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序
　
章

二
〇
一
五
年
　
日
本
の
岐
路



　
二
棚
一
五
年
は
、
外
交
的
に
大
変
に
重
い
年
で
あ
る
。
終
戦
七
棚
周
年
の
年
で
あ
り
、
ま
た
、
日
韓
両
国
が
国
交

正
常
化
し
て
五
棚
年
に
な
る
。
本
来
、
日
韓
両
国
に
と
り
記
念
す
べ
き
年
の
は
ず
で
あ
る
が
、
ど
う
に
も
素
直
に
喜

べ
る
雰
囲
気
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

　
今
日
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
は
極
め
て
悪
く
、
と
り
わ
け
気
に
な
る
の
が
日
本
の
中
に
蔓
延
し
つ
つ
あ
る

韓
国
へ
の
嫌
悪
感
で
あ
る
。
日
本
人
に
と
り
、
嫌
い
な
国
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
が
韓
国
で
あ
る
。
そ
し
て
た
ん
に
嫌
い
な

だ
け
で
は
な
く
、
醱
視
の
感
情
が
見
て
取
れ
る
。
書
店
に
山
と
積
ま
れ
た
韓
国
醱
視
の
本
、
本
。
こ
れ
で
も
か
、
こ

れ
で
も
か
と
韓
国
の
悪
口
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
中
国
と
の
関
係
も
悪
い
。
し
か
し
、
中
国
に
対
し
て
は
嫌
い
で
は
あ
っ
て
も
、
醱
視
の
感
情
は
あ
ま
り

見
受
け
ら
れ
な
い
。
日
本
人
の
多
く
は
、
大
国
化
す
る
中
国
に
対
し
て
脅
威
を
感
じ
て
い
る
が
、
醱
視
感
は
な
さ
そ

う
だ
。
戦
前
は
中
国
に
対
し
て
も
ひ
ど
い
言
葉
で
表
現
し
、
優
越
感
を
感
じ
て
い
る
向
き
も
あ
っ
た
が
、
さ
す
が
に

今
日
で
は
醱
視
感
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
韓
国
に
対
し
て
は
嫌
悪
感
だ
け
で
な
く
醱
視
感
が
常
に
付
き
ま
と
う
。
そ
こ

に
日
本
と
韓
国
と
の
関
係
の
難
し
さ
が
あ
る
。

　
長
年
、
外
交
の
世
界
に
身
を
置
き
、
韓
国
と
の
関
係
改
善
に
努
め
て
き
た
だ
け
に
、
今
日
の
状
況
は
残
念
で
な
ら

な
い
。
日
本
人
の
多
く
は
、
韓
国
が
い
つ
ま
で
も
歴
史
認
識
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。

怒
っ
て
も
い
る
。「
も
う
韓
国
な
ど
は
相
手
に
す
る
必
要
が
な
い
」
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
論
調
が
目
立
っ
て
い
る
。

中
国
に
つ
い
て
も
然
り
で
あ
る
。
悪
い
の
は
中
国
だ
か
ら
、
日
中
関
係
が
上
手
く
い
か
な
く
て
も
仕
方
な
い
、
と
い

�



う
考
え
が
国
民
に
支
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
ま
っ
た
く
、
隣
国
と
の
関
係
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
世
界
中
を
見
渡
し
て
も
、
隣

国
と
の
関
係
が
一
番
難
し
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
と
の
関
係
、
ア
ジ
ア
で
も
イ
ン
ド
と
パ
キ
ス

タ
ン
と
の
関
係
、
中
東
で
は
イ
ラ
ン
と
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
と
の
関
係
な
ど
、
各
々
、
歴
史
的
な
背
景
が
あ
り
、
か
つ

て
戦
っ
た
相
手
、
あ
る
い
は
今
日
、
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
り
、
す
ん
な
り
と
協
力
す
る
の
が
難
し
い
相
手
で
あ
る
。

　
日
本
の
場
合
は
韓
国
お
よ
び
中
国
と
の
関
係
が
隣
国
関
係
と
し
て
、
常
に
難
し
い
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
隣
国

が
嫌
い
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
相
手
に
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
隣
国
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
安
全
保
障
の
観
点
や
経

済
の
関
係
で
も
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
大
い
に
関
係
が
あ
り
、
こ
れ
ら
隣
国
と
の
間
で
一
定
の
協
力

関
係
を
築
き
上
げ
て
い
か
な
い
と
常
に
無
用
の
摩
擦
が
生
じ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
ⅵ兵
法
三
十
六
計
に
遠
交
近
攻
あ
り
」
⒡
⒢
昔
か
ら
近
く
の
国
と
の
関
係
は
難
し
く
、
遠
く
の
国
と
連
携
し
、
近

く
の
国
を
攻
め
る
の
が
兵
法
だ
、
と
い
っ
た
こ
と
も
言
わ
れ
、
今
日
の
世
界
で
も
、
こ
の
兵
法
が
成
功
す
る
ケ
ー
ス

も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
一
世
紀
の
世
界
で
は
こ
の
戦
法
は
王
道
で
は
な
く
、
時
代
錯
誤
に
す
ら
な
っ
て
き
て
い
る
。

二
一
世
紀
は
、
地
域
協
力
が
時
代
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
欧
州
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
が
作
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
歴
史
的
な
わ
だ
か
ま
り
を
克
服
し
、
欧
州
統
合
に
か
け
た
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
両

国
の
リ
ー
ダ
ー
の
決
断
と
勇
気
だ
っ
た
。
北
米
で
は
Ｎ
Ａ
Ｆ
Ｔ
Ａ(

北
米
自
由
貿
易
協
定)

が
経
済
活
動
の
推
進
力
と

な
り
、
ア
メ
リ
カ
、
カ
ナ
ダ
、
メ
キ
シ
コ
の
経
済
統
合
が
進
ん
で
い
る
。

　
ア
ジ
ア
で
も
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ(

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合)

が
中
核
と
な
り
、
ア
ジ
ア
の
経
済
統
合
が
進
め
ら
れ
て
き

て
い
た
。
し
か
も
、
そ
の
ア
ジ
ア
は
二
一
世
紀
の
世
界
で
成
長
の
中
心
と
な
り
、
こ
こ
で
の
協
力
関
係
の
推
進
こ
そ
、
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ア
ジ
ア
の
発
展
の
大
き
な
チ
ャ
ン
ス
と
な
っ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
に
経
済
・
通
貨
危
機
を
経
験
し
た
ア
ジ
ア
は
Ａ

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
゛
３
、
つ
ま
り
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
一
棚
カ
国
と
日
本
、
中
国
、
韓
国
の
三
カ
国
、
計
一
三
カ
国
で
の
経
済
協

力
を
推
進
し
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
早
く
に
先
進
国
の
仲
間
入
り
を
し
た
日
本
は
、
ま
さ
に
ア
ジ
ア
の
地
域
協
力
を

推
進
す
る
中
核
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
き
た
し
、
事
実
、
日
本
は
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
ア
ジ
ア
通

貨
危
機
を
契
機
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
チ
ェ
ン
マ
イ
・
イ
ニ
シ
ャ
テ
イ
ブ
は
ア
ジ
ア
の
通
貨
安
定
に
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
き
た
が
、
そ
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
日
本
だ
っ
た
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
二
棚
一
五
年
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
統
合
を
実
現
す
る
。
こ
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
は
日
本
、
中
国
な
ど
と

協
力
し
、
ア
ジ
ア
の
連
携
を
強
化
し
、
地
域
協
力
を
推
進
し
た
い
と
強
く
願
っ
て
い
る
。

　
そ
こ
に
き
て
、
今
日
の
状
況
で
あ
る
。

　
日
本
と
中
国
お
よ
び
韓
国
と
の
関
係
悪
化
は
、
ア
ジ
ア
で
の
地
域
協
力
の
推
進
を
困
難
に
し
て
い
る
。
誰
が
悪
い

の
か
、
答
え
は
簡
単
で
は
な
い
。
今
日
の
南
シ
ナ
海
に
お
け
る
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
対
立
を
み
る
と
、

中
国
の
大
国
化
と
横
暴
と
も
言
え
る
海
洋
進
出
が
地
域
協
力
を
困
難
に
し
て
い
る
元
凶
だ
と
言
え
よ
う
。
同
様
の
こ

と
が
東
シ
ナ
海
で
も
起
き
て
い
て
、
や
は
り
、
中
国
が
問
題
の
核
心
だ
、
と
い
う
側
面
は
否
定
で
き
な
い
。

　
東
ア
ジ
ア
全
体
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
中
国
の
台
頭
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
が
核
心
的
な
課
題
で
あ
る
。
本

書
に
お
い
て
も
、
こ
の
核
心
的
な
課
題
に
つ
い
て
、
じ
っ
く
り
と
考
え
て
い
き
た
い
。
同
時
に
、
本
書
で
は
、
日
本

と
中
国
、
韓
国
と
の
関
係
全
般
に
つ
い
て
、
今
日
、
な
ぜ
、
こ
れ
だ
け
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
原
因
は

ど
こ
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
歴
史
的
な
視
点
を
も
ち
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
と
り
わ
け
日
韓
両
国
の
相
互
不

信
、
嫌
悪
感
の
根
底
に
は
長
い
両
国
の
関
係
が
影
響
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
く
、
歴
史
的
な
関
係
に
つ
い
て
両
国

�



が
あ
る
程
度
共
通
の
理
解
を
も
た
な
い
こ
と
に
は
前
に
進
ま
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
書
く
と
、
ま
た
、
歴
史
問
題
か
、
い
つ
ま
で
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
い
っ
た
批
判
も

聞
か
れ
そ
う
だ
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
ど
の
程
度
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
を
理
解
し
て
い
る
か
と

言
え
ば
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
も
の
が
あ
る
。
私
自
身
、
つ
い
最
近
ま
で
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
長
い
歴
史
的

な
関
係
に
つ
い
て
、
極
め
て
大
雑
把
な
知
識
し
か
な
く
、
し
か
も
、
そ
の
知
識
す
ら
、
事
実
と
は
大
い
に
違
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
り
、
研
究
を
進
め
る
う
ち
に
愕
然
と
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
う
し
た
研
究
の
一
端
を
も
っ
て
大
学

で
学
生
に
問
い
か
け
る
と
、
彼
ら
の
知
識
も
予
想
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
今
後
の
日
韓
関
係
を
展
望
し
、
さ
ら
に
日
本
の
東
ア
ジ
ア
外
交
を
考
え
る
う
え
で
、
今
一
度
、
き
ち
ん

と
日
本
と
朝
鮮
半
島
や
中
国
と
の
関
係
を
振
り
返
り
、
正
し
く
歴
史
を
理
解
し
、
そ
の
こ
と
を
日
本
の
若
者
に
伝
え

る
の
が
自
分
の
果
た
し
得
る
さ
さ
や
か
な
役
割
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
以
下
は
、
そ
う
し
た
試
み
で
あ
る
。
所
詮
、

歴
史
学
に
つ
い
て
全
く
の
素
人
で
あ
り
、
専
門
家
か
ら
見
れ
ば
読
む
に
堪
え
な
い
内
容
だ
と
恥
じ
入
る
が
、
外
交
と

い
う
視
点
に
立
ち
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
、
そ
し
て
中
国
と
の
関
係
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
取
り
組
み
で
あ
り
、
ご
寛

恕
願
い
た
い
。
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古
代
⒡
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外
交
の
か
が
や
き



�
　
古
代
の
日
朝
関
係

白は
く

村す
き
の江え

の
戦
い

　
さ
て
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
、
お
よ
び
中
国
と
の
古
代
か
ら
の
外
交
関
係
を
振
り
返
る
と
な
る
と
、
ま
ず
頭
に
浮
か

ぶ
の
が
白
村
江
の
戦
い
で
あ
る
。

　
学
校
の
歴
史
の
教
科
書
で
は
「
六
六
三
年
、
白
村
江
の
戦
い
、
日
本
は
百
済
復
興
の
目
的
で
派
兵
す
る
も
、
唐
・

新
羅
連
合
軍
に
敗
れ
、
敗
走
し
た
」、
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
は
ひ
と
つ
派
兵
と
敗
戦
に
至
る
背
景
や
事
実
関

係
を
き
ち
ん
と
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
ⅵ熟に

き

田た

津つ

に
船
乗
り
せ
む
と
月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ
今
は
漕
ぎ
出
で
な
」

　
万
葉
集
に
収
め
ら
れ
た
額ぬ

か

田た
の

王
お
お
き
みの

こ
の
歌
は
、
六
六
一
年(

斉
明
天
皇
七
年)

、
百
済
復
興
の
た
め
斉
明
天
皇
の

一
行
が
北
九
州
へ
と
向
か
う
途
次
、
愛
媛
松
山
の
港
、
熟
田
津
に
寄
港
し
た
時
の
も
の
で
あ
る
。
潮
の
流
れ
を
待
ち
、

い
ざ
、
出
航
せ
ん
と
す
る
高
揚
感
の
伝
わ
っ
て
く
る
歌
で
あ
る
。
そ
の
後
、
一
行
は
九
州
に
到
着
、
福
岡
の
朝
倉
に

本
営
を
設
け
て
い
る
。

　
天
皇
み
ず
か
ら
が
九
州
へ
遠
征
し
、
朝
鮮
半
島
に
渡
る
軍
団
の
指
揮
を
執
る
、
並
々
な
ら
ぬ
覚
悟
が
見
て
取
れ
る
。

こ
の
一
行
に
は
中な

か
の大お
お兄え
の皇お
う子じ

、
大お

お

海
人

あ
ま
の

皇お
う

子じ

に
加
え
て
、
多
く
の
皇
族
、
豪
族
が
加
わ
っ
て
お
り
、
中
大
兄
皇
子
の

娘
で
大
海
人
皇
子
の
妃
と
な
っ
た
大お

お

田た
の

皇ひ
め

女み
こ

も
同
行
、
大お

お

伯く
の

海う
み(

岡
山
県)

で
大
伯
皇
女
が
生
ま
れ
て
い
る
。
あ
の
悲

劇
の
王
子
、
大お

お

津つ
の

皇み

子こ

の
姉
君
で
あ
る
。
飛
鳥
か
ら
王
朝
が
そ
の
ま
ま
九
州
に
大
移
動
し
た
感
が
あ
る
。

�



　
当
時
、
倭
王
朝
は
よ
う
や
く
制
度
を
整
え
、
中
央
集
権
国
家
と
し
て
の
形
を
整
備
し
始
め
た
ば
か
り
の
時
代
で
あ

る
。
こ
の
時
に
、
王
朝
そ
の
も
の
を
危
機
に
陥
入
れ
か
ね
な
い
九
州
遠
征
と
軍
団
の
朝
鮮
半
島
へ
の
派
遣
決
定
が
な

さ
れ
る
。
そ
の
目
的
は
、
百
済
の
復
興
救
済
の
た
め
で
あ
り
、
こ
の
目
的
完
遂
の
た
め
、
数
万
も
の
大
軍
を
出
兵
さ

せ
、
四
棚
棚
煥
の
船
を
朝
鮮
半
島
に
送
っ
た
。
そ
の
事
実
だ
け
で
も
驚
異
的
で
あ
る
。
相
手
は
唐
と
新
羅
の
連
合
軍
、

ど
う
み
て
も
勝
ち
目
の
な
い
戦
い
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
、
そ
う
い
う
無
謀
と
思
わ
れ
る
決
定
を
ヤ
マ
ト
王
権
は
行
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
決
定
を
主
導
し
た
の
が
中
大
兄
皇
子
で
あ
る
。

　
日
本
書
紀
を
通
じ
て
伝
わ
っ
て
く
る
中
大
兄
皇
子
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
中
臣
鎌
足
の
助
け
を
え
て
大
化
の
改
新
を
断

行
し
た
ヒ
ー
ロ
ー
で
あ
る
。
こ
の
大
化
の
改
新
に
つ
い
て
は
、
六
四
五
年
、
「
蘇
我
一
族
が
天
皇
を
軽
ん
じ
、
権
力
を

ほ
し
い
ま
ま
に
し
よ
う
と
し
た
、
中
で
も
目
に
余
っ
た
蘇
我
馬
子
、
入
鹿
親
子
を
中
大
兄
皇
子
が
倒
し
、
律
令
制
を

推
し
進
め
た
立
派
な
事
業
」
と
高
校
時
代
に
習
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
し
か
し
、
史
実
は
そ
う
簡
単
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

　
日
本
書
紀
は
七
二
棚
年
に
完
成
し
て
い
る
が
、
当
時
の
実
力
者
で
あ
る
藤
原
不
比
等
が
編
纂
を
指
導
し
た
も
の
で

あ
る
。
藤
原
不
比
等
は
中
臣
鎌
足
の
子
で
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
の
行
動
を
正
当
化

し
、
美
化
す
る
傾
向
が
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
こ
で
天
皇
を
醱
ろ
に
す
る
蘇
我
一
族
に
対
抗
し
、
悪
者
の

蘇
我
入
鹿
を
倒
し
、
天
皇
中
心
の
立
派
な
改
新
を
成
し
遂
げ
た
の
が
中
大
兄
皇
子
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
日
本
書
紀
の
記
述
で
も
、
飛
鳥
板
蓋
宮
に
お
い
て
朝
鮮
三
国
が
「
調
」
を
貢
上
す
る
儀
式
が
あ
り
、

そ
の
儀
式
の
日
に
皇
極
天
皇
の
御
前
で
中
大
兄
皇
子
と
そ
の
一
派
が
乱
入
し
、
蘇
我
入
鹿
を
惨
殺
す
る
。
そ
の
時
、

皇
極
天
皇
は
驚
愕
し
、「
何
を
す
る
の
だ
」
と
詰
問
し
た
と
い
う
か
ら
、
宮
廷
内
の
ク
ー
デ
タ
ー
だ
と
い
う
構
図
が
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垣
間
見
ら
れ
る
。

　
こ
の
大
化
の
改
新
を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
態
は
権
力
闘
争
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
悪
の
権
化
の
よ
う
に
描
か
れ
た
蘇

我
入
鹿
は
実
は
有
能
で
、
改
革
派
だ
っ
た
、
と
い
っ
た
指
摘
が
多
く
の
学
者
か
ら
出
さ
れ
て
お
り
、
大
化
の
改
新
の

有
無
を
め
ぐ
っ
て
、
学
界
で
は
大
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
歴
史
に
こ
れ
以
上
深
入
り
す
る

こ
と
は
し
な
い
が
、
対
外
関
係
と
い
う
側
面
に
し
ぼ
っ
て
歴
史
的
な
事
実
関
係
を
探
り
、
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と

に
し
た
い
。

　
さ
て
、
六
六
一
年
の
九
州
遠
征
は
百
済
復
興
を
目
的
と
し
て
い
る
。
百
済
復
興
の
た
め
、
日
本
か
ら
朝
鮮
半
島
に

大
軍
が
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
、
朝
鮮
半
島
は
ど
う
い
っ
た
状
況
に
あ
り
、
倭
国
と
い
か

な
る
関
係
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
古
代
へ
　
魏
志
倭
人
伝

　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
六
六
一
年
の
時
代
に
お
け
る
朝
鮮
半
島
の
状
況
と
日
本
と
の
か
か
わ
り
を
正
し
く

理
解
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
以
前
の
古
く
か
ら
の
日
本
と
朝
鮮
半
島
と
の
関
係
や
中
国
と
の
関
係
を
理
解
し

て
お
く
必
要
が
出
て
く
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
古
代
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
古
代
の
日
本
と
中
国
、
朝
鮮
半
島
と
の
か
か
わ
り
を
示
す
文
書
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
有

名
な
の
が
魏
志
倭
人
伝
で
あ
る
。
魏
志
倭
人
伝
は
三
世
紀
、
卑
弥
呼
の
時
代
に
邪
馬
台
国
と
魏
王
朝
と
の
間
で
三
度

の
外
交
上
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
と
記
録
し
て
い
る
。
卑
弥
呼
が
魏
の
皇
帝
か
ら
「
親
魏
倭
王
」
に
任
命
さ
れ
て
い

る
。
卑
弥
呼
が
魏
に
朝
貢
す
る
と
い
う
関
係
で
は
あ
る
が
、
絹
織
物
や
銅
鏡
一
棚
棚
枚
が
贈
ら
れ
る
な
ど
魏
が
卑
弥
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