
第
三
章 

畿
内
布
教
期
の
権
力
者
・
国
家
認
識 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

か
つ
て
は
戦
国
期
畿
内
の
研
究
が
立
ち
後
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
さ
れ
た
が(

1
)

、
そ
の
後
の
畿
内
研
究
は

様
々
な
研
究
分
野
に
お
い
て
著
し
い
進
展
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
時
間
軸
と
い
う
視
点
か
ら
覗

け
ば
、
単
に
当
該
期
の
研
究
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
次
に
続
く
織
田
・
豊
臣
さ
ら
に
は
徳
川
政
権
期
に
ま

で
視
野
を
広
げ
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
成
果
は
、
近
世
史
研
究
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
お

り
、
中
近
世
の
移
行
過
程
の
解
明
に
向
け
て
大
い
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
反
面

研
究
対
象
が
細
分
化
さ
れ
、
当
該
期
の
国
家
・
社
会
が
大
局
的
に
捉
え
難
く
な
っ
て
い
る
の
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
そ
の
状
況
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
近
年
活
発
で
あ
る
が(

2
)

、
筆
者
も
西
欧
人
が
見
た
日
本

と
い
う
角
度
か
ら
、
当
該
期
の
国
家
・
権
力
の
解
明
に
努
め
て
い
る
。 

 

来
日
し
た
西
欧
人
の
中
で
最
も
長
く
日
本
に
滞
在
し
た
の
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
で
あ
っ
た
。
周
知

の
よ
う
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
ザ
ビ
エ
ル
の
来
日
に
始
ま
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
来
航
禁
止
後
の
外
国
人
宣
教

師
に
よ
る
潜
伏
・
潜
入
の
途
絶
ま
で
の
約
一
〇
〇
年
間
日
本
に
滞
在
し
、
そ
の
間
日
本
情
報
を
記
し
た
書

翰
を
本
国
に
伝
達
し
た
。
そ
れ
は
時
に
邦
文
史
料
で
は
明
ら
か
に
し
得
な
い
貴
重
な
情
報
を
提
供
し
て
く

れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
の
扱
い
方
は
、
彼
ら
の
記
述
が
正
し
い
か
否
か
と
い
う

点
に
集
中
し
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
の
性
格
を
念
頭
に
お
く
こ
と
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
た
よ
う
に
思
え
て

な
ら
な
い
。
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
の
記
述
が
事
実
か
否
か
で
終
始
し
て
し
ま
わ
ず
に(

3
)

、
な
ぜ
宣
教
師
は
そ
の

よ
う
に
認
識
し
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
彼
ら
の
記
述
が
実
際
の

事
柄
と
異
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
認
識
し
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
か
ら

で
あ
る
。 

 

筆
者
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
研
究
を
進
め
て
い
る
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
史
研
究
に
お
い
て
も

こ
れ
ま
で
権
力
者
関
連
記
事
の
引
用
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
を
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
と
い
う
視
点
で

体
系
的
に
検
討
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
ほ
ど
ん
ど
な
か
っ
た
。
唯
一
牧
健
二
氏
の
研
究
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
が(

4
)

、
そ
れ
も
実
証
的
に
検
討
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
第
二

部
第
一
章
・
第
二
章
で
ザ
ビ
エ
ル
布
教
期
の
権
力
者
認
識
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
ザ
ビ

エ
ル
入
京
を
契
機
に
「
国
王
（rei

）
」
の
該
当
者
が
天
皇
・
将
軍
か
ら
大
名
へ
と
変
化
す
る
こ
と
に
注
目

し
、
そ
の
根
拠
を
分
析
し
た
結
果
、
宣
教
師
は
実
質
権
力
者
に
「
国
王
」
を
用
い
て
い
る
点(

5
)

、
戦
国
大
名

を
日
本
の
実
質
支
配
者
と
認
識
し
た
点
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
実
際
、
そ
の
後
の
書
翰
に
は
、
九
州
や

山
口
の
戦
国
大
名
を
「
国
王
」
と
評
価
し
、
彼
ら
か
ら
保
護
を
受
け
て
い
る
記
事
が
多
く
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
の
畿
内
布
教
開
始
に
伴
い
、
天
皇
・
将
軍
関
連
情
報
や
日
本
全
国
に
わ

た
っ
た
情
報
な
ど
が
伝
達
さ
れ
、
権
力
者
認
識
の
変
化
を
窺
わ
せ
る
記
事
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
は
畿
内
を
他
地
域
と
は
異
な
る
地
域
と
宣
教
師
が
認
識
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
畿

内
布
教
の
本
格
的
な
開
始
は
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
史
だ
け
で
な
く
、
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
に
お
い
て
も

画
期
と
な
っ
た
出
来
事
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
本
章
で
は
、
畿
内
布
教
開
始
以
後
の
権
力
者
関
連
記
事
を
分
析
し
、
戦
国
期
日
本
の
国
家
・
権

力
を
宣
教
師
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
検
討
時
期
は
、

ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
に
よ
っ
て
畿
内
布
教
が
開
始
さ
れ
た
時
期
か
ら
、
織
田
信
長
が
足
利
義
昭
を
奉
じ



て
上
洛
す
る
前
ま
で
と
す
る(

6
)

。 

   
 
 

一 

日
本
の
権
力
者
情
報
の
変
遷 

  

畿
内
布
教
開
始
以
後
の
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
書
翰
を
見
る
と
、
日
本
の
権
力
者
情
報
に
変
化
が
あ
る

こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
そ
れ
ま
で
の
権
力
者
情
報
は
、
ほ
と
ん
ど
が
布
教
地
の
権
力
者
に
関
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
畿
内
布
教
が
開
始
さ
れ
る
と
日
本
全
体
に
わ
た
っ
た
権
力
者
情
報
が
現
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
た
情
報
が
記
さ
れ
た
書
翰
は
管
見
の
限
り
五
通(

7
)

挙
げ
ら
れ(

8
)

、
す
べ
て
畿
内
を
中
心
と
し
た
も
の

で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
日
本
全
体
に
わ
た
る
権
力
者
情
報
に
注
目
し
、
時
系
列
に
従
っ
て
検
討
し
て

い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

日
本
全
体
に
わ
た
る
権
力
者
情
報
の
う
ち
、
最
初
の
も
の
は
、
一
五
六
一
年
一
〇
月
八
日
（
永
禄
四
年

八
月
二
九
日
）
付
、
豊
後
発
イ
ン
ド
管
区
長
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
・
ク
ワ
ド
ゥ
ロ
ス
宛
コ
ス
メ
・
デ
・
ト
ル

レ
ス
書
翰
に
み
ら
れ
る
。
こ
の
書
翰
は
豊
後
に
い
る
ト
ル
レ
ス
が
発
信
し
た
も
の
な
の
で
、
間
接
情
報
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
間
接
的
に
入
手
し
た
情
報
を
も
と
に
作
成
し
た
た
め
か
、
こ
の
書
翰
の
権
力

者
情
報
に
は
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
該
当
箇
所
を
引
用
し
、
そ
の
疑
問
点
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。 

 

【
史
料
１
】 

こ
の
地
［
日
本
］(

9
)

に
は
三
人
の
統
括
者
（tres cabeças

）
、
す
な
わ
ち
主
た
る
君
主
（señores pri

ncipales

）
が
お
り
ま
す
。
第
一
で
主
要
な
者
は
座
主
（Zaço

）
と
呼
ば
れ
、
（
日
本
人
の
）
宗
教
（r

eligión

）
に
関
わ
る
者
で
、
い
わ
ば
聖
職
者
（Ecclesiástico

）
で
あ
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
よ
う
な
者

で
す(

1
0
)

。
（
中
略
） 

 

世
俗
は
二
人
の
統
括
者
、
す
な
わ
ち
主
た
る
君
主
（dos cabeças o señores principales
）
に
分

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
人
は
名
誉
（honrra

）
の
長
で
、
も
う
一
人
は
権
力
と
政
治
と
司
法
（poder 

y guvierno y justicia

）
の
長
で
す
。
こ
の
二
人
の
君
主
も
ま
た
都
（M

eaco

）
に
住
ん
で
お
り
ま
す
。

名
誉
の
長
は
（
天
）
皇
（V

oo

）
と
呼
ば
れ
て
代
々
受
け
継
が
れ
、
一
つ
の
偶
像
の
よ
う
に
た
い
へ
ん

崇
敬
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
崇
敬
さ
れ
て
い
る
た
め
、
地
面
に
足
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き

ず
、
も
し
そ
う
し
た
ら
、
そ
の
職
務
と
地
位
（dignidad

）
を
剥
奪
さ
れ
ま
す
。
（
中
略
）
こ
の
者
［
天

皇
］
の
職
務
（officio

）
と
し
管
轄
（presidentia

）
と
す
る
の
は
、
名
誉
に
関
す
る
こ
と
で
す
。
な

ぜ
な
ら
、
各
人
に
、
身
分
や
業
績
、
お
よ
び
彼
の
考
え
に
従
っ
て
そ
れ
［
名
誉
］
を
与
え
る
権
限
を

有
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
従
っ
て
、
彼
の
職
務
は
諸
領
主
（señores

）
に
相
応
の
名
声
（nom

bres

）

も
し
く
は
称
号
（títulos

）
を
授
け
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
、
各
人
が
い
か
な
る
名
誉
（honrra

）

と
身
分
（calidad

）
を
有
す
る
か
、
ま
た
い
か
な
る
敬
意
（respecto

）
や
崇
敬
（reverencia

）
を
示

す
べ
き
か
を
心
得
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
彼
ら
の
称
号
を
維
持
し
、
各
人
を
相
応
と
思
わ
れ
る
名
誉

の
位
（grados

）
に
昇
格
さ
せ
る
権
限
を
持
ち
ま
す
。
（
中
略
）
そ
し
て
日
本
の
す
べ
て
の
太
守
（du

ques

）
と
領
主
（señores

）
に
対
す
る
名
誉
（honrra

）
と
位
（grados

）
は
す
べ
て
彼
［
天
皇
］
の

権
限
下
に
あ
り
、
誰
も
彼
［
天
皇
］
か
ら
で
な
け
れ
ば
得
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
（
中
略
）
こ
の

（
天
）
皇
は
大
変
崇
敬
さ
れ
、
神
聖
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
（
次
の
）
三
つ
の
場
合
に
は
そ
の
地
位

（estado

）
は
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
一
に
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
足
を
地
面
に
付
け
た



場
合
、
第
二
に
誰
か
を
殺
害
し
た
場
合
、
最
後
の
第
三
は
温
和
な
人
間
で
は
な
い
場
合
で
す
。
こ
の

う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
職
務
（officio

）
と
地
位
（dignidad

）
は
廃
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
殺
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
第
三
の
最
後
の
統
括
者
で
俗
界
第
二
の
統
括
者
は
、
司
法
（justicia

）
、
権
力
（poder

）
、
政
治

（guovierno
）
の
（
統
括
者
）
で
、
公
家
（qunge

）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
二
つ
の
統
括
者

が
あ
り
、
一
つ
は
会
下
（enge

）
、
も
う
一
つ
は
御
所
（goxo

）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
者
は
筆
頭
（principal

）
で
あ
る
公
家
に
従
っ
て
お
り
ま
す
（son subalternas al qunge

）
。

こ
の
者
［
公
家
］
は
権
力
と
政
治
の
事
柄
で
は
、
日
本
の
す
べ
て
の
俗
人
領
主
（señores seculares

）

を
支
配
し
て
い
ま
す(

1
1
)

。 

  

【
史
料
１
】
を
見
て
い
く
と
、
日
本
に
は
「
三
人
の
統
括
者
す
な
わ
ち
主
た
る
君
主
（tres cabeças o s

eñores principales

）
」
が
存
在
す
る
と
い
う
。
そ
の
三
人
の
統
括
者
を
「
宗
教
・
宗
旨
（religión, seitas

）
」

(
1
2
)

と
「
世
俗
（secular

）
」
に
分
類
し
て
、
前
者
は
「
座
主
（Zaço

）
」
、
後
者
は
「
（
天
）
皇
（V

oo

）
」

と
「
公
家
（qunge

）
」
の
二
人
と
す
る
。
座
主
は
ロ
ー
マ
教
皇
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
説
明
さ
れ(

1
3
)

、

一
方
天
皇
は
「
名
誉
（honrra

）
」
の
「
統
括
者
」
と
、
公
家
は
「
権
力
・
政
治
・
司
法
（poder y guvie

rno y justicia

）
」
の
「
君
主
」
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
に
つ
い
て
は
、
偶
像
の
よ
う
に
崇
拝
さ

れ
、
大
名
に
相
応
の
「
名
声
（nom

bres

）
」
と
「
称
号
（títulos
）
」
を
授
け
る
の
が
「
職
務
（officio

）
」

で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
家
は
「
俗
人
領
主
（señores seculares

）
」
を
統
括
す
る
権
力
者
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
公
家
に
従
っ
て
い
る
統
括
者
と
し
て
「
会
下
（enge

）
」
・
「
御
所
（g

oxo

）
」
を
挙
げ
て
い
る
。 

 

【
史
料
１
】
は
、
座
主
や
公
家
に
関
す
る
情
報
な
ど
、
畿
内
な
ら
で
は
の
新
し
い
情
報
が
記
さ
れ
て
い

る
点
、
日
本
の
権
力
者
を
宗
教
界
と
世
俗
界
に
分
類
し
て
説
明
し
た
点
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る(

1
4
)

。
こ
れ

ら
の
情
報
か
ら
、
畿
内
布
教
開
始
に
よ
っ
て
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
に
進
展
が
み
ら
れ
た
と
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
、
【
史
料
１
】
に
は
以
下
の
疑
問
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

 

ま
ず
座
主
に
つ
い
て
で
あ
る
。
座
主
を
第
一
に
挙
げ
た
の
は
、
畿
内
布
教
が
比
叡
山
訪
問
か
ら
始
め
ら

れ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
比
叡
山
を
訪
問
し
、
延
暦
寺
か
ら
畿
内
布
教
の
許
可
を
得
る
こ

と
が
、
畿
内
布
教
担
当
者
ヴ
ィ
レ
ラ
の
最
初
の
使
命
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ト
ル
レ
ス
書
翰
が
発
信

さ
れ
た
時
点
で
は
、
比
叡
山
訪
問
が
失
敗
に
終
わ
り
、
す
で
に
ヴ
ィ
レ
ラ
達
は
入
京
し
て
京
都
で
の
布
教

を
始
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
【
史
料
１
】
は
比
叡
山
訪
問
を
計
画
し
て
い
る
段
階
の
古
い
情
報
を

も
と
に
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
座
主
を
教
皇
に
た
と
え
た
の
に
も
違
和
感
が
残
る
。
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
で
は
、
こ
の
部
分
が
書
き
改
め
ら
れ
て
お
り
、
「
彼
ら
［
日
本

人
］
が
偶
像
の
祭
司
と
呼
ん
で
い
る
人
々
の
筆
頭
で
す
（principal dos que elles cham

ão sacerdotes d

os idolos

）
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
ト
ル
レ
ス
が
座
主
は
「
教
皇
」
の
よ
う
だ
と
書
い
た
点
が
不
思

議
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ニ
コ
ラ
オ
・
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
が
日
本
報
告
で
天
皇
を
教
皇
と
た
と
え
た
事
例
は
あ

る
が
、
今
回
の
よ
う
に
座
主
を
教
皇
と
す
る
例
と
い
う
の
は
他
に
管
見
に
触
れ
な
い
。
後
述
す
る
【
史
料

４
】
も
天
皇
を
教
皇
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
の
ト
ル
レ
ス
の
記
述
は
違
和
感
の
残
る
箇
所
で
あ

る
。
間
違
い
な
く
彼
の
書
い
た
記
事
で
は
あ
る
が
、
如
何
な
る
情
報
を
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
な
の
か
は
、

今
後
突
き
止
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
座
主
の
記
事
は
、
以
上
の
点
を
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

  

次
に
世
俗
の
統
括
者
と
し
た
天
皇
と
公
家
に
つ
い
て
で
あ
る
。
宣
教
師
が
世
俗
の
統
括
者
と
し
て
天
皇
を



挙
げ
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ザ
ビ
エ
ル
来
日

以
前
は
天
皇
を
日
本
の
「
国
王
（rei

）
」
と
し
て
い
た
し
、
入
京
後
の
天
皇
情
報
の
中
に
は
【
史
料
１
】

と
同
内
容
の
も
の
が
確
認
で
き
る(

1
5
)

。
従
っ
て
、
【
史
料
１
】
の
天
皇
関
連
記
事
に
は
、
取
り
立
て
て
問
題

の
あ
る
記
述
は
な
い
。
し
か
し
、
公
家
に
関
す
る
記
事
に
は
不
可
解
な
点
が
あ
る
。
公
家
を
「
権
力
・
政

治
・
司
法
」
の
君
主
で
、
配
下
に
将
軍
が
い
る
と
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
情
勢
か
ら

み
れ
ば
考
え
に
く
い
説
明
で
あ
る
。
宣
教
師
の
認
識
と
い
う
点
で
考
え
て
み
て
も
、
ヴ
ィ
レ
ラ
は
将
軍
義

輝
か
ら
京
都
居
住
の
許
可
状
を
得
て
、
そ
の
結
果
京
都
布
教
が
好
転
し
て
い
る
の
で
、
将
軍
に
対
し
て
こ

の
よ
う
な
説
明
を
す
る
と
は
思
え
な
い(

1
6)

。
天
皇
と
将
軍
を
並
べ
て
説
明
す
る
記
事
は
よ
く
あ
る
が
、
天
皇

と
公
家
を
並
立
に
扱
い
、
将
軍
が
公
家
の
配
下
で
あ
る
と
説
明
し
た
記
事
は
他
に
は
な
い
。
こ
の
公
家
情

報
を
い
か
な
る
経
路
で
入
手
し
た
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
宣
教
師
の
権
力
者
情
報
の
中
で
は
特
異
な
事
例

に
入
る
。 

 

従
っ
て
、
【
史
料
１
】
は
畿
内
の
新
し
い
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
点
で
注
目
す
べ
き
だ
が
、
内
容
に
は

疑
問
点
も
あ
り
、
や
は
り
間
接
情
報
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。 

 

次
は
一
五
六
四
年
七
月
一
五
日
（
永
禄
七
年
六
月
七
日
）
付
、
都
発
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛

ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
で
あ
る
。
こ
の
書
翰
は
畿
内
布
教
担
当
の
ヴ
ィ
レ
ラ
が
書
い
た
も
の
な
の
で
、

直
接
情
報
と
し
て
信
憑
性
が
高
い
。
該
当
箇
所
を
引
用
し
よ
う
。 

 

【
史
料
２
】 

こ
の
日
本
の
島
は
六
十
六
カ
国
に
分
か
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
す
べ
て
の
（
国
々
）
が
内
裏
（D

ayrí

）

と
呼
ば
れ
て
い
る
一
人
の
君
主
（hum

 Senhor

）
に
従
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
君
主
は
公
方
（C

ubô

）

と
い
う
名
の
軍
隊
の
総
司
令
官
（capitã m

ór do cam
po

）
を
配
下
に
置
い
て
い
ま
し
た
が
、
互
い
に

争
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
結
果
総
司
令
官
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
こ
と
に
な
り
、
主
た
る
君
主
（p

rincipal Senhor

）
に
従
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
事
態
は
さ
ら
に
進
み
、
領
国
の
各
統
治
者
達
（cada 

governador de seu reino

）
は
謀
反
を
起
こ
し
、
主
た
る
君
主
に
も
軍
隊
の
総
司
令
官
に
も
従
わ
な

く
な
り
ま
し
た
。
主
た
る
君
主
は
こ
の
都
（M

iáco

）
に
お
り
、
貴
人
（fidalgo

）
と
し
て
の
尊
大
さ

に
満
ち
て
い
ま
す
が
、
地
面
に
足
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
足
を
付
け
た
ら
、
廃
位
さ

せ
ら
れ
ま
す
。
（
人
々
が
）
頼
み
と
す
る
人
間
的
な
力
（força

）
を
持
た
ず
、
非
常
に
困
窮
し
て
お

り
ま
す
が
崇
敬
さ
れ
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
従
う
者
は
い
ま
せ
ん
。
軍
隊
の
総
司
令
官
も
ま
た
こ

の
都
に
お
り
、
い
く
ら
か
の
力
（algum
a força

）
を
有
し
て
い
ま
す
が
、
立
ち
上
が
っ
て
地
位
（se

u estado

）
を
取
り
戻
す
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
四
百
年
来
こ
の
地
に
は
統
括
者
（ca

beça

）
が
い
な
い
た
め
に
平
和
（paz

）
も
平
穏
（quietação

）
も
な
く
、
各
人
が
［
自
分
の
］
力
に

相
応
す
る
限
り
の
国
を
支
配
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
彼
ら
の
間
で
戦
さ
が
絶
え
な
い
原
因
で
す(

1
7
)

。 

  

【
史
料
２
】
の
よ
う
に
天
皇
と
将
軍
の
関
係
を
伝
達
し
た
も
の
は
、
ニ
コ
ラ
オ
・
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
日

本
報
告(

1
8
)

以
来
で
あ
る
。
す
で
に
ザ
ビ
エ
ル
布
教
期
の
段
階
で
、
宣
教
師
は
天
皇
と
将
軍
に
は
実
質
的
な
権

力
が
な
い
と
認
識
し
て
い
た
が
、
【
史
料
２
】
で
は
両
者
が
尊
位
の
み
の
存
在
に
至
っ
た
経
緯
を
説
明
し

て
い
る
の
が
特
徴
と
い
え
よ
う
。
天
皇
と
将
軍
が
争
っ
て
将
軍
の
も
と
に
権
力
が
集
中
し
た
こ
と
、
次
い

で
各
領
国
の
大
名
達
が
謀
反
を
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
と
将
軍
の
権
力
が
喪
失
し
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
「
統
括
者
」
不
在
の
状
態
に
な
っ
た
と
ヴ
ィ
レ
ラ
は
理
解
し
て
い
る
。 

 

次
に
一
五
六
四
年
一
〇
月
九
日
（
永
禄
七
年
九
月
五
日
）
付
、
平
戸
発
マ
カ
オ
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
ジ



ョ
ア
ン
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
書
翰
に
あ
る
京
都
の
政
治
に
関
す
る
情
報
を
取
り
上
げ
よ
う
。 

 
【
史
料
３
】 

 
都
の
統
治
（La governción de M

iaco

）
は
三
名
の
人
物
に
依
存
し
て
い
ま
す
。
第
一
（
の
人
）

は
、
日
本
全
体
の
国
王
（el rrey de todo Japán

）
で
、
公
方
様
（C

onium
bocam

a

）
［
将
軍
足
利

義
輝
］
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
第
二
（
の
人
）
は
、
彼
［
将
軍
義
輝
］
の
家
臣
（criado

）
の
一
人
で
、

三
好
（
長
慶
）(

1
9
)

殿
（M

ioxidono

）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
第
三
（
の
人
）
は
三
好
殿
（M

ioxidon

o

）
の
家
臣
（criado
）
の
一
人
で
、
松
永
（
久
秀
）
殿
（M

acunagadono

）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

第
一
（
の
人
）
は
国
王
と
し
て
の
名
誉
（honrra

）
や
名
声
（nom

bre

）
し
か
有
す
る
も
の
が
あ
り
ま

せ
ん
。
第
二
（
の
人
）
は
家
臣
で
す
が
権
力
（poder

）
を
有
し
て
い
ま
す
。
第
三
（
の
人
）
は
第
二

（
の
人
）
の
家
臣
で
、
国
を
治
め
、
法
を
司
る
役
職
（el negocio de governar el reyno y hazer j

usticia

）
に
あ
り
ま
す(

2
0
)

。 

  

フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
は
畿
内
布
教
に
参
加
し
て
い
な
い
の
で
、
【
史
料
３
】
は
間
接
情
報
と
な
る
。
だ
が
、

書
翰
の
冒
頭
に
は
、
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
が
紛
失
し
た
た
め
代
わ
り
に
載
せ
る
と
あ
る(

2
1)

。
従
っ
て
、
【
史
料
３
】

は
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
の
内
容
に
近
い
記
事
が
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
【
史
料
１
】
に
比
べ
れ
ば
、
は

る
か
に
史
料
価
値
が
高
い
と
い
え
る
。 

 

【
史
料
３
】
を
み
る
と
、
京
都
は
三
人
の
権
力
者
、
す
な
わ
ち
将
軍
足
利
義
輝
・
三
好
長
慶
・
松
永
久

秀
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。
将
軍
は
日
本
全
国
の
「
国
王
」
と
さ
れ
る
が
、
「
国
王
」
と
し

て
の
名
声
の
み
し
か
有
さ
な
い
存
在
と
記
さ
れ
、
権
力
は
将
軍
の
家
臣
で
あ
る
三
好
長
慶
に
あ
る
と
し
、

実
際
は
三
好
の
家
臣
松
永
久
秀
が
国
を
治
め
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。 

 

将
軍
に
関
し
て
、
【
史
料
２
】
で
は
わ
ず
か
な
が
ら
も
権
力
を
有
し
て
い
る
と
な
っ
て
い
た
が
、
【
史

料
３
】
に
な
る
と
「
国
王
と
し
て
の
名
誉
や
名
声
し
か
有
す
る
も
の
が
な
い
（no tiene m

ás que la honr

ra y nom
bre de rrey

）
」
と
ま
で
の
評
価
に
至
る
。
結
局
、
畿
内
も
九
州
な
ど
の
他
地
域
と
同
様
大
名
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
、
日
本
の
実
質
権
力
者
は
大
名
で
あ
る
と
い
う
ザ
ビ
エ
ル
入
京
後
の

認
識
を
再
確
認
し
た
と
い
え
る
。 

 

次
に
一
五
六
五
年
二
月
二
〇
日
カ(

2
2
)

（
永
禄
八
年
一
月
二
〇
日
カ
）
付
、
都
発
シ
ナ
及
び
イ
ン
ド
の
イ
エ

ズ
ス
会
員
宛
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
で
あ
る
。 

 

【
史
料
４
】 

 

彼
ら
［
日
本
人
］
の
書
物
に
よ
れ
ば
、
日
本
で
は
お
よ
そ
四
百
年
前
か
ら
一
人
の
最
高
の
君
主
（h

um
 suprem

o senhor

）
に
従
っ
て
お
り
ま
し
た
（erão subjeitos

）
。
彼
は
、
公
方
様
（C

ubooçam
a

）

と
称
し
、
彼
ら
全
て
の
者
を
支
配
し
て
お
り
、
全
日
本
の
首
（
都
）
（cabeça de todo Japão

）
で
あ

る
都
（M

iaco

）
に
住
ん
で
お
り
ま
し
た
。
彼
［
将
軍
］
に
従
っ
て
い
た
領
主
達
（os senhores

）
が

次
第
に
蜂
起
し
て
、
つ
い
に
六
十
六
カ
国
（sesenta e seis R

eynos

）
に
分
か
れ
ま
し
た
。
公
方
様

は
権
威
の
称
号
（o titulo de sua dinidade

）
を
有
す
る
の
み
と
な
り
、
（
将
軍
の
）
権
力
（poder

）

は
極
め
て
弱
体
で
あ
り
ま
す
。
他
の
国
王
達
（os outros rreys

）
は
彼
［
将
軍
］
に
あ
る
程
度
の
優

位
（algum

a superioridade

）
を
認
め
て
、
大
い
に
尊
重
し
て
は
お
り
ま
す
（o estim

arem
 em

 m
uy

to

）
が
、
そ
れ
は
恩
恵
を
期
待
し
て
の
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
領
主
達
（huns senhores

）
が
互
い
に

征
服
し
、
土
地
を
奪
い
合
う
と
い
う
野
望
（cobisa

）
に
よ
り
、
日
本
で
は
戦
さ
が
次
々
と
起
こ
っ
て



お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
で
福
音
の
教
え
の
平
和
を
植
え
付
け
る
上
で
、
最
大
の
障
害
の
一
つ
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
都
（m

eaco

）
に
は
宗
旨(

2
3
)

の
権
威
（dinidade eclesiastica

）
で
あ
る
別
の
君
主

［
天
皇
］
が
お
り
、
日
本
人
の
間
で
教
皇
（Sum

o Pontifice

）
の
よ
う
に
見
な
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
偶

像
の
よ
う
に
崇
拝
さ
れ
て
い
ま
す
。
彼
［
天
皇
］
の
宮
殿
（passos

）
に
は
三
百
六
十
六
の
重
要
な
偶

像
（pagodes
）
が
あ
り
、
毎
晩
彼
［
天
皇
］
の
側
に
配
置
さ
れ
る
一
人
（
の
者
）
が
見
張
り
に
つ
き

ま
す
。
（
天
皇
は
）
極
め
て
広
範
な
権
威
（am

plicim
a dinidade

）
の
た
め
に
、
足
を
地
面
に
付
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
も
し
（
足
を
地
面
に
）
付
け
た
場
合
は
、
廃
位
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
（
天
皇

は
）
施
し
に
よ
っ
て
養
わ
れ
て
お
り
、
貧
し
い
で
す
が
、
公
家
（quge

）
と
呼
ば
れ
、
日
本
中
で
高
貴

で
尊
敬
さ
れ
て
い
る
、
彼
に
仕
え
る
剃
髪
し
た
（
人
々
を
）
召
し
抱
え
て
い
ま
す
。(

2
4
) 

  

こ
れ
は
畿
内
布
教
担
当
の
フ
ロ
イ
ス
の
書
翰
で
あ
る
た
め
、
直
接
情
報
と
し
て
価
値
が
高
い
。
将
軍
は

か
つ
て
「
最
高
の
君
主
（hum

 suprem
o senhor

）
」
と
し
て
す
べ
て
の
者
を
従
え
て
い
た
が
、
大
名
の
蜂

起
に
よ
っ
て
日
本
は
六
十
六
ヵ
国
に
分
裂
し
た
と
あ
る
。
そ
の
結
果
、
畿
内
布
教
段
階
で
は
、
将
軍
は
名

誉
の
み
の
権
力
者
で
、
権
力
は
微
弱
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
【
史
料
２
】
の
将
軍
に
対
す
る

評
価
と
同
じ
で
あ
り
、
京
都
布
教
担
当
者
ヴ
ィ
レ
ラ
と
フ
ロ
イ
ス
の
共
通
認
識
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。 

 

【
史
料
４
】
に
は
天
皇
に
関
す
る
記
述
も
見
ら
れ
る
。
「
宗
旨
の
権
威
（dinidade eclesiastica

）
」
と

宣
教
師
に
理
解
さ
れ
、
教
皇
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
偶
像
（pagode

）
」
の
よ
う
に
崇
拝
さ
れ
て

い
る
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
「
宗
旨
の
権
威
」
と
い
う
記
述
は
【
史
料
１
】
で
は
座
主
の
こ
と
を
指
し
て

い
た
の
で
、
こ
の
点
に
お
い
て
【
史
料
１
】
と
【
史
料
４
】
で
は
異
な
る
。
け
れ
ど
も
、
【
史
料
１
】
で

も
天
皇
が
「
偶
像
の
よ
う
に
崇
拝
」
さ
れ
て
い
る
と
の
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
説
明
の
仕
方
で
異
な
る

も
の
の
理
解
は
同
じ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
宣
教
師
間
で
は
、
天
皇
を
宗
旨
の
権
威
と
位
置
付
け
る
以
上

の
評
価
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
【
史
料
２
】
か
ら
【
史
料
４
】
ま
で
の
史
料
か
ら
も
分
か
る

よ
う
に
、
将
軍
関
連
情
報
に
比
べ
て
天
皇
関
連
情
報
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、
天
皇
の
権
力
者
と
し
て
の
評

価
は
将
軍
よ
り
も
低
い
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。 

 

最
後
に
【
史
料
５
】
を
見
て
い
き
た
い
。
【
史
料
５
】
は
一
五
六
五
年
六
月
一
九
日
（
永
禄
八
年
五
月

二
一
日
）
付
、
都
発
豊
後
の
司
祭
等
宛
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
で
、
直
接
情
報
で
あ
る
。 

 

【
史
料
５
】 

以
前
の
書
翰(

2
5
)

で
書
き
ま
し
た
が
、
日
本
の
六
十
六
カ
国
の
皇
帝
（em

perador destes sesenta e se

is reinos de Japão

）
の
よ
う
な
公
方
様
（C

ubòcam
a

）
は
こ
の
都
（M

iáco

）
に
居
住
し
て
い
ま
す
。

誰
も
服
従
し
て
い
ま
せ
ん
（não é de todos obedecido

）
が
、
皆
最
高
の
君
主
（senhor suprem

o

）

で
あ
る
か
の
よ
う
に
彼
の
優
越
性
（superioridade

）
を
認
め
て
い
ま
す
。
彼
は
三
好
殿
（m

eoxindo

no

）
と
い
う
名
の
国
の
執
政
官
（regedor

）
を
召
し
抱
え
て
い
ま
す
。
（
こ
の
者
は
）
こ
こ
か
ら
十

一
里
の
所
に
あ
る
飯
盛
（Im

òri

）
と
い
う
城
に
住
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
者
は
現
在
領
有
し
て
い
る
数

カ
国
（alguns reinos

）
を
戦
さ
に
よ
っ
て
獲
得
し
、
ま
た
前
述
の
約
百
五
十
名
に
上
る
キ
リ
シ
タ
ン

の
貴
人
（os fidalgos christãos

）
は
彼
の
家
臣
で
す
。
こ
の
三
好
殿
は
弾
正
殿
（dajodono

）
と
い

う
名
の
別
の
執
政
官
（regedor

）
を
召
し
抱
え
て
い
ま
す
が
、
（
そ
の
者
は
）
彼
よ
り
も
は
る
か
に

大
き
な
権
力
を
持
ち
、
こ
れ
ほ
ど
残
虐
な
暴
君
は
ほ
か
に
日
本
に
は
お
り
ま
せ
ん
。
（
彼
は
）
こ
こ

か
ら
十
一
里
の
と
こ
ろ
に
あ
る
奈
良
（N

ara

）
と
い
う
別
の
城
（fortaleza

）
に
住
ん
で
い
ま
す(

2
6)

。 



  
将
軍
義
輝
に
関
す
る
記
述
は
、
【
史
料
４
】
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
「
皇

帝
（Em

perador

）
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
新
た
な
表
記
で
あ
る(

2
7
)

。
ま
た
、
【
史
料
４
】
に
は
な
か
っ
た

が
、
三
好
・
松
永
の
記
事
も
見
ら
れ
、
そ
の
内
容
は
【
史
料
３
】
と
同
じ
で
あ
る
。
【
史
料
５
】
で
は
新

た
な
評
価
や
認
識
を
改
め
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
の
段
階
に
な
る
と
、
畿
内
お
よ
び
日
本
の

権
力
者
に
対
す
る
宣
教
師
の
認
識
は
あ
る
程
度
確
立
し
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
、
五
通
の
書
翰
に
記
さ
れ
た
権
力
者
情
報
を
見
て
き
た
。
か
つ
て
は
天
皇
が
日
本
全
国
の
君
主
で

将
軍
や
大
名
を
従
え
て
い
た
が
、
将
軍
が
天
皇
と
争
う
よ
う
に
な
り
、
権
力
が
将
軍
の
も
と
に
移
っ
た
こ

と
、
さ
ら
に
は
そ
の
家
臣
で
あ
っ
た
大
名
が
謀
反
を
起
こ
し
た
た
め
天
皇
・
将
軍
の
権
力
が
失
わ
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

 

ザ
ビ
エ
ル
は
来
日
前
天
皇
・
将
軍
が
日
本
の
君
主
で
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
て
い
た
が
、
入
京
す
る
と

両
者
は
尊
位
の
み
の
存
在
で
、
権
力
は
戦
国
大
名
に
あ
る
と
認
識
す
る
に
至
っ
た(

2
8)

。
今
回
の
権
力
者
情
報

は
、
来
日
前
と
入
京
後
の
認
識
の
変
化
を
説
明
し
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
宣
教
師
は
、
権
力
構
造
の
推
移

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
・
将
軍
と
大
名
の
関
係
な
ら
び
に
こ
の
時
期
の
権
力
構
造
を
理
解
し

た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
分
析
で
天
皇
と
将
軍
は
や
は
り
名
誉
の
み
の
権
力
者
で
、
実
質
権
力
は
大
名

に
あ
る
点
を
再
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
時
期
宣
教
師
が
名
誉
の
み
の
権
力
者
で
あ
る
天

皇
と
将
軍
に
も
注
目
し
た
点
は
看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
と
い
う
点
で
は
、
ザ
ビ
エ
ル
布
教
期
に
比
べ
は
る
か
に
深

化
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
宣
教
師
の
書
翰
を
見
る
と
、
権
力
者
に
対
す
る
表
記

が
一
定
し
て
お
ら
ず
、
宣
教
師
が
日
本
の
権
力
者
を
伝
達
す
る
の
に
苦
慮
し
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
天
皇
・
将
軍
・
大
名
が
そ
れ
ぞ
れ
畿
内
布
教
期
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
伝
達
さ
れ
た
の

か
個
々
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

   
 
 

二 

宣
教
師
の
天
皇
・
将
軍
・
大
名
理
解
と
表
記 

  

本
節
で
は
天
皇
・
将
軍
・
大
名
関
連
記
事
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
を
分
析

し
、
宣
教
師
の
三
者
に
対
す
る
理
解
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。 

  
 
 

１ 

天
皇 

  

エ
ヴ
ォ
ラ
版
日
本
書
翰
集
に
よ
れ
ば(

2
9)

、
天
皇
関
連
記
事
は
八
通
の
書
翰
で
確
認
で
き
る
（
表
一
）
。
表

一
の
八
件
の
事
例
か
ら
、
宣
教
師
が
天
皇
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
か
検
証
し
て
い
こ
う
。 

 

は
じ
め
に
天
皇
が
権
力
者
と
し
て
ど
う
表
記
さ
れ
て
い
る
か
見
て
い
き
た
い
。
表
一
の
記
述
の
欄
を
見

て
い
く
と
、
天
皇
は
「
国
王
（rei

）
」
「
君
主
（senhor

）
」
「
統
括
者
（cabeça

）
」
な
ど
と
い
っ
た
語

句
で
表
記
さ
れ
、
そ
の
前
後
に
「
日
本
全
国
の
（de todo o Japão

）
」
（N

o.5-7

）
や
「
主
た
る
（princ

ipal

）
」 

   



                                     

（N
o.1, 3, 5, 8

）
と
い
う
語
句
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
日
本
全
国
と
い
う

点
を
強
調
し
た
表
記
と
な
っ
て
い
る(

3
0
)

。
こ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
日
本
全
国
単
位
で
は
な
い
「
国
王
」

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
宣
教
師
は
戦
国
大
名
を
「
国
王
」
と
表
記



し
て
お
り
、
そ
の
「
国
王
」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
日
本
全
国
」
と
い
う
語
句
を
付
け
加
え
る
こ
と
で
、

差
別
化
を
図
ろ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
日
本
全
国
の
国
王
」
と
記
さ
れ
た
天
皇
で
あ
る
が
、
内
実
は
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
表
一
を
み
る
と
、
天
皇
は
「
名
誉
（honrra

）
」
「
尊
位
（dinidade

）
」
の
君
主
で
（N

o.1-3, 

5

）
、
「
従
う
者
（obedecide

）
」
が
い
な
い
（N

o.3, 5, 7

）
と
い
う
理
解
で
あ
る
。N

o.6

の
「
権
力
を
も

た
な
い
（sem

 nenhum
a força

）
」
と
い
う
記
述
も
同
様
な
理
解
と
と
ら
え
て
よ
い
。
実
質
権
力
を
も
た

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
天
皇
は
戦
国
大
名
等
か
ら
崇
敬
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
問
い
を
宣
教
師
な
り

に
分
析
す
る
。 

 

そ
の
一
つ
が
、
天
皇
を
宗
旨
の
権
威
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
彼
ら
の
書
翰
に
は
、
天
皇
を
偶
像
崇
拝
と

結
び
つ
け
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
が
目
立
つ
。
天
皇
は
「
偶
像
（idolo

）
（pagode

）
」
の
よ
う
に
崇
拝
さ

れ
て
い
る
と
記
さ
れ
（N

o.2, 4, 6, 7
）
、
地
面
に
足
を
つ
け
る
と
「
職
務
と
地
位
（oficio e dinidade

）
」

が
剥
奪
さ
れ
る
と
あ
る
（N

o.2

）
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
に
関
す
る
説
明
は
、
先
に
は
一
五
五
四
年
（
天
文
二

三
年
）
付
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
ペ
ド
ロ
・
デ
・
ア
ル
カ
ソ
ヴ
ァ
書
翰
に
見
ら
れ
る(

3
1)

。
天
皇

が
足
を
洗
っ
た
水
を
人
々
が
神
聖
な
も
の
と
し
て
頭
に
被
る
行
為
や
、
天
皇
は
足
を
地
面
に
つ
け
な
い
こ

と
、
た
く
さ
ん
の
偶
像
が
天
皇
を
警
固
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
天
皇
の
も
と
で
異
様
な
行
為
が
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
表
一
に
み
ら
れ
る
記
述
も
、
こ
の
ア
ル
カ
ソ
ヴ
ァ
書
翰
と
同
一
の
理
解
の
も

と
に
記
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ア
ル
カ
ソ
ヴ
ァ
書
翰
に
見
ら
れ
る
内
容
は
、
織
豊
期
以
降

に
お
い
て
も
変
化
が
な
い
こ
と
か
ら
、
天
皇
を
偶
像
崇
拝
と
結
び
つ
け
、
非
キ
リ
ス
ト
教
の
象
徴
と
し
て

位
置
付
け
て
い
る
様
子
が
読
み
と
れ
る
。 

 

も
う
一
つ
は
、
天
皇
が
「
名
声
」
と
「
称
号
」
を
大
名
等
に
与
え
る
「
職
務
」
を
帯
び
、
そ
の
た
め
に

名
誉
を
も
ち
崇
拝
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
（N

o.2

）
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
天
皇
を
宗
旨
の
権
威
の
み
で
は

な
く
、
世
俗
面
で
の
天
皇
の
権
威
を
探
ろ
う
と
す
る
宣
教
師
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
【
史
料
１
】
に
あ
る
よ

う
に
、
「
名
声
」
や
「
称
号
」
、
す
な
わ
ち
官
職
の
授
与
が
天
皇
の
み
の
特
権
で
あ
り
、
そ
れ
が
故
に
天

皇
は
た
い
へ
ん
神
聖
で
あ
り
、
崇
敬
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
。 

 

な
お
、
天
皇
に
対
し
て
日
本
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
（
以
下
、
日
本
語
表
記
と
略
記
す
る
）
が
多
用
さ
れ

る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
。
「
皇
（V

o

）
」
（N

o.1, 2, 5, 6

）
と
「
内
裏
（D

airi

）
」
（N

o.3, 5, 7, 8
）

が
使
わ
れ
て
い
る
。
「
皇
」
は
ニ
コ
ラ
オ
・
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
日
本
報
告
で
す
で
に
確
認
で
き
る
が
、
「
内

裏
」
に
つ
い
て
は
畿
内
布
教
が
展
開
さ
れ
る
こ
の
時
期
に
な
っ
て
か
ら
使
用
さ
れ
る
表
記
で
あ
る
。 

 

天
皇
関
連
記
事
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
に
集
約
さ
れ
る
。
天
皇
は
日
本
全
国
の
「
国
王
」
「
君
主
」
と

表
記
さ
れ
る
が
、
偶
像
・
仏
像
の
よ
う
に
崇
敬
さ
れ
る
尊
位
・
名
誉
の
み
の
存
在
で
あ
る
こ
と
。
名
声
と

称
号
を
家
臣
ら
に
与
え
る
「
職
務
」
を
帯
び
、
そ
の
た
め
に
尊
位
に
満
ち
て
い
る
こ
と
。
「
皇
」
「
内
裏
」

と
い
っ
た
日
本
語
表
記
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
記
事
は
時
期
的
な

変
化
は
な
く
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
以
後
の
認
識
と
同
じ
で
あ
る
。 

  
 
 

２ 

将
軍 

     



                                     

将
軍
関
連
記
事
は
一
六
通
の
書
翰
で
確
認
で
き
る
（
表
二
）
。
表
二
か
ら
将
軍
関
連
記
事
を
分
析
し
て 

い
こ
う
。 

  

将
軍
に
対
す
る
評
価
は
、
天
皇
の
場
合
と
異
な
り
時
期
的
な
変
化
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
ま
ず
そ
れ
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
表
二N

o.1

の
書
翰
で
、
将
軍
に
つ
い
て
「
日
本
の
全
領
主
が
服
従
（todos os 



Sñores de Iapão obedecem

）
」
し
、
「
命
令
権
を
有
し
て
い
る
（tem

 o m
ãdo

）
」
と
書
か
れ
て
い
る(

3

2
)

。
こ
れ
は
名
誉
の
み
の
権
力
者
と
評
価
し
た
天
皇
と
は
異
な
る
記
述
で
あ
る
。N

o.1

の
一
五
六
〇
年
六
月

二
日
（
永
禄
三
年
五
月
九
日
）
付
、
都
発
豊
後
の
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
ロ
レ
ン
ソ
書
翰
に
は
、
ヴ
ィ
レ
ラ
が

将
軍
足
利
義
輝
を
訪
問
し
た
時
の
記
事
が
見
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
レ
ラ
が
義
輝
か
ら
宣
教
師
の
京
都
居
住
が
認

め
ら
れ
た
の
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
ロ
レ
ン
ソ
は
将
軍
義
輝
を
頼
り
に
な
る
権
力

者
と
し
て
認
識
し
、
書
翰
にN

o.1

の
よ
う
に
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
がN

o.3
に
な
る
と
、
「
名
誉
に
関
す
る
こ
と
の
み
に
お
い
て
は
日
本
全
国
の
君
主
（sen

hor de todo o Iapão nas cousas que tocão â honra som
ente

）
」
、
「
権
力
や
領
国
な
ど
は
他
の
人
々

に
及
ば
な
い
（no poder, &

 R
eino, outros lhe levão avantagem

）
」(

3
3
)

と
、
天
皇
と
同
様
の
評
価
に
変

化
す
る
。N

o.3

の
一
五
六
二
年
（
永
禄
五
年
）
付
、
堺
発
イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に

は
、
三
好
と
六
角
・
畠
山
の
合
戦
の
記
事
が
書
か
れ
て
い
る
が(

3
4
)

、
将
軍
義
輝
が
そ
れ
を
武
力
で
押
さ
え
る

ほ
ど
の
権
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
宣
教
師
は
知
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
後
、
将
軍
は
名
誉
の
み
の
存
在
と
し
て
記
さ
れ
（N

o.3, 6, 7

）
、
「
権
力
は
弱
体
」
で
あ
り
「
服
従

す
る
者
が
な
い
」
と
の
記
述
（N

o.4, 7, 8, 10

）
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、N

o.13

の
よ
う
に
「
日
本

全
国
で
最
も
身
分
の
高
い
絶
対
君
主
で
あ
る
三
好
殿
と
公
方
様
（de M

ioxindono &
 do C

ubócam
a, que

 são os m
ais hõrados de todo Iapão

）
」(35)

と
、
三
好
と
将
軍
を
対
等
に
評
価
す
る
記
述
に
な
っ
て
い
る
。

N
o.13

の
書
翰
が
将
軍
義
輝
殺
害
後
に
書
か
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
宣
教
師
が
将
軍
に
対
し
て
こ
の
よ
う

な
評
価
を
も
つ
の
も
無
理
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、No.3
の
一
五
六
二
年
付
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰

が
出
さ
れ
て
以
降
は
、
将
軍
も
天
皇
同
様
に
「
名
誉
」
の
み
の
権
力
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。 

 

そ
の
将
軍
の
表
記
で
あ
る
が
、
天
皇
と
同
じ
よ
う
に
「
日
本
全
国
」
「
主
た
る
」
「
最
高
」
（N

o.1-3, 

5-14

）
の
「
国
王
」
「
君
主
」
「
皇
帝
（em

perador

）
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
将
軍
の
日
本
語
表
記

で
あ
る
が
、
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
日
本
報
告
に
あ
る
「
御
所
」
と
い
う
表
記
の
他
に
「
公
方
」
が
用
い
ら
れ
、

後
者
が
圧
倒
的
に
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

以
上
将
軍
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
ヴ
ィ
レ
ラ
が
将
軍
義
輝
に
謁
見
し
、
禁
制
を
与
え
ら
れ
た
頃
は
実

質
権
力
者
と
し
て
評
価
し
た
が
、
度
重
な
る
畿
内
で
の
合
戦
に
対
し
て
武
力
で
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
を
見
て
、
天
皇
と
同
様
に
名
誉
の
み
の
君
主
と
評
価
す
る
に
至
っ
た
。
表
記
に
つ
い
て
も
天
皇
と
同

じ
く
、
日
本
全
国
の
「
国
王
」
「
君
主
」
と
記
さ
れ
、
こ
の
時
期
に
は
「
皇
帝
」
と
も
表
記
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
ま
た
、
「
御
所
」
の
他
に
「
公
方
」
と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。 

  
 
 

３ 

大
名 

  

最
後
に
大
名
関
連
記
事
を
検
証
し
て
い
こ
う
。
該
当
箇
所
は
畿
内
及
び
全
国
に
関
す
る
記
事
に
限
定
し

て
も
一
五
通
の
書
翰
で
確
認
で
き
る
（
表
三
）
。 

 

表
三
の
表
記
の
欄
を
見
て
い
く
と
、
大
名
に
対
す
る
表
記
の
ほ
と
ん
ど
が
「
国
王
」
で
あ
る
こ
と
が
指 

     



                                   

摘
で
き
る
。
こ
の
時
期
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
「
国
王
」
の
他
に
「
執
政
官
（regedor

）
」 

「
統
治
者
（governador

）
」
（N

o.3, 4, 8-10, 13-15

）
の
事
例
が
目
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事

例
を
検
討
し
よ
う
。 

 

表
三N

o.3

の
一
五
六
二
年
付
ヴ
ィ
レ
ラ
書
翰
に
は
、
六
角
・
畠
山
と
三
好
の
合
戦
に
関
す
る
記
事
が
あ
る
。

そ
の
中
で
畠
山
高
政
と
三
好
義
興
に
対
し
て
権
力
者
を
示
す
語
句
を
用
い
て
い
る
。
高
政
に
は
「
公
爵
（p



rincipe

）
」
が
用
い
ら
れ
、
義
興
は
「
（
都
を
）
統
治
し
て
い
た
者
（o que a governava

）
」
「
都
を
治

め
て
い
た
者
（o que regia o M

iáco

）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
後
者
は
「
統
治
者
」
「
執
政
官
」
と
同
義

語
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
両
者
と
も
「
国
王
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
、
同
書
翰
に
は
将

軍
の
義
兄
弟
が
教
会
借
用
の
許
可
を
将
軍
か
ら
得
た
記
事
が
あ
る
が(

3
6
)

、
将
軍
に
対
し
て
「
国
王
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る(

3
7)

。 

  

次
にN

o.13

を
見
て
い
き
た
い
。
こ
の
一
五
六
六
年
六
月
三
〇
日
（
永
禄
九
年
六
月
一
三
日
）
付
、
堺
発

イ
エ
ズ
ス
会
員
宛
フ
ロ
イ
ス
書
翰
に
は
、
天
皇
、
将
軍
、
三
好
等
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
宣
教
師
が
権

力
者
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
が
読
み
と
れ
る
書
翰
で
あ
る
。
ま
ず
、
三
好
義
継
が
書
翰
に
登
場

す
る
が
、
そ
の
義
継
に
対
し
て
「
三
好
殿
と
い
う
名
の
河
内
の
国
王
（R

ei de C
auáchy, por nom

e M
io

xindono

）
」
と
記
さ
れ
て
い
る(

3
8
)

。
同
じ
畿
内
で
も
河
内
の
場
合
で
は
「
国
王
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
る(

3
9)

。
次
に
天
皇
か
ら
京
都
復
帰
の
許
可
を
得
よ
う
と
す
る
場
面
で
、
以
前
宣
教
師
が
将
軍
や
大

名
か
ら
得
た
許
可
状
を
天
皇
に
提
出
し
た
記
事
が
あ
る(

4
0
)

。
許
可
状
を
得
た
相
手
は
「
公
方
様
（C

ubòca

m
a

）
」
「
国
王
達
（R

eis

）
」
「
都
の
統
治
者
（governador

）
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
国
王
」

「
都
の
統
治
者
」
と
区
別
し
て
お
り
、
京
都
の
場
合
は
「
国
王
」
と
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
書
翰

で
もN

o.3

と
同
様
、
天
皇
や
将
軍
に
関
す
る
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
に
対
し
て
は
「
日
本
全
国
の
国

王
で
絶
対
君
主
（R

ei &
 senhor absoluto de todo a Iapão

）
」(

4
1
)

と
あ
り
、
「
国
王
」
「
君
主
」
と
い

う
理
解
で
あ
る
。
将
軍
も
該
当
部
分
で
は
「
公
方
様
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
前
の
部

分
で
「
日
本
の
君
主
で
あ
る
公
方
様
（C

ubòcam
a, senhor de Iapão

）
」(4

2
)

と
あ
る
よ
う
に
「
君
主
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
両
者
と
も
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
を
強
調
し
た
形
で
の
「
国
王
」
な
い

し
「
君
主
」
と
い
う
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。 

 

二
つ
の
事
例
か
ら
、
大
名
に
対
し
て
京
都
の
場
合
で
は
「
統
治
者
」
「
執
政
官
」
を
用
い
、
そ
れ
以
外

の
地
域
で
は
「
国
王
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
事
例
は
表
三
を

み
れ
ばN

o.8-10

お
よ
びN

o.13-15

に
も
あ
り
、
京
都
と
い
う
地
域
の
特
殊
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
で

は
、
な
ぜ
宣
教
師
は
京
都
の
場
合
「
国
王
」
で
は
な
く
、
「
統
治
者
」
「
執
政
官
」
を
用
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
は
次
節
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

  

以
上
、
天
皇
・
将
軍
・
大
名
関
連
記
事
を
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
た
。
ま
と
め
る
と
、
天
皇
は
日
本
全
国
の

名
誉
の
み
の
「
国
王
」
で
、
偶
像
の
よ
う
に
崇
拝
さ
れ
て
い
る
権
力
者
と
い
う
理
解
で
あ
り
、
こ
の
時
期

一
貫
し
た
も
の
だ
っ
た
。
将
軍
に
つ
い
て
は
、
畿
内
布
教
開
始
当
初
は
実
質
権
力
者
と
評
価
す
る
が
、
の

ち
天
皇
と
同
様
名
誉
の
み
の
権
力
者
と
の
評
価
に
至
る
。
表
記
は
天
皇
と
同
じ
く
日
本
全
国
の
「
国
王
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
皇
・
将
軍
両
者
の
表
記
の
特
徴
は
、
日
本
全
国
を
強
調
し
て
い
る
点
で
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
名
誉
の
み
の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
名
は
一
般
に
「
国
王
」
と

表
記
さ
れ
る
が
、
京
都
で
は
「
統
治
者
」
「
執
政
官
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。 

   
 
 

三 

宣
教
師
の
権
力
者
・
国
家
理
解 

  

第
一
節
で
宣
教
師
の
権
力
者
情
報
の
変
遷
、
第
二
節
で
天
皇
・
将
軍
・
大
名
に
関
す
る
個
別
事
例
の
検

討
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
当
該
期
日
本
の
国
家
と
天
皇
・
将
軍
・
大
名
三
者
に
対
す
る
宣
教

師
の
理
解
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
本
節
で
は
そ
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
て
、
畿
内
布
教
が
行



わ
れ
た
段
階
の
宣
教
師
の
権
力
者
・
国
家
理
解
に
つ
い
て
整
理
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

  
 
 

１ 

三
つ
の
「
国
」
認
識 

  

第
一
節
・
第
二
節
の
検
討
結
果
か
ら
、
宣
教
師
が
日
本
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
「
国
」
認
識
を
持
っ
て

い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
当
該
期
の
日
本
に
複
数
の
「
国
」
概
念
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

山
口
啓
二
氏
が
指
摘
し
て
お
り(

4
3
)

、
宣
教
師
が
同
じ
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
疑
問
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
宣
教
師
の
考
え
る
日
本
の
「
国
」
と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
か
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
日
本
全
国
と
い
う
単
位
の
「
国
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
国
王
」
は
天
皇
あ
る
い

は
将
軍
を
指
す
。
前
節
で
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
天
皇
・
将
軍
の
説
明
に
は
「
日
本
全
国
の
（todo o I

apão

）
」
と
全
国
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、
天
皇
と
将
軍
は
大
名
と

異
な
り
、
全
国
を
支
配
す
る
権
力
者
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天
皇
と
将
軍

は
権
力
を
有
さ
ず
、
誰
か
ら
も
服
従
さ
れ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し(

4
4
)

、
そ
れ
で
も
諸
大
名
か
ら
崇

敬
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
名
誉
の
み
」
の
「
国
王
」
「
君
主
」
等
と
表
記
さ
れ
る
。
「
国
王
」
と
い

う
語
句
は
実
質
権
力
者
に
用
い
ら
れ
る
た
め(

4
5
)

、
実
質
権
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
天
皇
や
将
軍
に
は
「
名
誉
」

の
み
の
と
い
う
但
し
書
き
が
必
要
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
名
目
的
な
権
威
と
い
う
点
で

は
天
皇
や
将
軍
が
日
本
全
国
の
「
国
王
」
と
し
て
存
在
す
る
が
、
実
質
支
配
と
い
う
点
で
は
日
本
全
国
を

支
配
す
る
権
力
者
は
存
在
し
な
い
と
、
宣
教
師
は
理
解
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 

次
に
大
名
領
国
に
つ
い
て
。
こ
の
場
合
の
「
国
王
」
は
大
名
で
あ
る(

4
6
)

。
宣
教
師
が
特
に
こ
と
わ
り
な
く

「
国
王
」
と
い
う
場
合
大
名
を
指
す
事
例
が
多
く
、
そ
の
時
の
「
国
」
も
大
名
領
国
を
指
す
。
こ
れ
は
、

実
質
支
配
と
い
う
点
で
捉
え
た
宣
教
師
の
基
本
的
な
日
本
の
国
家
理
解
で
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
以
来
一
貫
し

た
認
識
で
あ
っ
た(

4
7
)

。
畿
内
布
教
段
階
で
も
、
前
節
の
表
三
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
京
都
以
外
で
は
大
名

に
「
国
王
」
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
基
本
は
戦
国
期
の
日
本
を
複
数
の
大
名
領
国
か
ら
な
る
国
家
と
認
識

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
京
都
の
場
合
で
は
先
述
し
た
日
本
全
国
を
単
位
と
し
た
「
国
」

表
記
も
さ
れ
、
二
種
類
の
「
国
」
「
国
王
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
宣
教
師
の
権
力
者
・
国

家
理
解
を
考
え
る
上
で
重
要
な
問
題
な
の
で
、
次
項
で
詳
述
す
る
。 

 

最
後
に
国
郡
制
の
「
国
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
宣
教
師
の
書
翰
に
は
、
「
豊
後
の
国
王
」
と
か
「
美

濃
の
国
王
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
「
国
王
」
を
豊
後
国
や
美
濃
国
の
国
王
と
い
う
意
味
で
国
持
大

名
と
理
解
す
る
向
き
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
記
述
に
は
「
山
口
の
国
王
」
「
平
戸
の
国
王
」
と
い

う
国
郡
制
の
国
名
で
は
な
い
事
例
も
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
は
国
郡
制
の
「
国
」
で
は
な
く
、
単
に
地
名
と

し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
日
本
は
六
六
ヵ
国
か
ら
な
る
と
か
、
あ
る
大
名
に
対
し
て
五
ヵ
国

の
領
主
と
い
う
言
い
方
も
あ
り(

4
8
)

、
宣
教
師
が
国
郡
制
の
「
国
」
を
全
く
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
と
は
い
っ
て
も
、
宣
教
師
が
こ
れ
を
国
郡
制
の
「
国
」
と
明
確
に
理
解
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不

明
で
、
お
そ
ら
く
そ
こ
ま
で
の
理
解
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る(

4
9
)

。 

 

宣
教
師
は
以
上
の
三
種
類
の
「
国
」
認
識
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
も
基
本
的
な
「
国
」

表
記
は
大
名
領
国
の
「
国
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
記
の
場
合
、
特
に
説
明
や
但
し
書
き
と
い
っ
た
も
の
は

な
く
、
当
然
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宣
教
師
が
実
質
権
力
者
と
認
識
す
る
「
国
王
」
の

支
配
す
る
「
国
」
で
あ
り
、
西
洋
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
捉
え
た
国
家
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

畿
内
布
教
開
始
に
伴
い
、
天
皇
や
将
軍
と
い
う
名
誉
の
み
の
権
力
者
も
伝
達
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
両
者

は
名
誉
の
み
の
権
力
者
で
は
あ
る
も
の
の
、
支
配
が
全
国
に
及
ぶ
こ
と
か
ら
、
日
本
全
国
の
「
国
王
」
と



表
記
し
て
伝
達
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
書
翰
に
は
日
本
全
国
と
大
名
領
国
の
「
国
」
「
国
王
」
が
記
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
畿
内
布
教
を
契
機
に
宣
教
師
の
権
力
者
・
国
家
認
識
に
変
化
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
畿
内
と
い
う
地
域
の
特
殊
性
を
示
し
て
も
い
る
。 

  
 
 

２ 
畿
内
地
域
の
特
殊
性
に
つ
い
て 

  

前
項
で
宣
教
師
が
複
数
の
「
国
」
認
識
を
持
っ
て
い
た
点
を
指
摘
し
た
。
そ
の
中
で
、
畿
内
地
域
と
他

地
域
で
は
「
国
」
「
国
王
」
に
対
す
る
表
記
が
異
な
り
、
そ
の
表
記
の
違
い
か
ら
畿
内
地
域
の
特
殊
性
が

窺
え
る
点
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
本
項
で
は
こ
の
こ
と
に
注
目
し
、
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。 

 

畿
内
以
外
の
地
域
で
は
ザ
ビ
エ
ル
入
京
以
来
大
名
領
国
を
「
国
」
、
大
名
を
「
国
王
」
と
表
記
し
、
畿

内
布
教
が
開
始
さ
れ
た
後
で
も
変
化
が
な
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
一
方
、
畿
内
地
域
で
は
、
日
本
全

国
を
単
位
と
す
る
「
国
」
と
大
名
領
国
を
単
位
と
す
る
「
国
」
の
二
種
類
の
表
記
が
さ
れ
て
い
る
。
前
者

は
、
天
皇
と
将
軍
を
「
日
本
全
国
の
国
王
」
と
し
、
三
好
等
を
「
統
治
者
」
「
執
政
官
」
と
し
て
表
記
す

る
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
や
将
軍
に
対
し
て
「
国
王
」
を
使
用
し
た
場
合
、
書
翰
の
受
取
手
に

誤
解
を
与
え
な
い
よ
う
、
京
都
の
権
力
者
に
は
「
国
王
」
を
用
い
ず
、
「
統
治
者
」
「
執
政
官
」
を
用
い

て
伝
達
し
て
い
る(

5
0
)

。
ま
た
、
後
者
の
事
例
の
よ
う
に
大
名
を
「
国
王
」
の
ま
ま
で
表
記
し
、
天
皇
や
将
軍

を
「
国
王
」
の
「
統
括
者
（cabeça

）
」
と
い
う
言
い
方
で
説
明
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
一
五
五

九
年
一
一
月
一
日
（
永
禄
二
年
一
〇
月
二
日
）
付
、
バ
ル
タ
ザ
ー
ル
・
ガ
ー
ゴ
書
翰
に
「
日
本
の
国
王
達

の
統
括
者
（a cabeça dos R

eis de Iapão

）
」
と
あ
る
の
が
そ
う
で
あ
る(

5
1
)

。
「
統
括
者
」
と
い
う
語
句

を
用
い
る
こ
と
で
、
「
国
王
」
と
表
記
し
た
大
名
よ
り
上
位
の
権
力
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
れ
と
同
様
な
理
解
の
中
か
ら
、
「
皇
帝
」
と
い
う
語
句
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
「
皇
帝
」

は
主
と
し
て
将
軍
に
対
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
だ
が
、
天
皇
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
事
例
も
あ
り(

5
2
)

、
両
者

に
対
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
皇
帝
」
も
、
大
名
領
国
を
支
配
す
る
「
国
王
」

を
統
率
す
る
権
力
者
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

で
は
、
な
ぜ
畿
内
地
域
で
は
、
こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
「
国
」
「
国
王
」
表
記
に
よ
る
伝
達
が
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
畿
内
の
情
報
に
は
天
皇
と
将
軍
の
情
報
が
欠

か
せ
ず
、
し
か
も
両
者
の
説
明
・
伝
達
が
困
難
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
権
力
者
情
報
の
変
遷
を
見
る
と
、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
前
ま
で
天
皇
と
将
軍
に
対
し

て
、
入
京
後
は
大
名
に
対
し
て
「
国
王
」
を
用
い
て
お
り
、
宣
教
師
は
天
皇
・
将
軍
・
大
名
三
者
に
対
し

て
「
国
王
」
を
用
い
て
き
た
経
緯
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
畿
内
布
教
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
は
大
名
に
対
す

る
情
報
の
み
で
よ
か
っ
た
た
め
、
受
取
手
も
「
国
王
」
と
い
え
ば
大
名
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
畿
内
布
教
後
、
天
皇
と
将
軍
に
対
し
て
も
「
国
王
」
と
表
記
す
る
よ
う
に
な
る
。
両
者
に

対
し
て
「
国
王
」
と
表
記
し
た
過
去
を
も
つ
た
め
、
そ
れ
自
体
は
お
か
し
く
は
な
い
。
た
だ
、
天
皇
・
将

軍
と
大
名
三
者
に
「
国
王
」
を
使
用
し
た
た
め
、
「
国
王
」
が
誰
を
指
す
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う

問
題
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
と
将
軍
を
「
国
王
」
と
す
る
場
合
に
は
大
名
を
「
執
政
官
」
「
統
治
者
」

と
表
記
し
、
大
名
を
「
国
王
」
と
す
る
場
合
に
は
天
皇
・
将
軍
に
対
し
て
「
統
括
者
」
「
皇
帝
」
と
い
っ

た
語
句
を
用
い
て
区
別
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
種
類
の
表
記
が
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
も
こ
の
二
種
類
の
表
記
は
、
ど
ち
ら
か
の
表
記
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
天
皇
・

将
軍
・
大
名
三
者
す
べ
て
が
日
本
の
実
質
権
力
者
と
し
て
値
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
大
名
は
あ
く
ま

で
大
名
領
国
の
「
国
王
」
で
あ
り
、
日
本
全
国
の
「
国
王
」
で
は
な
い
。
そ
の
点
、
天
皇
・
将
軍
は
日
本



全
国
の
「
国
王
」
と
い
え
よ
う
が
、
実
力
で
日
本
全
国
を
支
配
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
真
の
「
日

本
国
王
」
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
宣
教
師
は
ど
ち
ら
か
の
表
記
に
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
二

種
類
の
表
記
が
併
用
さ
れ
る
ま
ま
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
選
択
は
書
翰
発
信
者
の
判

断
に
委
ね
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
発
信
者
も
明
確
な
基
準
を
持
た
ず
、
そ
の
内
容
な
ど
に
応
じ
て

い
ず
れ
か
の
表
記
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
結
局
、
天
皇
・
将
軍
・
大
名
を
西
洋
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
天
皇
・
将
軍
と
大
名
の
差
を
示
す
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
書
翰
の
受
取
手
は
日
本
の
権
力
者
・
国
家
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
発
信
者
は
書
翰
を
送
る
際
、
受
取
手
に
混
乱
を
与
え
な
い
よ
う
い
く
つ
か
の
工
夫
を
行
う
。
そ

の
一
つ
が
第
二
節
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
な
天
皇
・
将
軍
に
対
す
る
但
し
書
き
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
事

例
は
す
で
に
述
べ
て
き
た
「
名
誉
の
み
の
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
皇
と
将

軍
に
は
実
質
権
力
が
な
い
こ
と
を
伝
達
し
た
。
も
う
一
つ
は
第
一
節
で
見
て
き
た
権
力
者
情
報
の
伝
達
で

あ
る
。
権
力
者
情
報
は
畿
内
布
教
開
始
に
伴
い
数
多
く
伝
達
さ
れ
、
そ
の
中
で
天
皇
・
将
軍
・
大
名
三
者

に
関
す
る
情
報
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
三
者
の
関
係
を
明
確
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
宣
教
師
に
と
っ
て
日
本
の
権
力
者
、
特
に
天
皇
・
将
軍
と
大
名
の
関
係
が
捉
え
難
く
、
宣
教
師
間

で
一
定
の
認
識
を
も
た
な
い
と
書
翰
で
の
伝
達
に
誤
解
が
生
じ
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
日
本

全
体
の
権
力
者
情
報
を
伝
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
教
師
間
共
通
の
権
力
者
・
国
家
認
識
を
も
つ
よ
う

努
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ま
た
、
日
本
語
表
記
の
多
用
も
挙
げ
ら
れ
る
。
前
節
の
表
一
・
二
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
天
皇
に
は
「
内

裏
（D

airi

）
」
「
皇
（V

o

）
」
、
将
軍
に
は
「
御
所
（G

oxo

）
」
「
公
方
（C

ubo

）
」
と
い
っ
た
日
本
語

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
来
日
以
前
に
こ
う
い
っ
た
日
本
語
表
記
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、

畿
内
布
教
以
後
頻
繁
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
点
は
看
過
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
日
本
語
理
解

の
深
化
と
し
て
片
づ
け
る
の
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
権
力
者
に
対
し
て
「
国
王
（rei
）
」
「
領
主

（senhor

）
」
と
い
っ
た
語
句
は
変
わ
ら
ず
用
い
ら
れ
て
お
り
、
大
名
に
対
し
て
は
日
本
語
表
記
が
さ
れ
て

い
な
い(

5
3
)

。
日
本
語
理
解
の
深
化
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
段
階
で
大
名
に
対
し
て
も
日
本
語
で
表
記
し
た

は
ず
で
あ
る
。
天
皇
と
将
軍
に
対
し
て
の
み
日
本
語
表
記
が
多
用
さ
れ
る
の
は
、
両
者
の
存
在
が
西
洋
の

枠
組
み
に
捉
え
に
く
い
権
力
者
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
西
洋
の
枠
組
み
で
は
当
て
は
め
に
く
い

天
皇
・
将
軍
と
い
う
存
在
を
、
現
地
語
で
あ
る
日
本
語
を
用
い
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
宣
教
師
に
と
っ
て
名
目
的
な
権
威
し
か
有
さ
な
い
天
皇
と
将
軍
を
書
翰
で
伝
達
す
る
の
が
難

し
く
、
試
行
錯
誤
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
が
こ
の
時
期
の
表
記
の
特
徴
と
し
て
現
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
日
本
語
表
記
の
多
用
と
い
う
方
向
に
進
ん
で
い
く
と
考
え
る
。 

  

以
上
、
宣
教
師
の
も
つ
三
つ
の
「
国
」
認
識
と
、
畿
内
と
他
地
域
で
の
「
国
」
表
記
の
違
い
、
畿
内
布

教
を
契
機
と
す
る
権
力
者
・
国
家
理
解
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
宣

教
師
の
権
力
者
・
国
家
理
解
を
読
み
取
っ
て
い
き
た
い
。 

 

ザ
ビ
エ
ル
入
京
以
後
、
宣
教
師
は
大
名
領
国
を
一
つ
の
国
家
、
大
名
を
そ
の
国
王
と
認
識
し
て
き
た
。

こ
の
認
識
は
、
畿
内
布
教
以
後
も
基
本
的
に
は
変
化
が
な
い
。
し
か
し
、
畿
内
地
域
で
は
そ
う
で
は
な
か

っ
た
。
畿
内
か
ら
の
権
力
者
情
報
で
は
、
天
皇
・
将
軍
に
関
す
る
事
柄
も
伝
達
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の

結
果
、
二
種
類
の
「
国
」
概
念
に
よ
る
情
報
伝
達
が
な
さ
れ
た
。
一
つ
は
、
天
皇
と
将
軍
を
「
日
本
全
国

の
国
王
」
と
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
、
大
名
を
「
国
王
」
と
し
、
天
皇
と
将
軍
を
そ
の
「
統
括
者
」
「
皇

帝
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
場
合
も
天
皇
と
将
軍
は
「
名
誉
の
み
の
」
権
力
者
で
あ



る
こ
と
を
伝
達
す
る
。
つ
ま
り
、
戦
国
期
日
本
は
、
実
態
と
し
て
は
大
名
が
各
領
国
を
支
配
す
る
複
数
か

ら
な
る
国
家
で
あ
る
が
、
そ
の
大
名
を
名
目
的
な
権
威
に
よ
っ
て
天
皇
と
将
軍
が
統
括
し
て
お
り
、
そ
の

点
で
は
統
一
国
家
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
時
期
の
宣
教
師
の
権
力
者
・
国
家
理
解
で
あ
っ
た
。
宣
教

師
は
、
天
皇
・
将
軍
と
大
名
の
関
係
を
名
目
的
権
威
と
実
質
権
力
と
い
う
両
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
で
日
本

の
権
力
者
を
理
解
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
の
時
期
の
権
力
者
認
識
の
特
徴
が
窺
え
る
。
こ
れ
は
実
質

権
力
を
重
視
し
た
ザ
ビ
エ
ル
布
教
時
代
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
戦
国
期
日
本

が
実
質
権
力
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い
国
家
で
あ
る
と
宣
教
師
が
認
識
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お

り
、
以
後
権
力
と
権
威
の
両
面
か
ら
日
本
の
権
力
者
を
捉
え
て
い
く
。 

   
 
 

お
わ
り
に 

  

イ
エ
ズ
ス
会
の
畿
内
布
教
開
始
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
書
翰
の
中
で
権
力
者
情
報
が
増
加
し
た
点
と
権
力

者
に
対
す
る
表
記
の
変
化
が
見
ら
れ
る
点
に
注
目
し
、
彼
ら
が
戦
国
期
日
本
の
国
家
・
権
力
を
ど
の
よ
う

に
認
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。 

 

畿
内
布
教
後
の
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
の
中
で
、
最
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
は
、
天
皇
と
将
軍
の

存
在
で
あ
ろ
う
。
宣
教
師
は
来
日
以
前
か
ら
す
で
に
両
者
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
が
、
当
時
彼
ら
は
実
質

権
力
を
優
先
し
て
い
た
た
め
、
大
名
を
よ
り
重
視
し
、
日
本
の
「
一
国
王
」
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
し
か

し
、
畿
内
布
教
開
始
に
よ
っ
て
、
再
び
天
皇
と
将
軍
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宣
教
師
は
実
質
権
力

を
有
す
る
領
主
層
が
天
皇
や
将
軍
の
権
威
を
重
視
す
る
の
を
見
て
、
実
質
権
力
だ
け
で
は
把
握
で
き
な
い

日
本
の
権
力
構
造
を
読
み
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
宣
教
師
の
書
翰
に
も
、
天
皇
と
将
軍
は
「
名
誉
」

の
み
し
か
な
い
が
、
大
名
等
は
両
者
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
て
い
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

畿
内
布
教
を
契
機
に
宣
教
師
が
実
質
権
力
だ
け
で
な
く
、
名
目
的
権
威
に
も
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
を
示
し
て
お
り
、
実
質
権
力
と
名
目
的
権
威
の
両
面
か
ら
日
本
の
権
力
者
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
え
る
。 

 

し
か
し
、
そ
の
天
皇
と
将
軍
を
ど
う
表
記
す
る
か
で
は
苦
労
し
た
よ
う
で
あ
る
。
両
者
に
対
し
て
執
拗

な
ま
で
に
説
明
書
き
を
加
え
た
り
、
二
種
類
の
「
国
王
」
表
記
や
日
本
語
表
記
が
さ
れ
た
り
し
た
の
は
、

そ
の
苦
労
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
宣
教
師
に
と
っ
て
戦
国
期
日
本
の
権
力
構
造
が
あ

ま
り
に
理
解
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
実
態
的
側
面
か
ら
み
れ
ば
戦
国
大
名
が
「
国
王
」
で

あ
り
、
そ
の
領
国
は
一
独
立
国
家
と
み
な
し
う
る
が
、
そ
の
支
配
領
域
は
全
国
に
及
ば
な
い
。
一
方
、
天

皇
と
将
軍
の
支
配
は
日
本
全
国
に
及
ぶ
も
の
の
、
そ
れ
は
実
力
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
名
目
的
な
権
威
に

よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
宣
教
師
は
こ
う
し
た
複
雑
な
日
本
の
権
力
構
造
を
西
洋
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
伝

達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
権
力
者
情
報
を
伝
達
す
る
度
に
細
か
な
説
明
を
付
け
加
え
た

り
、
「
内
裏
（D

airi

）
」
「
公
方
（C

ubo

）
」
と
い
っ
た
現
地
語
（
日
本
語
）
を
用
い
た
り
し
た
の
で
あ

る
。 

 

以
上
の
宣
教
師
の
権
力
者
認
識
は
、
西
欧
人
の
目
か
ら
み
た
日
本
の
権
力
者
観
・
国
家
観
で
あ
る
。
従

っ
て
、
あ
く
ま
で
西
欧
人
に
よ
る
認
識
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
べ
き
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
そ
こ

か
ら
見
え
て
く
る
論
点
は
多
い
。
筆
者
の
関
心
か
ら
言
え
ば
、
宣
教
師
が
畿
内
布
教
に
よ
っ
て
天
皇
と
将

軍
の
存
在
を
再
認
識
し
、
権
力
と
権
威
の
二
側
面
か
ら
日
本
の
権
力
構
造
を
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
点
や
、

宣
教
師
が
日
本
の
権
力
者
を
本
国
に
伝
達
す
る
の
に
苦
慮
し
、
結
果
日
本
語
を
用
い
て
伝
達
し
た
点
な
ど



は
無
視
で
き
な
い
と
考
え
る
。
宣
教
師
は
畿
内
布
教
の
中
で
、
実
質
権
力
を
有
さ
な
い
天
皇
や
将
軍
の
存

在
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
宣
教
師
は
権
力
者
情
報
の
中
で
、
た
び
た
び
天
皇
を
宗
旨

の
権
威
と
説
明
す
る
。
非
キ
リ
シ
タ
ン
の
天
皇
を
偶
像
崇
拝
の
象
徴
と
し
て
位
置
付
け
た
の
も
、
宗
教
者

で
あ
る
彼
ら
な
り
の
評
価
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
官
職
授
与
の
点
を
取
り
上
げ
、
世
俗
面
で
の
崇
敬

の
根
拠
を
そ
れ
に
求
め
て
い
る
。
天
皇
の
権
威
の
源
泉
を
探
ろ
う
と
す
る
宣
教
師
の
姿
勢
が
読
み
と
れ
る
。

と
り
わ
け
、
官
職
授
与
の
問
題
は
、
豊
臣
政
権
期
に
も
注
目
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
天
皇
の
権
威
が
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
が
、
畿
内
の
特
殊
性
お
よ
び
天

皇
と
将
軍
の
権
威
を
見
抜
い
た
宣
教
師
の
権
力
者
・
国
家
観
は
、
戦
国
期
日
本
の
国
家
像
を
よ
く
描
き
出

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 


