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日
本
の
古
代
に
お
け
る
大
陸
の
脅

威
か
ら
の
国
防
の
最
前
線
と
し
て
、

ま
た
、
大
和
政
権
の
九
州
︵
西
海
道
︶

統
括
の
地
と
し
て
築
か
れ
た
基
肄
城
。

そ
の
性
格
か
ら
み
て
、
こ
の
地
に
今

で
い
う
軍
隊
的
な
性
格
を
有
す
る
組

織
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
想

像
で
き
ま
す
。

日
本
古
代
の
法
律
で
あ
る
﹃
令
﹄

の
規
定
に
は
﹃
軍ぐ

ん

防ぼ
う

令
り
ょ
う

﹄
が
あ
り
、

軍
隊
的
な
性
格
を
有
す
る
組
織
を

﹁
軍
﹂
﹁
軍
団
﹂
と
し
て
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
﹃
軍
防
令
﹄
の
規
定
に

は
、
軍
団
の
編
成
や
兵
士
が
自
ら
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
武
具
・
道
具

類
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
軍
団
が

具
体
的
に
ど
こ
の
施
設
に
配
置
さ
れ

て
い
た
の
か
を
知
る
記
録
は
あ
ま
り

残
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
大
宰

府
が
管
轄
し
て
い
た
西
海
道
に
お
け

る
具
体
的
な
軍
団
名
を
推
量
す
る
に

足
る
記
録
も
僅
か
し
か
残
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
基
肄
城
内

に
配
置
さ
れ
た
人
々
の
姿
を
イ
メ
ー

ジ
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
な
作

業
な
の
で
す
。

し
か
し
、
西
海
道
の
守
り
と
し
て

組
織
さ
れ
た
各
国
の
軍
団
の
中
で
、

唯
一
、
記
録
に
そ
の
名
を
留
め
る
軍

団
が
、
我
が
町
が
あ
る
基
肄
郡
の
名

を
配
し
た
﹃
基
肄
団
﹄
で
す
。

『
軍
防
令
﹄
の
条
文
で
は
、
第
１
条

に
﹁
凡
軍
団
大だ

い

毅き

、
領
一
千
人
。
少

し
ょ
う

毅き

副
領
。
校
尉
二
百
人
。
旅
師
一
百

人
。
隊
正
五
十
人
﹂
と
記
さ
れ
、
各

階
級
が
引
率
す
べ
き
兵
士
の
人
数
が

規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
１

人
﹁
校
尉
﹂
に
つ
い
て
の
記
録
と
し

て
、
平
安
時
代
、
弘
仁
４
︵
８
１
３
︶

年
に
肥
前
国
小お

近ぢ
か

島
︵
現
在
の
長
崎

県
北
松
浦
郡
小
値
賀
町
と
推
定
さ
れ

て
い
ま
す
。
︶
で
起
き
た
事
件
の
記

事
中
に
出
て
き
ま
す
。

｢
時
は
、
平
安
の
世
、
弘
仁
４
年
３

月
18
日
。
韓
半
島
に
あ
っ
た
新
羅
の

国
か
ら
１
１
０
人
も
の
人
々
が
肥
前

国
小
近
島
に
襲
来
し
た
。
島
の
人
々

は
応
戦
し
、
襲
来
し
た
新
羅
人
９
人

を
殺
し
、
１
０
１
人
を
捕
獲
し
た
。
﹂

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
事
件
を
、
小
近
島
を
管
轄
す

る
肥
前
国
司
へ
報
告
し
た
の
が
基
肄

団
校
尉
貞さ

だ

弓ゆ
み

等
で
あ
っ
た
と
﹃
日
本

紀
略
﹄
︵
﹃
日
本
後
紀
﹄
を
書
き
写
し

編
さ
ん
し
た
も
の
︶
に
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
﹁
校
尉
﹂
と
は
、
現
代
で
の
部

隊
長
の
役
割
を
担
っ
た
人
物
で
、
東

ア
ジ
ア
の
大
陸
諸
国
と
国
境
を
接
す

る
肥
前
国
に
あ
っ
て
、
﹁
沿
岸
警
備

隊
﹂
の
役
割
を
担
っ
た
人
物
で
あ
っ

た
と
想
像
で
き
ま
す
。
さ
な
が
ら
今

の
尖
閣
諸
島
で
の
有
り
様
と
同
じ
で

は
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

軍
団
の
名
称
は
、
太
宰
府
市
で
見

つ
か
っ
た
印
章
、
﹁
御
笠
団
印
﹂
﹁
遠お

賀か

団
印
﹂
な
ど
の
限
ら
れ
た
資
料
に

見
ら
れ
、
旧
郡
名
を
冠
し
た
名
称
で

あ
り
、
郡
を
単
位
に
編
成
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば
、
事
件
が
起
き
た
小
近
島
は
、

基
肄
郡
か
ら
遠
く
離
れ
た
松
浦
郡
に

位
置
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
所

属
す
る
松
浦
郡
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な

く
肥
前
国
司
の
裁
量
で
動
い
て
い
た

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

ち
な
み
に
、
軍
団
に
は
、
お
お
む

ね
21
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
成
人
男
子

︵
正
丁
と
呼
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
︶
が

徴
兵
さ
れ
、
さ
ら
に
弓
、
大
刀
な
ど

身
辺
の
武
具
や
食
糧
は
自
ら
準
備
し

て
臨
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。特

別
史
跡
基
肄
城
跡
を
見
る
と
き
、

単
に
史
跡
と
い
う
姿
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
で
活
動
し
た
人
々
の
姿
、
さ
ら

に
は
そ
の
背
景
に
あ
る
﹁
戦
い
﹂
の

姿
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

※
問
合
せ
先

教
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学
習
課
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史
係
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０

基
肄
城
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造
１
３
５
０
年

基き

肄い

城
じ
ょ
う

を
知
る
⑩

︱
記
録
に
見
え
る
軍
団
︑﹃
基
肄
団
』

︱

小近島（小値賀島）と基肄城


