
白
村
江
戦
と
筑
紫

　

白
村
江
戦
と
は
、
６
６
３
年
８
月
、
倭

⎝
日
本
⎠
の
水
軍
が
唐
の
水
軍
と
白
村
江

⎝
中
国
・
朝
鮮
半
島
の
記
録
で
は
「
白
江
」
⎠

で
会
戦
し
、
大
敗
を
喫
し
た
戦
い
を
い
い

ま
す
。
少
し
で
も
古
代
大
宰
府
の
歴
史
に

関
心
を
持
っ
て
お
ら
れ
る
人
な
ら
、
一
度

は
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る
戦
い
で
し
ょ

う
。
ふ
つ
う
は
、「
白
村
江
の
戦
い
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
が
、
森
公
章
さ
ん
は
、
こ
の
戦

い
が
日
本
の
歴
史
書
・
日
本
書
紀
だ
け
で

は
な
く
、
中
国
の
旧
唐
書
・
新
唐
書
、
さ
ら

に
朝
鮮
半
島
の
歴
史
を
記
し
た
三

国
史
記
に
も
み
え
る
よ
う
に
、
東

ア
ジ
ア
世
界
を
巻
き
込
ん
だ
戦
い

で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
国

際
研
究
の
立
場
か
ら
「
白
村
江
戦
」

と
い
う
呼
び
方
を
提
唱
さ
れ
て
お

り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
れ
よ
り
先
の
６
６
０
年
、
新

羅
の
要
請
を
う
け
て
行
わ
れ
た
唐

軍
の
攻
撃
に
よ
り
、
百
済
の
王
都

泗
沘
城
が
陥
落
、
百
済
王
を
は
じ
め
と
す

る
王
族
、
貴
族
た
ち
が
唐
へ
と
連
行
さ
れ

ま
す
。
倭
王
権
は
、
百
済
に
い
た
遺
臣
た
ち

の
願
い
を
う
け
て
、
百
済
復
興
に
の
り
だ

し
ま
す
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
百
済
救
援
戦

争
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
白
村
江
戦
は
そ

の
最
終
段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で

す
。

　

こ
の
敗
戦
は
、
倭
王
権
に
ど
の
よ
う
な

影
響
を
与
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で

は
、
筑
紫
に
注
目
し
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、
敗
戦
翌
年
の
天

智
天
皇
３
⎝
６
６
４
⎠
年
、
対
馬
島
・
壱
岐

島
・
筑
紫
国
な
ど
に
防
人
・
烽
が
置
か
れ
、

ま
た
水
城
が
築
造
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
に
は
大
野

城
・
基
肄
城
が
築
城
さ
れ
て
お
り
、
お
そ

ら
く
は
後
の
令
制
大
宰
府
が
も
っ
て
い
た

と
さ
れ
る
軍
事
的
な
役
割
が
こ
の
時
に
与

え
ら
れ
た
可
能
性
が
大
き
い
と
思
わ
れ
ま

す
。
こ
の
時
期
の
筑
紫
に
は
筑
紫
大
宰
と

筑
紫
総
領
と
い
う
二
つ
が
併
存
し
て
い
ま

し
た
。
筑
紫
大
宰
は
す
で
に
推
古

朝
か
ら
日
本
書
紀
に
み
え
ま
す

が
、
こ
れ
は
書
紀
編
者
の
創
作

で
、
白
村
江
敗
戦
後
、
先
の
軍
事

的
な
役
割
を
担
う
官
職
と
し
て

新
た
に
設
置
さ
れ
た
、
と
す
る
説

が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
わ
た
く

し
は
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
。
後
の

令
制
大
宰
府
は
、
筑
紫
大
宰
や
筑

紫
総
領
の
も
っ
て
い
た
、
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
ふ
ま
え
な
が
ら
段

階
的
に
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き

だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。
た
し
か
に
、
軍
事

的
な
役
割
を
担
っ
た
の
は
筑
紫
大
宰
で
し

た
が
、
こ
れ
は
白
村
江
敗
戦
と
い
う
事
態

に
即
応
す
る
た
め
の
緊
急
的
な
措
置
で

あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
天
智
朝

に
こ
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
、

い
っ
た
ん
相
対
化
し
て
み
る
視
点
が
必
要

だ
と
思
い
ま
す
。
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