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第
一
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力
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・
国
家
認
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は
じ
め
に 

   

中
世
・
近
世
断
絶
論
の
克
服
と
い
う
研
究
動
向
に
よ
り
、
現
在
中
近
世
移
行
期
の
研
究
が
活
発
で
あ
り
、

様
々
な
角
度
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
主
に
戦
国
史
研
究
で
多
く
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
が
、
中
世

史
と
近
世
史
研
究
の
間
で
、
な
お
見
解
の
相
違
が
見
ら
れ
、
さ
ら
な
る
研
究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

で
、
中
近
世
移
行
期
に
あ
た
る
時
期
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
を
は
じ
め
と
す
る
西
洋
人
が
来
日
し
て
キ

リ
ス
ト
教
を
布
教
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
に
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
移
行
期
に
あ
た
る
時
期
に
在

日
し
て
お
り
、
当
該
期
の
国
家
・
社
会
の
変
容
を
直
接
体
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
が
日

本
の
国
家
・
権
力
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
、
そ
の
認
識
を
改
め
て
い
っ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
先
の

中
近
世
移
行
過
程
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

宣
教
師
の
権
力
者
認
識
に
関
す
る
研
究
は
、
す
で
に
戦
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
岡
田
章
雄
氏
が
イ
エ

ズ
ス
会
書
翰
等
に
記
述
さ
れ
た
信
長
・
秀
吉
・
家
康
や
天
皇
と
い
っ
た
権
力
者
に
関
す
る
宣
教
師
の
記
録

を
紹
介
し
た
の
を
は
じ
め(

1
)

、
最
近
で
は
、
海
外
史
料
の
詳
細
な
分
析
を
行
っ
た
岸
野
久
氏
の
研
究
等
が
挙

げ
ら
れ
る(

2
)

。
こ
う
し
た
宣
教
師
の
権
力
者
観
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
の
み
な
ら
ず
当
該
期
を
対
象
と
す
る
研

究
論
文
・
著
書
に
数
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
い
う
の
は
、
未
刊
史

料
の
紹
介
と
そ
れ
の
引
用
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
が

深
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
宣
教
師
が
日
本
の
権
力
者
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
の
か
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
牧
健
二
氏
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る(

3
)

。
氏
は
徳
川

全
期
に
わ
た
っ
て
権
力
者
に
対
す
る
西
洋
人
の
理
解
を
検
討
し
、
彼
ら
の
認
識
す
る
前
近
代
の
日
本
の
権

力
者
、
権
力
構
造
、
国
家
形
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
研
究
は
キ
リ
シ
タ
ン

海
外
史
料
の
翻
訳
事
業
が
進
ん
で
い
な
い
段
階
で
の
研
究
で
あ
っ
た
た
め
、
史
料
上
の
制
約
か
ら
特
に
キ

リ
ス
ト
教
日
本
開
教
期(

4
)

の
分
析
の
不
十
分
さ
が
目
立
つ(

5
)

。
ま
た
、
具
体
的
な
実
証
的
分
析
が
な
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
史
料
的
根
拠
が
不
十
分
で
説
得
力
に
欠
け
る
と
い
う
問
題
点
を
孕
ん
で
い
る
。 

 

現
在
、
キ
リ
ス
ト
教
日
本
開
教
期
に
お
け
る
研
究
は
、
岸
野
久
氏
の
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て(

6
)

、
来
日
前

か
ら
の
宣
教
師
の
日
本
情
報
収
集
・
権
力
者
分
析
・
布
教
方
針
等
多
く
が
明
ら
か
に
な
り
、
牧
氏
の
研
究

の
問
題
点
を
克
服
す
る
条
件
は
整
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
日
本
開
教
期
、
特
に
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ

ィ
レ
ラ
が
畿
内
布
教
を
行
う
前
段
階
ま
で
の
時
期
を
中
心
に
、
宣
教
師
の
日
本
の
権
力
者
観
に
つ
い
て
、

宣
教
師
の
書
翰
か
ら
権
力
者
を
示
す
語
句
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。 

   
 
 

一 

権
力
者
を
示
す
語
に
つ
い
て 

  

宣
教
師
は
日
本
で
の
布
教
活
動
が
進
展
し
て
い
く
と
、
権
力
者
に
対
し
て
「
内
裏
（D

airi

）
」
・
「
公

方
（C

ubo

）
」
・
「
屋
形
（Y

acata

）
」
な
ど
の
日
本
語
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
権
力
者
を
捉
え
て
い
く
が
、



日
本
布
教
開
始
段
階
で
は
日
本
の
権
力
者
を
具
体
的
に
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、
西
洋
で
の
枠
組
み
に
当
て

は
め
て
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
宣
教
師
の
書
翰
で
は
、
特
に
「
国
王
（rei

）
」
・
「
領
主
（senhor

）
」
・

「
太
守
（duque

）
」(

7
)

と
い
っ
た
権
力
者
を
示
す
語
句
を
用
い
て
伝
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
句
か
ら

宣
教
師
の
権
力
者
認
識
を
検
討
し
て
い
く
。 

  
 
 

１
「
国
王
（rei

）
」
に
つ
い
て 

  

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
は
、
主
た
る
権
力
者
に
対
し
て
「
国
王
（rei

）
」
と
い
う
語
句
を
当
て
て
、
書
翰

に
書
き
記
し
て
い
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
日
本
以
外
に
も
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
で
布
教
活
動
を
行
っ
て
お

り
、
そ
れ
ら
の
国
々
の
権
力
者
に
対
し
て
も
日
本
同
様
にrei

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

該
当
者
が
日
本
と
そ
れ
以
外
の
国
々
で
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
宣
教
師
の
書
翰
か
らrei

と
い
う
語
句
を

抽
出
し
て
、
そ
の
該
当
者
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

日
本
以
外
の
国
々
の
権
力
者
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
るrei

を
抽
出
す
る
と
、
そ
の
事
例
が
確
認
で
き

る
国
は(

8
)

ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
・
中
国
・
ビ
ル
マ
・
シ
ャ
ム
・
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
琉
球
で
あ
る(

9
)

。
こ
れ

ら
の
国
々
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
国
王
」
は
ま
さ
に
文
字
通
り
各
国
の
国
王
を
指
し
て
お
り
、
例

外
は
見
ら
れ
な
い
。 

 

一
方
、
日
本
に
お
い
て
は
「
国
王
」
の
該
当
者
が
一
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
編
『
日
本
関
係
海
外
史
料 

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
書
翰
集
』
（
以
下
、
『
書
翰
』
と
略
記
す
る
）
お
よ
び

松
田
毅
一
監
訳
『
十
六
・
七
世
紀 

イ
エ
ズ
ス
会
日
本
報
告
集
』
（
以
下
、
『
報
告
』
と
略
記
す
る
）(

1
0
)

の
中
か
ら
、
日
本
の
権
力
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
「
国
王
」
の
原
語rei

を
抽
出
し
、
史
料
番
号
ご
と
に

分
類
し
た
（
表
）
。
表
か
ら
、
日
本
は
先
の
外
国
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
「
国
王
」
の
該
当
者
が
天
皇
・

将
軍(

1
1
)

を
指
す
事
例
と
大
名
を
指
す
事
例
に
分
か
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 

表
か
ら
「
国
王
」
の
該
当
者
の
変
化
時
点
を
見
て
い
こ
う
。N

o.13

か
ら
「
国
王
」
の
該
当
者
が
天
皇
・

将
軍
か
ら
大
名
に
変
化
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
だN

o.13

三
九
号
書
翰
の
発
信
地
が
コ
ー
チ
ン
で
あ
る
こ

と
や
、
発
信
者
の
ド
ン
・
ア
フ
ァ
ン
ソ
・
デ
・
ノ
ロ
ー
ニ
ャ
が
日
本
渡
航
者
で
は
な
い
点
か
ら
、
こ
の
書

翰
は
除
外
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
日
本
で
発
信
さ
れ
た
書
翰
を
見
て
い
く
と
、
変
化
時
点
はN

o.15
で

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。N

o.15

四
二
号
書
翰
の
発
信
日
が
西
暦
一
五
五
一
年
一
〇
月
二
〇
日
で
、
同
日

付
書
翰
で
あ
る
四
三
・
四
三
Ａ
号
書
翰
も
共
に
「
国
王
」
の
該
当
者
を
大
名
と
し
て
い
る
点
か
ら
、
変
化

時
点
はN

o.15

四
二
号
書
翰
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ま
り
、
四
二
号
書
翰
直
前
に
宣
教
師
間
で
権
力
者

に
対
す
る
認
識
を
改
め
る
要
因
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
の
該
当
者
の
変
化
を
翻
訳
史
料
で
は
ど
の
よ
う
に
処
理
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
翻
訳
史

料
か
らrei

の
訳
出
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。
こ
れ
ま
で
用
い
て
き
た
翻
訳
史
料
の
う
ち
『
書
翰
』
で

はrei

の
原
語
を
「
国
王
」
と
し
て
訳
し
て
い
る
が
、
『
報
告
』
で
は
「
国
王
」
と
「
国
主
」
と
い
う
二
語

で
訳
し
分
け
て
い
る
。
松
田
毅
一
氏
は
『
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
』
の
凡
例
に
お
い
て
、
「
大
友
宗
麟
や

徳
川
家
康
ら
が
「
国
王
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
フ
ロ
イ
ス
が
第
一
部
の
序
文
に
お
い
て

事
情
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
本
訳
［
『
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
』
の
こ
と
ー
筆
者
注
ー
］
に
お
い
て

彼
ら
を
「
国
王
」
と
記
す
こ
と
は
お
よ
そ
日
本
風
で
は
な
い
の
で
、
違
和
感
を
和
ら
げ
る
た
め
に
「
国
主
」

と
し
」
た
と
訳
し
分
け
の
理
由
を
説
明
し
て
い
る(

1
2
)

。
当
該
期
日
本
の
社
会
情
勢
か
ら
判
断
す
る
と
、 

  



                                      

戦
国
大
名
を
国
王
と
す
る
に
は
確
か
に
違
和
感
が
あ
る
た
め
、
松
田
氏
の
見
解
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
別
々
の
語
句
で
記
さ
れ
た
「
国
王
」
「
国
主
」
を
、
原
文
は
同
一
語rei

で
あ
る
と
理
解
す



る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
り
、
解
釈
上
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
む
し
ろ
、
翻
訳
す
る
際
に
訳
し
分
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
、
す
な
わ
ち
宣
教
師
の
書
翰
に
見
ら
れ
る
日
本
の
「
国
王
」
の
該
当
者
に
、

天
皇
・
将
軍
と
大
名
の
二
種
類
存
在
し
た
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
当
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
の
権
力
者
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
の
か
、
当
時
の
記
録
で
あ

る
「
日
葡
辞
書
」(1

3)

と
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
「
日
葡
辞
書
」
に
は
、

松
田
氏
の
訳
し
た
国
王
と
国
主
の
項
が
あ
る
の
で
、
当
該
期
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
こ
れ
ら
の
語
句
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。 

 

【
史
料
１
】 

 

国
王C

ocuuô
 

C
unino vô

（
国
の
王
） 

R
ei, ou Em

perador

（
国
王
、
ま
た
は
皇
帝
） 

 

国
主C

ocuxu
 

C
unino nuxi

（
国
の
主
） 

Senhor de reino

（
王
国
の
領
主
） 

  

ま
ず
語
句
の
音
読
み
と
訓
読
み
が
記
さ
れ
た
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
で
そ
の
意
味
が
記
さ
れ
て
い
る
。
日

本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
国
王
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
間
でrei

ま
た
はEm

perador

で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
宣
教
師
の
使
うrei

は
日
本
で
用
い
ら
れ
て
い
る
国
王
と
同
義
で
あ
る
と
判
断
で
き
、rei

の

訳
は
「
国
王
」
で
正
し
い
と
い
え
る
。
一
方
、
国
主
はsenhor
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
意
味
は
「
王
国

の
領
主
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
の
捉
え
方
次
第
で
国
王
と
同
一
に
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
宣

教
師
が
国
王
と
国
主
をrei

とsenhor

と
で
使
い
分
け
た
点
か
ら
考
え
て
、
両
者
は
明
ら
か
に
別
の
語
と
し
て

理
解
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、rei

の
訳
は
「
国
王
」
で
あ
っ
て
、
「
国
主
」
と
訳
す
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
る
。 

 

こ
の
点
に
関
し
て
、
フ
ロ
イ
ス
が
ま
と
め
た
「
日
本
史
」
の
序
章
九
に
、
「
国
王
」
に
対
す
る
認
識
が

示
さ
れ
て
い
る
。
長
文
で
あ
る
が
引
用
す
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。(

1
4
) 

 

【
史
料
２
】 

 

九
、
外
（
国
）
か
ら
日
本
へ
商
品
を
携
え
て
取
引
き
に
来
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
た
ち
は
、
日
本
の
言

語
を
知
ら
ず
、
ま
た
（
日
本
の
）
諸
国
、
諸
地
方
の
こ
と
に
も
ほ
と
ん
ど
通
ぜ
ず
、
彼
ら
の
大
部
分

は
船
が
入
る
肥
前
国reyno de Figen

の
諸
港
の
ほ
か
は
何
も
見
て
い
な
い
の
で
、
し
ば
し
ば
「
国
王(r

eys)

」
と
か
「
王
国(R

einos)

」
と
い
う
表
現
を
慣
用
す
る
。
（
だ
が
当
地
で
は
）
、
そ
の
よ
う
な
称

号
は
考
え
ら
れ
も
せ
ず
、
決
し
て
存
在
も
し
な
い
。
彼
ら
（
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
）
は
、
た
と
え
ば
、

平
戸
の
国
王
（o rey de Firando

）
、
志
岐
の
国
王
（o rey do X

iqui

）
、
天
草
（A

m
acusa

）
の

（
国
王
）
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
し
た
こ
と
を
言
う
。
（
し
か
し
）
実
は
こ
れ
ら
の
人
々
は
皆
、
（
日

本
語
の
）
殿
、
す
な
わ
ち
限
ら
れ
た
（
権
威
の
）
貴
人
（fidalgos

）
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
は

同
一
国
内
に
多
数
い
る
の
で
あ
る
。
（
そ
れ
は
）
私
た
ち
の
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
）
お
け
る
の
と

同
様
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
後
に
日
本
国
に
関
す
る
章
（capitulo dos estados de Japão

）
で
述

べ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
来
の
、
そ
し
て
真
実
に
は
、
当
（
日
本
）
六
十
六
カ
国
全
体
の
最
高
君
主

で
あ
り
、
国
王
か
つ
主
権
者
は
た
だ
一
人
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
皇
、
も
し
く
は
天
皇
、
ま
た
は
内
裏

と
称
す
る
（o senhor universal, rey e m

onarca de todos estes 66 reynos, não hé m
ais que h

um
, que se cham

a V
o vel Tenno ou D

airi

）
。
そ
れ
ゆ
え
（
当
）
国
の
他
の
殿
た
ち
は
、
（
天
皇
）

の
こ
と
を
顧
慮
し
て
、
「
公
爵
（duques

）
」
（
に
相
当
す
る
）
自
分
た
ち
特
定
の
称
号
を
持
ち
得
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
は
屋
形
（yacatas

）
と
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら



は
一
国
、
も
し
く
は
多
く
の
国
の
絶
対
君
主
（senhores absolutos

）
（
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
の
で
）

通
常
、
私
た
ち
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
）
の
間
で
は
、
彼
ら
の
こ
と
を
国
王
（reys

）
と
呼
び
、
そ
の
身
分

の
高
い
家
臣
（a seos vassalos nobres

）
や
諸
城
主
（capitães [d]e fortalezas

）
、
ま
た
幾
つ
か
の

地
方
の
支
配
者
（senhores de algum

as terras

）
の
こ
と
を
殿
（tonos

）
と
称
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
平
戸
（Firando

）
、
壱
岐
（X

iqui

）
、
天
草
（A

m
acusa

）
、
そ
の
他
そ
う
い
っ
た
諸
地
方
の
（
殿
）

な
ど
で
あ
る
。
だ
が
先
（
に
述
べ
た
）
六
十
六
カ
国
（66 reinos

）
に
つ
い
て
は
、
わ
ず
か
の
例
外
は

あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
（
お
の
お
の
が
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
国
（os reinos de Europa

）
と
同
じ

よ
う
な
広
さ
や
大
き
さ
を
有
す
る
と
見
な
し
て
は
な
ら
な
い
。 

  

ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
は
、
日
本
の
諸
事
情
を
理
解
し
て
い
な
い
た
め
に
、
彼
ら
の
取
引
先
で
あ
る
肥
前
国

内
に
平
戸
・
志
岐
・
天
草
と
い
っ
た
幾
つ
か
の
王
国
や
そ
の
国
王
が
存
在
す
る
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
た

が(
1
5
)

、
本
来
日
本
の
国
王
は
天
皇
た
だ
一
人
で
あ
る
と
、
フ
ロ
イ
ス
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
の
誤
り
を
指
摘
し

て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
が
こ
の
よ
う
に
大
名
を
国
王
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
大
名
が
当
該
地

域
の
絶
対
君
主
と
い
う
点
で
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
、
当
時
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
に
よ
る
国
王
・
国
家
観
の

妥
当
性
を
言
及
し
て
い
る
。 

 

【
史
料
２
】
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
の
権
力
者
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
た
フ
ロ
イ
ス
の
見
解
は
あ
る
意
味
正
し
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
指
摘
が
で
き
た
の
は
、
フ
ロ
イ
ス
自
身
が
戦
国
期
か
ら
統
一
政
権
成
立
段
階
ま
で
の
時
期
を
畿
内
で
過

ご
し
、
か
つ
「
日
本
史
」
執
筆
開
始
の
天
正
一
一
年
以
後(

1
6
)

、
す
な
わ
ち
日
本
が
統
一
に
向
け
て
進
み
つ
つ

あ
る
段
階
に
記
し
た
か
ら
で
あ
る
。 

  

そ
れ
で
は
、
戦
国
期
段
階
で
は
ど
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ロ
イ
ス
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
が
大
名
を

「
国
王
」
と
認
識
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本
事
情
を
理
解
し
な
か
っ
た
点
と
肥
前
地
方
し
か
知
ら
な
か

っ
た
点
を
理
由
に
挙
げ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
こ
の
見
解
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
表
で
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
九
州
か
ら
畿
内
ま
で
を
布
教
し
た
宣
教
師
が
大
名
に
対
し
て
「
国
王
」
を
用
い
て
い
る

こ
と
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
商
人
だ
け
が
大
名
に
対
し
て
「
国
王
」
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

も
そ
の
宣
教
師
は
布
教
活
動
を
通
し
て
「
国
王
」
を
大
名
と
認
識
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
戦
国
期

の
政
治
情
勢
を
徐
々
に
理
解
し
た
結
果
、
大
名
を
「
国
王
」
、
そ
の
領
国
を
「
国
（reino

）
」
と
認
識
し

て
い
っ
た
と
理
解
す
る
方
が
正
し
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
次
に
、
宣
教
師
は
何
を
契
機
に
「
国
王
（rei

）
」
の
該
当
者
を
改
め
た
の
か
が
疑
問
と
し
て
持

ち
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
で
検
討
す
る
。 

  
 
 

２
「
領
主
（senhor

）
」
・
「
太
守
（duque

）
」
に
つ
い
て 

  

続
い
て
「
領
主
」
「
太
守
」
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
「
日
葡
辞
書
」
か
ら
確
認
し
て

い
こ
う
。 

 

【
史
料
３
】 

 

領
主R

iôju 
 

Senhor, ou dono dalgum
a renda, ou terras

（
あ
る
領
地
ま
た
は
土
地
の
領
主
） 

 

太
守Taixu 

 
V

ôqini m
am

oru

（
大
き
に
守
る
） 

C
unino nuxi

（
国
の
主
） 
 
 
 
 
 
 

   Senhor grande de algum
 reino, ou m

ais 



 
 

 
 
 
 
 

（
い
く
つ
か
の
国
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
大
領
主
） 

  

領
主
・
太
守
と
も
にsenhor

で
説
明
さ
れ
て
お
り
、
両
者
を
「
領
主
（senhor

）
」
と
し
て
捉
え
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
両
者
の
違
い
は
、
ど
の
地
域
の
「
領
主
」
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
領
主
の
方
は
「
あ
る

領
地
ま
た
は
土
地
の
領
主
」
と
単
に
土
地
を
領
域
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
太
守
は
「
国
（rein

o

）
」
を
単
位
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
太
守
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
【
史
料
１
】
国

主
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
訳
がSenhor de reino

「
王
国
の
領
主
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
期
の
日
本
で
使
用

さ
れ
て
い
た
国
主
と
太
守
は
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。 

 

「
日
葡
辞
書
」
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
踏
ま
え
て
「
領
主
（senhor

）
」
と
「
太

守
（duque

）
」
を
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
て
い
こ
う
。 

 

ま
ず
「
領
主
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
イ
エ
ズ
ス
会
書
翰
で
確
認
で
き
るsenhor

の
事
例
は
次
の
三

つ
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
は
「
主
な
る
～
」
「
～
閣
下
」
「
我
が
主．
君．
」
と
い
う
敬
称
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
事
例
。
二
つ
は
「
所
領
主
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
。
三
つ
は
「
支
配
者
」
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る(

1
7
)

。
そ
の
う
ち
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
を
探
る
上
で
第
三
の
事
例
が
重
要

に
な
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、rei

と
記
さ
れ
な
い
場
合
、
「
支
配
者
」
と
は
い
っ
て
もsenhor

は
国
王
で
は
な

く
国
主
・
太
守
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、rei

よ
り
は
ラ
ン
ク
が
下
の
権
力
者
を
指
し
て
い
る
場
合
が

多
い(

1
8
)

。
イ
エ
ズ
ス
会
書
翰
で
も
、
「
国
王
」
と
併
記
さ
れ
る
場
合
、
「
国
王
や
領
主
達
（rey e senhore

s

）
」(

1
9
)

の
よ
う
に
「
国
王
」
は
単
数
、
「
領
主
」
は
複
数
で
表
記
さ
れ
、
「
国
王
（rei

）
」
と
「
領
主
（s

enhor

）
」
は
君
臣
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

 

そ
こ
で
「
領
主
」
の
該
当
者
を
見
て
い
く
と
、
国
外
に
お
け
る
「
領
主
」
の
該
当
者
は
、
「
ブ
ラ
マ
国

王
は
大
領
主
で
あ
る
の
で
（El-rey de B

ram
a, por ser grande senhor

）
」(2

0
)

と
い
う
第
二
の
事
例
で
は

「
国
王
」
＝
「
領
主
」
と
い
う
事
例
も
確
認
で
き
る
が
、
第
三
の
事
例
で
確
認
す
る
限
り
は
一
貫
し
て
国

王
の
家
臣
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

一
方
、
国
内
の
事
例
を
検
証
し
て
い
く
と
、
先
の
「
国
王
」
の
事
例
と
同
様
「
領
主
」
の
該
当
者
が
一

定
し
な
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
書
翰
で
「
領
主
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
抽
出
し
て
み
る
と
、
第
二

の
事
例
と
第
三
の
事
例
の
区
別
が
曖
昧
な
た
め
、
明
確
な
変
化
が
読
み
取
れ
な
い
が
、
「
領
主
」
の
該
当

者
が
四
二
号
書
翰
で
大
名
か
ら
大
名
の
家
臣
へ
と
変
化
し
て
い
る
点
は
は
っ
き
り
と
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
は
「
国
王
」
の
該
当
者
の
変
化
時
点
と
合
致
し
、
四
二
号
書
翰
が
出
さ
れ
る
直
前
に
該
当
者

を
改
め
た
形
跡
が
こ
こ
で
も
裏
付
け
ら
れ
る
。 

 

続
い
て
、
「
太
守
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
こ
う
。
「
太
守
」
の
原
語duque

は
普
通
「
公
爵
」
と
訳
さ

れ
る
が
、
当
該
期
の
社
会
情
勢
か
ら
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
海
外
史
料
で
は
「
太
守
」
と
い
う
訳
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
日
葡
辞
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
国
主
と
太
守
に
対
す
る
ポ

ル
ト
ガ
ル
人
の
理
解
が
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、duque

の
意
味
は
「
太
守
」
で
あ
り
、
「
国
主
」
で

あ
る
と
い
え
る
。 

 

「
太
守
」
の
該
当
者
を
イ
エ
ズ
ス
会
書
翰
か
ら
抽
出
す
る
と
四
九
件(

2
1
)

あ
り
、
そ
の
全
て
が
大
名
で
あ
る
。

そ
の
内
特
定
の
大
名
と
確
認
で
き
る
大
名
は
、
島
津
貴
久
・
大
内
義
隆
・
大
内
義
長
・
大
友
義
鎮
・
松
浦

隆
信
で
あ
る
。
島
津
・
大
内
・
大
友
は
国
持
大
名
で
あ
る
た
め
太
守
・
国
主
と
し
て
も
問
題
な
い
が
、
松

浦
隆
信
は
国
持
大
名
で
は
な
い
た
め
太
守
・
国
主
と
呼
べ
る
大
名
で
は
な
い
。
し
か
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
は
前
述
の
大
名
す
べ
て
にduque

と
い
う
語
で
伝
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宣
教
師
の
間
で
は
両
者
は

区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
宣
教
師
が
考
え
る
「
国
（reino

）
」
は
、
国
郡
制
の



国
で
は
な
く
、
大
名
領
国
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る(

2
2
)

。 
 

以
上
、
「
国
王
（rei

）
」
・
「
領
主
（senhor

）
」
・
「
太
守
（duque

）
」
の
該
当
者
を
そ
れ
ぞ
れ
分

析
し
て
き
た
が
、
外
国
の
場
合
と
異
な
り
、
日
本
で
は
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
に
変
化
が
見
ら
れ

る
こ
と
、
「
国
王
」
と
「
領
主
」
は
階
級
差
を
示
し
、
両
者
は
君
臣
関
係
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
。
「
太

守
」
の
該
当
者
は
す
べ
て
大
名
で
一
致
す
る
が
、
該
当
す
る
大
名
か
ら
宣
教
師
は
「
国
」
と
い
う
も
の
を

国
郡
制
の
「
国
」
で
は
な
く
、
大
名
領
国
の
「
国
」
と
捉
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。 

   
 
 

二 

権
力
者
認
識
の
変
化 

  

前
節
で
「
国
王
（rei

）
」
・
「
領
主
（senhor

）
」
の
該
当
者
が
四
二
号
書
翰
で
変
化
す
る
こ
と
を
確
認

し
た
。
す
な
わ
ち
四
二
号
書
翰
が
出
さ
れ
る
直
前
に
、
宣
教
師
の
間
で
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
を

改
め
る
契
機
と
な
っ
た
出
来
事
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
宣
教
師
の
権
力
者
に
対
す
る

認
識
の
変
化
を
時
系
列
で
追
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
来
日
前
段
階
の
宣
教
師
は
、
日
本
の
権
力
者
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ザ
ビ
エ
ル
は
日
本
布
教
を
決
意
す
る
と
、
日
本
布
教
に
向
け
て
日
本
情
報
の
収
集
に
努
め
た
。

ニ
コ
ラ
オ
・
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
が
ま
と
め
た
日
本
報
告
に
は
、
日
本
の
権
力
者
に
関
す
る
情
報
が
記
さ
れ
て

い
る(

2
3
)

。
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
に
注
目
す
る
と
、
天
皇
・
将
軍
は
そ
れ
ぞ
れ
「
最
高
の
国
王
（r

ei principal

）
」
と
記
さ
れ
て
お
り(

2
4
)

、
と
も
に
日
本
の
国
王
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
一
方
、
大
名
に
つ
い
て
は
「
領
主
（senhor

）
」
「
太
守
（duque

）
」
と
し
て
表
記
さ
れ
、
そ
れ
以

上
特
に
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
来
日
前
で
は
「
国
王
」
は
天
皇
・
将
軍
、
「
領
主
」
「
太
守
」
は
大
名
と
、

使
い
分
け
が
明
確
で
あ
っ
た
。 

 

こ
の
認
識
は
、
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
児
島
に
到
着
し
た
以
後
に
お
い
て
も
変
化
が
見
ら
れ
ず
、
鹿
児
島
到
着

後
書
い
た
書
翰
に
、
「
国
王
」
の
い
る
京
都
に
関
す
る
情
報
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、

京
都
及
び
「
国
王
（
天
皇
・
将
軍
）
」
に
対
す
る
関
心
は
来
日
後
一
層
強
ま
っ
た
も
の
と
判
断
し
て
よ
い

だ
ろ
う
。
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
日
本
報
告
で
得
た
権
力
者
認
識
は
、
ザ
ビ
エ
ル
来
日
前
か
ら
少
な
く
と
も
鹿

児
島
滞
在
の
時
期
ま
で
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
ザ
ビ
エ
ル
が
日
本
の
権
力
者
に
対
す
る
認
識
を
改
め
る
契
機
に
な
っ
た
出
来
事
と
は
何
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
節
の
検
証
か
ら
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
の
変
化
が
四
二
号
書
翰
時
点
で

確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
直
前
に
何
ら
か
の
事
件
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
四
二
号
書
翰
の
発

信
日
は
西
暦
一
五
五
一
年
一
〇
月
二
〇
日
で
（
表
参
照
）
、
天
文
二
〇
年
九
月
二
一
日
に
該
当
す
る
。
こ

の
直
前
の
出
来
事
と
い
え
ば
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
を
お
い
て
他
に
な
い
。
ザ
ビ
エ
ル
の
入
京
は
天
文
二
〇
年

の
一
月
中
旬
頃
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ザ
ビ
エ
ル
は
入
京
す
る
と
、
京
都
の
荒
廃
ぶ
り
、
権
力
者
の

無
力
さ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
ち
ょ
う
ど
ザ
ビ
エ
ル
が
入
京
し
た
時
期
と
い
う
の
は
、
将
軍
足
利
義
輝

が
難
を
逃
れ
近
江
に
滞
在
中
で
あ
り
、
天
皇
は
在
京
し
て
は
い
た
も
の
の
、
日
本
最
高
の
国
王
で
あ
る
と

い
う
入
京
前
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ザ
ビ
エ
ル
は
京
都
を
わ
ず
か
一
〇

日
あ
ま
り
で
離
れ
、
最
終
的
に
は
山
口
で
の
布
教
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
山
口
に
行
く
前
に
ザ
ビ
エ
ル
が

一
旦
平
戸
へ
戻
っ
た
と
い
う
記
録
が
四
一
号
書
翰
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら(

2
5
)

、
四
二
号
書
翰
に
記
さ
れ
て
い

る
内
容
は
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
以
後
の
記
録
と
な
る
。
つ
ま
り
、
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
が
変
化
す

る
契
機
と
な
っ
た
出
来
事
は
ザ
ビ
エ
ル
入
京
で
あ
っ
た
と
い
え
る(

2
6)

。
こ
れ
ま
で
、
史
料
の
内
容
か
ら
入
京



後
ザ
ビ
エ
ル
は
中
央
権
力
に
対
し
て
失
望
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
「
国
王
」
「
領
主
」
と
い

っ
た
権
力
者
を
指
し
示
す
語
句
の
変
化
と
し
て
も
表
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
で
き
る
。 

 

さ
て
、
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
が
ザ
ビ
エ
ル
入
京
を
契
機
に
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

若
干
の
例
外
も
あ
る
の
で
、
そ
の
例
外
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
例
外
は
表
に
よ
る
と
、
ま
ず
四

七
号
書
翰
の
中
に
次
の
二
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

【
史
料
４
】 

 

彼
等
［
日
本
人
と
り
わ
け
武
士
］(2

7
)

は
唯
一
人
の
国
王
を
戴
い
て
い
る
人
々
で
す
が
、
彼
等
が
彼
に

従
わ
な
く
な
っ
て
か
ら
一
五
〇
年
以
上
に
な
り
ま
す
（H

é gem
te que tem

 hum
 soo rey, porem

 h
á m

ays de cem
to e cim

quoenta annos que lhe nom
 obedecem

）
。(

2
8
) 

 

【
史
料
５
】 

 

私
達
は
、
神
の
教
え
を
そ
の
国
で
説
教
す
る
た
め
の
許
可
を
請
願
す
る
た
め
に
、
国
王
［
天
皇
］

と
話
そ
う
と
努
力
し
ま
し
た.

。
（C

hegados a M
yaco, estivem

os alguns dias. Trabalham
os por

 falar com
 el-rey pera lhe pedir licem

ça, pera em
 seu regno preguar a ley de D

eus.

）
。(

29
) 

  

【
史
料
４
】
は
、
一
五
〇
年
と
い
う
数
字
が
正
確
か
否
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
南
北
朝
期
も
し
く
は

足
利
義
満
時
代
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
誰
も
従
っ
て
い
な

い
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
唯
一
の
「
国
王
」
は
天
皇
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る(
3
0
)

。
し
か
し
、
こ

れ
は
一
五
〇
年
以
上
前
の
話
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
例
外
に
は
あ
た
ら
な
い
。
【
史

料
５
】
も
入
京
時
の
ザ
ビ
エ
ル
の
行
動
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
も
特
に
問
題
と
す

べ
き
例
外
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。 

 

次
に
『
書
翰
』
八
三
号
で
確
認
で
き
る
六
件
の
事
例
で
あ
る
。
ザ
ビ
エ
ル
入
京
後
し
ば
ら
く
イ
エ
ズ
ス

会
書
翰
に
は
天
皇
の
記
述
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
天
文
末
年
日
本
上
長
コ
ス
メ
・
デ
・
ト
ル
レ
ス
が
ロ

レ
ン
ソ
を
比
叡
山
に
派
遣
さ
せ
る
計
画
を
立
て
た
時
期
に
な
っ
て
再
び
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
天
皇
の
表
記
は
、
こ
れ
ま
で
「
日
本
の
国
王
」
「
最
高
の
国
王
」
で
あ
っ
た

も
の
か
ら
、
「
都
の
国
王
（o R

ey de M
iáco

）
」
へ
と
変
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
天
皇
が
日
本
全
国
を
統

治
す
る
日
本
国
王
か
ら
、
都
地
方
限
定
の
国
王
と
の
評
価
に
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
時
期
の

宣
教
師
が
、
天
皇
に
は
日
本
全
国
を
統
治
す
る
権
力
は
な
く
、
都
地
方
を
支
配
す
る
、
一
大
名
と
同
権
力

し
か
持
た
な
い
権
力
者
と
の
認
識
に
至
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う(

3
1
)

。 
 

そ
こ
で
気
に
な
る
の
は
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
後
宣
教
師
が
認
識
し
た
「
日
本
国
王
」
は
誰
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
イ
エ
ズ
ス
会
書
翰
で
「
日
本
国
王
」(

3
2
)

と
い
う
表
記
を
確
認
し
て
い
く
と
、
ザ
ビ
エ
ル
入

京
後
は
、
「
山
口
の
国
王
」
と
か
「
豊
後
の
国
王
」
と
い
っ
た
特
定
の
地
域
の
「
国
王
」
と
い
う
表
記
に

限
ら
れ
て
い
た
が
、
七
七
号
書
翰
以
降
、
大
名
に
対
し
て
「
日
本
国
王
」
と
い
う
表
記
が
使
用
さ
れ
始
め

る
。 

 

こ
の
「
日
本
国
王
」
と
い
う
語
が
「
日
本
の
最
高
の
国
王
」
を
意
味
す
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
日

本
の
数
あ
る
国
王
の
う
ち
の
一
人
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
七

七
号
書
翰
以
降
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
畿
内
到
着
ま
で
で
確
認
で
き
る
「
日
本
の
国
王
」
の
事
例
は
二

四
件
確
認
で
き
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。
一
つ
は
「
日
本
の
国
王
達
」
と
い
う
事
例

で
、
も
う
一
つ
は
大
友
義
鎮
に
対
し
て
「
日
本
国
王
」
を
用
い
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
前
者
は
「
国
王
達



（reis

）
」
と
複
数
形
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
に
は
複
数
の
国
王
・
国
家
が
あ
っ
た
と
宣
教
師

が
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
「
日
本
国
王
」
と
い
う
表
記
は
「
日

本
の
中
に
い
る
一
国
王
」
と
い
う
意
味
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
先
の
「
山
口
の
国
王
」

や
「
豊
後
の
国
王
」
と
い
う
表
記
と
何
ら
変
化
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
後
者
は
大
友
義
鎮
一
人
を
「
日
本

国
王
」
と
表
記
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
該
当
者
が
単
数
で
あ
る
た
め
判
別
が
難
し
い
。
し
か

し
、
こ
の
事
例
も
同
書
翰
内
に
前
者
の
事
例
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
大
友
義
鎮
を
前
者
と
同
様
の
意

味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
日
本
全
国
を
統
括
す
る
「
日
本
国
王
」
は
存
在
せ
ず
、

日
本
に
は
複
数
の
「
国
王
」
が
い
る
と
の
認
識
を
宣
教
師
は
も
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

以
上
、
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
の
変
遷
を
時
系
列
に
従
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
「
国
王
」
の

該
当
者
は
ザ
ビ
エ
ル
入
京
を
契
機
に
天
皇
・
将
軍
か
ら
大
名
へ
、
「
領
主
」
の
該
当
者
も
大
名
か
ら
大
名

家
臣
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
天
皇
に
対
し
て
は
、
日
本
全
国
の
統
治
者
で
あ

る
「
日
本
国
王
」
と
い
う
認
識
か
ら
、
都
地
方
す
な
わ
ち
畿
内
地
域
限
定
の
「
国
王
」
と
の
認
識
に
変
化

し
た
点
か
ら
、
一
大
名
と
同
程
度
の
権
力
し
か
有
さ
な
い
権
力
者
と
い
う
評
価
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ

の
時
期
の
日
本
に
は
、
日
本
全
国
を
統
括
す
る
「
日
本
国
王
」
は
存
在
せ
ず
、
複
数
の
「
国
王
」
（
大
名
）

が
い
る
と
の
認
識
を
も
つ
に
至
っ
た
。 

   
 
 

三 

名
目
的
権
威
と
実
質
権
力 

  

そ
れ
で
は
、
宣
教
師
が
「
国
王
」
「
領
主
」
の
該
当
者
を
改
め
る
必
要
性
と
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
本
節
で
は
宣
教
師
が
何
を
も
っ
て
「
国
王
」
と
な
す
の
か
、
宣
教
師
の
考
え
る
「
国
王
」
に
備
う
べ

き
権
力
の
質
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く(

3
3)

。 
 

ま
ず
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
前
の
天
皇
・
将
軍
、
大
名
観
を
見
て
い
こ
う
。
こ
の
段
階
の
宣
教
師
の
権
力
者

認
識
は
、
前
述
の
よ
う
に
ニ
コ
ラ
オ
・
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
日
本
報
告
に
よ
る
認
識
で
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
た

と
い
え
る
。
こ
の
日
本
報
告
で
は
、
天
皇
は
教
皇
の
如
き
存
在
で
「
最
高
の
国
王
（rei principal
）
」
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
、
武
士
・
公
家
や
民
衆
を
含
め
た
世
俗
の
者
に
も
、
仏
僧
等
聖
職
者
に
対
し
て
も
権
限

が
あ
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
権
能
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
皇

は
誰
か
を
裁
く
こ
と
は
せ
ず
に
、
そ
の
執
行
権
を
将
軍
に
委
ね
て
い
る
。
そ
の
将
軍
は
皇
帝
の
如
き
存
在

で
「
命
令
権
・
支
配
権
（m

ando e im
peryo

）
」
を
所
持
し
、
諸
領
主
・
武
将
・
士
卒
、
す
な
わ
ち
大
名

な
ど
か
ら
な
る
幕
府
と
い
う
政
庁
を
持
ち
、
裁
判
や
戦
争
の
任
務
を
帯
び
て
い
る
と
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

の
将
軍
も
何
か
悪
い
事
件
を
起
こ
せ
ば
天
皇
は
将
軍
の
領
国
を
奪
い
取
り
、
時
に
将
軍
の
首
を
斬
る
こ
と

も
で
き
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
記
述
は
、
す
べ
て
が
当
該
期
日
本
の
社
会
情
勢
に
合
致
す
る
と
は
言
い
難
い
が
、

少
な
く
と
も
ザ
ビ
エ
ル
入
京
前
段
階
ま
で
、
天
皇
が
「
最
高
の
国
王
」
、
将
軍
は
そ
の
執
行
者
と
認
識
し
、

「
命
令
権
・
支
配
権
」
と
い
っ
た
実
質
権
力
を
有
す
る
権
力
者
と
し
て
宣
教
師
が
捉
え
て
い
た
の
は
事
実

で
あ
ろ
う
。 

 

一
方
、
大
名
に
対
し
て
は
「
領
主
」
と
い
う
表
記
が
さ
れ
て
い
る
。
「
国
王
」
と
「
領
主
」
が
君
臣
関

係
を
表
す
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
が
、
「
領
主
」
と
表
記
さ
れ
た
大
名
は
「
国
王
」
と
表
記
さ
れ
る
天

皇
・
将
軍
の
家
臣
で
あ
る
と
宣
教
師
は
認
識
し
、
そ
れ
以
上
の
評
価
は
し
て
い
な
い
。
ザ
ビ
エ
ル
が
鹿
児

島
に
到
着
し
た
際
、
島
津
貴
久
に
謁
見
し
て
保
護
を
求
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
島
津
貴
久
が
鹿



児
島
の
支
配
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
来
日
前
か
ら
計
画
し
て
い
た
京
都
布
教
計
画
自
体
は
来
日
後
に
お
い

て
も
変
更
が
な
い
こ
と
か
ら
、
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
入
京
前
ま
で

の
宣
教
師
が
描
く
日
本
の
支
配
構
造
は
、
天
皇
・
将
軍
を
頂
点
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
構
造
で
あ
り
、
そ

の
理
解
の
も
と
に
ザ
ビ
エ
ル
を
は
じ
め
と
す
る
宣
教
師
は
来
日
し
、
入
京
し
た
の
で
あ
る
。 

 

入
京
後
ザ
ビ
エ
ル
は
天
皇
の
非
力
さ
を
悟
り
、
日
本
の
最
高
の
国
王
で
は
な
い
と
の
認
識
に
至
る
が(

3
4
)

、

書
翰
に
も
天
皇
・
将
軍
に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
見
ら
れ
る
表
現
が
あ
る
。
一
つ
は
、
前
節
で
挙
げ
た
【
史

料
４
】
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
彼
ら
［
日
本
人
と
り
わ
け
武
士
］
が
彼
［
天
皇
］
に
従
わ
な
く
な
っ
て
か

ら
一
五
〇
年
以
上
」
経
つ
と
あ
る
。
か
つ
て
武
士
は
天
皇
の
命
令
に
従
っ
て
い
た
が
、
室
町
幕
府
が
成
立

す
る
以
前
に
従
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
武
士
が
天
皇
の
命
令
に
従
う
か
否
か
と
い
う
「
命
令

権
（m

ando

）
」
を
こ
の
時
期
の
天
皇
は
失
っ
た
か
、
あ
る
い
は
執
行
し
う
る
権
力
を
失
っ
た
と
の
認
識
を

宣
教
師
は
も
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
一
つ
は
同
じ
く
『
書
翰
』
四
七
号
に
あ
る
「
彼
［
天

皇
・
将
軍
］
に
は
そ
の
臣
民
達
［
大
名
］
が
服
従
し
て
い
な
い
と
い
う
情
報
を
得
ま
し
た
の
で
（depoys 

que tivem
os em

fform
ação que nom

 hé obedecido dos seus

）
」
と
い
う
部
分
で
あ
る(

3
5
)

。
大
名
が
将

軍
・
天
皇
に
服
従
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
の
記
述
は
、
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
日
本
報
告
に
あ
る
「
支
配
権
（i

m
peryo

）
」
を
天
皇
・
将
軍
が
失
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
宣
教
師
の
記
述
か
ら
、
日
本
報
告

に
あ
っ
た
天
皇
・
将
軍
が
「
命
令
権
・
支
配
権
」
を
所
持
し
て
い
る
と
い
う
情
報
は
か
つ
て
の
話
で
あ
り
、

当
該
期
の
天
皇
・
将
軍
は
「
命
令
権
」
も
「
支
配
権
」
も
失
っ
た
名
誉
だ
け
の
権
力
者
と
の
認
識
を
も
っ

た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
証
拠
に
永
禄
三
年
の
ロ
レ
ン
ソ
の
書
翰
に
は
「
（
天
）
皇
と
呼
ば
れ
、
都
に
居
住

し
て
い
る
主
た
る
国
王
は
、
尊
位
の
ほ
か
は
な
い
（o principal R

ei a quem
 elles cham

ão V
ó, que re

sidem
 em

 M
iáco, não tem

 m
ais que a dinidade

）
」
と
あ
る
よ
う
に(

3
6)

、
入
京
以
後
天
皇
は
名
目
的
権

威
の
み
有
し
、
「
命
令
権
や
支
配
権
」
と
い
う
実
質
権
力
を
も
た
な
い
権
力
者
と
し
て
宣
教
師
は
認
識
し

た
の
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
ザ
ビ
エ
ル
は
京
都
を
離
れ
て
山
口
で
の
布
教
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
が
「
命
令
権
・
支
配
権
」
を
所
持
す
る
権
力
者
は
天
皇
・
将
軍
で
は
な
く
大
名
で
、
そ
の
う
ち
最
大

の
権
力
者
が
大
内
義
隆
で
あ
る
と
認
識
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
に
よ
る
と
、
「
当

時
日
本
国
中
で
最
大
の
君
主
は
、
人
々
が
語
っ
て
い
る
と
お
り
、
既
述
の
山
口
の
国
王
（
大
内
義
隆
）
で

あ
る
こ
と
を
看
取
し
（entendendo o Padre que o m
aior senhor, que então se dizia florecer em

 Ja
pão, era, com

o tem
os dito, o rey de Y

am
anguchi,

）
」
と
あ
り(

3
7)

、
コ
ス
メ
・
デ
・
ト
ル
レ
ス
の
書
翰

に
も
、
こ
の
大
内
義
隆
が
「
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
閣
下
以
上
の
領
地
と
家
臣
を
有
す
る
大
領
主
で
あ
る
（o s

enhor da terra, que hé grande senhor de terras e vassalos que o serenissim
o R

ey de Portugal

）
」

と
記
し
て
い
る(

3
8
)

。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
判
断
で
き
る
の
は
、
日
本
が
統
一
国
家
で
は
な
い
以
上
、
日
本
の

中
で
最
も
支
配
領
域
の
大
き
い
大
名
を
日
本
の
最
大
の
権
力
者
と
し
て
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
国
王
」
の
条
件
と
し
て
必
要
な
も
の
は
、
「
命
令
権
・
支
配
権
」
を
有
す
る
実
質
権
力
者
で

あ
り(

3
9
)

、
実
質
権
力
を
有
す
る
権
力
者
を
優
先
し
、
名
目
の
み
の
権
威
に
は
目
を
向
け
な
い
と
い
う
宣
教
師

の
布
教
姿
勢
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
日
本
最
大
の
権
力
者
と
認
識
し
た
大
内
義
隆
も
陶
隆
房
に
攻
め
ら
れ
自
刃
し
、
そ
の
後
陶
・

大
内
は
滅
亡
し
て
毛
利
が
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
様
を
見
た
宣
教
師
は
、
戦
国
大
名
の
権
力
が
い

か
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
か
を
痛
感
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
大
内
義
隆
自
刃
前
後
、
宣
教
師
は
複
数
の
地

域
で
布
教
保
護
を
求
め
る
よ
う
に
な
り
、
豊
後
を
は
じ
め
、
北
九
州
・
都
地
区
な
ど
の
数
カ
所
で
布
教
を

展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
複
数
の
布
教
地
を
確
保
す
る
こ
と
で
、
一
大
名
が
滅
亡
し
て
も
他
地
域
が
残
る



と
い
う
判
断
の
も
と
に
行
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
「
国
王
」
と
い
う
語
も
必
然
的
に

複
数
の
大
名
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
日
本
の
国
王
達
（reis do Japão

）
」
と
い
う
表
記

が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
出
す
『
書
翰
』
七
七
号
（
表
参
照
）
の
日
付
が
一
五
五
四
年
五
月
で
、
和
暦
の
天
文

二
三
年
の
三
月
三
〇
日
か
ら
五
月
一
日
に
該
当
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
記
は
山
口
の
動
乱
時
期
と
宣
教

師
が
複
数
の
地
域
で
布
教
を
展
開
す
る
時
期
と
合
致
す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
日
本
が
複
数
の
大
名
領
国

か
ら
構
成
さ
れ
る
国
家
で
あ
る
と
の
認
識
を
宣
教
師
が
も
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

以
上
、
宣
教
師
が
「
国
王
」
の
該
当
者
を
改
め
た
背
景
を
検
討
し
た
。
宣
教
師
は
権
力
者
を
認
識
す
る

際
、
「
命
令
権
・
支
配
権
」
を
有
す
か
否
か
で
判
断
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
宣
教
師
の
国

家
観
・
国
王
観
は
実
質
権
力
が
及
ぶ
範
囲
を
「
国
（reino

）
」
、
そ
の
支
配
者
を
「
国
王
（rei

）
」
と
捉

え
て
い
た
た
め
に
、
日
本
全
国
を
支
配
す
る
実
質
権
力
者
が
い
な
い
戦
国
期
の
日
本
を
統
一
国
家
と
せ
ず
、

実
質
支
配
が
及
ぶ
大
名
の
領
国
を
そ
れ
ぞ
れ
一
国
家
と
し
て
認
識
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
国
王
」

「
領
主
」
の
該
当
者
が
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
命
令
権
・
支
配
権
」
を
有
す

戦
国
大
名
も
安
定
し
た
権
力
で
は
な
く
、
宣
教
師
は
複
数
の
地
域
で
布
教
保
護
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。 

   
 
 

お
わ
り
に 

   

以
上
、
「
国
王
（rei

）
」
「
領
主
（senhor

）
」
「
太
守
（duque

）
」
と
い
う
語
句
の
分
析
を
通
し
て
、

宣
教
師
の
権
力
者
認
識
を
考
察
し
て
き
た
。
「
国
王
」
の
該
当
者
が
日
本
で
は
天
皇
・
将
軍
と
大
名
に
分

か
れ
る
の
は
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
を
契
機
に
当
該
期
日
本
の
権
力
者
に
対
す
る
認
識
の
捉
え
直
し
が
な
さ
れ

た
た
め
で
あ
っ
た
。
宣
教
師
は
「
命
令
権
・
支
配
権
」
を
有
す
る
権
力
者
に
「
国
王
」
を
用
い
て
い
た
た

め
、
名
目
的
な
権
威
の
み
を
有
す
る
天
皇
・
将
軍
に
で
は
な
く
、
大
名
に
対
し
て
「
国
王
」
を
用
い
る
こ

と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
国
王
」
の
支
配
す
る
「
国
（reino

）
」
も
日
本
全
国
と
い
う
認
識
か
ら
大

名
領
国
へ
と
変
化
し
、
日
本
に
は
大
名
領
国
に
よ
る
複
数
の
国
家
が
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
表
記
に
な
っ

て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
宣
教
師
が
戦
国
大
名
領
国
を
実
質
支
配
の
点
で
一
つ
の
国
家
と
認
識
し
て
い
た

こ
と
を
意
味
し
、
戦
国
大
名
の
領
国
支
配
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

さ
て
、
宣
教
師
は
以
上
の
よ
う
な
認
識
を
ど
の
段
階
ま
で
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
名
を
「
国

王
（rei

）
」
と
す
る
認
識
は
徳
川
時
代
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
お
り
、
基
本
的
な
「
国
王
」
観
は
変
化
し

て
い
な
い
。
一
方
天
皇
・
将
軍
に
つ
い
て
は
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
に
よ
っ
て
畿
内
で
の
布
教
が
開
始

さ
れ
る
と
、
天
皇
・
将
軍
の
存
在
を
無
視
で
き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
頃
に
は
天
皇
・
将
軍

を
都
地
区
の
「
国
王
」
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
「
国
王
」
で
あ
る
大
名
を
統
括
す
る
権
力
者
と
し
て

表
記
さ
れ
始
め(

4
0
)

、
日
本
全
国
の
王
と
し
て
「
国
王
（rei

）
」
を
用
い
る
事
例
が
出
て
く
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
場
合
に
は
大
名
に
用
い
る
「
国
王
」
と
区
別
す
る
た
め
、
天
皇
・
将
軍
に
用
い
る
「
国
王
」

が
全
国
に
対
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
を
逐
一
説
明
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
畿
内
布
教
段
階
に
入
る
と
、
実

質
支
配
の
点
で
は
大
名
が
「
国
王
」
と
し
て
各
々
の
領
国
を
支
配
し
て
い
る
と
捉
え
る
一
方
で
、
天
皇
・

将
軍
を
名
目
的
で
は
あ
る
が
、
大
名
を
統
括
す
る
権
力
者
と
し
て
認
識
す
る
と
い
う
二
重
の
捉
え
方
を
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
本
章
で
取
り
上
げ
た
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
序
章
（
【
史
料
２
】
）
の
記
述
は
、

ま
さ
に
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
権
力
者
認
識
の
混
乱
を
避
け
る
意
味
か
ら
で
あ
ろ

う
か
、
天
皇
・
将
軍
に
対
し
て
「
内
裏
（D

airi

）
」
「
公
方
（C

ubo

）
」
と
い
っ
た
現
地
語
（
日
本
語
）



を
そ
の
ま
ま
用
い
て
報
告
す
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
畿
内
布
教
段
階
に
お
け
る
「
国
王
」

の
併
用
や
現
地
語
（
日
本
語
）
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
第
三
章
で
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 


