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帰
化
人
と
聖
徳
太
子 

平
野
邦
雄
『帰
化
人
と
古
代
国
家
』
（吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
） 

 

１
．
隋
外
交
の
展
開 

 

小
野
妹
子
の
派
遣 

推
古
天
皇
十
五
年
（六
〇
七
）秋
七
月
（陰
暦
）、
「日
本
書
紀
」に
た
だ
一
行
、
「大
礼
小
野
臣
妹
子
を
大
唐
に
遣
す
、

鞍
作
福
利
（
く
ら
つ
く
り
ふ
く
り
）
を
以
て
通
事
と
な
す
」
と
あ
る
記
事
は
、
聖
徳
太
子
の
対
ア
ジ
ア
政
策
、
ひ
い
て
は
六

世
紀
末
の
困
難
な
政
局
を
主
導
し
よ
う
と
す
る
太
子
の
決
意
を
知
る
う
え
で
、
ま
こ
と
に
重
要
な
意
味
を
秘
め
て
い
る
。 

と
く
に
国
際
政
局
と
国
内
政
治
の
展
開
が
不
可
欠
に
結
び
つ
い
て
い
る
古
代
に
あ
た
っ
て
は
、
太
子
の
外
交
路
線
を
知

る
こ
と
が
、
国
内
諸
勢
力
に
対
し
、
太
子
が
ど
の
よ
う
な
改
革
を
指
向
し
た
か
を
知
ろ
う
と
す
る
う
え
で
の
重
要
な
要
素

と
も
な
ろ
う
。 

太
子
の
事
業
の
う
ち
、
「十
七
条
憲
法
」や
『
三
経
義
疏
』
が
、
ま
ず
文
献
の
う
え
で
疑
問
点
の
あ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、

隋
と
の
外
交
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
と
『
隋
書
』
の
双
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
は
っ
き
り
対
応
す
る
記
録
が
あ
っ
て
、
正
確
な

史
実
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
、
太
子
を
知
る
に
は
、
ま
ず
外
交
か
ら
は
じ
め
る
の
が
賢
明
で
あ
る
。 

で
は
、
い
ま
の
『日
本
書
紀
』の
記
事
に
か
え
ろ
う
。 

は
じ
め
て
遣
隋
使
と
な
っ
た
小
野
妹
子
は
、
近
江
国
（
滋
賀
県
）
滋
賀
郡
小
野
村
か
ら
出
身
し
た
ら
し
い
。
た
し
か
に
、
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の
ち
に
な
っ
て
こ
こ
に
は
小
野
神
社
が
あ
り
、
小
野
氏
の
五
位
以
上
の
も
の
は
、
春
秋
二
回
の
祭
り
に
、
京
か
ら
こ
の
近
江

の
氏
神
へ往
来
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
こ
の
あ
た
り
は
帰
化
人
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

妹
子
も
彼
ら
か
ら
影
響
を
う
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
彼
の
子
孫
も
、
唐
・新
羅
・
渤
海
な
ど
に
、
使
者
と
し
て
つ
か
わ
さ

れ
た
も
の
が
多
い
。
福
利
は
鞍
作
氏
だ
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
帰
化
人
で
あ
る
。
そ
の
た
め
通
訳
に
任
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
鞍

作
氏
に
は
有
名
な
止
利
仏
師
も
い
る
。 

さ
て
、
妹
子
は
、
あ
け
て
十
六
年
四
月
に
帰
国
す
る
。
こ
の
と
き
有
名
な
隋
使
の
裴
世
清
ら
一
二
人
が
、
い
っ
し
ょ
に
筑

紫
（北
九
州
）に
着
い
た
。
そ
し
て
朝
廷
か
ら
つ
か
わ
さ
れ
た
難
波
吉
士
雄
成
（な
に
わ
の
き
し
お
な
り
）
に
迎
え
ら
れ
て
、

難
波
（
大
阪
府
）
に
向
か
う
。
雄
成
も
帰
化
人
で
、
こ
の
氏
は
摂
津
（
大
阪
府
・
兵
庫
県
）
一
円
に
居
住
す
る
外
交
専
門
の

家
柄
で
あ
る
。 

使
人
を
迎
え
る
た
め
、
難
波
に
は
あ
ら
か
じ
め
迎
賓
館
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
す
で
に
あ
っ
た
難
波
の
三
韓
館
の
ほ
か
に
、

わ
ざ
わ
ざ
新
設
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

は
な
や
か
な
隋
使
の
歓
迎
風
景 

雄
成
に
案
内
さ
れ
た
一
行
は
、
瀬
戸
内
海
を
ひ
と
月
あ
ま
り
航
海
し
て
、
六
月
に
難
波
津
に
入
港
し
、
江
口
に
出
迎

え
る
満
艦
飾
の
船
三
〇
隻
の
は
な
や
か
な
歓
迎
風
景
の
な
か
を
、
無
事
迎
賓
館
に
は
い
っ
た
。
接
待
係
は
、
中
臣
宮
地
連

麻
呂
（
な
か
と
み
の
み
や
じ
の
む
ら
じ
ま
ろ
）
・大
河
内
直
糠
手
（
お
お
か
わ
ち
の
あ
た
い
ぬ
か
で
）
・
船
史
王
平
（
ふ
な
の
ふ

び
と
お
う
へい
）の
三
人
で
、
こ
の
う
ち
糠
手
・
王
平
の
二
人
も
や
は
り
河
内
（大
阪
府
）の
帰
化
人
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
っ
て
、

使
者
は
二
ヵ
月
足
ら
ず
難
波
で
厚
遇
さ
れ
、
八
月
に
は
い
る
と
、
飾
馬
七
五
頭
を
仕
立
て
ら
れ
、
飛
鳥
京
（奈
良
県
高
市
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郡
明
日
香
村
）に
向
か
う
。
お
そ
ら
く
そ
の
馬
に
は
、
金
銀
の
す
か
し
ぼ
り
の
あ
る
鞍
金
具
が
お
か
れ
、
馬
の
胸
や
尻
の
皮

ひ
も
に
は
、
雲
珠
や
杏
葉
・馬
鐸
な
ど
が
か
ざ
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。 

難
波
を
出
発
し
た
一
行
の
は
な
や
か
な
行
列
は
、
ひ
と
ま
ず
大
和
城
上
（
し
き
の
か
み
）郡
の
海
石
榴
市
（
つ
ば
き
い
ち
、

奈
良
県
桜
井
市
）
の
街
区
に
く
り
こ
む
。
こ
こ
で
朝
使
額
田
部
連
比
羅
夫
（
ぬ
か
た
べ
の
む
ら
じ
ひ
ら
ぶ
）
の
礼
辞
を
う
け

た
が
、
そ
れ
は
使
人
ら
が
い
わ
ば
「観
閲
式
」を
挙
行
し
た
の
で
あ
る
。
繁
華
な
市
の
ち
ま
た
に
集
ま
っ
た
人
び
と
―
―
―
‐

大
和
の
諸
豪
族
や
農
民
た
ち
は
、
こ
の
大
陸
の
使
者
た
ち
の
行
列
に
目
を
み
は
り
、
大
い
に
威
圧
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
百
済
や
新
羅
の
使
者
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
隋
帝
国
」
の
使
者
な
の
で
あ
っ
た
。
宣
伝
効
果
満
点
と
い
う
と
こ
ろ
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
太
子
は
、
そ
れ
を
計
算
し
、
歓
迎
行
事
を
組
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。 

こ
の
あ
と
、
は
じ
め
て
使
者
の
一
行
は
、
国
書
奉
呈
の
た
め
、
宮
廷
に
参
内
し
、
物
部
依
網
連
（も
の
の
べ
よ
さ
み
の
む
ら

じ
）
ら
に
先
導
さ
れ
て
、
推
古
天
皇
に
使
い
の
旨
を
言
上
す
る
。
「
大
唐
の
国
信
物
を
庭
中
に
お
き
、
裴
世
清
み
ず
か
ら

国
書
を
も
ち
、
両
度
再
拝
し
て
使
い
の
旨
を
言
上
し
た
」と
、
『日
本
書
紀
』
に
は
書
い
て
あ
る
。
こ
こ
で
物
部
氏
の
一
族
が

で
て
く
る
の
は
注
意
を
要
す
る
。
依
網
連
は
河
内
の
住
人
で
あ
る
。
蘇
我
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
た
物
部
一
門
が
こ
こ
に
太
子
に

よ
っ
て
登
用
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
。 

天
皇
の
左
右
に
は
、
皇
子
・
諸
臣
ら
が
な
ら
び
、
こ
と
ご
と
く
「金
の
髻
華
（
う
ず
）
」を
頭
に
つ
け
て
い
た
。
こ
れ
は
ち
ょ

う
ど
四
年
前
、
聖
徳
太
子
が
定
め
た
「冠
位
十
二
階
」の
制
度
に
よ
っ
て
、
冠
位
に
応
ず
る
色
別
の
絁
で
つ
く
っ
た
内
冠
帽

に
、
金
銀
製
の
外
冠
飾
を
つ
け
て
い
た
あ
り
さ
ま
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
衣
服
も
み
な
こ
の
冠
に
あ
わ
せ
た
錦
や
綾
・羅
の

も
の
を
着
て
い
た
と
い
う
。
冠
位
制
に
も
と
づ
く
公
式
の
服
装
を
着
用
し
た
の
は
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

ひ
き
つ
づ
き
、
宮
廷
で
供
宴
が
あ
り
、
九
月
に
は
、
ふ
た
た
び
難
波
で
別
れ
の
宴
が
も
よ
お
さ
れ
た
。
そ
し
て
同
じ
月
の
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う
ち
に
、
使
者
は
帰
国
の
途
に
つ
く
の
で
あ
る
。 

 
本
番
の
文
化
輸
入 

こ
れ
は
推
古
天
皇
十
六
年
（
六
〇
八
）
九
月
の
こ
と
で
あ
り
、
裴
世
清
が
来
日
し
て
か
ら
、
ま
さ
に
半
年
を
経
過
し

て
い
る
。
こ
の
半
年
は
、
国
内
政
治
に
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
利
用
さ
れ
た
。
示
威
と
宣
伝
の
効
果
は
上
が
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
こ
に
、
小
野
妹
子
は
ふ
た
た
び
遣
隋
大
使
と
し
て
、
小
使
の
吉
士
雄
成
、
通
事
の
鞍
作
福
利
を
と
も
な
っ
て
渡
海
す

る
。
こ
の
三
人
は
前
回
に
つ
づ
く
外
交
の
老
練
家
で
あ
る
が
、
今
回
は
こ
の
練
達
者
に
そ
え
て
、
い
よ
い
よ
八
人
の
留
学
生
・

留
学
僧
が
送
り
こ
ま
れ
る
。
ひ
と
た
び
打
開
さ
れ
た
外
交
路
線
に
の
っ
て
、
本
番
の
文
化
輸
入
へと
計
画
は
前
進
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
八
人
の
新
鋭
の
知
識
人
は
、
倭
漢
直
福
因
（
や
ま
と
の
あ
や
の
あ
た
い
ふ
く
い
ん
）・
高
向
漢
人
玄
理
（
た
か
む

こ
の
あ
や
ひ
と
げ
ん
り
）
・
新
漢
人
日
文
（
い
ま
き
の
あ
や
ひ
と
に
ち
も
ん
）
・
南
淵
漢
人
請
安
（
み
な
ぶ
ち
の
あ
や
ひ
と
し

ょ
う
あ
ん
）
ら
で
す
べ
て
は
漢
人
つ
ま
り
帰
化
人
で
あ
り
、
彼
ら
こ
そ
数
十
年
の
の
ち
、
大
化
改
新
の
立
て
役
者
と
な
る
人

物
で
あ
る
。
太
子
の
計
画
に
狂
い
は
な
か
っ
た
。 

妹
子
は
、
推
古
十
七
年
九
月
に
帰
国
す
る
。
他
の
留
学
生
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま
中
国
に
と
ど
ま
り
研
鑽
を
つ
ん
だ
。 

 

『日
本
書
紀
』で
、
最
も
確
か
な
遣
隋
使
の
記
録
は
、
以
上
に
述
べ
た
六
〇
七
・六
〇
八
年
の
二
回
で
あ
り
、
隋
使
は
、

六
〇
八
年
に
一
度
来
日
し
た
こ
と
に
な
る
。 

 

『
隋
書
』
の
見
聞 

そ
れ
で
は
、
『
隋
書
』
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
「倭
国
伝
」に
よ
る
と
、
倭
王
多
利
思
比
孤
（
た
り
し
ひ
こ
）
は
、
大
業
三
年
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（六
〇
七
）、
使
い
を
つ
か
わ
し
て
隋
に
朝
貢
し
、
こ
れ
に
対
し
煬
帝
は
、
翌
年
文
林
郎
裴
清
を
倭
国
に
つ
か
わ
し
た
。
裴
清

は
百
済
を
へて
、
竹
品
に
い
た
り
、
南
の
か
た
耽
羅
島
（済
州
島
）を
の
ぞ
み
、
都
斯
麻
国
（対
馬
）
を
へて
、
一
支
国
（壱
岐
）

に
達
し
、
さ
ら
に
竹
斯
国
（筑
紫
）に
上
陸
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
東
に
転
じ
、
秦
王
国
（周
防
国
か
）
を
通
過
し
、
十
余
国

（瀬
戸
内
海
ぞ
い
の
国
ぐ
に
）を
へて
、
海
岸
（難
波
津
）に
着
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
筑
紫
か
ら
東
の
国
ぐ
に
は
、
す
べ
て
倭

（大
和
）に
属
す
る
と
し
る
し
て
い
る
。
そ
の
見
聞
は
ま
こ
と
に
正
確
で
あ
る
。 

さ
て
、
難
波
に
上
陸
し
た
と
き
、
倭
王
は
阿
輩
台
（『北
史
』に
は
何
輩
台
）を
つ
か
わ
し
、
数
百
人
の
兵
士
た
ち
に
儀
仗

を
設
け
、
鼓
角
を
鳴
ら
し
て
一
行
を
迎
え
さ
せ
、
の
ち
一
〇
日
た
っ
て
、
ま
た
可
多
毗
が
二
百
余
騎
を
従
え
て
郊
労
（町

は
ず
れ
ま
で
出
迎
え
て
労
を
ね
ぎ
ら
う
）し
、
使
者
は
そ
れ
か
ら
都
に
は
い
り
、
倭
王
と
会
見
し
た
と
い
う
。 

こ
の
会
見
で
、
倭
王
は
「い
ま
こ
と
さ
ら
に
道
を
清
め
、
館
を
飾
り
、
も
っ
て
大
使
を
ま
つ
」と
、
周
到
な
歓
迎
準
備
を
行

な
っ
た
こ
と
を
の
べ
て
い
る
。
会
見
が
終
わ
る
と
、
迎
賓
館
で
宴
を
設
け
、
使
者
を
つ
か
わ
し
、
産
物
を
贈
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
『隋
書
』の
記
事
は
、
ま
っ
た
く
よ
く
『日
本
書
紀
』の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
遣
使
の
年
次
は
も
ち
ろ
ん
、
難

波
に
上
陸
し
た
の
ち
の
行
動
も
よ
く
符
合
す
る
。
難
波
に
迎
え
た
何
輩
台
と
は
、
掌
客
使
大
河
内
直
糠
手
の
こ
と
と
思

わ
れ
る
。
「
何
」
は
「大
河
内
の
「河
」
の
一
字
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
「
輩
台
」
は
「
糠
手
」
の
音
を
な
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
一
〇
日
後
に
使
者
を
迎
え
た
と
い
う
可
多
毗
は
、
一
行
が
難
波
か
ら
海
石
榴
市
（
つ
ば
き
い
ち
）
に
い
た
っ
た
と
き
、

礼
辞
を
の
べ
た
額
田
部
比
羅
夫
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
タ
ビ
は
ヌ
カ
タ
ベ
の
音
を
う
つ
し
た
も
の
で
あ
る
。 

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
小
野
妹
子
も
、
隋
で
は
蘇
因
高
と
い
わ
れ
て
い
た
。
「
蘇
」
は
、
「
小
野
」
の
「
小
」
の
一
字
の
音

を
と
っ
た
も
の
で
、
「
因
高
」は
「妹
子
」の
音
の
な
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

と
も
か
く
、
『
隋
書
』と
『日
本
書
紀
』
が
、
人
の
名
ま
で
一
致
す
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
史
実
に
誤
り
が
な
い
こ
と
を
証
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し
て
い
る
。 

 
周
到
な
太
子
の
計
画 

こ
の
よ
う
に
事
件
の
経
過
を
た
ど
っ
て
み
て
、
痛
感
さ
れ
る
の
は
、
聖
徳
太
子
が
隋
と
通
交
す
る
に
は
、
あ
ら
か
じ
め

周
到
に
計
画
し
、
準
備
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
回
の
遣
使
の
構
成
員
を
慎
重
に
配
置
し
、
し
か
も
一
、
二
回
の

そ
れ
を
質
的
に
ち
が
え
、
適
材
適
所
、
新
鋭
の
帰
化
人
を
ふ
ん
だ
ん
に
登
用
し
た
。
ま
た
隋
使
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、

じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
歓
迎
準
備
を
と
と
の
え
る
と
と
も
に
、
演
出
効
果
を
考
え
、
歓
迎
の
一
大
示
威
を
展
開
し
て
、
隋
と
の
直

接
通
交
の
威
力
を
、
国
内
政
治
の
う
え
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
利
用
し
た
の
で
あ
る
。 

よ
く
み
る
と
、
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
時
期
そ
の
も
の
が
、
じ
つ
は
正
確
に
計
算
さ
れ
て
い
た
。
聖
徳
太
子
の
東
ア
ジ
ア
の

国
際
情
勢
に
対
す
る
読
み
の
深
さ
は
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
も
し
外
交
上
、
利
用
す
べ
き
こ
の
絶
好
機
を
の
が
し
た

な
ら
ば
、
隋
と
の
通
交
は
と
う
て
い
成
功
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
あ
と
で
み
る
よ
う
な
国
書
の
内
容
に
お
い
て
は
、

な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
そ
の
好
機
と
は
い
っ
た
い
な
ん
で
あ
っ
た
か
。 

 

２
．
巧
妙
・
明
確
な
外
交
姿
勢 

 

隋
と
高
句
麗
の
死
闘 

 

隋
が
中
国
を
統
一
し
た
の
は
、
五
八
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
勢
力
強
大
と
な
っ
た
隋
の
文
帝
は
、
五
九
八
年
、
朝
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鮮
三
国
の
対
立
に
乗
じ
て
、
水
陸
三
〇
万
の
大
軍
を
投
じ
、
高
句
麗
遠
征
を
企
て
た
。
し
か
し
陸
路
か
ら
の
軍
は
、
高
句

麗
の
強
固
な
防
衛
に
よ
っ
て
、
遼
河
の
線
で
く
ぎ
づ
け
に
さ
れ
、
そ
の
う
え
長
期
の
雨
で
、
補
給
は
困
難
と
な
り
、
疫
病
が

は
や
り
、
つ
い
に
高
句
麗
に
よ
っ
て
撃
破
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
山
東
半
島
東
莱
を
発
し
た
水
軍
も
、
海
上
で
大
暴
風
雨

に
会
い
全
滅
す
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
一
回
の
高
句
麗
遠
征
は
隋
の
完
敗
に
終
わ
っ
た
。 

 

『隋
書
』に
よ
る
と
、
日
本
の
は
じ
め
て
の
遣
隋
使
は
、
開
皇
二
十
年
（六
〇
〇
）の
こ
と
だ
と
い
う
。
こ
れ
は
推
古
天
皇
八

年
に
あ
た
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
録
が
な
い
し
、
こ
の
と
き
の
倭
王
の
よ
び
方
に
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
こ
で
こ
れ
は
い
ち
お
う
不
確
か
な
遣
隋
使
記
録
と
し
て
、
あ
ず
か
っ
て
お
い
た
。
し
か
し
事
実
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。

も
し
そ
う
な
ら
ば
、
そ
の
時
期
は
隋
の
完
敗
の
直
後
で
あ
り
、
ま
さ
に
再
軍
備
に
と
り
か
か
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

こ
の
あ
と
、
高
句
麗
は
反
攻
に
で
て
、
六
〇
七
年
に
は
百
済
の
辺
境
地
方
を
、
六
○
八
年
に
は
新
羅
の
北
方
を
攻
め
、

南
を
牽
制
す
る
と
と
も
に
、
主
力
を
北
に
お
い
て
、
隋
の
侵
攻
に
そ
な
え
る
。
い
っ
ぽ
う
隋
も
、
煬
帝
が
六
〇
五
年
に
即
位

す
る
と
、
第
二
回
遠
征
の
大
軍
の
準
備
に
は
い
る
。
い
ま
見
た
と
こ
ろ
の
聖
徳
太
子
の
六
〇
七
年
と
六
〇
八
年
の
二
回
の

遣
隋
使
は
、
ま
さ
に
こ
の
と
き
に
つ
か
わ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

け
っ
き
ょ
く
、
六
一
二
年
、
煬
帝
は
遼
東
か
ら
高
句
麗
への
第
二
回
目
の
侵
入
を
開
始
す
る
。
じ
つ
に
戦
闘
部
隊
一
一
三

万
と
い
わ
れ
、
輸
送
部
隊
も
ほ
ぼ
そ
れ
と
同
じ
く
、
水
軍
も
淮
水
と
長
江
の
河
口
を
発
し
、
数
百
里
の
隊
列
を
組
ん
で
、

平
壌
へ向
か
っ
た
と
い
う
。
文
字
ど
お
り
、
隋
の
国
力
を
か
け
た
一
大
侵
攻
作
戦
で
あ
っ
た
。 

 

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
大
戦
備
の
渦
中
に
、
目
本
の
使
者
は
お
も
む
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
隋
は
ふ
た
た
び
敗
れ
る
。

こ
の
失
敗
が
事
実
上
の
隋
帝
国
の
運
命
を
き
め
た
。
こ
の
あ
と
く
り
か
え
し
侵
略
し
た
と
す
る
が
、
み
な
失
敗
し
、
隋
は
つ



-8- 

い
に
六
一
八
年
、
滅
び
る
の
で
あ
る
。 

『日
本
書
紀
』に
よ
る
と
、
隋
の
滅
亡
の
前
も
う
一
度
、
推
古
天
皇
二
十
二
年
（六
一
四
）
に
、
犬
上
御
田
鍬
（い
ぬ
が
み

の
み
た
す
き
）
ら
が
隋
に
つ
か
わ
さ
れ
た
と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
だ
け
記
載
さ
れ
て
あ
っ
て
、
『
隋
書
』に

は
な
い
。
未
確
認
で
は
あ
る
が
、
そ
の
年
は
あ
た
か
も
、
隋
の
第
三
回
目
の
高
句
麗
遠
征
の
年
に
あ
た
っ
て
い
た
。 

 

巧
妙
な
か
け
ひ
き 

 

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
遣
隋
使
は
、
い
ち
お
う
都
合
四
回
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
が
み
な
、
隋
と
高
句
麗
の
激
突

の
さ
な
か
に
あ
た
っ
て
い
た
。
煬
帝
と
す
れ
ば
、
高
句
麗
を
征
す
る
に
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
百
済
、
さ
ら
に
百
済
を
支
援

す
る
日
本
を
、
あ
く
ま
で
味
方
に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
句
麗
を
南
か
ら
牽
制
さ
せ
る
こ
と
が
ぜ
ひ
必
要

な
の
で
あ
り
、
す
く
な
く
と
も
日
本
を
敵
に
ま
わ
せ
ば
不
利
を
ま
ぬ
が
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
す
こ
し
前
、
推
古
天
皇
十
一
年

（
六
〇
三
）
、
日
本
は
来
目
皇
子
（
く
め
み
こ
）
に
、
二
万
五
〇
〇
〇
の
軍
を
授
け
、
筑
紫
に
進
駐
し
て
南
鮮
出
兵
を
企
て

た
と
い
う
記
事
が
あ
る
で
は
な
い
か
。 

 

い
っ
ぽ
う
、
高
句
麗
に
と
っ
て
も
、
日
本
と
は
事
を
か
ま
え
な
い
こ
と
が
肝
要
で
あ
っ
た
。
南
か
ら
の
、
と
く
に
新
羅
の
脅

威
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
高
句
麗
王
は
、
推
古
天
皇
二
十
六
年
（六
一
八
）
、
隋
の
煬
帝
の
軍
三
〇

万
を
破
っ
た
こ
と
を
大
和
朝
廷
に
告
げ
、
俘
虜
や
鼓
吹
な
ど
の
戦
利
品
を
贈
っ
て
い
る
。
一
つ
の
示
威
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。 

 

聖
徳
太
子
は
こ
の
よ
う
な
国
際
関
係
の
帰
趨
を
つ
か
み
、
遣
使
の
時
期
を
正
確
に
計
算
し
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
太
子
は
明
敏
に
も
、
こ
の
時
期
を
の
が
さ
な
か
っ
た
。
一
見
、
太
子
の
「
自
主
外
交
」
は
冒
険
で
あ
り
、
非
現
実
的
に
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み
え
る
。
し
か
し
あ
る
程
度
の
危
険
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
み
ご
と
に
成
功
し
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
必
然
性
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。 

 

自
主
外
交
の
中
身 

 

こ
こ
で
も
う
一
度
、
い
わ
ゆ
る
「自
主
外
交
」の
中
身
を
み
て
み
よ
う
。 

 

『隋
書
』に
よ
る
と
、
六
〇
七
年
の
遣
使
の
と
き
、
小
野
妹
子
は
、
「聞
く
海
西
の
菩
薩
天
子
、
重
ね
て
仏
法
を
興
す
と
。

故
に
遣
し
て
朝
拝
せ
し
め
、
か
ね
て
沙
門
数
十
人
、
来
り
て
仏
法
を
学
ぶ
」
と
述
べ
た
と
い
う
。
こ
の
口
上
書
が
、
妹
子
が

述
べ
た
こ
と
ば
を
忠
実
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
国
書
の
調
子
と
は
か
な
り
ち
が
う
。
そ
こ
に
は
煬
帝
に
「朝
拝
」し
、

来
た
り
て
仏
法
を
「学
ぶ
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
隋
側
を
不
当
に
刺
激
し
ま
い
と
す
る
精
い
っ
ぱ
い
の
努
力
が
感
じ
ら
れ
る
。

肝
心
の
国
書
に
は
、
「日
出
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
、
恙
無
き
や
云
々
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
こ

れ
が
聖
徳
太
子
の
起
草
文
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
太
子
は
隋
に
対
し
、
冊
封
・
朝
貢
、
つ
ま
り
王
侯
と
し
て
帝
王
に
服
属

し
、
そ
の
朝
廷
に
貢
ぎ
を
献
上
す
る
と
い
う
形
式
を
す
て
、
隣
対
国
と
し
て
の
関
係
の
樹
立
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。
は

た
し
て
煬
帝
は
よ
ろ
こ
ば
ず
、
「蛮
夷
の
書
、
無
礼
な
る
も
の
あ
り
、
ま
た
も
っ
て
聞
す
る
勿
れ
」
と
鴻
臚
卿
に
命
じ
た
と
い

う
。
こ
の
煬
帝
の
感
覚
こ
そ
、
当
時
の
ア
ジ
ア
外
交
の
常
識
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
、
倭
王
武
は
、
中
国
の
宋
か
ら
、
「
安
東
大

将
軍
倭
国
王
」
に
封
じ
ら
れ
て
い
た
し
、
ま
た
隋
に
対
し
て
も
、
高
句
麗
は
「
大
将
軍
遼
東
郡
公
」
、
百
済
は
「
上
開
府
儀

同
三
司
帯
方
郡
公
」
、
新
羅
は
「
上
開
府
楽
浪
郡
公
」
の
立
場
に
あ
り
、
当
時
み
な
隋
の
冊
封
体
制
の
な
か
に
は
い
っ
て
い

た
。
そ
の
と
き
日
本
だ
け
が
朝
貢
国
の
関
係
を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。 

 

煬
帝
が
気
を
悪
く
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
煬
帝
は
、
日
本
に
返
使
を
送
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
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か
も
隋
は
、
日
本
の
主
張
を
み
と
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
裴
世
清
が
天
皇
に
差
し
出
し
た
隋
の

国
書
に
は
、
「皇
帝
、
倭
皇
に
問
ふ
」と
い
う
書
き
出
し
で
、
「隋
帝
が
み
ず
か
ら
徳
化
を
ひ
ろ
め
、
こ
れ
を
あ
ま
ね
く
世
界

に
被
ら
し
め
ん
と
す
る
に
あ
た
り
、
倭
王
は
深
き
心
ば
え
ね
ん
ご
ろ
に
し
て
、
遠
く
朝
貢
を
修
め
、
赤
心
を
も
つ
こ
と
は

嘉
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
鴻
臚
卿
掌
客
裴
世
清
ら
を
つ
か
わ
し
、
そ
の
意
を
指
し
宣
べ
さ
せ
る
」と
書
い
て
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
『隋
書
』に
も
、
「皇
帝
、
徳
は
二
儀
に
並
び
、
沢
は
四
海
に
流
る
。
王
、
化
を
慕
ふ
の
故
を
以
て
、
行
人
を
遣
し
て

来
ら
し
め
、
此
に
宣
詔
す
」と
、
ま
っ
た
く
同
一
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
お
り
の
国
書
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
倭

王
も
「裴
清
」に
対
し
、
「わ
れ
聞
く
、
海
西
に
大
隋
礼
義
の
国
あ
り
と
、
故
に
遣
し
て
朝
貢
せ
し
む
。
わ
れ
は
夷
人
、
海
隅

に
僻
在
し
て
礼
義
を
聞
か
ず
」と
述
べ
た
と
あ
っ
て
、
国
書
の
「日
出
処
天
子
」ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
ま
さ
に
わ
れ
は
「夷
人
」

で
あ
り
、
「海
隅
に
僻
在
」す
る
後
進
国
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
隋
は
あ
き
ら
か
に
、
朝
貢
関
係
に
固
執
し
て
い
た
し
、

日
本
も
支
障
の
な
い
範
囲
で
こ
れ
に
順
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

妹
子
の
舞
台
ま
わ
し 

 

だ
か
ら
、
妹
子
が
裴
清
を
と
も
な
っ
て
帰
国
の
途
中
、
煬
帝
か
ら
の
返
書
を
、
百
済
に
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
、
朝

廷
に
提
出
し
な
か
っ
た
の
で
、
朝
臣
た
ち
は
妹
子
の
罪
を
せ
め
て
、
流
刑
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
天
皇
だ
け
は
、
こ
の
罪
を

許
し
た
と
、
『日
本
書
紀
』に
書
い
て
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
妹
子
は
、
隋
の
返
書
が
あ
ま
り
に
も
日
本
の
国
書
と
く
い

ち
が
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
あ
か
ら
さ
ま
に
取
り
つ
い
だ
の
で
は
、
国
交
が
ぶ
ち
こ
わ
し
に
な
る
と
考
え
て
、
故
意
に
失
っ
て

し
ま
っ
た
と
述
べ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
多
く
の
学
説
は
解
し
て
い
る
。
さ
き
の
煬
帝
に
た
い
す
る
妹
子
の
口
上
書
と
い
い
、

こ
ん
ど
の
場
合
と
い
い
、
太
子
の
意
を
う
け
た
妹
子
の
舞
台
ま
わ
し
は
あ
ざ
や
か
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
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ま
で
の
蘇
我
氏
に
よ
る
百
済
一
辺
倒
の
外
交
が
変
え
ら
れ
る
の
を
お
そ
れ
て
、
百
済
が
実
際
に
太
子
の
新
外
交
の
妨
害

を
し
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
く
い
ち
が
い
の
ま
ま
、
日
本
と
隋
の
外
交
関
係
は
成
立
し
た
。
日
本
側
も
対
等
の
関
係
を
主
張

し
な
が
ら
、
煬
帝
の
国
書
は
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
双
方
に
、
こ
の
外
交
を
成
立
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
つ
よ
い
要
求
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
太
子
の
決
意
も
な
み
な
み
な
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、

そ
れ
だ
け
の
必
要
性
と
は
何
か
。
し
ば
ら
く
あ
と
で
そ
れ
に
ふ
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
お
な
じ
こ
と
は
舒
明
二
年
（
六
三

〇
）
、
最
初
の
遣
唐
使
犬
上
三
田
鍬
が
遣
わ
さ
れ
、
翌
年
、
そ
の
帰
国
に
さ
い
し
、
唐
か
ら
高
表
仁
が
来
日
し
た
と
き
に

も
あ
て
は
ま
る
。
『
日
本
書
紀
』に
難
波
津
で
の
歓
迎
行
事
ま
で
は
、
裴
世
清
の
と
き
と
お
な
じ
く
記
さ
れ
る
の
に
、
朝
廷

で
の
外
交
儀
礼
は
ま
っ
た
く
省
略
さ
れ
、
直
ち
に
帰
国
の
記
事
に
と
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
日
唐
の
外
交
上
の
主
張
を
調
整
で

き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
、
『旧
唐
書
』に
は
、
日
本
の
使
者
が
「自
ら
の
矜
持
が
大
き
く
、
実
情
か
ら
か
け
は
な
れ
て
い
る
」

と
し
つ
つ
も
、
高
表
仁
が
「
綏
遠
の
才
が
な
く
、
王
子
と
礼
を
争
い
、
正
式
の
外
交
を
成
立
さ
せ
え
な
か
っ
た
」こ
と
を
責
め

て
い
る
。
双
方
の
主
張
に
ひ
ら
き
が
あ
り
な
が
ら
、
外
交
の
成
立
を
双
方
と
も
望
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。 

 

さ
て
、
六
〇
八
年
の
遣
隋
使
の
国
書
に
も
、
『
日
本
書
紀
』に
よ
る
と
、
「
東
の
天
皇
、
敬
み
て
西
の
皇
帝
に
白
す
」
と
書

き
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
こ
れ
を
前
回
の
「
日
出
処
天
子
」
と
い
う
国
書
と
混
同
し
た
も
の
と
み
る
説
も
あ
る
が
、

小
野
妹
子
が
裴
世
清
を
送
っ
て
、
六
〇
八
年
に
も
隋
に
使
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
の
で
、
こ
の
と
き
も
信
書
を
携
え
て
い

た
と
み
ね
ば
な
ら
ず
、
遣
隋
使
の
記
事
の
正
確
さ
か
ら
お
し
て
、
こ
の
よ
う
な
説
は
ま
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
太
子
の
た
て
ま

え
は
、
ふ
た
た
び
貫
か
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 
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現
実
政
治
家
と
し
て
の
太
子 

 

さ
て
、
聖
徳
太
子
の
革
新
外
交
の
経
過
を
以
上
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
み
る
と
、
太
子
は
ま
さ
し
く
、
す
ぐ
れ
て
現
実
的
な

政
治
家
で
あ
っ
た
。
太
子
の
外
交
を
「国
威
発
揚
」
的
に
と
ら
え
る
の
が
ま
ち
が
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
太
子
を
仏
教
の
創

始
者
で
あ
り
、
『三
経
義
疏
』を
著
わ
し
た
文
化
人
で
あ
る
と
み
て
、
あ
ま
り
に
も
理
想
主
義
的
で
、
か
つ
内
向
的
な
人
柄

で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
も
、
ま
ち
が
い
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
、
太
子
が
生
前
「世
間
虚
仮
（
せ
け

ん
こ
げ
）
」
（
現
世
は
真
実
で
な
く
、
む
な
し
い
存
在
で
あ
る
こ
と
）
と
、
そ
の
妃
に
語
っ
た
こ
と
が
わ
ざ
わ
い
し
て
、
現
実
政

治
と
の
混
同
を
ま
ね
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

も
ち
ろ
ん
太
子
は
、
「
権
力
政
治
家
」で
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
太
子
の
時
代
に
対
す
る
正
確
な
現
状
認
識
と
、
未
来

への
深
い
洞
察
力
は
、
ど
ん
な
同
時
代
人
を
も
絶
し
て
い
た
。
蘇
我
氏
の
専
権
を
打
破
す
る
た
め
、
ま
ず
道
を
隋
と
の
通
交

と
、
新
羅
と
の
友
好
回
復
に
求
め
、
し
か
も
隋
と
の
対
等
関
係
を
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
隋
帝
国
の
威
力
を
国
内
政

治
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
利
用
し
た
。
外
交
の
成
功
は
、
国
内
諸
勢
力
に
対
す
る
指
導
力
の
強
化
と
な
り
、
蘇
我
氏
を
お
の
ず
か

ら
制
圧
し
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

太
子
は
け
っ
し
て
、
た
だ
「
哲
人
政
治
家
」
と
か
、
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
型
な
ど
と
い
う
形
容
で
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
政
治
家
で

は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
、
太
子
観
を
誤
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。 

 

平
野
邦
雄
『帰
化
人
と
古
代
国
家
』（吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
、
一
八
八
～
二
〇
〇
頁
） 


