
の
敗
戦
に
よ
っ
て
、
任
那
の

調
の
変
形
と
し
て
の
新
羅
・
百
済
か
ら
の
貢
納
制
を
実
現
し
て
い
く
条
件
が

な
く
な
り
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
、
原
始
的
貢
納
制
の
支
配
原
理
そ
の
も
の
の
転

換
に
む
か
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
こ
に
律
令
法
の
継
受
が
始
ま
る
の
で

あ
る
が
、
支
配
体
制
全
体
の
転
換
は
、
政
治
的
・
社
会
的
諸
矛
盾
の
総
決
算

と
も
い
え
る
壬
申
の
乱
以
後
に
も
ち
こ
さ
れ
た
。

　
以
上
が
、
私
が
理
解
す
る
限
り
で
の
、
鬼
頭
氏
の
所
説
で
あ
る
。
見
ら
れ

る
と
お
り
、
最
も
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
の
は
、
七
世
紀
中
葉
以
前
の
ヤ
マ
ト
政

権
の
支
配
体
制
の
特
質
を
「
原
始
的
貢
納
制
」
と
さ
れ
、
六
世
紀
中
葉
以
後

「
倭
」
の
後
継
者
た
ら
ん
と
す
る
ヤ
マ
ト
政
権
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
任
那
の

調
」
を
追
求
し
て
い
く
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。

二

　
第
一
部
の
第
一
章
「
歴
史
分
析
の
前
提
」
で
は
、
本
書
に
お
け
る
鬼
頭
氏

の
課
題
意
識
と
方
法
論
と
が
総
括
的
に
呈
示
さ
れ
る
。
究
明
す
べ
き
課
題
は
、

日
本
古
代
国
家
の
形
成
史
に
お
い
て
、
　
「
そ
の
国
内
的
原
因
と
、
そ
れ
を
と

り
ま
く
国
際
的
条
件
と
が
相
互
に
ど
の
よ
う
に
規
定
し
あ
っ
て
い
た
か
」
で

あ
る
。
氏
は
マ
ル
ク
ス
主
義
国
家
論
の
基
本
文
献
に
お
い
て
は
、
ア
テ
ナ
イ

・
ロ
…
マ
・
ゲ
ル
マ
ン
と
い
う
国
家
形
成
の
三
形
態
が
、
茂
族
社
会
の
内
在

的
な
契
機
に
よ
る
形
成
と
、
外
在
的
な
契
機
に
よ
る
形
成
と
を
両
極
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
の
理
解
を
示
さ
れ
る
。
日
本
古
代
の
国
家
機
構
は

ア
テ
ナ
イ
の
よ
う
に
氏
族
の
内
部
矛
盾
に
よ
る
解
体
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の

で
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
中
国
を
中
心
と
す
る
国
際
関
係
へ
の
か
か
わ
り

あ
い
が
、
ロ
ー
マ
に
対
す
る
ゲ
ル
マ
ン
の
関
係
に
比
較
し
て
、
は
る
か
に
微

弱
で
あ
る
か
ら
、
古
代
社
会
の
内
部
的
諸
条
件
を
軽
視
し
て
国
際
的
諸
条
件

に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
次
に
鬼
頭
氏
は
、
石
母
田
正
氏

が
『
日
本
の
古
代
国
家
』
で
示
さ
れ
た
、
国
際
的
諸
条
件
を
国
内
の
歴
史
的
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評書

発
展
へ
の
規
定
性
と
し
て
み
る
視
座
が
、
　
「
制
度
史
的
系
譜
論
」
よ
り
も
す

ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
方
法
の
上
で
は
、
史
料
の
系
統
と

そ
れ
ぞ
れ
の
史
料
の
執
筆
・
編
纂
の
立
場
と
を
確
定
し
た
う
え
で
批
判
的
に

操
作
さ
れ
る
井
上
秀
雄
氏
の
『
任
那
日
本
府
と
倭
』
の
方
法
を
継
承
す
る
と

い
わ
れ
る
。

　
思
う
に
、
歴
史
上
の
特
定
の
．
国
家
機
構
の
形
態
は
、
生
産
関
係
の
総
体
を

基
礎
に
も
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
国
家
形
成
過
程
に
お
い
て
、
外
的
契
機

は
内
的
根
拠
に
媒
介
さ
れ
て
特
定
の
規
定
力
と
な
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
国

家
史
研
究
の
基
本
的
視
座
、
　
「
分
析
の
前
提
」
で
あ
ろ
う
。
鬼
頭
氏
は
「
内

的
契
機
」
を
「
諸
国
の
も
っ
て
い
る
階
級
制
特
質
、
支
配
体
制
の
矛
盾
」
と

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
支
配
体
制
そ
の
も
の
の
分
析
は
、
氏
の
今
後
の
研

究
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
　
「
律
令
制
以
前
の
貢
納
制
は
原
始
社
会

の
も
の
」
で
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
「
屯
倉
制
に
よ
る
貢
納
制
を
土
台
と
す
る
政

権
」
で
あ
る
と
い
う
所
見
は
、
本
書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
し
か
し
私
に
は
、

こ
の
こ
と
を
い
う
た
め
に
は
、
六
世
紀
後
半
な
い
し
七
世
紀
前
半
の
ミ
ャ
ヶ

の
み
な
ら
ず
、
部
と
国
造
と
の
、
支
配
内
容
の
実
態
分
析
が
不
可
欠
だ
と
思

わ
れ
る
。
本
書
は
「
国
際
的
条
件
」
の
解
明
に
重
点
を
置
か
れ
た
、
鬼
頭
氏

の
研
究
の
前
編
だ
と
私
は
う
け
と
っ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
古
代
東
ア
ジ
ア
史
へ
の
接
近
」
で
は
、
研
究
の
課
題
が
設
定
さ

れ
る
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
前
近
代
史
の
総
体
的
把
握
の
た
め
に
は
、
諸
国
の

主
体
的
な
歴
史
発
展
の
特
質
の
究
明
、
諸
国
の
国
際
的
な
位
置
と
相
互
関
係

の
究
明
、
こ
の
統
一
に
あ
る
と
さ
れ
、
先
行
学
説
の
基
本
的
性
質
は
、
東
ア

ジ
ア
諸
国
が
一
体
と
な
っ
て
構
成
す
る
「
東
ア
ジ
ア
世
界
」
の
存
在
と
、
中

国
を
中
心
と
す
る
「
世
界
帝
国
的
秩
序
」
の
規
定
性
と
の
双
方
を
、
ア
プ
リ

オ
リ
に
認
め
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
石
母
田
幾
の
「
古
代
の
帝

国
主
義
」
論
の
批
判
的
継
承
の
上
に
立
っ
て
、
氏
は
積
極
的
か
つ
具
体
的
に

霞
ら
の
視
座
と
方
法
と
を
呈
示
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
諸
国
の
外
交
政
策
が
相

互
に
規
定
し
あ
い
諸
国
の
「
国
際
的
政
治
的
運
命
」
を
規
定
す
る
場
と
し
て

の
「
国
際
的
政
治
世
界
」
で
あ
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
世
界
」
は
、
①

一
国
の
支
配
階
級
が
も
っ
て
い
る
、
特
定
の
経
済
構
造
に
基
づ
く
政
治
体
制

の
矛
盾
の
特
質
、
②
古
代
社
会
の
不
均
等
な
発
展
に
基
づ
く
、
諸
国
支
配
老

集
団
間
の
利
害
関
係
の
特
質
、
の
二
つ
に
よ
り
、
具
体
的
か
つ
流
動
的
に
構

成
さ
れ
、
歴
史
的
に
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
鬼
頭
氏
は
、
右
の

二
点
の
具
体
的
研
究
に
む
か
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
私
も
ま
た
、
中
国
の
「
冊
封
体
制
」
を
基
盤
と
す
る
戦
争
ま
た
は
外
交
、

「
世
界
帝
国
」
秩
序
内
部
で
の
朝
鮮
諸
国
を
朝
貢
国
と
す
る
「
小
帝
国
」
と

い
っ
た
図
式
に
よ
る
一
括
に
は
、
疑
問
を
も
つ
。
要
す
る
に
、
そ
れ
は
、
中

国
の
国
家
権
力
の
支
配
理
念
の
中
に
、
国
家
権
力
相
互
間
の
政
治
関
係
を
解

消
し
て
し
ま
い
、
当
事
国
の
う
ち
一
方
の
理
念
ま
た
は
秩
序
か
ら
現
実
の
政

治
的
相
互
関
係
を
説
明
す
る
傾
き
が
あ
る
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
、
中
国
と
外

国
と
の
政
治
関
係
に
は
、
質
的
段
階
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
っ
て
、

双
方
の
政
治
目
的
や
状
況
、
力
関
係
な
ど
に
よ
っ
て
か
な
り
流
動
的
で
あ
る

の
を
見
落
し
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
私
は
、
鬼
頭
氏
の
提
案

を
今
後
の
勉
強
の
指
針
に
し
た
い
と
思
う
。
た
だ
、
理
解
し
か
ね
る
の
は
、

氏
の
『
日
本
書
紀
』
の
「
調
」
記
事
の
処
理
方
法
で
あ
る
。
統
一
新
羅
を
貢

調
す
べ
き
海
西
の
蕃
国
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
成
立
し
た

日
本
の
天
皇
制
、
そ
の
支
配
成
立
の
必
然
性
の
主
張
を
本
質
と
す
る
『
書

紀
』
、
か
か
る
政
治
文
書
の
、
し
か
も
一
方
の
側
の
文
書
に
「
調
」
と
あ
る

の
を
、
王
権
相
互
間
の
客
観
的
な
支
配
i
従
属
関
係
に
基
づ
く
貢
納
制
と
み

る
の
は
、
果
し
て
妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
七
世
紀
末
の
統
一
新
羅
の
「
調
」
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が
、
実
は
国
家
間
の
交
易
で
あ
る
と
い
う
の
は
早
く
か
ら
い
わ
れ
、
今
日
で

は
む
し
ろ
常
識
化
し
た
見
方
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
以
前
の
も
服
属
者
が
支

配
者
に
産
物
を
供
給
し
た
と
い
え
る
よ
う
な
根
拠
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
本

質
は
、
物
資
の
供
与
に
よ
る
政
治
的
利
益
の
追
求
以
外
の
何
物
で
も
な
い
よ

う
に
思
う
。
鬼
頭
氏
の
『
書
紀
』
の
記
載
に
対
す
る
不
信
感
は
本
書
の
底
流

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
だ
け
は
、
ほ
と
ん
ど
手
ば
な
し
の
信
頼
を
絶
せ

ら
れ
る
の
は
、
均
衡
を
欠
く
よ
う
に
思
う
。
氏
は
七
世
紀
ま
で
の
日
本
を
、

無
階
級
の
、
原
始
共
同
社
会
と
み
る
旨
、
本
書
の
処
処
で
か
な
り
断
片
的
に

だ
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
氏
が
理
．
論
的
根
拠
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
制
生
産
に
先
行
す
る
諸
形
態
険
の
記
述
は
、

私
の
憶
測
す
る
氏
の
解
釈
が
唯
一
の
も
の
で
は
な
く
、
一
部
誤
訳
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
氏
の
論
旨
に
決

定
的
に
重
要
な
六
、
七
憶
紀
原
始
社
会
論
は
、
第
一
部
の
第
三
章
と
し
て
取

上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
本
書
全
体
を
通
じ
て
、
閥
諸
形
態
』

の
理
解
と
、
あ
と
で
述
べ
る
『
魏
志
』
の
解
釈
と
の
二
つ
だ
け
は
、
ぜ
ひ
と

も
典
拠
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
の
い
つ
わ

ら
ざ
る
感
想
で
あ
る
。

三

　
第
二
部
に
編
成
さ
れ
た
三
つ
の
章
で
は
、
七
世
紀
の
「
国
際
的
関
係
」
が

検
討
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
推
古
朝
を
め
ぐ
る
国
際
的
環
境
」
は
、
六
世

紀
末
な
い
し
七
世
紀
前
半
の
「
国
際
的
環
境
」
が
推
古
朝
の
外
交
の
特
色
と

ど
う
関
連
す
る
か
の
詩
意
で
あ
る
。
ま
ず
時
期
区
分
が
示
さ
れ
る
。
第
一
段

階
は
五
八
一
年
の
晴
王
朝
成
立
か
ら
五
九
八
年
の
晴
の
高
句
麗
遠
征
開
始
ま

で
、
第
二
段
階
は
五
九
八
年
か
ら
六
一
八
年
の
階
の
滅
亡
・
唐
の
成
立
ま
で
、

第
三
段
階
は
六
一
八
年
か
ら
六
三
〇
年
の
玉
突
豚
の
減
車
ま
で
で
あ
る
。
氏

は
従
来
の
研
究
が
大
勢
論
な
い
し
一
元
的
外
圧
論
の
範
囲
を
出
て
い
な
い
と

指
摘
さ
れ
、
　
「
国
際
的
条
件
」
の
具
体
的
検
討
、
お
よ
び
国
内
権
力
構
造
の

歴
史
的
特
質
の
究
明
と
に
よ
り
、
推
古
朝
の
外
交
を
研
究
さ
れ
る
。

　
第
一
段
階
は
、
高
句
麗
・
百
済
は
（
a
）
　
「
中
国
を
中
心
と
し
た
国
際
的

政
治
世
界
」
に
と
り
こ
ま
れ
て
い
た
が
、
新
羅
と
日
本
と
は
と
り
こ
ま
れ
て

い
な
か
っ
た
。
　
（
b
）
右
の
「
世
界
」
と
は
「
直
接
的
関
連
を
も
っ
て
い
な

い
」
、
日
本
・
百
済
・
新
羅
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
「
国
際
的
政
治
世
界
」

が
あ
り
、
こ
の
段
階
に
は
、
日
本
は
他
の
二
国
か
ら
、
　
「
調
」
を
収
納
し
て

い
た
、
と
い
う
。
第
二
段
階
に
は
、
北
漢
山
城
付
近
を
め
ぐ
る
麗
・
済
の
抗

争
に
新
羅
が
加
わ
る
こ
と
で
、
新
羅
も
（
a
）
　
に
と
り
こ
ま
れ
、
　
日
本
も

「
微
弱
な
閨
係
で
は
あ
る
が
」
構
成
者
と
な
っ
た
。
し
か
し
日
本
に
と
っ
て

は
（
b
）
が
基
本
で
あ
っ
て
、
済
・
羅
両
国
は
政
策
上
日
本
と
対
立
す
る
の

を
避
け
て
朝
貢
関
係
を
持
続
し
、
新
羅
は
「
任
那
の
調
」
を
認
め
た
。
第
三

段
階
で
は
（
a
）
が
解
体
し
、
朝
鮮
三
国
は
独
自
に
相
互
の
抗
争
を
激
化
さ

せ
、
日
本
の
対
外
政
策
に
は
み
る
べ
き
も
の
が
な
く
な
る
。

　
鬼
頭
氏
の
こ
の
論
は
、
〃
階
帝
国
の
成
立
と
東
ア
ジ
ア
諸
国
関
係
の
緊
張
〃

と
い
っ
た
大
勢
論
に
対
し
て
、
e
具
体
的
に
段
階
を
設
定
し
、
各
時
期
ご
と

の
特
徴
を
追
跡
す
る
必
要
を
説
か
れ
、
⇔
推
古
朝
の
政
治
に
と
っ
て
は
、
晴

を
中
心
と
し
た
「
国
際
的
政
治
批
界
」
よ
り
も
、
済
・
羅
と
共
に
構
成
す
る

そ
れ
が
規
定
的
で
あ
る
こ
と
、
⇔
推
古
朝
の
対
外
政
策
は
そ
の
「
権
力
構

造
」
　
「
支
配
体
制
」
の
矛
盾
か
ら
、
　
「
任
那
の
調
」
の
収
納
を
政
治
目
的
と

し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
を
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
理
解
し
て
よ

け
れ
ば
、
⇔
が
こ
の
論
の
最
も
大
切
な
問
題
提
起
な
の
で
あ
っ
て
、
e
の
段

階
設
定
は
あ
ま
り
に
も
中
国
中
心
で
あ
る
し
、
薗
に
つ
い
て
の
指
摘
も
必
要
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評書

な
証
明
が
必
ず
し
も
呈
示
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。

　
氏
の
段
階
設
定
は
、
　
（
a
）
に
「
と
り
こ
ま
れ
た
」
か
否
か
の
検
討
に
は

有
益
な
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
腰
回
三
章
（
こ
こ
で
の
時
期
区
分
も
中
国
史

に
基
準
が
あ
る
）
で
の
記
述
と
翻
酷
を
き
た
し
て
い
る
。
第
三
部
で
は
、
上

記
（
＆
）
　
（
甑
）
お
よ
び
両
者
を
つ
な
ぐ
（
c
）
　
「
北
漢
山
城
を
め
ぐ
る
高

句
麗
・
百
済
・
新
羅
の
抗
争
」
の
、
「
三
つ
の
環
」
と
い
う
把
握
で
あ
り
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
「
分
散
」
的
「
世
界
」
は
、
「
階
の
中
国
統
一
及
び
高
句
麗
遠
征
、
…
…
」

で
「
一
つ
の
国
際
的
政
治
世
界
へ
と
合
流
」
す
る
と
理
解
で
き
る
説
明
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
こ
こ
で
は
、
五
八
一
年
の
階
の
成
立
で
な
く
、
五
八
九
年
の
統
一
が
重

視
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
妥
当
と
思
う
の
で
あ
っ
て
、
前
者
で
こ
れ
を

「
多
少
変
化
」
し
た
程
度
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
当
な
評
価
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
え
な
い
と
考
え
る
。
ま
た
第
三
部
で
は
「
二
つ
の
世
界
を
つ
な
ぐ
」
（
c
）

の
「
環
」
を
想
定
さ
れ
る
が
、
第
二
部
で
は
、
　
「
塵
接
的
関
連
を
も
っ
て
い

な
い
」
と
さ
れ
、
百
済
の
位
置
づ
け
が
違
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
第
三
部
で
の

把
握
が
穏
当
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
す
る
と
（
a
）
を
構
成
す
る
高
句
麗
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
b
）
を
構
成
す
る
潤
本
と
が
、
百
済
を
媒
介
と
し
て
間
接
的
関
係
を
も
つ

こ
と
の
独
自
の
意
義
を
、
鬼
頭
氏
は
再
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。

氏
は
推
古
朝
の
高
句
麗
と
の
関
係
を
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
政
治
と
「
無
関

係
に
文
化
の
受
容
を
主
と
し
た
目
的
に
し
た
遣
使
」
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

『
書
紀
』
の
、
王
権
網
互
間
の
「
文
化
」
的
接
触
の
史
料
を
、
　
「
政
治
」
関

係
を
伴
わ
な
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
中
国
中
心
の
観
点
か
ら
は
、
倭

王
と
高
句
麗
王
と
の
直
接
的
関
係
開
始
（
五
七
〇
年
ご
ろ
）
以
後
に
始
ま
る
、

薄
明
末
年
な
い
し
敏
達
初
年
以
後
の
、
こ
と
ば
の
充
実
し
た
意
味
で
の
「
外

交
」
は
、
考
察
の
余
地
が
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
氏
が
重
視
さ

れ
る
「
任
那
の
調
」
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
蒔
点
か
ら
政
治
問
題
と
な
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
氏
は
第
一
部
で
「
支
配
階
級
の
国
際
的
経
験
」
追
究
の
必
要

性
を
説
か
れ
る
が
、
　
『
敏
達
紀
』
四
（
五
七
五
）
年
二
・
四
・
六
月
条
の
記

事
は
、
過
去
四
半
世
紀
の
、
済
・
羅
・
麗
と
の
衡
係
の
大
き
な
変
化
を
「
経

験
」
と
し
て
、
対
外
的
に
国
家
意
思
を
形
成
し
う
る
力
量
と
方
法
と
を
、
蘇

我
馬
子
を
筆
頭
と
す
る
者
た
ち
が
も
ち
始
め
た
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
か
か
る
時
点
で
「
任
那
の
調
」
が
も
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
果
し
て

そ
れ
が
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
五
世
紀
以
前
の
「
旧
加
羅
諸
国
全
体
が
倭

に
対
し
て
行
っ
て
い
た
貢
納
制
を
継
承
す
る
も
の
」
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、

な
お
疑
問
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
氏
は
「
任
那
の
調
」
は
ヤ
マ
ト
政
権
の
内
部
的
矛
盾
・
危
機
を
克
服
す
る

た
め
の
名
目
的
な
も
の
と
さ
れ
る
が
、
具
体
的
に
は
、
丁
未
の
役
と
葛
城
県

を
め
ぐ
る
推
古
と
馬
子
と
の
対
立
か
ら
「
推
古
女
帝
崩
御
後
の
皇
位
継
承
戦

争
」
　
（
私
の
理
解
で
は
「
戦
争
」
は
い
い
す
ぎ
だ
ろ
う
）
と
い
っ
た
現
象
形

態
を
あ
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
六
世
紀
後
半
な
い
し
七
世
紀
前
半
の
権

力
構
造
そ
の
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
分
析
さ
れ
て
い
な
い
。

　
第
二
輩
「
七
世
紀
後
半
の
東
ア
ジ
ア
と
日
本
」
は
、
四
期
に
時
期
区
分
し

た
上
で
の
、
日
本
と
新
羅
と
の
律
令
国
家
形
成
史
上
の
国
際
的
条
件
の
検
討

で
あ
る
。
第
一
期
（
六
二
六
年
、
唐
の
中
国
統
一
完
成
か
ら
、
六
四
二
年
百

済
に
よ
る
大
耶
城
以
下
四
十
余
城
奪
取
ま
で
）
は
、
唐
が
突
厭
を
破
っ
た
六

三
〇
年
ご
ろ
か
ら
、
　
「
唐
を
中
心
と
し
た
国
際
的
政
治
世
界
」
が
強
化
さ
れ

て
麗
・
済
・
羅
は
と
り
こ
ま
れ
、
日
本
も
「
百
済
を
媒
介
に
し
て
…
…
つ
な

が
っ
て
い
た
」
。
し
か
し
日
本
に
と
っ
て
は
「
任
那
の
調
」
を
め
ぐ
る
済
・

羅
と
の
関
係
が
よ
り
重
要
で
あ
る
。
第
二
期
（
六
四
二
年
か
ら
六
四
九
年
の

唐
太
宗
の
没
ま
で
）
は
、
百
済
が
高
句
麗
の
後
援
で
大
耶
城
以
下
を
奪
っ
た

こ
と
、
お
よ
び
新
羅
が
唐
に
求
節
し
た
こ
と
と
の
関
係
で
決
断
さ
れ
た
唐
の
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高
句
麗
遠
征
が
、
　
「
国
際
政
治
」
の
動
向
を
規
定
し
た
。
日
本
は
済
・
羅
の

抗
争
に
介
入
す
る
の
を
避
け
て
「
任
那
の
調
」
を
廃
止
し
、
両
国
の
抗
争
の

均
衡
の
上
に
両
者
を
朝
貢
国
と
し
て
扱
お
う
と
し
た
。
第
三
期
（
六
五
〇
年

か
ら
六
六
〇
年
の
百
済
の
滅
亡
ま
で
）
は
、
唐
・
羅
の
連
合
と
麗
・
済
の
連

合
と
の
対
立
、
済
・
羅
の
対
抗
の
均
衡
の
上
に
立
っ
て
「
貢
納
受
領
国
」
の

形
式
を
保
と
う
と
す
る
日
本
の
外
交
が
展
開
し
た
。
唐
・
羅
の
連
合
は
、

「
国
際
的
な
諸
国
の
力
関
係
」
と
、
律
令
法
に
よ
る
支
配
体
制
の
再
編
強
化

を
目
ざ
す
新
羅
の
政
治
目
的
と
の
結
合
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
方
日
本
は

百
済
滅
亡
に
よ
り
「
均
衡
外
交
」
の
条
件
が
な
く
な
っ
た
。
第
四
期
（
六
六

一
年
か
ら
六
七
六
年
の
安
菓
都
護
府
の
後
退
ま
で
）
は
、
唐
と
新
羅
と
の
矛

盾
が
あ
ら
わ
に
な
る
時
期
で
あ
っ
て
、
日
本
の
場
合
、
六
六
〇
年
の
百
済
減

亡
後
は
じ
め
て
、
「
軍
事
的
冒
険
主
義
」
に
走
っ
て
で
も
、
「
貢
納
受
領
国
」

の
形
式
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
白
村
江
の
敗
戦
に
つ
き
す
す
む
。
六
六
八
年

の
高
句
麗
の
滅
亡
に
よ
っ
て
、
百
済
滅
亡
後
の
日
本
・
百
済
・
高
句
麗
の

「
軍
事
同
盟
」
が
崩
壊
し
、
こ
の
時
か
ら
、
外
交
方
針
は
転
換
し
、
律
令
体

制
を
指
向
す
る
政
策
が
現
わ
れ
て
く
る
。

　
さ
て
、
鬼
頭
氏
の
こ
の
論
で
は
、
唐
の
「
国
際
的
秩
序
」
維
持
の
た
め
の

対
高
句
麗
政
策
が
、
か
な
り
直
接
に
日
本
の
対
済
・
羅
政
策
に
結
び
つ
く
か

の
よ
う
な
在
来
説
の
把
握
に
対
し
、
O
日
本
に
と
っ
て
は
済
・
羅
と
の
関
係

が
規
定
的
で
あ
り
、
六
四
二
年
の
両
国
間
の
事
件
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
⇔

日
本
の
両
国
に
対
す
る
関
係
は
、
両
国
の
抗
争
の
上
に
立
つ
い
わ
ば
等
距
離

均
衡
外
交
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
⇔
「
大
化
」
の
改
新
が
、
唐
の
対
東

方
強
硬
政
策
に
対
応
し
て
日
本
独
自
の
立
場
か
ら
の
、
対
朝
鮮
三
国
関
係
の

調
整
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
考
え
を
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
鬼
頭
氏
の
考
え
に
承
服
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
唐
を
中
心
と
す

る
国
際
的
政
治
世
界
」
の
中
に
「
と
り
こ
ま
れ
る
」
か
否
か
の
指
標
が
遣
使

の
有
無
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
機
械
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な

「
世
界
」
そ
の
も
の
の
構
造
様
式
ま
で
視
野
に
い
れ
る
研
究
方
向
が
閉
塞
し

て
し
ま
わ
な
い
か
と
思
う
。
端
的
に
は
、
氏
の
、
六
四
二
年
の
事
件
と
唐
の

高
句
麗
攻
撃
と
の
関
係
の
把
握
に
、
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
六
三
〇

年
の
唐
に
よ
る
東
突
豚
の
減
亡
と
日
本
の
朝
鮮
諸
国
と
の
交
渉
の
活
発
化
と

の
因
果
関
係
を
承
認
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
部
分
は
新
稿
）
。
わ
れ
わ
れ
が
知
り

た
い
の
は
、
一
見
ほ
と
ん
ど
関
係
を
も
た
な
い
モ
ン
ゴ
リ
ア
地
方
の
事
件
が
、

い
か
な
る
構
造
に
よ
っ
て
、
奈
良
盆
地
に
か
か
る
現
象
を
生
ぜ
し
め
る
か
で

あ
る
。
薪
稿
の
第
二
節
と
他
の
節
と
の
間
に
は
、
少
し
く
不
調
和
が
あ
る
。

氏
は
、
　
「
六
三
〇
年
代
前
半
」
の
唐
の
墨
画
渾
遠
征
成
功
に
よ
り
、
　
「
残
る

の
は
、
高
句
麗
の
勢
力
に
対
す
る
対
策
の
み
」
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、

こ
れ
で
は
、
唐
が
「
六
四
四
年
に
高
句
麗
遠
征
に
ふ
み
き
っ
た
理
由
と
し
て

は
な
お
充
分
で
な
い
」
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
六
四
二
年

の
百
済
の
侵
略
事
件
を
六
四
三
年
に
新
羅
が
訴
え
た
か
ら
唐
が
遠
征
し
た
の

だ
、
と
は
な
る
ま
い
。
六
三
〇
年
の
東
之
豚
滅
亡
を
重
視
さ
れ
る
の
な
ら
、
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六
四
〇
年
の
高
昌
国
滅
亡
と
安
西
都
護
府
の
設
置
と
が
、
当
然
鬼
頭
氏
の
論

の
中
に
組
み
こ
ま
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
鬼
頭
氏
は
、

七
世
紀
後
半
の
「
国
際
関
係
し
の
発
端
と
な
り
、
新
羅
律
令
体
制
形
成
に
ま

で
つ
な
が
る
と
い
う
六
四
二
年
の
事
件
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
な
ぜ
起
っ
た
か

の
説
明
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
貞
観
五
（
六
三
一
）
年
八
月
と

・
同
十
五
（
六
四
一
）
年
八
月
ご
ろ
と
の
唐
太
宗
の
高
句
麗
に
対
す
る
措
置
と
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高
句
麗
の
対
応
と
の
中
国
史
料
を
見
る
な
ら
ば
、
高
昌
国
滅
亡
を
う
け
た
唐
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の
高
句
麗
討
伐
政
策
が
、
六
四
｝
年
八
月
に
は
高
句
麗
に
も
知
ら
れ
て
い
た
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ヘ
　
　
　
へ

こ
と
は
明
白
で
あ
っ
て
、
戦
争
準
備
完
了
以
外
の
何
物
を
も
示
さ
ぬ
六
四
四
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評書

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

年
一
一
月
の
太
宗
の
「
討
高
麗
詔
」
な
ど
で
代
え
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
ま
り
、
六
四
二
年
の
百
済
の
実
力
行
使
は
、
唐
の
国
家
意
思
決
定
の
の
ち

へに
起
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
鬼
頭
氏
の
い
わ
れ
る
ご
と
き
そ
の
逆
で
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
鬼
頭
氏
が
い
わ
れ
る
と
お
り
、
唐
の
「
国
際
秩
序
の
維
持
」
で
、
国
家
権

力
相
互
間
の
政
治
関
係
を
把
握
で
き
な
い
の
は
確
か
だ
が
、
や
は
り
六
三
〇

年
代
か
ら
六
七
〇
年
代
ま
で
の
時
期
の
諸
国
の
関
係
は
、
唐
の
対
外
政
策

（
お
そ
ら
く
罵
緊
支
配
政
策
）
が
っ
く
り
だ
す
政
治
的
枠
組
み
の
規
定
性
を

想
定
し
な
け
れ
ば
十
全
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
七
世
紀
末
、

新
羅
を
含
む
唐
の
周
辺
諸
族
の
政
治
的
独
立
の
動
き
は
こ
の
政
策
の
破
綻
か

ら
生
じ
る
が
、
日
本
の
律
令
国
家
の
形
成
は
唐
の
政
治
的
枠
組
み
内
部
で
の

新
羅
へ
の
対
抗
関
係
に
強
く
規
定
さ
れ
な
が
ら
遣
使
は
一
度
も
な
い
の
で
あ

る
。
氏
は
こ
の
時
期
の
日
本
を
、
　
「
唐
を
中
心
と
す
る
国
際
的
政
治
世
界
か

ら
は
孤
立
し
て
い
た
」
と
明
言
さ
れ
る
が
、
大
宝
律
令
の
制
定
と
同
時
に
次

の
遣
使
が
行
わ
れ
る
の
を
見
る
と
、
果
し
て
「
孤
立
」
と
い
っ
て
よ
い
の
か

ど
う
か
、
や
や
不
安
が
あ
る
。

　
第
三
章
「
白
村
江
の
戦
い
と
律
令
制
の
成
立
」
は
、
ま
ず
百
済
派
遣
軍
の

軍
隊
構
成
に
つ
い
て
、
将
軍
相
互
の
関
係
が
「
官
僚
的
指
揮
系
統
」
を
も
た

ず
、
各
将
軍
の
自
立
性
が
残
さ
れ
、
全
体
と
し
て
「
豪
族
連
合
軍
的
な
粗
野

な
結
合
」
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
部
隊
の
内
部
の
編
成
は
、
e
畿
内
豪
族
軍
と

地
方
豪
族
軍
と
が
あ
り
、
⇔
前
者
は
六
世
紀
末
の
物
部
守
屋
の
そ
れ
と
同
じ

「
家
内
奴
隷
軍
」
、
後
老
は
「
国
造
制
を
媒
介
に
編
成
」
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
ヤ
マ
ト
政
権
が
な
ぜ
百
済
に
出
兵
し
た

か
は
な
ぜ
律
令
体
制
を
樹
立
し
た
か
と
不
可
分
だ
と
の
観
点
か
ら
、
権
力
内

部
の
危
機
を
外
圧
に
転
化
し
、
こ
れ
を
利
用
し
て
権
力
を
集
中
す
る
方
針
が

前
者
、
全
支
配
体
制
を
律
令
法
に
よ
り
組
織
し
、
中
央
集
権
的
官
僚
国
家
を

成
立
さ
せ
る
方
針
が
後
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
六
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
天
皇
家
お
よ
び
畿
内
豪
族
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る

政
権
抗
争
に
対
し
、
こ
れ
を
統
制
し
安
定
さ
せ
る
現
実
的
・
歴
史
的
条
件
は

天
皇
を
中
心
と
す
る
権
力
の
集
中
し
か
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
の
た
め
の
危
機

な
い
し
緊
張
状
態
を
つ
く
り
出
す
の
に
、
対
外
問
題
が
利
用
さ
れ
た
こ
と
な

ど
、
す
こ
ぶ
る
説
得
力
に
當
む
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
私
一
己
と
し
て
は
、

七
世
紀
初
葉
と
中
葉
と
の
倭
国
の
戦
争
計
画
の
理
解
に
多
大
の
示
唆
を
受
け

た
。
た
だ
、
ヤ
マ
ト
政
権
が
権
力
集
中
の
た
め
に
対
外
的
緊
張
を
も
り
上
げ

る
の
に
「
任
那
の
復
興
」
　
「
任
那
の
調
の
実
現
」
と
い
っ
た
「
政
治
的
ス
ロ

ー
ガ
ン
」
を
掲
げ
た
こ
と
を
、
鬼
頭
氏
の
よ
う
に
、
　
「
任
那
の
調
」
欠
失
が

ヤ
マ
ト
政
権
に
と
り
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
は
「
ヤ
マ
ト
政

権
の
基
礎
が
貢
納
制
」
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
わ
れ
る
の
に
は
、
ま
だ
疑
問

が
残
る
。
た
し
か
に
ヤ
マ
ト
王
権
は
、
旧
弁
韓
地
域
の
小
国
を
最
も
早
く
か

ら
代
表
す
る
狗
邪
国
（
南
加
羅
）
の
名
を
冠
し
た
名
目
的
な
調
奴
納
の
正
嶺

性
を
、
朝
鮮
の
政
治
情
勢
に
介
入
す
る
場
合
、
し
ば
し
ば
掲
げ
て
い
る
。
そ

れ
が
、
政
治
的
支
配
階
級
の
内
部
分
裂
を
統
一
す
る
必
要
か
ら
企
画
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
そ
の
た
め
に
海
外
の
情
況
を
大
い
に
利
用

し
た
こ
と
は
、
か
な
り
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
「
任
那
の
調
」
は
口

実
と
し
て
留
保
さ
れ
た
歴
史
的
根
拠
だ
と
わ
か
っ
て
も
、
直
ち
に
調
受
納
そ

の
も
の
が
ヤ
岬
、
ト
政
権
に
と
っ
て
必
須
だ
っ
た
と
ま
で
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
白
村
江
の
戦
争
へ
の
軍
事
力
投

入
の
理
由
ま
で
そ
の
延
長
線
上
で
処
理
さ
れ
る
の
に
は
、
な
お
少
な
か
ら
ぬ
　
鋤
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不
安
が
残
る
。
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四

　
第
三
部
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
三
つ
の
章
は
、
全
体
と
し
て
、
　
「
任
那
の

調
」
の
歴
史
的
根
拠
の
究
明
で
あ
る
。
一
章
「
加
羅
諸
国
の
史
的
発
展
に
つ

い
て
」
で
は
、
　
『
三
国
遺
事
』
　
『
三
国
史
記
』
　
『
日
本
書
紀
』
の
加
羅
諸
国
」

関
係
史
料
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
に
、
逐
一
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
鬼
頭

氏
は
、
加
羅
諸
国
で
、
三
世
紀
の
『
魏
志
』
に
書
か
れ
た
段
階
に
停
滞
し
て

い
た
わ
け
で
な
く
、
ア
ジ
ア
的
共
同
社
会
を
脱
し
て
は
い
な
い
が
、
六
世
紀

は
じ
め
に
は
一
部
に
早
岐
層
の
分
化
と
し
て
政
治
的
身
分
秩
序
が
形
成
さ
れ

つ
つ
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
属
の
考
え
を
、
私
は
積
極
的
に
支
持

し
た
い
。
た
だ
、
こ
れ
は
次
章
に
も
関
係
す
る
こ
と
だ
が
、
　
『
書
紀
』
か
ら
、

加
羅
諸
国
が
外
交
問
題
の
「
合
議
機
関
」
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
の
は
、

解
し
が
た
い
。
氏
は
井
上
秀
雄
氏
「
任
那
日
本
府
の
行
政
組
織
」
（
『
任
那
日
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本
府
と
倭
』
）
を
引
用
さ
れ
る
の
み
だ
が
、
井
上
氏
は
「
任
那
日
本
府
…
」
そ
の

ヘ
　
　
　
へ

も
の
を
日
本
府
卿
の
も
と
に
日
本
府
執
筆
・
任
那
執
事
と
が
置
か
れ
る
「
機

関
」
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
鬼
頭
氏
の
よ
う
に
、

日
本
列
島
の
「
倭
」
か
ら
派
遣
さ
れ
た
官
人
で
構
成
さ
れ
る
「
任
那
倭
府
」

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り

と
「
任
那
畢
岐
等
」
と
が
合
議
機
関
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
も
そ
も
『
書
紀
』
の
「
百
済
本
橋
」
に
よ
る
ら
し
い
記
載
に
は
、

任
那
畢
岐
ら
が
合
議
機
関
を
も
っ
て
い
た
痕
跡
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
井
上
氏
が
の
ち
に
そ
れ
を
「
政
治
集
団
」
　
「
政
治
勢
力
を
結
集
し
て

い
た
政
治
機
関
」
、
　
「
集
団
…
…
（
の
）
臨
時
の
組
織
」
と
改
め
ら
れ
た
の

は
当
然
で
あ
っ
た
。
史
料
か
ら
は
「
合
議
体
」
　
「
合
議
機
関
」
は
復
原
し
え

ぬ
と
思
う
が
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
二
章
「
『
任
那
日
本
府
』
の
検
討
」
は
本
書
の
中
心
で
あ
る
。
氏
は
ま

ず
『
三
国
史
記
』
新
羅
本
紀
の
、
倭
・
加
羅
関
係
記
事
を
取
上
げ
ら
れ
る
。

井
上
秀
雄
氏
の
史
料
系
統
論
に
依
拠
さ
れ
、
ま
た
独
自
の
知
見
も
加
え
ら
れ
、

新
羅
本
紀
に
お
い
て
、
倭
に
関
す
る
記
事
が
五
〇
〇
年
を
も
っ
て
終
り
、
そ

れ
に
か
わ
っ
て
、
加
羅
の
記
事
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
史
実
を
反
陣
し
て
い

る
と
み
ら
れ
る
。
私
も
こ
の
点
に
は
ほ
と
ん
ど
異
論
が
な
い
。
単
に
記
事
が

交
替
す
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
加
羅
の
記
事
が
四
八
一
年
・
九
六
年
中
現
わ

れ
、
そ
れ
は
百
済
王
権
の
一
時
的
減
亡
（
四
七
五
年
）
、
加
羅
国
王
の
南
斉

王
朝
へ
の
遣
使
（
四
七
九
年
）
に
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
想
え
ば
、

倭
の
記
事
が
五
〇
〇
年
を
最
後
に
見
え
な
く
な
る
意
味
は
大
き
い
。

　
次
に
鬼
頭
氏
は
、
中
国
史
料
を
検
討
さ
れ
る
。
本
書
で
整
合
的
説
明
が
与

え
ら
れ
て
呈
示
さ
れ
た
鬼
頭
氏
の
説
の
、
成
否
を
決
定
す
る
の
は
実
は
こ
の

部
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
が
不
確
か
な
ら
ば
、
氏
が
揃
え
ら
れ
た
諸
デ
：

タ
は
、
全
く
別
の
作
業
仮
説
に
そ
っ
く
り
使
え
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
氏

は
、
　
①
三
世
紀
後
半
の
　
『
魏
志
』
韓
伝
・
倭
人
伝
と
五
世
紀
前
半
の
萢
嘩

『
後
漢
書
』
か
ら
、
　
「
倭
は
朝
鮮
半
島
南
部
の
歴
青
韓
国
を
ふ
く
ん
で
お
り
、

そ
れ
が
弁
辰
（
零
墨
憤
盧
国
）
と
接
し
て
い
る
」
と
い
う
の
が
「
三
～
五
世

紀
の
中
国
人
の
認
識
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
」
。
②
と
こ
ろ
が
五

世
紀
後
半
の
『
宋
書
』
で
は
そ
の
よ
う
な
認
識
が
な
く
な
り
、
六
世
紀
初
め

の
『
南
誓
書
』
で
は
加
羅
国
伝
が
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
③
こ
の
よ
う

な
「
史
料
上
の
変
化
に
対
齢
す
る
歴
史
的
事
実
と
は
、
倭
の
朝
鮮
半
島
か
ら

の
退
去
、
加
羅
諸
国
の
自
立
化
の
進
展
」
だ
ろ
う
。
④
右
の
こ
と
は
『
三
国

史
記
』
新
羅
本
紀
の
知
見
と
一
致
す
る
、
と
い
わ
れ
る
。
①
が
確
実
で
な
け

れ
ば
②
以
下
は
他
の
理
解
が
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
な
ん
と
い
っ
て
も
①

の
『
魏
志
』
の
解
釈
が
中
心
で
あ
る
。

　
史
料
は
三
点
で
あ
る
。
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評書

　
①
「
韓
、
在
昌
画
期
之
南
司
東
西
以
レ
海
路
レ
限
、
南
与
レ
倭
鞍
。
方
可
昌
四

　
　
千
里
こ
　
（
韓
伝
総
記
）

　
②
「
其
（
弁
辰
）
漬
慮
国
与
レ
早
起
レ
界
」
（
韓
旗
弁
辰
）

　
③
「
其
（
倭
）
北
岸
狗
邪
韓
国
」
（
倭
人
伝
）

こ
の
三
つ
の
記
述
は
、
井
上
氏
や
鬼
頭
氏
が
処
理
さ
れ
る
と
お
り
、
三
世
紀

後
半
の
中
国
の
史
官
の
認
識
と
し
て
一
括
し
て
取
扱
う
の
が
妥
当
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
朝
鮮
半
島
南
部
に
倭
人
が
居
住
し
て
い
た
と
の
見
解

は
古
く
か
ら
あ
り
、
現
在
で
も
ほ
と
ん
ど
の
論
者
は
そ
う
み
て
い
る
。
井
上

秀
雄
氏
は
そ
の
倭
人
を
実
は
加
羅
人
の
こ
と
と
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
鬼
頭
氏

は
加
羅
人
と
区
別
さ
れ
た
倭
人
と
さ
れ
る
。
倭
人
伝
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
対
馬
（
や
壱
岐
）
の
人
々
は
朝
鮮
半
島
と
九
州
と
の
間
の
海
上
交
通
を

生
活
の
不
可
欠
の
一
部
と
し
て
お
り
、
考
古
資
料
を
参
考
し
て
も
、
南
部
朝

鮮
と
北
部
九
州
と
の
間
に
は
、
人
間
の
移
住
を
も
含
む
交
流
が
、
継
続
的
に

か
な
り
頻
繁
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
上
記
の
史
料
が
倭
人

の
「
進
出
」
と
い
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
か
と
い
え
ば
そ
れ
は
疑
問
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ろ
う
。
ま
し
て
や
鬼
頭
氏
の
よ
う
に
「
『
三
国
志
』
に
み
る
よ
う
に
、
狗
邪

へ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

韓
国
は
倭
の
一
部
で
あ
っ
た
ら
し
い
」
な
ど
と
い
う
の
は
な
ん
と
い
っ
て
も

い
い
過
ぎ
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
第
一
に
、
　
「
狗
邪
韓
国
」
は
「
韓
」
の
一
国
で
あ
り
、
　
「
弁
韓
」
ま
た
は

「
弁
辰
」
　
「
十
二
国
」
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
「
弁
西
之
邪
国
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
倭
の
一
部
で
な
く
韓
の
一
部
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

第
二
に
、
　
『
魏
志
』
で
は
、
　
「
倭
の
地
」
は
、
対
馬
国
に
到
着
し
た
と
こ
ろ

が
ら
始
ま
る
の
で
な
く
、
締
着
国
と
い
う
韓
の
地
を
離
れ
た
と
こ
ろ
が
ら
始

ま
る
。
そ
の
こ
と
は
、
倭
地
の
「
周
旋
可
晶
五
千
余
里
こ
に
は
、
仁
心
か
ら

対
馬
ま
で
の
「
字
余
里
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
帯
方
国
憲
か
ら
蝕
甚
ま

で
「
七
千
余
塵
」
と
距
離
が
掲
げ
ら
れ
、
次
に
そ
こ
か
ら
「
始
一
再
一
海
こ
と
、

始
め
て
倭
地
に
は
い
る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
第
三

に
、
　
『
魏
志
』
東
夷
伝
は
、
諸
藩
域
や
東
夷
諸
国
域
や
諸
種
族
居
住
域
の
相

互
の
間
に
、
一
部
に
い
わ
れ
る
よ
う
な
「
空
白
」
部
分
を
認
め
て
い
な
い
。

夫
余
は
南
は
高
句
麗
、
東
は
把
婁
、
西
は
鮮
卑
に
「
接
」
し
、
北
は
弱
水
で

限
ら
れ
る
。
高
句
麗
は
南
は
朝
鮮
お
よ
び
滅
額
、
東
は
沃
沮
、
北
は
夫
余
に

「
接
」
す
る
。
南
沃
沮
は
東
は
大
海
で
限
ら
れ
、
西
に
は
高
句
麗
の
意
馬
大

山
が
あ
り
、
北
は
捲
婁
お
よ
び
夫
余
、
南
は
滅
豹
に
「
接
」
す
る
。
掘
婁
は

夫
余
の
東
北
に
あ
り
大
海
に
柔
し
、
南
は
北
沃
沮
に
「
接
」
す
る
が
北
限
は

未
詳
。
満
…
は
南
は
辰
韓
、
北
は
高
句
麗
お
よ
び
南
沃
沮
に
「
接
」
し
、
東
は
大

海
で
限
ら
れ
、
西
に
は
朝
鮮
の
地
が
あ
る
。
次
に
、
上
記
史
料
①
の
韓
は
三

方
の
爾
に
あ
り
、
東
と
西
と
は
海
で
限
ら
れ
、
南
は
倭
と
「
接
」
す
、
と
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

わ
け
だ
。
の
み
な
ら
ず
韓
の
地
は
「
方
可
昌
四
千
里
一
」
で
、
そ
の
よ
う
な
朝

　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

鮮
半
島
南
部
に
「
周
旋
可
二
五
千
余
里
二
の
「
意
地
」
が
「
接
」
し
て
い
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
っ
て
、
　
「
『
三
国
志
』
の
認
識
」
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、

毫
末
の
異
見
を
さ
し
は
さ
む
余
地
も
な
く
、
狗
邪
を
含
む
朝
鮮
半
島
は
韓
の

地
で
、
大
韓
海
峡
は
倭
の
地
で
あ
る
。
な
お
三
韓
七
八
国
の
う
ち
、
最
も
南

に
あ
る
の
が
、
史
料
②
の
弁
辰
護
盧
国
で
あ
る
。
こ
の
国
は
、
帯
方
郡
治
・

事
案
・
伊
都
の
コ
ー
ス
か
ら
は
離
れ
て
い
る
も
の
の
韓
の
諸
国
の
最
南
部
を

占
め
て
い
た
ら
し
い
。
護
盧
の
比
定
地
は
異
説
が
あ
る
も
の
の
開
演
島
説
が

ほ
ぼ
動
か
な
い
の
で
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
（
鮎
貝
房
之
進
氏
『
雑
嚢
』
七

の
上
、
末
松
保
和
氏
『
任
那
興
亡
史
』
）
ま
さ
し
く
右
の
意
義
で
の
「
倭
」
と

界
を
接
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
四
に
、
史
料
③
は
、
　
『
翰
苑
』
注
引
『
魏

略
』
に
は
「
其
北
岸
」
の
三
字
が
な
い
。
よ
く
似
た
こ
と
は
韓
伝
に
も
い
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

辰
韓
の
「
国
賊
レ
鉄
、
韓
、
滅
、
学
士
従
取
レ
之
」
は
、
　
『
太
平
御
覧
』
所
引
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へ

『
魏
略
』
で
は
「
韓
・
議
皆
従
市
レ
之
」
と
さ
れ
て
い
る
。
引
用
ま
た
は
写

本
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
　
『
魏
書
』
『
魏
略
』
『
魏
志
』
三
者
の
関
係
か
ら

推
測
す
る
の
に
、
韓
伝
の
「
倭
」
や
倭
人
伝
の
「
其
北
岸
」
は
、
陳
寿
が
加

え
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
葡
者
か
ら
陳
寿
は
倭
が
帯
方
郡
に
属
す
る

こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
い
は
可
能
か
も
し
れ
な

い
が
、
倭
人
が
南
部
朝
鮮
に
居
住
し
て
い
た
の
は
事
実
と
ま
で
拡
張
す
る
こ

と
は
で
き
ま
い
。
ま
し
て
や
後
者
は
、
　
「
北
岸
」
に
こ
の
種
の
用
法
が
あ
る

以
上
（
日
野
開
三
郎
茂
「
北
岸
」
、
『
東
洋
史
学
晒
鯨
）
、
上
述
の
理
解
で
よ

い
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
は
鬼
頭
氏
が
『
魏
志
』
無
難
・
倭
人
伝
の
断
片
的
記
述
か
ら
倭
人
朝

鮮
南
部
居
住
説
を
結
論
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
、
根
拠
が
あ
ま
り
確
実
で
な
い

こ
と
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
史
料
を
離
れ
て
か
り
に
三
～
五
世
紀
に
南
部
朝

鮮
に
倭
人
が
居
住
し
て
い
た
と
し
て
も
、
加
羅
諸
掻
の
自
立
に
よ
り
「
退

去
」
し
た
と
い
う
の
は
か
な
り
不
自
然
な
想
定
で
あ
っ
て
、
単
な
る
移
住
な

ら
二
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
彼
地
で
混
血
を
重
ね
れ
ば
そ
れ
は
も
は
や
韓

人
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
「
加
羅
諸
国
の
政
治
的
自
立
」
に
よ
り
「
撤
退
」

す
る
状
態
、
ま
た
「
倭
の
後
継
王
朝
」
が
「
調
」
を
要
求
し
う
る
状
態
、

「
旧
加
羅
諸
国
全
体
が
倭
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
貢
納
制
」
、
す
な
わ
ち
牛

偏
に
お
い
て
倭
人
の
政
治
的
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
と
、
鬼
頭
氏
は
考
え
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
（
一
方
で
加
羅
の
自
立
で
「
退
去
」
し
た
と
い
わ

れ
、
他
方
で
朝
鮮
が
「
母
国
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
は

は
っ
き
り
し
な
い
が
）
。
少
な
く
と
も
五
世
紀
後
半
に
、
弁
韓
諸
国
が
一
括

し
て
単
一
の
支
配
体
系
の
も
と
に
鐙
か
れ
た
蓋
然
性
は
濃
厚
で
あ
る
が
、
主

体
が
ヤ
マ
ト
王
権
で
あ
っ
た
と
ま
で
は
史
料
的
に
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
、

一
方
、
六
世
紀
前
半
に
、
ヤ
マ
ト
王
権
が
、
右
の
支
配
体
系
の
処
置
に
つ
い

て
歴
史
的
な
正
当
性
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
で
あ
っ
て
、
従
来
は

そ
こ
か
ら
前
者
の
主
体
を
逆
推
し
て
い
た
の
だ
と
理
解
す
る
。
鬼
頭
氏
が
そ

の
弱
点
を
つ
か
れ
た
の
は
正
当
で
あ
る
が
、
私
に
は
全
く
別
の
仮
説
も
成
立

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
次
に
「
倭
」
と
「
ヤ
マ
ト
王
権
」
と
の
関
係

を
み
て
み
る
。

　
こ
の
章
で
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
　
「
ヤ
マ
ト
政
権
」
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。

こ
の
点
は
佐
伯
有
清
氏
が
詳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
簡
単

に
し
て
お
く
。
　
「
倭
か
ら
の
派
遣
官
」
と
い
わ
れ
る
が
、
派
遣
主
体
は
ヤ
マ

ト
政
権
で
な
く
「
倭
」
だ
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
派
遣
官
」
は
、
六

世
紀
初
め
か
ら
、
五
五
三
年
ご
ろ
の
「
的
臣
」
の
死
ま
で
続
い
て
い
る
と
す

べ
き
だ
。
氏
が
、
欽
明
以
後
「
ヤ
マ
ト
政
権
」
が
日
本
列
島
を
統
一
し
て
い

っ
た
が
、
な
お
十
分
で
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
れ
に
関
係
す
る
の
だ

ろ
う
が
、
六
世
紀
三
〇
～
四
〇
年
代
の
「
倭
」
と
は
な
に
な
の
か
。

　
鬼
頭
氏
は
「
百
済
本
号
」
に
よ
る
『
欽
明
紀
』
の
記
述
の
う
ち
、
百
済
聖

明
王
が
遣
使
し
て
種
々
の
外
交
攻
勢
を
か
け
る
対
象
、
す
な
わ
ち
『
紀
匝
で

は
欽
明
天
皇
と
さ
れ
て
い
る
人
物
、
　
「
ヤ
マ
ト
政
権
と
は
別
の
政
治
主
体
」

の
首
長
が
、
六
世
紀
半
ば
に
も
「
日
本
列
島
」
の
ど
こ
か
に
実
在
し
た
と
考

え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
勢
力
の
所
在
に
つ
い
て
は
、
大
王
欽
暁
の

ヤ
マ
ト
政
権
に
よ
る
九
州
へ
の
進
出
が
始
ま
る
（
い
わ
ゆ
る
磐
井
の
反
乱
）

と
か
、
第
三
章
「
六
世
紀
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
と
日
本
」
に
お
い
て
、
　
「
六

世
紀
後
半
で
も
」
　
「
ま
だ
九
州
勢
力
の
＝
兀
的
統
一
は
、
ヤ
マ
ト
政
権
は
完

成
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
　
「
倭
」
の
勢
力
が
「
北
九
州

の
も
の
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
が
」
、
三
世
紀
後
半
の
『
魏
志
』
の
記

述
を
史
料
的
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
に
は
、
や
は
り
九
州
と
考
え
て
い
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
で
は
、
「
任
那
の
倭
府
」
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評

に
な
ぜ
筑
後
の
的
臣
、
吉
備
の
吉
備
臣
、
河
内
の
河
内
直
が
派
遣
さ
れ
て
い

る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
た
ぶ
ん
鬼
頭
氏
は
、
　
「
醤
済
本
記
」
の
「
品
格
麻

致
」
　
「
意
斯
移
麻
」
「
（
物
部
）
至
至
（
連
）
」
「
（
津
守
連
）
己
三
三
脆
」
「
為

奇
」
　
「
烏
胡
肢
」
「
既
酒
」
「
阿
比
多
」
な
ど
は
、
ど
の
地
の
い
か
な
る
族

団
に
比
定
す
る
か
確
証
が
な
い
と
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
が
、
　
「
吉
備

氏
や
河
内
直
氏
な
ど
は
、
倭
の
派
遣
官
僚
」
と
い
わ
れ
る
う
ち
の
後
者
、

「
加
不
至
費
直
」
だ
け
は
ど
う
し
て
も
、
　
「
ヤ
マ
ト
政
権
と
直
接
的
な
つ
な

が
り
は
な
い
」
こ
と
を
証
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
佐
伯
有
清
氏
も
一
部
分
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
氏
の
仮
説
は
、
金
錫

亨
氏
の
「
分
国
論
」
を
批
判
す
る
の
に
、
古
田
武
彦
氏
・
井
上
秀
雄
氏
の
説

の
強
い
影
響
の
も
と
、
三
品
彰
英
茂
の
説
を
修
正
さ
れ
た
も
の
と
い
う
性
質

が
強
く
、
結
果
的
に
「
大
和
朝
廷
の
南
部
朝
鮮
経
営
」
を
「
倭
」
　
（
た
ぶ
ん

九
州
の
）
に
お
き
か
え
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
原
因
は
、
鬼
頭
氏

が
、
　
〃
九
州
王
朝
”
説
の
中
国
史
料
の
解
釈
や
、
金
石
資
料
・
考
古
資
料
の

理
解
の
誤
り
を
批
判
検
討
さ
れ
ず
、
五
世
紀
後
半
の
西
日
本
の
政
治
構
造
を

あ
い
ま
い
に
さ
れ
た
ま
ま
の
立
論
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
。

　
以
上
、
鬼
頭
清
明
氏
の
学
問
的
労
作
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と

で
継
承
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
後
学
と
し
て
、
な
れ
あ
い
的
な
世
辞
を
排
し
、

か
な
り
率
直
に
批
評
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
氏
の
基
本
構
想
を
疑
問
視
す
る

結
果
に
な
っ
た
が
、
学
問
上
の
問
題
ゆ
え
こ
れ
は
致
し
か
た
な
い
。
鬼
頭
氏

の
反
批
判
を
う
け
て
今
後
の
勉
強
に
生
か
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ

る
。
　
（
一
九
七
七
年
三
月
）

　
　
　
　
（
A
5
判
　
三
三
四
頁
　
　
九
七
穴
年
六
月
校
倉
書
房
　
四
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
立
命
館
大
学
助
教
授
　
京
都

衣
　
笠
　
安
　
喜
　
著

『
近
世
儒
学
思
想
史
の
研
究
』

一

辻
　
本
　
雅
　
史

　
本
書
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
に
研
究
活
動
に
入
ら
れ
た
著
者
の
、
主
と
し

て
近
世
儒
学
思
想
史
関
係
の
主
要
な
論
文
を
収
め
た
論
文
集
で
あ
る
。
本
書

は
大
き
く
三
部
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
－
部
「
近
世
儒
学
思
想
の
成
立
」

は
主
に
十
七
世
紀
を
扱
っ
て
お
り
、
第
一
章
「
朱
子
学
と
幕
藩
制
社
会
」
は
、

林
羅
山
と
貝
原
益
軒
の
思
想
分
析
を
通
し
て
、
儒
学
思
想
と
幕
藩
制
社
会
の

構
造
的
特
質
と
の
関
連
が
考
察
さ
れ
る
。
第
二
章
「
儒
学
の
諸
理
念
と
そ
の

社
会
的
機
能
」
で
は
、
鳴
門
学
派
の
分
析
と
近
世
に
お
け
る
部
落
差
別
思
想

が
論
じ
ら
れ
る
。
主
に
十
八
世
紀
を
扱
っ
た
第
－
部
「
儒
学
思
想
の
諸
展
開
」

で
は
、
第
一
章
「
折
衷
学
派
の
歴
史
的
性
格
」
で
折
衷
学
派
が
単
身
学
の
解

体
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
具
体
的
に
は
太
宰
春
台
・
井
上
口
舌
・
片
山
兼

山
・
細
井
平
坐
と
い
っ
た
主
と
し
て
折
衷
学
派
の
思
想
展
開
と
そ
の
社
会
的

性
格
が
考
察
さ
れ
る
。
第
二
章
「
文
入
の
思
想
」
は
、
近
世
中
期
の
儒
学
を

文
化
と
の
関
わ
り
の
中
で
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
維
新
期
ま
で
の
十
九

世
紀
を
扱
っ
た
第
皿
部
「
幕
末
維
新
期
の
儒
学
思
想
」
の
第
一
章
「
幕
末
儒

学
思
想
の
基
調
」
で
は
、
寛
政
異
学
の
禁
の
思
想
史
的
意
義
と
陽
明
学
系
の

佐
藤
一
斎
・
大
塩
中
斎
と
古
学
系
の
広
瀬
淡
窓
の
分
析
に
よ
り
、
幕
末
儒
学

思
想
の
一
般
的
傾
向
が
示
さ
れ
、
第
二
章
「
幕
宋
に
お
け
る
変
革
の
論
理
」
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