
諸
外
国
と
の
国
交
の
始
め

　あ
ま
つ
ひ
の
お
お
み
か
み

天
日
大
御
神　
（
天
照
大
御
神
）
の
　み

こ

御
子　
の
　

み
こ
と

尊　
（
天
皇
）
が
お
治
め
に
な
る
こ
の
　お

お
み
く
に

大
御
国　
（
日
本
）
に
、
諸
外
国
が
　

ち
ょ
う
こ
う

朝
貢　

（
貢
ぎ
物
を
奉
る
こ
と
）
す
る
事
の
始
ま
り
を
詳
し
く
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず

　し師　
　き

の木　
　み

ず瑞　
　が

き
の

籬　
　み

や
に

宮　
　あ

め
の
し
た

御
　
　し

ろ
し
め
し
し

宇

　
【
　す

じ
ん

崇
神　
】
　す

め
ら

天　
　み

こ
と

皇　
の
大
御
代
の
七
年
（
前
九
一
）
に
、

　
す
め
ら
み
こ
と

天
皇　
の
　お

お
み
ゆ
め

大
御
夢　
に
　

お
お
も
の
ぬ
し
の
お
お
か
み

大
物
主
大
神　
の
お
告
げ
が
あ
り
、
同
十
一
年
（
前
八
七
）
に
、
異
国
の
人
々
が
数
多
く
参
っ
た

次
第
が
（
書
紀
に
）
見
え
る
。
こ
れ
は
ど
こ
の
国
々
と
も
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
今
思
う
に
辺
り
一
帯
の
近

隣
の
小
さ
な
国
々
で
、
そ
の
当
時
お
の
お
の
独
立
し
た
　お

さ長　
が
い
た
で
あ
ろ
う
国
が
、
こ
の
御
代
よ
り
服
従

し
て
、

　
す
め
ら
み
か
ど

皇
朝　
（
日
本
の
朝
廷
）
の
　み

の
り

御
法　
（
法
制
）
を
承
り
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
何
々
の
島
」
な
ど
と
名
付
け
ら
れ
、

後
に
は
（
日
本
の
）
各
地
域
に
編
入
さ
れ
た
島
々
で
あ
ろ
う
。

次
に
同
じ
御
代
の
六
十
五
年
（
前
三
三
）
の
秋
に
、
　み

ま
な

任
那　
と
い
う
国
よ
り
使
者
が
参
っ
て
貢
ぎ
物
を
奉
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
「
　つ

く
し

筑
紫　
（
九
州
）
か
ら
離
れ
る
こ
と
二
千
里
以
上
北
方
に
あ
る
国
」
と
（
書
紀
に
）
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
国
は
も
ろ
こ
し
（
シ
ナ
）
の
書
物
に
も
載
っ
て
い
て
、
後
の
時
代
ま
で
　か

ら戎　
（
日
本
の
西
方
の

国
々
の
総
称
、
六
頁
参
照
）
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
ま
さ
し
く
外
国
が
参
っ
た
最
初
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
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さ
て
そ
の
使
者
は
、

　し師　
　き

の木　
　た

ま玉　
　が

き
の

垣　
　み

や
に

宮　
　あ

め
の
し
た

御
　
　し

ろ
し
め
し
し

宇

　
【
　す

い
に
ん

垂
仁　
】
　す

め
ら

天　
　み

こ
と

皇　
の
二
年
（
前
二
八
）
、
滞
在
六
年
目
の
年
に
　お

い
と
ま

御
暇　
を
頂
い
て
帰
国

し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
時
、
　あ

か
ぎ
ぬ

赤
絹　
百
　ぴ

き疋　
（
二
百
人
分
）
を
使
者
に
持
た
せ
て
そ
の
王
に
お
与
え
に
な
っ

て
い
る
。

同
三
年
（
前
二
七
）
、
　し

ら
ぎ

新
羅　
の
国
の
王
子
　あ

め
の
ひ
ぼ
こ

天
日
槍　
が
参
る
。

三
韓
の
朝
貢
の
始
め

そ
の
後
、

　お
き
な
が
た
ら
し
ひ
め
の
み
こ
と

息
長
帯
姫
尊　
【
　じ

ん
ぐ
う

神
功　
皇
后
】
が
神
の
　み

お
し
え

御
教　
に
従
っ
て
御
自
ら
　し

ら
ぎ

新
羅　
の
国
の
征
伐
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
、

　し
ら
ぎ
お
う

新
羅
王　
は
す
ぐ
さ
ま
　お

お
み
ふ
ね

大
御
船　
の
前
に
参
上
し
て
様
々
の
誓
い
を
立
て
て
臣
下
と
し
て
服
従
し
、
そ
の
時

か
ら
常
に
数
多
く
の
船
に
貢
ぎ
物
を
載
せ
て
奉
る
習
い
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
　こ

ま

高
麗　
（
高
句
麗
）
、

　く
だ
ら

百
済　
の
二
国
も
同
様
に
朝
貢
し
て
以
来
、
こ
の
三
つ
の
韓
の
　か

ら
く
に

戎
国　
、
ま
た
そ
の
周
辺
の
国
々
も
す
っ
か
り

　
す
め
ら
み
か
ど

皇
朝　
の
　み

の
り

御
法　
に
従
っ
て
お
仕
え
申
し
上
げ
た
事
は
、
世
間
の
人
も
よ
く
知
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

さ
て
（
朝
廷
は
）
そ
こ
に
　

み
こ
と
も
ち

宰　
（
地
方
官
）
を
派
遣
な
さ
っ
て
、
そ
の
国
々
の
政
務
を
執
り
行
わ
せ
な
さ
っ
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た
。『
書
紀
』
に
「
日
本
府
」
と
あ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
　か

ん韓　
の
国
の
『
三
国
史
記
』
、『
東
国
通
鑑
』
な
ど
と
い
う
書
物
に
は
、
一
言
も
こ
の
よ

う
な
事
を
記
述
せ
ず
、
　み

く
に

皇
国　
（
日
本
）
の
事
を
よ
そ
よ
そ
し
く
も
ま
る
で
自
分
と
対
等
な
国
で
あ
る
か
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
昔
こ
う
し
て
臣
下
と
し
て
お
仕
え
申
し
上
げ
た
事
を
嫌
っ
て
省
い
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
中
古
ま
で
も
、
使
者
を
派
遣
し
て
貢
ぎ
物
を
献
上
す
る
こ
と
が
絶
え
な
か
っ
た
の
は
確

か
で
あ
る
。

ま
た
、
も
ろ
こ
し
の
国
の
『
隋
書
』
と
い
う
書
物
に
も

　し
ら
ぎ

新
羅　
、
　く

だ
ら

百
済　
は
共
に
倭
（
日
本
）
を
大
国
で
珍
物
が
多
い
と
し
て
敬
い
仰
ぎ
、
い
つ
も
使
い
を
通
わ

せ
て
往
来
し
て
い
た
。

と
言
い
、
近
世
の
明
の
時
代
の
『
世
法
録
』
と
い
う
書
物
で
　み

く
に

御
国　
（
日
本
）
の
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
箇

所
に
もそ

の
　ぞ

っ
こ
く

属
国　
は
五
十
余
り
あ
り
、
　し

ら
ぎ

新
羅　
、
　く

だ
ら

百
済　
も
こ
と
ご
と
く
　ぞ

っ
こ
く

属
国　
で
あ
る
。

と
言
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
見
て
も
、
か
の
（
韓
の
国
の
）
書
物
の
内
容
が
真
実
で
は
な
い
事
を
知
る
べ
き

で
あ
る
。
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三
韓
の
歴
史
概
略

さ
て
こ
の
三
つ
の
　か

ん韓　
の
国
の
中
で
も
、
　く

だ
ら

百
済　
は
か
の

　
ひ
め
み
こ
と

姫
尊　
（
神
功
皇
后
）
の
御
時
よ
り
、
　う

ち
つ
み
や
け

内
官
家　
（
直
轄
領
）
の
国
と
お
定
め
に
な
り
、
　み

く
に

皇
国　
の
内
の
皇
室
の
直
轄
領
同

然
の
扱
い
で
特
別
に
厚
い
お
情
け
を
お
か
け
に
な
り
、（
百
済
は
）
代
々
忠
実
に
お
仕
え
申
し
上
げ
て
来
た
。

と
こ
ろ
が
　し

ら
ぎ

新
羅　
は
忠
実
で
は
な
く
、
と
も
す
れ
ば
逆
ら
い
申
し
上
げ
、
（
日
本
の
）
西
の
辺
境
の
国
を
襲

撃
し
た
こ
と
な
ど
も
時
々
あ
っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に

　お
う近　

　み
の江　

　お
お大　

　つ
の津　

　み
や
に

宮　
　あ

め
の
し
た

御
　
　し

ろ
し
め
し
し

宇

　
【
　て

ん
じ

天
智　
】
　す

め
ら

天　
　み

こ
と

皇　
の
御
世
（
六
六
八–

六
七
一
）
に
な
っ
て
、
　く

だ
ら

百
済　
は
　し

ら
ぎ

新
羅　
・
　と

う唐　
の
　あ

た賊　

ど
も
に
滅
ぼ
さ
れ
、
　こ

ま

高
麗　
も
ま
た
間
も
な
く
滅
ん
で
し
ま
っ
た
。

さ
て
そ
の
後
、

　な寧　
　ら

の楽　
　み

や
に

宮　
　あ

め
の
し
た

御
　
　し

ろ
し
め
し
し

宇

　
【
　し

ょ
う
む

聖
武　
】
　す

め
ら

天　
　み

こ
と

皇　
の
御
世
（
七
二
四–

七
四
九
）
に
、
再
び
　こ

ま

高
麗　
か
ら
出
た
　ぼ

か
い

渤
海　
と
い
う
国

が
（
日
本
に
）
使
者
を
派
遣
し
、
国
書
と
貢
ぎ
物
を
奉
り
は
じ
め
て
、
延
喜
（
九
〇
一–

九
二
二
）
の
頃
ま
で
も

絶
え
ず
お
仕
え
申
し
上
げ
た
。

そ
の
後
ま
も
な
く
　こ

ま

高
麗　
の
　お

う
け
ん

王
建　
と
称
す
る
も
の
が
、
三
韓
（
百
済
、
新
羅
、
高
麗
）
の
辺
り
の
国
々
を
統
一

し
て
再
び
　こ

ま

高
麗　
（
王
氏
高
麗
）
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、
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　ご
こ
ま
つ

後
小
松　
天
皇
の
御
世
（
一
三
九
二–

一
四
一
二
）
に
滅
ん
で
、
そ
の
家
臣
の
　り

せ
い
け
い

李
成
桂　
と
言
う
男
が
代
わ
っ
て
立
ち
、
国

の
名
を
も
　

ち
ょ
う
せ
ん

朝
鮮　
（
李
氏
朝
鮮
）
と
改
め
た
の
だ
っ
た
。
昔
を
思
え
ば
こ
の
朝
鮮
は
、
今
も
　

り
ゅ
う
き
ゅ
う

琉
球　
（
現
在
の
沖
縄

県
）
な
ど
と
同
様
に
、
大
御
国
に
臣
下
と
し
て
お
仕
え
申
し
上
げ
る
べ
き
国
で
あ
る
。

変
わ
る
こ
と
の
な
い
も
ろ
こ
し
の
習
わ
し

次
に
も
ろ
こ
し
の
国
（
シ
ナ
）
は
、
　つ

く
し

筑
紫　
（
九
州
）
の
遥
か
に
西
の
沖
合
い
に
あ
っ
て
、
　か

ら
く
に

戎
国　
と
も
呼
ん

で
い
る
。
　か
ら戎　
と
は
、
東
の
方
角
に
あ
る
国
を
　
え
み
し
夷　
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
西
の
方
角
に
あ
る
諸
外
国
の
総
称
で

あ
る
。

さ
て
こ
の
も
ろ
こ
し
と
い
う
　か

ら戎　
は
、
韓
の
　か

ら戎　
の
西
南
の
方
向
に
続
く
非
常
に
大
き
な
国
で
、
　こ

の
く
に

胡
国　
（
ペ

ル
シ
ャ
）、
　て

ん
じ
く

天
竺　
（
イ
ン
ド
）
な
ど
と
か
言
う
国
ま
で
も
ひ
と
続
き
に
な
っ
た
大
陸
の
中
で
、
東
南
の
方
に
片

寄
っ
て
い
る
。
国
の
　お

さ長　
は
、
一
般
に
外
国
の
習
わ
し
で
、
　

い
に
し
え

古　
よ
り
定
ま
っ
た
者
は
お
ら
ず
、
た
だ
そ
の

時
々
に
勢
い
が
強
く
て
賢
い
者
が
な
っ
て
い
た
。

　ご

う

だ

後
宇
多　
天
皇
の
御
世
（
一
二
七
四–

一
二
八
七
）
の
頃
に
な
っ
て
か
ら
は
、
そ
の
北
方
の
　も

う
こ

蒙
古　
（
モ
ン
ゴ
ル
）
と
い
う

国
か
ら
出
た
者
も
　お

さ長　
と
な
っ
て
九
十
年
ほ
ど
治
め
た
（
元
）
。
ま
た
そ
の
後
、
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　ご
こ
う
み
ょ
う

後
光
明　
天
皇
の
御
代
の
正
保
（
一
六
四
四–

一
六
四
七
）
の
頃
、
そ
の
東
北
に
あ
る
　だ

っ
た
ん

韃
靼　
（
満
州
）
と
い
う
国
の
者
が

こ
の
国
を
も
打
ち
取
っ
て
、
百
三
十
年
余
り
を
今
に
至
る
ま
で
治
め
て
い
る
（
清
）
。

こ
の
よ
う
に
変
わ
ら
ぬ
主
が
い
な
い
の
で
、
こ
の
国
で
は
定
ま
っ
た
国
の
名
も
な
く
て
、
そ
の
時
々
に

長
に
な
っ
て
い
る
者
の
出
身
国
、
ま
た
は
始
め
に
統
治
を
委
任
さ
れ
た
所
の
名
な
ど
を
呼
び
、
あ
る
場
合

は
新
た
に
こ
し
ら
え
た
り
な
ど
も
す
る
よ
う
だ
。
そ
の
中
で
、
昔
の
　か

ん漢　
・
　と

う唐　
と
い
っ
た
王
朝
は
比
較
的
長

く
続
い
た
の
で
、
そ
の
血
統
が
滅
ん
だ
後
の
世
に
も
、
ず
っ
と
漢
と
も
唐
と
も
呼
ん
で
い
た
。
そ
う
い
う

わ
け
で
　み
く
に

皇
国　
で
も
、
　か
ら唐　
言
葉
で
は
今
で
も
こ
の
二
つ
の
名
で
呼
び
、
そ
の
う
ち
そ
の
唐
の
字
を
「
も
ろ
こ

し
」
と
も
「
か
ら
」
と
も
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。

さ
て
そ
の
　お

さ長　
は
、
古
代
に
　

し
ゅ
う

周　
と
称
し
た
代
（
前
一
一
世
紀–

前
二
五
六
）
な
ど
は
「
王
」
と
名
乗
っ
て
い
た
が
、

　く
る黒　

　だ
の田　

　い
ほ廬　

　ど
の戸　

　み
や
に

宮　
　あ

め
の
し
た

御
　
　し

ろ
し
め
し
し

宇

　
【
　こ

う
れ
い

孝
霊　
】
　す

め
ら

天　
　み

こ
と

皇　
の
御
世
（
前
二
九
〇–

前
二
一
五
）
の
頃
、
　し

ん秦　
の
　し

こ
う

始
皇　
と
い
う
王
が

　
し
ゅ
う

周　
を
滅
ぼ
し
て
そ
の
国
を
手
に
い
れ
て
か
ら
、
呼
称
を
「
皇
帝
」
と
改
め
た
。
こ
の
時
に
諸
制
度
を
も
刷

新
し
、
そ
の
多
く
は
今
に
至
る
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
し
て
そ
の
国
の
習
わ
し
は
、
こ
の
よ
う
に
主
君
を
滅
ぼ
し
て
そ
の
国
を
奪
う
の
が
い
つ
も
の
事
な
の

で
、
昔
か
ら
下
の
者
は
上
の
隙
を
狙
っ
て
国
を
奪
お
う
と
し
、
上
の
者
は
人
に
奪
わ
れ
ま
い
と
警
戒
す
る
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も
の
だ
か
ら
、
上
と
下
と
は
本
心
で
は
信
用
し
合
っ
て
い
な
い
。
互
い
に
煩
わ
し
い
考
え
を
め
ぐ
ら
す
余

り
に
、
す
べ
て
の
事
に
真
実
は
と
て
も
少
な
く
て
、
た
だ
偽
り
や
飾
り
ば
か
り
が
多
い
。

さ
て
主
君
の
国
を
奪
う
に
つ
け
て
は
、
そ
の
恐
ろ
し
い
罪
を
ご
ま
か
す
た
め
に
、
あ
る
者
は
「
天
が
お

与
え
に
な
っ
た
」（
天
命
）
な
ど
と
い
う
よ
う
な
作
り
話
を
色
々
と
用
意
し
て
、
文
辞
を
麗
し
く
飾
り
立
て

て
人
民
を
あ
ざ
む
き
、
ま
た
何
事
も
決
ま
り
を
細
か
く
し
て
尊
い
事
に
思
わ
せ
た
り
す
る
な
ど
、
総
じ
て

う
わ
べ
は
と
て
も
立
派
だ
け
れ
ど
、
心
の
中
は
悪
く
汚
い
国
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
何
事
に
つ
け
て
も
用
心
し
、
考
え
め
ぐ
ら
す
事
に
す
ぐ
れ
て
い
る
た
め
に
、
代
々

賢
い
人
も
多
く
出
た
。
万
事
に
不
足
な
く
満
ち
足
り
て
い
る
上
に
、
国
土
も
非
常
に
広
く
て
勢
い
が
強
い

の
で
、
周
辺
の
小
さ
な
国
の
王
共
を
も
多
く
　て

な
ず

手
懐　
け
て
服
従
さ
せ
、
自
分
は
「
　て

ん
し

天
子　
」（
天
命
を
受
け
て
人
民

を
治
め
る
為
政
者
）
と
名
乗
っ
て
一
段
と
尊
く
見
え
る
よ
う
に
振
る
舞
い
、
自
分
の
国
を
「
　

ち
ゅ
う
ご
く

中
国　
」（
世
界
の
中

心
の
国
）
と
呼
び
、
周
辺
の
国
々
を
「
　い

て
き

夷
狄　
」（
野
蛮
な
異
民
族
）
な
ど
と
蔑
み
侮
っ
て
、
天
地
の
間
に
並
ぶ

も
の
が
な
い
か
の
よ
う
に
む
や
み
に
驕
り
高
ぶ
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
皆
こ
の
　お

さ長　
の
　

わ
た
く
し
ご
と

私
事　
な
の
だ
が
、
機
嫌
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
び
く
び
く
し
な
が
ら
服
従
し
て

い
る
周
辺
の
国
王
ど
も
は
、
そ
の
　

お
き
て

掟　
を
受
け
入
れ
て
天
子
と
言
っ
て
崇
拝
し
、
中
国
と
言
っ
て
敬
う
よ
う
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