
古
代
に
恥
け
る
国
境
の
形
成
と
日
本

は
じ
め
に

国
家
と
国
家
を
区
切
る
国
境
が
明
確
な
国
境
線
ハ
ず
白
血
O
F
σ
。ロロ'

apH15と
な
る
の
は
、
近
代
に
お
け
る
国
民
国
家
の
形
成
に
よ
る
も
の

で
、
そ
れ
以
前
は
漠
然
と
し
た
広
が
り
を
も
っ
た
境
界
領
域

Q
Bロa

2
0
6
と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

ま
た
、
古
代
国
家
の
国
境
に
つ
い
て
研
究
を
す
す
め
て
い
る
ブ
ル

l

九
・
パ

1
ト
ン
氏
は
、
国
境
と
は
、
境
界
の
一
種
で
、
具
体
的
に
国
家

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
社
会
集
団
を
そ
の
外
部
環
境
か
ら
区
切
る
も

の
、
国
境
の
機
能
と
は
、
国
境
を
媒
介
と
す
る
人
・
物
・
情
報
の
移
動

の
管
理
で
あ
る
と
定
義
し
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
が
区
切
る
社
会
集
団

(
国
家
)
を
維
持
す
る
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
日

2 

大

日

方

克

己

本
の
場
合
、
律
令
国
家
の
成
立
に
よ
り
国
家
領
域
が
固
定
化
し
、
国
境

へ
の
認
識
が
高
ま
っ
て
国
境
に
対
す
る
中
央
政
府
の
支
配
願
望
も
生
ま

れ
、
律
令
国
家
の
国
境
を
管
理
す
る
た
め
に
大
宰
府
が
設
置
さ
れ
た
と

(
2
)
 

い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

国
境
の
存
在
形
態
は
歴
史
的
に
変
動
す
る
が
、
国
境
が
国
家
に
編
成

さ
れ
た
集
団
と
他
集
団
と
の
境
界
で
、
相
互
の
交
通
と
の
関
係
で
問
題

に
な
る
と
の
認
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
国
境
と
し
て
の
境
界
領
域
の
構

造
、
交
通
の
管
理
・
統
制
と
そ
の
特
色
を
検
討
し
、
そ
れ
が
律
令
国
家

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
「
日
本
」
の
成
立
と
ど
の
よ
う

に
か
か
わ
っ
て
い
た
か
考
え
て
み
た
い
。

律
令
の
国
境
規
定



律
令
規
定
の
な
か
で
、
国
境
が
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
、
位
置
づ
け

ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
律
令
国
家
の
基
本
理
念
を

明
ら
か
に
す
る
作
業
で
も
あ
る
。
そ
れ
を
抜
き
に
、
国
境
を
越
え
る
交

通
の
展
開
や
、
国
境
を
相
対
化
す
る
動
き
の
指
摘
を
し
て
も
、
そ
の
意

味
が
不
明
確
と
な
る
。

律
令
法
の
な
か
で
、
国
境
に
関
す
る
規
定
は
、
唐
律
令
を
継
受
し
て

主
に
衛
禁
律
・
軍
防
令
・
関
市
令
の
な
か
に
論
理
的
に
配
置
さ
れ
て
い

る。
唐
衛
禁
律
は
全
ゴ
一
三
条
中
、
後
半
の
倒
的

l
ω
条
が
、
城
鎮
や
関
津
に

お
け
る
交
通
規
制
を
犯
し
た
場
合
の
罪
の
規
定
、
鈎

?"ω
条
が
国
境
関

係
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
ぬ
賓
禁
私
物
度
関
条
の
前
半
で
禁

物
を
所
持
し
て
関
津
を
私
度
す
る
罪
、
後
半
で
域
外
禁
輸
物
を
も
っ
て

私
度
し
た
場
合
の
罪
を
定
め
る
。
疏
議
で
関
市
令
を
引
用
し
て
、
北

辺
・
西
辺
の
関
を
越
え
て
持
ち
出
す
こ
と
を
禁
じ
た
物
品
を
列
挙
し
て

い
る
の
で
、
国
境
の
関
の
私
度
を
含
ん
だ
規
定
で
あ
る
。
況
越
度
縁
辺

関
塞
条
は
、
縁
辺
の
関
を
越
度
す
る
罪
、
官
許
を
得
な
い
私
貿
易
を
お

こ
な
う
罪
、
禁
兵
器
を
国
外
へ
渡
す
罪
、
化
外
人
と
婚
姻
す
る
罪
、
遣

外
使
節
が
私
貿
易
を
お
こ
な
う
罪
を
規
定
す
る
。
疏
議
に
よ
れ
ば
、
縁

辺
関
塞
は
「
以
隔
華
夷
」
と
し
て
お
り
、
国
境
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

沼
縁
辺
城
戊
条
は
、
縁
辺
城
戊
に
お
い
て
外
姦
内
入
と
内
姦
外
出
を
見

逃
す
罪
、
姦
人
の
出
入
阻
止
に
お
い
て
兵
力
不
足
で
も
近
傍
の
城
戊
に

援
助
を
求
め
な
い
罪
、
と
も
に
捕
捉
し
な
い
罪
、
姦
冠
者
を
取
り
逃
が

す
罪
を
規
定
す
る
。
軍
事
・
治
安
維
持
面
で
の
国
境
規
定
と
な
っ
て
い

る
。
お
蜂
候
不
警
条
は
、
蜂
候
が
警
戒
を
お
こ
た
り
、
冠
賊
が
辺
を
犯

し
て
も
峰
憶
を
あ
げ
な
か
っ
た
り
、
あ
げ
る
量
が
少
な
い
罪
を
規
定
す

る
。
い
ず
れ
の
条
文
も
国
境
の
向
こ
う
に
別
の
人
間
集
団
が
存
在
し
、

そ
れ
と
の
国
境
を
越
え
た
交
通
関
係
を
規
制
す
る
規
定
と
し
て
捉
え
ら

れ
る
。こ

う
し
た
国
境
規
定
は
周
辺
諸
国
に
も
継
承
さ
れ
、
日
本
も
そ
の
例

外
で
は
な
か
っ
(
幻
。
日
本
律
は
、
縁
辺
城
戊
条
と
蜂
候
不
警
条
に
つ
い

て
は
量
刑
部
分
を
の
ぞ
い
て
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
継
受
し
て
い
る
。
問
題
は

現
行
の
養
老
律
広
橋
家
本
に
は
、
費
禁
私
物
度
関
条
と
越
度
縁
辺
関
塞

条
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
賓
禁
私
物
度
関
条
は
存
在
を
示
す
明

証
が
な
バ

F
、
越
度
縁
辺
関
塞
条
は
、
広
橋
家
本
の
脱
漏
で
、
相
当
規

定
は
存
在
し
た
と
考
え
ら
九
一
犯
。
論
理
的
に
は
、
当
該
条
は
国
境
の
出

入
に
関
す
る
規
定
で
、
統
治
領
域
の
画
定
や
支
配
地
域
内
の
治
安
維
持

を
図
る
意
味
か
ら
も
、
あ
ら
か
じ
め
法
制
化
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の

で
あ
り
、
日
本
国
外
へ
の
自
由
な
交
通
を
規
制
す
る
規
定
と
し
て
存
在

し
た
蓋
然
性
が
高
い
。

衛
禁
律
の
罪
刑
規
定
に
対
応
す
る
令
規
定
が
関
市
令
と
軍
防
令
に
み

え
る
。
関
市
令
は
、
①
関
津
に
よ
る
交
通
の
管
理
・
規
制
、
②
諸
蕃
と

の
交
通
規
制
に
関
す
る
規
定
、
③
市
に
お
け
る
交
易
の
規
定
を
お
く
。

こ
の
う
ち
②
が
国
境
を
越
え
る
人
・
物
の
移
動
に
か
か
わ
る
規
定
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
6
弓
箭
条
は
弓
箭
兵
器
を
諸
蕃
と
市
で
交
易
す
る
こ
と

3 



を
禁
止
し
、
東
辺
・
北
辺
に
は
鍛
冶
を
置
か
な
い
と
す
る
。
東
辺
・
北

辺
と
は
陸
奥
・
出
羽
で
(
紅
葉
山
文
庫
本
令
義
解
裏
書
所
引
集
解
古
記

説
)
、
蝦
夷
を
念
頭
に
、
兵
器
製
作
に
不
可
欠
な
鍛
冶
は
国
境
地
帯
に

は
置
か
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
条
前
段
と
あ
わ
せ
、
兵
器
の
国

外
流
出
を
禁
止
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。

7
蕃
客
条
は
、
蕃
客
が
搬

入
す
る
物
品
に
つ
い
て
関
を
通
じ
た
管
理
規
定
で
あ
り
、

8
官
司
条
は

・
諸
蕃
と
の
交
易
に
つ
い
て
官
司
の
優
先
権
を
規
定
し
、
私
人
の
自
由
な

交
易
を
規
制
す
る
。

9
禁
物
条
は
、
禁
物
の
境
外
へ
の
搬
出
を
禁
止
す

る
も
の
で
、
蕃
客
に
勅
に
よ
り
賜
与
さ
れ
た
も
の
は
例
外
と
す
る
と
し

て
い
る
の
で
、
こ
の
境
外
は
日
本
国
外
を
想
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
対
応
す
る
唐
令
条
文
の
存
否
は
不
明
だ
が
、
唐
衛
禁
律
賓

禁
私
物
度
関
条
疏
議
か
ら
、
「
諸
錦
綾
羅
穀
紬
綿
絹
総
布
驚
牛
尾
真
珠

金
銀
鉄
。
並
不
得
度
西
辺
北
辺
諸
関
。
及
至
縁
辺
諸
州
輿
易
」
と
い
う

西
辺
・
北
辺
国
境
の
諸
関
を
越
え
る
物
の
移
動
の
禁
止
規
定
が
唐
関
市

令
に
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
規
定
は
養
老
関
市
令
に
は
そ
の

ま
ま
継
受
さ
れ
て
い
な
い
が
、

9
禁
物
条
が
そ
れ
に
相
当
す
る
か
も
し

れ
な
い
。

養
老
軍
防
令
で
は
全
七
六
条
中
位
条
以
降
が
軍
事
的
な
国
境
守
衛
に

か
か
わ
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
ρ

ま
ず
臼
辺
城
門
条
で
は
、
養
老
衛
禁

律
縁
辺
城
戊
条
に
「
国
境
縁
辺
。
皆
有
城
戊
」
と
あ
る
よ
う
な
国
境
地

帯
の
辺
城
門
の
開
閉
に
つ
い
て
規
定
す
る
。
日
城
陸
条
は
、
域
陵
の
修

理
規
定
、
日
刊
置
関
条
は
関
の
設
置
と
兵
士
に
よ
る
守
衛
規
定
で
、
論
理
的

に
は
国
境
地
帯
の
城
や
関
も
包
摂
さ
れ
る
。
日
防
入
向
防
条
J
m
w
休
暇

条
ま
で
は
防
人
関
係
で
、
西
辺
の
国
境
警
備
規
定
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
似
蕃
使
出
入
条
は
、
蕃
使
の
出
入
や
囚
徒
・
軍
物
の
逓

送
に
近
辺
の
兵
士
を
防
援
に
あ
て
る
規
定
。

mw
縁
辺
諸
郡
人
居
条
は
、

東
辺
・
北
辺
・
西
辺
の
縁
辺
諸
郡
人
は
城
壁
中
に
安
置
す
る
規
定
。

mw

置
峰
条
J
祁
条
放
蜂
条
ま
で
は
峰
火
の
規
定
で
、
衛
禁
律
峰
候
不
警
条

に
対
応
す
る
。

mw
有
賊
入
境
条
に
あ
る
よ
う
に
、
賊
の
侵
入
に
対
す
る

緊
急
情
報
伝
達
手
段
と
し
て
蜂
火
が
設
置
さ
れ
、
職
員
令
大
国
条
の
国

守
職
掌
に
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
国
司
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
。

日
本
律
令
に
お
い
て
「
辺
」
と
表
現
さ
れ
る
国
境
の
概
念
が
唐
律
令

か
ら
継
受
さ
れ
、
国
境
は
、
そ
こ
を
越
え
る
自
由
な
交
通
を
人
と
物
の

移
動
の
面
で
禁
止
し
、
外
部
に
対
す
る
軍
事
的
守
衛
地
域
と
し
て
律
令

規
定
上
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

国
境
を
越
え
る
人
の
移
動
に
つ
い
て
、
と
く
に
大
陸
と
の
交
通
は
、

一
O
世
紀
の
初
頭
に
一
般
個
人
の
海
外
渡
航
を
禁
止
し
「
鎖
国
」
的
政

策
を
う
ち
だ
す
に
い
た
っ
た
と
い
う
通
説
的
理
解
が
あ
る
が
、
衛
禁
律

越
度
縁
辺
関
塞
条
の
存
在
に
よ
り
、
律
令
国
家
成
立
当
初
か
ら
「
渡
海

禁
制
」
の
よ
う
な
個
人
の
自
由
な
出
国
禁
止
が
原
則
と
し
て
う
ち
だ
さ

れ
て
い
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
関
市
令
・
軍
防
令
規
定
で

は
、
コ
一
関
の
み
な
ら
ず
、
圏
内
の
境
に
も
関
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
通
過

に
は
国
司
の
発
行
す
る
過
所
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
現
実
に
多
数
の

関
が
設
置
さ
れ
、
過
所
が
発
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
近
年
の
過
所
木

4 



簡
の
出
土
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
律
令
国
家
は
人
民
の
自
由
な
交

通
の
範
囲
を
、
戸
籍
・
計
帳
に
登
録
さ
れ
た
本
貫
地
の
郡
内
、
最
大
で

も
そ
の
圏
内
に
限
定
し
よ
う
と
し
た
本
貫
地
主
義
を
と
っ
て
お
り
、
交

(
9
)
 

通
に
一
定
の
枠
を
は
め
、
管
理
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
交
通
の
管
理
・

規
制
が
律
令
国
家
支
配
の
原
則
で
あ
る
な
ら
、
な
お
の
こ
と
国
境
を
越

え
た
日
本
国
外
と
の
交
通
も
規
制
と
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
法
論
理
と
し
て
は
「
渡
海
禁
制
」
だ
け
で
な
く
、
日

本
列
島
の
南
北
に
想
定
さ
れ
る
国
境
領
域
と
し
て
の
「
辺
」
を
越
え
る

交
通
の
管
理
・
規
制
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
次

に
各
辺
域
と
交
通
規
制
を
具
体
的
に
検
討
し
て
み
た
い
。

国
境
と
し
て
の
辺
の
構
造
と
交
通
の
管
理

、、E
，J

司

i(
 
辺
要
と
辺
遠

国
境
を
ひ
か
え
た
地
域
概
念
と
し
て
辺
要
、
辺
遠
、
辺
戊
あ
る
い
は

北
辺
・
東
辺
・
西
辺
が
あ
る
。

賦
役
令
辺
遠
国
条
は
、
辺
遠
国
内
の
「
夷
人
雑
類
」
に
対
す
る
調
役

賦
課
が
一
般
公
民
と
異
な
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
唐
令
の
夷
狭
雑
類
を

包
摂
し
た
辺
遠
諸
州
を
継
受
し
た
も
の
で
、
「
夷
人
雑
類
」
居
住
地
を
含

ん
で
辺
遠
国
が
編
成
さ
れ
た
。
「
夷
人
雑
類
」
と
は
異
民
族
集
団
と
し

て
認
識
さ
れ
た
人
タ
を
さ
し
、
集
解
古
記
は
毛
人
・
肥
人
・
阿
麻
弥
を

列
挙
し
て
い
る
。
隼
人
に
つ
い
て
の
古
記
の
解
釈
は
歯
切
れ
が
悪
い
。

後
述
す
る
よ
う
に
隼
人
は
異
民
族
集
団
と
さ
れ
な
が
ら
夷
秋
で
は
な
か

っ
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
律
令

国
家
の
負
担
体
系
は
多
元
的
民
族
構
成
を
前
提
と
し
た
も
の
に
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
辺
遠
国
と
は
具
体
的
に
は
そ
れ
ら
異
民
族
集
団
を
含

む
陸
奥
・
出
羽
・
薩
摩
・
大
隅
・
多
撤
な
ど
の
諸
国
嶋
を
さ
し
て
い

た。
辺
要
は
、
養
老
仮
寧
令
官
人
遠
任
条
に
み
え
、
集
解
古
記
は
任
が
辺

要
に
あ
る
例
と
し
て
、
壱
岐
・
対
馬
・
陸
奥
・
出
羽
を
あ
げ
て
い
る
。

軍
事
的
対
応
を
含
め
た
国
境
を
管
理
す
る
諸
国
と
考
え
ら
れ
る
。
八
世

記
前
半
に
は
陸
奥
・
出
羽
と
大
宰
府
管
内
が
辺
要
と
さ
れ
て
い
た
が
、

大
宰
府
管
内
で
は
と
く
に
壱
岐
・
対
馬
と
薩
摩
・
大
隅
・
多
撤
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
陸
奥
・
出
羽
は
蝦
夷
の
領
域
と
の
、
壱
岐
・
対
馬
は
新

羅
と
の
、
薩
摩
・
大
隅
・
多
徴
は
南
島
と
の
国
境
を
ひ
か
え
辺
要
と
さ

れ
て
い
た
。
九
世
紀
に
は
薩
摩
・
大
隅
な
ど
が
辺
要
か
ら
は
ず
れ
、
か

わ
っ
て
隠
岐
や
佐
渡
が
辺
要
に
加
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
、
辺
要
国
の

範
囲
は
変
動
し
た
。
各
時
期
の
対
外
関
係
へ
の
対
応
を
背
景
と
し
て
い

る。
『
続
日
本
紀
』
や
格
の
例
で
は
、
辺
要
腕
、
辺
縁
に
あ
っ
て
軍
事
的
に

重
要
な
位
置
に
あ
る
諸
国
を
さ
し
て
い
る
。
職
員
令
大
国
条
規
定
の
国

守
職
掌
は
、
陸
奥
・
出
羽
・
越
後
に
「
饗
給
。
征
討
。
斥
候
」
、
壱
岐
・

対
馬
・
日
向
・
薩
摩
・
大
隅
に
「
鎮
拝
。
防
守
。
蕃
客
帰
化
」
を
あ
げ

5 



て
お
り
、
こ
れ
ら
諸
国
が
辺
要
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
辺
要
と
し
て
の
具
体
的
な
職
務
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

方
位
に
基
づ
く
律
令
国
家
の
交
通
路
と
地
域
編
成
原
理
に
よ
っ
て
、

東
辺
は
東
海
・
東
山
道
、
北
辺
は
北
陸
道
、
西
辺
は
西
海
道
の
終
着
点

で
、
国
外
・
異
域
の
人
間
集
団
と
対
峠
す
る
と
認
識
さ
れ
た
。
南
海
道

の
終
着
点
は
南
辺
と
な
る
は
ず
だ
が
、
軍
防
令
縁
辺
郡
条
集
解
朱
説
が

「
不
云
南
辺
者
。
於
南
元
辺
者
」
と
す
る
よ
う
に
南
辺
の
概
念
は
存
在

し
な
か
っ
た
。
果
て
し
な
い
海
が
広
が
り
、
人
聞
が
居
住
し
て
い
な
い

と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。

こ
れ
と
は
別
に
、
方
位
概
念
と
結
び
つ
い
た
国
境
認
識
と
し
て
、
九

世
紀
に
お
け
る
追
備
の
祭
文
に
表
現
さ
れ
る
疫
鬼
が
追
放
さ
れ
る
日
本

国
の
四
至
認
識
が
あ
る
(
『
儀
式
』
)
。
東
が
陸
奥
、
北
が
佐
渡
、
西
が
値

嘉
、
南
が
土
佐
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
陸
奥
以
外
は
、
東
辺
・
北
辺
・

西
辺
諸
国
と
は
、
ず
れ
て
い
る
。
こ
の
四
至
観
念
は
疫
鬼
の
追
放
さ
れ

る
先
、
疫
鬼
の
世
界
を
示
し
て
お
り
、
現
実
の
人
間
集
団
と
対
峠
す
る

辺
の
概
念
と
は
別
次
元
の
認
識
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
二
つ
の
国
家
の

境
界
認
識
が
重
な
り
あ
う
な
か
で
、
九
世
紀
後
半
以
降
、
日
本
国
外
は

(U) 

織
れ
た
異
域
と
す
る
世
界
観
の
転
換
が
現
れ
て
く
る
。

(2) 

東
辺
・
北
辺
と
交
通
の
統
制

東
辺
を
陸
奥
、
北
辺
を
出
羽
と
す
る
認
識
は
、
本
来
陸
奥
が
東
山
道

に
属
し
、
出
羽
が
越
後
閏
出
羽
郡
を
割
い
て
北
陸
道
の
延
長
に
設
置
さ

れ
た
(
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
〔
七
二
一
〕
年
九
月
己
丑
条
)
こ
と
に
よ
る
。

そ
れ
以
前
は
越
後
が
北
辺
で
あ
っ
た
。
東
辺
・
北
辺
に
接
す
る
の
が
エ

ミ
ン
で
あ
り
、
東
夷
・
北
秋
の
華
夷
思
想
に
も
と
守
つ
い
て
、
蝦
夷
・
蝦

秋
の
語
が
あ
て
は
め
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
陸
奥
と
出
羽
の
管
轄
と
さ
れ

(
辺
)

た
。
本
稿
で
は
通
例
に
し
た
が
っ
て
両
者
を
あ
わ
せ
て
蝦
夷
と
表
現
す

る。
多
賀
城
碑
に
は
「
蝦
夷
国
界
」
が
み
え
、
出
羽
国
が
「
境
接
夷
落
」

と
認
識
さ
れ
る
(
『
文
徳
実
録
』
嘉
祥
三
〔
八
五

O
〕
年
六
月
甲
戊
条
)

よ
う
に
、
郡
に
編
成
さ
れ
た
地
域
の
北
方
は
蝦
夷
の
領
域
と
し
て
意
識

さ
れ
て
い
た
。
陸
奥
・
出
羽
ハ
令
制
当
初
は
こ
れ
に
加
え
越
後
)
は
、
こ

う
し
た
地
域
の
蝦
夷
に
対
し
て
「
饗
給
」
(
大
宝
令
で
は
撫
慰

)
l饗
宴

や
禄
物
の
賜
与
に
よ
る
懐
柔
、
「
征
討
」

l
軍
事
力
に
よ
る
制
圧
、
「
斥

候」

l
動
向
の
探
査
の
三
点
を
政
策
の
基
本
と
し
、
服
従
し
た
蝦
夷
と

柵
戸
移
民
に
よ
る
律
令
支
配
の
拡
大
を
は
か
つ
て
い
る
。

帰
服
し
た
蝦
夷
に
対
し
て
は
本
来
の
集
団
を
基
盤
に
村
と
し
て
把
握

し
、
辺
郡
と
し
て
と
り
こ
ま
れ
た
蝦
夷
も
郡
司
支
配
下
の
移
民
系
住
民

と
は
別
個
に
把
握
さ
れ
た
。
蝦
夷
は
帰
服
し
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
課
役

を
免
除
さ
れ
、
公
民
で
は
な
く
倖
囚
身
分
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。

(
日
)

帰
服
し
た
蝦
夷
の
な
か
に
は
各
地
へ
移
配
さ
れ
た
も
の
も
い
た
。
弘
仁

末
J
天
長
期
に
は
課
役
に
従
い
公
民
化
す
る
停
囚
も
現
れ
は
じ
め
て
い

る
が
、
依
然
と
し
て
停
囚
と
し
て
の
身
分
の
ま
ま
に
お
か
れ
る
も
の
も

少
な
く
な
く
、
公
民
と
異
な
る
差
別
下
に
置
か
れ
て
い
た
。
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こ
う
し
た
蝦
夷
の
移
配
と
柵
戸
の
移
住
、
兵
士
の
移
動
な
ど
、
蝦
夷

の
領
域

l
陸
奥
・
出
羽
|
越
後
・
関
東
以
西
の
人
の
移
動
は
国
家
に
よ

っ
て
管
理
・
規
制
さ
れ
る
こ
と
を
建
前
と
し
た
が
、
物
の
移
動
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

弘
仁
二
(
八
一
一
〉
年
の
和
我
・
稗
縫
・
斯
波
の
建
郡
で
郡
制
拡
大
は

終
了
す
る
が
、
郡
に
編
成
さ
れ
ず
に
残
さ
れ
た
北
方
地
域
に
は
、
幣
伊
・

弐
薩
体
な
ど
の
よ
う
に
村
で
認
識
さ
れ
た
蝦
夷
、
さ
ら
に
津
軽
蝦
夷
、

渡
嶋
蝦
夷
な
ど
の
集
団
区
分
が
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
地
域
の
蝦

夷
集
団
と
律
令
国
家
の
聞
に
は
朝
貢
関
係
が
と
り
む
す
ば
れ
、
朝
貢
蝦

夷
の
領
域
と
し
て
辺
の
外
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
蝦
夷
集
団
は

隷
属
度
の
強
弱
に
応
じ
て
、
七
世
紀
後
半
以
来
、
上
京
朝
貢
と
、
国

府
・
城
柵
へ
の
朝
貢
を
お
こ
な
っ
て
い
た
が
、
宝
亀
五
(
七
七
四
)
年
に

上
京
朝
貢
を
廃
止
し
、
地
方
官
街
朝
貢
に
一
本
化
さ
れ
て
い
る
。
朝
貢

の
場
で
は
蝦
夷
に
対
し
て
饗
宴
、
禄
物
の
賜
与
、
叙
位
等
が
お
こ
な
わ

れ
た
が
、
貢
進
物
の
収
取
の
か
わ
り
に
、
禄
物
と
し
て
多
量
の
布
が
蝦

夷
社
会
に
流
入
し
た
。
『
延
喜
民
部
式
』
交
易
雑
物
条
で
陸
奥
国
・
出

羽
国
交
易
雑
物
と
さ
れ
る
「
葦
鹿
皮
、
独
狩
皮
」
が
蝦
夷
か
ら
入
手
さ

れ
た
も
の
で
、
特
に
出
羽
国
で
は
、
秋
田
城
を
拠
点
に
渡
嶋
蝦
夷
と
の

恒
常
的
な
ぷ
賜
関
係
が
も
た
れ
、
蝦
夷
社
会
へ
は
金
属
器
な
ど
が
も
た

ら
さ
れ
て
い
た
。
地
方
官
衝
は
、
朝
貢
の
場
で
あ
る
と
同
時
に
交
易
の

場
で
も
あ
り
、
律
令
国
家
が
蝦
夷
と
の
物
流
・
交
通
を
独
占
管
理
す
る

場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。

一
方
で
国
司
・
官
人
層
が
そ
の
職
務
に
便
乗
し
て
蝦
夷
と
の
交
易
を

展
開
し
は
じ
め
て
い
た
。
こ
れ
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
管
理
・
独
占
の

維
持
策
と
し
て
う
ち
だ
さ
れ
た
の
が
、
延
暦
J
弘
仁
期
の
王
臣
・
国

司
・
百
姓
ら
の
秋
馬
・
停
奴
牌
な
ど
の
交
易
禁
止
(
『
類
緊
三
代
格
』
延

暦
六
(
七
八
七
〉
年
正
月
二
一
日
官
符
)
、
秋
土
物
の
私
交
易
禁
止
ハ
同
延

暦
二
一
年
六
月
二
四
日
官
符
)
、
陸
奥
・
出
羽
か
ら
の
出
馬
禁
止
(
同
弘

仁
六
(
八
一
五
)
年
三
月
二

O
日
官
符
)
な
ど
の
禁
制
で
あ
り
、
海
道
一

O

駅
の
廃
止
(
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
四
月
乙
酉
条
〉
に
よ
る
陸
奥
国
へ

の
公
的
ル

l
ト
の
東
山
道
一
本
化
で
あ
っ
た
。
同
時
に
諸
国
倖
囚
計
帳

の
造
進
(
同
弘
仁
二
年
三
月
乙
巳
条
)
と
倖
囚
の
当
土
安
置
策
が
う
ち
だ

さ
れ
て
い
る
(
同
年
一

O
月
甲
戊
条
〉
。
こ
れ
ら
一
連
の
政
策
が
、
郡
制

拡
大
終
了
を
う
け
て
辺
郡
の
北
方
を
蝦
夷
の
領
域
と
し
て
固
定
す
る
と

と
も
に
、
倖
囚
を
域
内
に
と
ど
め
、
改
め
て
国
家
に
よ
る
蝦
夷
と
の
交

通
の
管
理
・
独
占
体
制
を
再
編
成
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

蝦
夷
の
領
域
は
国
家
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
国
境
と
し
て
の
境
界
領
域

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

(3) 

西
辺
の
交
通
と
統
制

養
老
職
員
令
に
は
壱
岐
・
対
馬
・
日
向
・
薩
摩
・
大
隅
国
守
の
職
掌

と
し
て
「
鎮
拝
・
防
守
・
蕃
客
帰
化
」
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
西
辺
の

国
境
管
理
機
能
は
大
宰
府
が
統
括
し
、

(
a
〉
隼
人
・
南
島
と
か
か
わ
る

日
向
・
薩
摩
・
大
隅
と
、

(
b
〉
新
羅
と
対
峠
す
る
対
馬
・
壱
岐
の
二
方
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面
に
分
掌
さ
れ
て
い
た
。

ハ
a
〉
隼
人
・
南
島
と
日
向
・
薩
摩
・
大
隅
・
多
撤
当
初
南
九
州
全

域
は
日
向
国
の
管
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
大
宝
二
〈
七

O
二
)

年
に
は
隼
人
・
多
徴
の
反
乱
を
お
し
き
っ
て
造
籍
作
業
に
着
手
し
、
薩

摩
国
が
設
置
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
時
に
多
撤
に
も
国
制
が
施
行
さ
れ
多
撤
嶋

(
鴎
)

が
設
置
さ
れ
た
。
和
銅
六
ハ
七
三
ニ
〉
年
に
は
日
向
国
肝
杯
・
贈
於
・
大

隅
・
姶
羅
四
郡
を
割
い
で
大
隅
国
が
設
置
さ
れ
た
(
『
続
日
本
紀
』
同
年

四
月
己
未
条
〉
。

隼
人
は
、
延
暦
一
九
ハ
八

O
O〉
年
ま
で
は
班
回
が
欠
如
し
(
『
類
緊
国

史
』
同
年
二
一
月
辛
未
条
)
、
完
全
な
公
民
化
は
そ
れ
以
降
に
な
る
と
は

い
え
、
国
郡
制
下
で
編
戸
さ
れ
、
田
地
も
墾
田
と
し
て
把
握
さ
れ
田
租

を
徴
収
さ
れ
る
な
ど
律
令
制
負
担
を
負
っ
た
百
姓
で
あ
っ
た
。
基
本
的

に
は
律
令
国
家
成
立
当
初
か
ら
隼
人
は
国
家
領
域
内
に
百
姓
と
し
て
取

り
込
ま
れ
て
い
た
。
夷
秋
と
し
て
蝦
夷
と
隼
人
を
並
列
す
る
理
解
は
再

検
討
が
必
要
で
あ
り
、
隼
人
は
夷
秋
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
よ
い
。
蝦
夷
に
対
(
抗
す
る
夷
秋
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
南
島
人

に
も
と
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

多
禰
・
南
島
の
朝
貢
記
事
は
、
推
古
朝
の
披
玖
の
帰
化
を
初
見
と
し

て
、
披
玖
、
多
捕
、
阿
麻
弥
の
朝
貢
や
、
多
禰
へ
の
遺
使
が
み
え
る
。

持
統
九
(
六
九
五
〉
年
の
遺
使
で
は
「
蛮
」
の
居
所
を
捜
求
し
て
い
る

(
『
日
本
書
紀
』
同
年
三
月
庚
午
条
)
。
律
令
国
家
の
華
夷
思
想
の
成
立

に
と
も
な
い
、
隼
人
の
外
部
、
多
禰
以
南
の
南
西
諸
島
に
南
蛮
を
あ
て

よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
南
島
」
の
名
称
の
初
見
も
『
続
日
本
紀
』

文
武
二
(
六
九
八
)
年
四
月
壬
寅
条
で
あ
り
、
以
後
度
感
、
信
覚
、
救
美

な
ど
が
南
島
と
し
て
朝
貢
し
て
い
る
。
霊
亀
元
(
七
一
五
)
年
の
元
日
朝

賀
に
は
南
島
人
と
蝦
夷
が
同
時
に
参
列
し
、
両
者
の
同
一
次
元
性
が
示

さ
れ
て
い
る
。

南
島
の
朝
貢
は
神
亀
四
(
七
二
七
詳
以
降
正
史
か
ら
消
え
る
が
、
以

後
も
大
宰
府
を
場
と
し
て
続
け
ら
れ
た
。
『
延
喜
民
部
式
』
で
も
南
島

の
貢
進
物
で
あ
る
赤
木
が
大
宰
府
の
年
料
別
貢
雑
物
と
さ
れ
て
い
た
。

南
島
i

大
宰
府
の
物
資
流
通
ル

i
ト
が
形
成
さ
れ
、
最
終
的
に
は
大
宰

府
に
よ
り
管
理
・
独
占
さ
れ
る
体
制
と
な
っ
て
い
た
。

薩
摩
・
大
隅
・
多
禍
の
辺
要
と
し
て
の
位
置
づ
け
は
、
南
島
と
の
関

係
の
管
理
・
規
制
の
機
能
を
第
一
義
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
隼
人
へ
の
律
令
支
配
を
貫
徹
す
る
た
め
に
も
、
九
州
に
お
け
る

国
家
領
域
の
南
限
を
隼
入
居
住
域
の
南
に
設
定
し
多
撤
嶋
が
置
か
れ
た

と
い
え
る
が
、
対
馬
や
壱
岐
と
同
様
の
「
嶋
」
と
さ
れ
た
の
は
、
こ
う

し
た
国
外
と
の
交
通
を
管
理
す
る
国
境
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
か
ら

に
ほ
か
な
る
ま
い
。
逆
に
佐
渡
や
隠
岐
が
同
様
に
島
興
で
あ
り
な
が

ら
、
「
嶋
」
で
は
な
く
「
国
」
だ
っ
た
の
は
、
当
初
は
そ
う
し
た
位
置

づ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

天
長
元
(
八
二
四
)
年
、
「
人
兵
乏
弱
。
在
於
国
家
良
非
行
城
」
で
「
南

漠
森
々
。
無
国
無
敵
。
有
損
無
益
」
と
し
て
、
多
禍
嶋
は
停
廃
さ
れ
大
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隅
国
に
編
入
さ
れ
た
(
『
類
緊
三
代
格
』
同
年
九
月
三
日
太
政
官
奏
)
。

蝦
夷
な
ど
と
此
ベ
、
南
島
が
軍
事
的
脅
威
と
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と

や
、
交
流
自
体
が
小
規
模
だ
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
ろ
う
。
そ
れ
に
と
も

な
っ
て
薩
摩
・
大
隅
も
辺
要
か
ら
は
、
ず
れ
て
い
っ
た
。

(
b
〉
対
島
・
壱
岐
と
新
羅
新
羅
と
の
国
境
と
じ
て
対
馬
・
壱
岐
は

位
置
づ
け
ら
れ
、
人
・
物
の
移
動
は
大
宰
府
が
管
理
を
統
括
す
る
。
遣

唐
使
・
遺
新
羅
使
な
ど
公
使
以
外
の
鋭
人
と
し
て
の
出
園
、
大
陸
へ
の

渡
海
は
大
宰
府
牒
な
ど
の
発
行
に
よ
り
管
理
統
制
下
に
お
か
れ
た
。
国

外
か
ら
の
人
の
移
動
も
「
賊
」
に
対
す
る
軍
事
的
対
応
は
も
ち
ふ
弘
、

帰
化
や
漂
着
へ
の
対
応
も
管
理
下
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

外
国
公
使
の
入
国
は
、
対
馬

l
壱
岐
i

筑
紫
館
l
京
が
公
的
ル

l
ト

と
さ
れ
、
大
宰
府
が
筑
紫
館
を
場
と
し
て
対
応
し
管
理
下
に
お
い
た
。

宝
亀
四
(
七
七
三
〉
年
に
溺
海
使
に
対
し
北
陸
来
着
ル

l
ト
を
禁
止
し
、

「
筑
紫
道
」
で
の
来
航
を
命
じ
て
い
る
(
『
続
日
本
紀
』
同
年
六
月
壬
辰

条
)
の
も
、
蕃
国
と
の
交
通
ル
l
ト
を
あ
く
ま
で
大
宰
府
に
一
本
化
し

て
管
理
・
統
制
し
よ
う
と
し
た
律
令
国
家
の
対
外
秩
序
と
国
境
の
論
理

か
ら
だ
っ
た
む
蝦
夷
の
朝
貢
は
陸
奥
・
出
羽
が
、
南
島
は
薩
摩
・
大

隅
・
多
⑩
が
窓
口
と
さ
れ
、
諸
蕃
は
対
馬
・
壱
岐
・
博
多
を
窓
口
と
す

る
律
令
国
家
の
対
外
交
通
秩
序
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

現
実
に
は
溺
海
使
は
北
陸
に
来
航
し
つ
づ
け
、
外
国
使
の
出
入
国
管
理

機
能
は
越
前
・
加
賀
・
能
登
な
ど
の
諸
国
に
も
付
与
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
が
、
溺
海
と
の
聞
に
は
軍
事
的
緊
張
、
が
な
か
っ
た
こ
と
が
、
こ

れ
ら
諸
国
が
辺
要
国
と
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

外
国
使
に
付
随
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
交
易
も
、
関
市
令
・
衛
禁
律
規

定
の
よ
う
に
官
貿
易
と
し
て
管
理
統
制
さ
れ
た
。
現
実
に
は
筑
紫
館

(
鴻
腫
館
〉
を
場
と
し
て
、
八

i
九
世
紀
前
半
は
新
羅
人
、
後
に
は
唐
商

(
剖
)

人
と
大
宰
府
官
人
な
ど
と
の
交
易
が
展
開
し
て
い
た
。
博
多
・
鴻
櫨
館

が
交
易
ル

l
ト
と
し
て
も
国
家
的
に
独
占
・
管
理
さ
れ
る
べ
き
窓
口
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
つ
づ
け
て
い
っ
た
。

一
方
で
、
新
羅
人
・
唐
商
人
ら
の
活
動
と
か
か
わ
り
、
九
世
紀
後
半

に
は
境
界
領
域
と
し
て
の
肥
前
国
値
嘉
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
値
嘉

嶋
を
「
嶋
」
と
し
て
独
立
さ
せ
(
『
三
代
実
録
』
貞
観
一
八
(
八
七
六
〉
年

三
月
九
日
条
)
新
た
な
国
境
管
理
窓
口
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て

い
る
が
、
そ
の
脆
弱
性
か
ら
か
す
ぐ
に
肥
前
国
に
再
統
合
さ
れ
て
し
ま

〉
内
ノ
。

九
世
紀
に
お
け
る
交
易
の
活
発
化
は
、
国
境
管
理
と
交
通
の
国
家
的

独
占
を
相
対
化
す
る
動
き
を
表
面
化
さ
せ
る
。
貞
観
八
年
、
二
一
年
と

あ
い
つ
い
で
発
覚
し
た
大
宰
府
官
人
・
郡
司
層
ら
の
新
羅
通
謀
事
件

は
、
鴻
瞳
館
交
易
な
ど
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
新
羅
人
ら
と
の
関
係
が

基
盤
と
な
っ
て
お
り
、
国
家
・
大
宰
府
に
よ
る
交
易
の
管
理
統
制
を
突

き
崩
そ
う
と
す
る
動
き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
対
馬
嶋

人
に
と
っ
て
、
新
羅
と
の
交
通
は
日
常
的
で
国
境
を
さ
ほ
ど
意
識
し
な

い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
貞
観
二
一
年
の
事
件
発
覚
の
き
っ
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か
け
が
、
対
馬
嶋
人
ト
部
乙
尿
麻
呂
が
、
鵜
を
捕
獲
す
る
た
め
新
羅
境

に
出
か
け
て
新
羅
側
に
拘
禁
さ
れ
た
さ
い
、
対
馬
襲
撃
の
た
め
の
大
船

建
造
や
習
兵
を
見
聞
し
た
こ
と
だ
っ
た
点
に
示
さ
れ
て
い
る
。
鵜
は
大

宰
府
の
年
貢
の
一
つ
で
あ
り
、
乙
尿
麻
呂
は
捕
獲
し
た
鵜
を
本
土
で
売

(
お
)

る
た
め
に
新
羅
に
渡
っ
て
お
り
、
新
羅
語
も
解
し
た
ら
し
い
。

こ
う
し
た
国
境
を
越
え
た
関
係
は
、
国
境
を
媒
介
に
他
国
と
日
本
国

の
交
通
を
管
理
統
制
す
る
こ
と
で
国
家
の
枠
組
み
を
成
立
さ
せ
て
い
た

律
令
国
家
に
と
っ
て
衝
撃
的
で
あ
り
、
京
に
い
る
貴
族
官
人
層
の
対
外

意
識
の
転
換
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
問
。
律
令
国
家
の
小
帝
国
構
造
と

華
夷
秩
序
が
変
質
し
、
現
実
に
国
家
的
な
規
制
が
及
ば
な
く
な
っ
て
い

く
な
か
で
、
国
家
外
、
新
羅
に
対
す
る
敵
対
意
識
・
と
、
織
の
宗
教
的
意

識
が
重
層
化
し
、
織
れ
た
異
域
と
、
神
仏
に
守
衛
さ
れ
る
日
本
国
を
対

置
し
な
が
ら
新
た
な
国
家
領
域
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

日
本
国
の
成
立
と
天
下
・
国
境
観
念

律
令
国
家
の
国
境
と
そ
こ
を
越
え
る
交
通
の
管
理
統
制
体
制
を
明
ら

か
に
し
て
き
た
が
、
最
後
に
国
境
で
区
切
ら
れ
る
国
家
領
域
に
対
す
る

観
念
と
そ
の
成
立
を
、
倭
王
権
か
ら
段
階
的
に
展
望
し
て
み
た
い
。

『
宋
書
』
に
み
え
る
倭
王
武
の
上
表
文
は
、
倭
国
を
中
国
の
辺
縁
に

あ
っ
て
、
中
国
の
た
め
に
夷
秋
を
防
禦
す
る
外
蕃
で
あ
る
と
い
う
位
置

づ
け
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
稲
荷
山
古
墳
鉄
剣
銘
に
「
獲
加
多
支
歯

大
王
寺
在
斯
鬼
宮
時
佐
治
天
下
」
、
江
田
船
山
古
墳
太
万
銘
に
「
治
天

下
獲
口
口
口
歯
大
王
世
」
と
あ
っ
て
、
五
世
紀
後
半
に
は
「
天
下
を
治

す
」
観
念
を
も
っ
て
お
り
、
倭
王
の
統
治
す
べ
き
範
囲
と
し
て
天
下
が

意
識
さ
れ
て
い
た
。
倭
王
は
中
国
的
天
下
の
な
か
で
冊
封
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
に
天
下
の
二
重
構
造
が
現
出
す
る
。
こ
の
二
重
構
造
を
解
消

(
お
)

す
る
た
め
、
武
以
後
、
倭
は
冊
封
体
制
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
る
。

倭
王
は
列
島
各
地
の
首
長
層
と
仕
奉
の
関
係
を
結
び
、
一
方
で
朝
鮮

半
島
諸
国
と
の
交
通
を
展
開
す
る
が
、
そ
れ
が
決
し
て
倭
王
権
に
よ
る

一
元
化
さ
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
六
世
紀
初
頭
に
お
い
て
筑

紫
の
首
長
磐
井
が
新
羅
と
独
自
の
交
通
を
お
こ
な
い
「
磐
井
の
乱
」
と

な
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。
六
世
紀
に
お
け
る
国
造
・
部

(
m
m
)
 

民
制
支
配
の
確
立
は
、
倭
王
権
に
よ
る
朝
鮮
半
島
と
の
交
通
の
二
克
的

把
握
を
め
ざ
す
動
き
と
連
関
し
、
崇
峻
紀
に
み
え
る
国
造
領
域
の
確
定

は
、
倭
王
権
の
支
配
領
域
確
定
の
作
業
だ
っ
た
と
も
い
え
る
。

倭
的
天
下
は
、
倭
王
権
支
配
領
域
内
に
お
い
て
、
首
長
層
の
地
域
政

治
社
会
で
あ
る
ク
ニ
を
「
国
」
に
擬
制
し
国
の
主
と
し
て
国
造
を
置
い

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
造
の
国
も
、
蝦
夷
の
国
も
、
百
済
国
も
新
羅
国

も
同
じ
「
国
」
と
し
て
観
念
さ
れ
る
内
的
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
り
、

朝
鮮
半
島
ま
で
を
包
摂
す
る
広
く
範
囲
の
漠
然
と
し
た
も
の
と
し
て
意

識
さ
れ
た
。

律
令
国
家
は
諸
蕃
と
夷
秋
を
従
え
る
小
帝
国
構
造
を
も
っ
て
成
立
し

た
が
、
そ
れ
は
倭
的
天
下
観
の
展
開
と
日
本
国
号
・
天
皇
の
成
立
と
も
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不
可
分
で
あ
っ
た
。

律
令
国
家
の
成
立
と
と
も
に
採
用
さ
れ
た
国
号
「
日
本
」
は
、
日
の

昇
る
と
こ
ろ
で
中
国
の
東
方
に
位
置
す
る
こ
と
に
由
来
し
、
中
国
的
天

下
の
周
縁
に
自
国
を
位
置
づ
け
て
い
る
と
い
う
通
説
的
理
解
で
は
な

く
、
目
の
下

l
「
日
神
の
土
台
」
を
意
味
し
、
自
国
を
天
下
の
中
心
と

す
る
日
本
的
中
華
思
想
に
も
と
づ
い
た
意
識
の
表
現
で
あ
る
と
す
べ
き

(
幻
)

で
あ
る
。
し
か
も
京
が
設
置
さ
れ
る
畿
内
の
中
心
国
を
大
倭
国
と
表
現

す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
は
倭
国
を
包
摂
す
る
よ
り
上
位
の
領
域
概
念

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
律
令
国
家
す
な
わ
ち
日

本
国
の
成
立
は
、
倭
王
権
か
ら
の
飛
躍
的
転
換
の
上
に
あ
る
と
い
え
る
。

公
式
令
詔
書
式
条
は
、
日
本
国
日
「
大
八
洲
国
」
内
部
に
向
か
っ
て

「
明
神
御
大
八
洲
天
皇
」
「
天
皇
」
を
使
用
す
る
の
に
対
し
、
新
羅
な
ど

蕃
国
使
に
対
し
て
は
、
大
事
の
場
合
「
明
神
御
宇
日
本
天
皇
」
、
次
事

の
場
合
「
明
神
御
宇
天
皇
」
と
し
、
「
治
天
下
」
と
お
な
じ
く
「
ア
メ

ノ
シ
タ
シ
ロ
シ
メ
ス
」
と
訓
読
さ
れ
る
「
御
宇
」
を
使
用
す
る
こ
と
を

規
定
す
る
。
理
念
と
し
て
、
律
令
国
家
の
天
皇
は
、
朝
鮮
半
島
諸
国
や

唐
ま
で
を
包
摂
し
て
観
念
さ
れ
る
天
下
の
統
治
者
を
意
識
す
る
。
し
か

し
新
羅
国
な
ど
を
統
治
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
現
実
の
前
で
、
天
下
の

中
心
の
日
本
と
し
て
天
皇
が
実
際
に
統
治
す
る
範
囲

l
l化
内
と
認
識

す
る

!
lの
内
的
構
造
を
、
唐
の
州
に
相
当
す
る
地
方
行
政
区
画
と
し

て
の
「
国
」
に
編
成
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
皇
を
天
下
を
構
成
す
る
諸

「
国
」
の
統
治
者
と
し
て
実
体
化
し
よ
う
と
し
た
。
一
方
で
日
本
国
外

部
ー
ー
化
外
は
、
朝
貢
す
る
新
羅
国
な
ど
の
蕃
国
と
夷
欽
集
団
の
領
域

と
す
る
こ
と
で
、
天
皇
に
従
属
す
る
と
観
念
さ
れ
る
、
立
体
的
に
構
造

化
さ
れ
た
天
下
を
構
想
し
た
。

化
内
に
お
い
て
は
、
律
令
国
家
の
統
治
対
象
と
さ
れ
た
の
が
百
姓

で
、
百
姓
に
対
す
る
律
令
的
支
配
の
名
称
が
公
民
で
あ
る
が
、
一
方
で

良
と
賎
を
基
本
に
天
皇
が
そ
こ
か
ら
超
越
す
る
身
分
構
造
が
構
築
さ
れ

る
。
良
は
官
人
か
ら
百
姓
を
包
摂
し
て
、
天
皇
の
も
と
に
擬
制
的
な
良

人
共
同
体
を
構
成
し
た
。
こ
の
な
か
で
は
官
人
だ
け
で
な
く
百
姓
ま
で

も
天
皇
に
対
し
て
仕
奉
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
身

分
構
造
の
な
か
で
大
多
数
を
占
め
る
の
が
百
姓
で
あ
る
が
、
隼
人
が
百

姓
で
あ
る
よ
う
に
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

i
的
に
多
様
な
集
団
を
包
摂
し

た
。
古
代
日
本
列
島
社
会
と
律
令
国
家
が
民
族
的
多
元
構
造
を
も
っ
て

成
立
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
指
摘
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
多
様
性
を
、

差
別
構
造
を
残
し
つ
つ
も
官
人
・
百
姓
・
公
民
を
包
摂
す
る
良
人
共
同

体
と
し
て
一
体
化
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
に
律
令
国
家
の
特
質
が
あ
っ

た
。
石
上
英
一
氏
は
異
民
族
的
集
団
で
あ
る
蝦
夷
・
隼
人
を
政
治
的
に

(
m
m〉

擬
制
さ
れ
た
擬
似
的
民
族
集
団
と
位
置
づ
け
た
が
、
本
来
多
様
な
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ

l
の
存
在
を

d
批
れ
ば
、
む
し
ろ
「
倭
人
」
「
日
本
人
」
こ

そ
擬
似
民
族
集
固
化
さ
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
。

国
境
の
設
定
と
交
通
の
管
理
は
、
そ
の
内
部
に
対
し
、
多
様
な
エ
ス
司

ニ
シ
テ
ィ
ー
を
包
含
し
つ
つ
も
、
諸
蕃
や
夷
秋
集
団
と
対
比
さ
れ
差
別

化
さ
れ
る
と
い
う
音
ω
味
で
の
一
体
化
を
も
た
ら
す
。
律
令
国
家
が
理
念
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的
に
管
理
・
統
制
し
た
国
境
は
、
一
体
化
さ
れ
た
良
人
共
同
体
と
他
集

団
と
の
境
界
で
も
あ
り
、
そ
の
秩
序
を
維
持
す
る
機
能
を
担
わ
さ
れ
て

い
た
と
い
え
る
。

前
述
の
よ
う
に
九
世
紀
後
半
以
降
、
小
帝
国
構
造
の
転
換
に
と
も
な

う
織
的
世
界
観
が
形
成
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
が
織
や
異
民
族
へ
の
排

除
と
蔑
視
観
を
醸
成
じ
、
そ
れ
ら
と
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の

擬
似
民
族
的
自
意
識
と
幻
想
性
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
観
点
か
ら
の
平
安
期
の
仏
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
「
国
風
文
化
」
な

ど
の
再
検
討
が
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
人
と
し
て
の
自
意
識
は
近
代
国
民
国
家
と
と
も
に
形
成
さ
れ
た

が
、
そ
れ
に
あ
た
っ
て
古
代
以
来
の
遺
産
が
道
具
、
素
材
と
し
て
利
用

(
お
)

さ
れ
た
。
大
日
本
帝
国
の
植
民
地
支
配
と
密
接
に
か
か
わ
る
戦
前
の
混

合
民
族
論
、
あ
る
い
は
戦
後
の
単
一
民
族
論
の
よ
う
な
異
な
っ
た
日
本

民
族
と
そ
の
起
源
に
関
す
る
概
念
も
、
原
始
・
古
代
社
会
を
素
材
に
構

築
さ
れ
、
近
現
代
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
日
本
人
の
民
族
意
識

(
m
m
)
 

に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
民
族
と
国
境
を
日
本
と
東
ア
ジ
ア
世
界
の
な

か
で
さ
ら
に
考
え
て
い
く
と
き
に
、
新
た
な
民
族
神
話
の
創
造
に
な
ら

な
い
た
め
に
も
、
古
代
の
国
家
と
国
境
の
形
成
だ
け
を
問
題
に
す
る
の

で
は
な
く
、
中
世
か
ら
近
世
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、
民
族
概
念
そ
の
も

の
を
も
捉
え
直
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(

1

)

木
畑
洋
一
「
世
界
史
の
構
造
と
国
民
国
家
」
(
歴
史
学
研
究
会
編
『
国

民
国
家
を
問
う
』
青
木
書
的
、
一
九
九
四
年
〉
、

P
E
Zミ

Q
S
S
F

同
三
宮
ミ
ミ
な
お
切
H
Q
H
ぬ

b
s
h
同
て
な
な
暗
号
令
(
の

mwB青山
a
m
o
L
8
3
w

。H
H

・M
-

(

2

)

ブ
ル
ー
ス
・
パ

1
ト
ン
「
古
代
日
本
の
国
境
と
大
宰
府
」
ハ
地
方
史
研

究
協
議
会
編
『
異
国
と
九
州
歴
史
に
お
け
る
国
際
交
流
と
地
域
形

成
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
)
、
同
「
大
宰
府
の
国
境
機
能
」
ハ
新

川
登
亀
男
編
『
古
代
王
権
と
交
流
8
西
海
と
南
島
の
生
活
・
文
化
』

名
著
出
版
、
一
九
九
五
年
)
。

(

3

)

榎
本
淳
一
「
『
小
右
記
』
に
見
え
る
『
渡
海
制
』
に
つ
い
て
」
ハ
山
中

裕
編
『
摂
関
時
代
と
古
記
録
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
〉
。

(

4

)

瀧
川
政
次
郎
「
衛
禁
律
後
半
の
脱
漏
条
文
に
つ
い
て
」
(
『
法
制
史
論

叢
第
一
冊
律
令
格
式
の
研
究
』
角
川
書
広
、
一
九
六
七
年
)
は
存
否

不
明
と
し
、
小
林
宏
「
律
条
拾
塵
」
(
『
園
学
院
法
学
』
一

O
l四
、
一

九
七
三
年
)
は
非
存
在
説
を
と
る
。

(

5

)

瀧
川
政
次
郎
注
(
4
〉
論
文
。

(

6

)

山
内
晋
次
「
古
代
に
お
け
る
渡
海
禁
制
の
再
検
討
」
(
『
待
兼
山
論
叢

史
学
篇
』
二
二
、
一
九
八
八
年
)
。

(

7

)

森
克
己
『
日
本
貿
易
の
研
究
』
(
国
立
書
院
、
一
九
四
八
年
)
、
同
「
転

換
期
十
世
紀
の
外
交
交
渉
」
(
『
続
日
宋
貿
易
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、

一
九
七
五
年
)
。

(

8

)

山
内
晋
次
注
(

6

)

論
文
。

(

9

)

館
野
和
己
「
律
令
制
下
の
交
通
と
人
民
支
配
」
(
『
日
本
史
研
究
』
二

一
一
、
一
九
八

O
年)。

(
凶
)
中
村
明
蔵
『
隼
人
と
律
令
国
家
』
(
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
)
。

(
日
)
大
日
方
克
己
「
古
代
に
お
け
る
国
家
と
境
界
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
六

一
三
、
一
九
九
O
年)。

(
ロ
)
熊
谷
公
男
「
阿
倍
比
羅
夫
北
征
記
事
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
、
熊

田
亮
介
「
蝦
夷
と
蝦
秋
」
(
両
論
文
と
も
に
高
橋
富
雄
編
『
東
北
古
代
史

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
)
。

(
日
)
移
配
地
の
分
析
は
、
高
橋
崇
『
律
令
国
家
東
北
史
の
研
究
』
(
吉
川
弘

文
館
、
一
九
九
一
年
)
な
ど
。
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(
比
)
熊
田
亮
介
「
蝦
夷
と
古
代
国
家
」
(
『
日
本
史
研
究
』
三
五
六
、

九
二
年
〉
。

(
日
)
今
泉
隆
雄
「
蝦
夷
の
朝
貢
と
供
給
」
(
前
掲
『
東
北
古
代
史
の
研

究』〉。

(

v

m

)

関
口
明
「
渡
嶋
蝦
夷
と
毛
皮
交
易
」
ハ
佐
伯
有
清
編
『
日
本
古
代
中
世

史
論
考
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
)
。

(
幻
)
ブ
ル
ー
ス
・
パ

1
ト
ン
注
(

2

)

論
文
。

(
国
)
中
村
明
蔵
注
(
叩
〉
著
書
。

(
四
)
伊
藤
循
「
古
代
王
権
と
異
民
族
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
六
六
五
、
一
九

九
四
年
)
。

(
却
)
伊
藤
循
注
(
叩
〉
論
文
。

(
乱
)
鈴
木
靖
民
「
南
島
人
の
来
朝
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察
」
(
田
村
園
澄
先

生
古
稀
記
念
会
編
『
東
ア
ジ
ア
と
日
本
歴
史
編
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
八
七
年
〉
、
山
里
純
一
「
南
島
赤
木
の
貢
進
・
交
易
」
ハ
前
掲
『
古
代

王
権
と
交
流
8

西
海
と
南
島
の
生
活
文
化
』
)
。

(
幻
)
稲
川
や
よ
い
「
『
渡
海
制
』
と
『
唐
物
使
』
の
検
討
」
(
『
史
海
』
四

四
、
一
九
九
一
年
〉
。

(
お
)
ブ
ル
ー
ス
・
パ

l
ト
ン
注
(
2
〉
論
文
。

(
M
〉
亀
井
明
徳
「
鴻
臆
館
貿
易
」
(
『
新
版
古
代
の
日
本
3

九
州
・
沖
縄
』

角
川
書
庖
、
一
九
九
一
年
〉
。

(
お
)
平
野
博
之
「
在
地
勢
力
の
胎
動
と
大
宰
府
支
配
の
変
容
一
」
(
前
掲
『
新

版
古
代
の
日
本
3
九
州
・
沖
縄
』
〉
。

(

M

m

)

大
日
方
克
己
注
(
日
〉
論
文
。

(
幻
)
吉
村
武
彦
「
倭
国
と
大
和
王
権
」
(
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
2
古
代

1
』
岩
波
書
広
、
一
九
九
三
年
〉
。

(
お
〉
西
嶋
定
生
『
日
本
歴
史
の
国
際
環
境
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八

五
年
)
。

(
却
)
狩
野
久
「
部
民
制
・
国
造
制
」
(
前
掲
『
岩
波
講
座
日
本
通
史
2

代
1
』)。

九古

(
却
)
石
母
国
正
『
日
本
古
代
田
家
論
』
第
一
部
《
岩
波
書
応
、

年〉。

(
但
)
石
崎
高
臣
「
国
号
『
日
本
』
の
成
立
と
意
義
」
(
『
園
学
院
大
皐
大
亭

院
紀
要
1
文
学
研
究
科
』
二
六
、
一
九
九
五
年
)
。

(
位
〉
石
上
英
一
「
律
令
国
家
と
天
皇
」
(
『
講
座
前
近
代
の
天
皇
1

天
皇

権
力
の
構
造
と
展
開
そ
の
1
』
青
木
書
庖
、
一
九
九
二
年
〉
。

(
お
)
そ
の
意
味
で
石
上
注
(
泣
)
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
媛
小
化
さ
れ
た

天
下
観
で
あ
る
。

(
弘
)
吉
村
武
彦
「
仕
奉
と
貢
納
」
(
『
日
本
の
社
会
史
4
負
担
と
贈
与
』

岩
波
書
庖
、
一
九
八
六
年
〉
。

(
お
〉
石
上
英
一
「
古
代
東
ア
ジ
ア
地
域
と
日
本
」
(
『
日
本
の
社
会
史
1

列
島
内
外
の
交
通
と
国
家
』
岩
波
書
庖
、
一
九
八
七
年
)
。

(
お
)
石
上
英
一
注
ハ
お
)
論
文
。

(
幻
)
伊
藤
循
注
(
四
〉
論
文
。

(
お
)
鬼
頭
清
明
「
国
民
国
家
を
遡
る
」
(
前
掲
『
国
民
国
家
を
問
う
』
)
。

(
泊
〉
小
熊
英
二
『
単
一
民
族
神
話
の
起
源
|
|
〈
日
本
人
V

の
自
画
像
の

系
譜
』
(
新
曜
社
、
一
九
九
五
年
〉
。

(
お
び
な
た

* 

一
九
七
三

か
つ
み
〉
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