
第
五
章 

日
本
王
権
の
重
層
性
と
二
重
性 

   
 
 

は
じ
め
に 

  

古
代
・
中
世
史
で
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
王
権
論
が
、
近
年
近
世
史
で
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
古
代
史
で
は
天
皇
と
そ
の
周
辺
の
権
力
に
対
し
て
王
権
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
中
世
史
で

は
王
権
を
朝
廷
の
み
に
求
め
ず
、
幕
府
も
一
つ
の
王
権
と
措
定
す
る
こ
と
で
、
中
世
日
本
に
は
二
つ
の
王

権
が
存
在
し
た
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
近
世
王
権
論
も
中
世
王
権
論
の
動
向
を
受
け
て
、
織
豊
期

と
徳
川
期
で
そ
れ
ぞ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
織
豊
期
で
は
、
堀
新
氏
が
織
豊
期
王
権
を
公
武
結
合
王
権
と

捉
え
、
公
武
王
権
を
結
び
つ
け
て
王
権
論
を
展
開
し
て
い
る(

1
)

。
一
方
、
徳
川
期
を
対
象
と
す
る
山
本
博
文

氏
や
曽
根
原
理
氏
は
、
徳
川
王
権
を
重
視
す
る
立
場
で
近
世
王
権
論
を
進
め
て
い
る(

2
)

。
こ
の
よ
う
な
見
解

の
相
違
は
対
象
時
期
が
大
き
く
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
世
王
権
論
も
中
世
王
権
論

同
様
、
公
武
（
朝
幕
）
関
係
を
中
心
に
議
論
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。 

 

王
権
論
が
注
目
さ
れ
た
の
は
、
従
来
の
権
力
構
造
論
で
は
描
き
難
い
権
力
者
の
人
格
的
な
側
面
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
権
力
像
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
な
か
で
も
、
王
権
の

聖
性
に
関
す
る
研
究
は
、
西
洋
史
学
で
は
す
で
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
問
題
が
日
本
史
学

で
も
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
と
考
え
る
。 

 

そ
れ
と
と
も
に
、
筆
者
が
王
権
論
を
取
り
上
げ
た
い
理
由
は
、
王
権
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
史

学
と
い
う
範
疇
に
留
ま
ら
ず
、
日
本
史
を
比
較
歴
史
学
の
俎
上
に
載
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る(

3
)

。

と
り
わ
け
、
中
近
世
移
行
期
は
、
こ
れ
ま
で
の
対
外
的
視
野
が
、
対
中
国
・
朝
鮮
関
係
を
中
心
と
す
る
極

東
ア
ジ
ア
領
域
に
限
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
さ
ら
に
は
西
欧
諸
国
へ
と
急
速
に

広
が
り
を
も
つ
時
期
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
大
転
換
の
時
期
に
お
け
る
日
本
の
国
家
・
権
力
を
考
え

る
に
は
、
国
内
の
動
向
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
や
世
界
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
も
捉
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
そ
れ
も
日
本
側
か
ら
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
諸
外
国
側
か
ら
の
視
点
も
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
よ
り
豊
か
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
も
、
ア
ジ
ア
史
や
西
欧
史
研

究
と
の
対
話
を
容
易
に
す
る
王
権
は
、
有
効
な
研
究
概
念
と
な
り
う
る
の
で
あ
る(

4
)

。 
 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
日
本
史
学
に
お
い
て
王
権
を
積
極
的
に
導
入
し
た
議
論
は
大
い
に
歓
迎
す
べ
き
と

言
え
よ
う
が
、
現
在
の
王
権
論
を
見
る
限
り
、
ま
だ
発
展
途
上
の
段
階
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
各
人
が
論
じ
る
王
権
は
十
人
十
色
で
あ
り
、
統
一
的
な
ス
タ
ン
ス
が
確
立
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
べ
く
、
荒
木
敏
夫
氏
は
王
権
の
意
味
を
①
王
の
権
力
、
②
王
を
王
た
ら
し
め
て

い
る
構
造
・
制
度
、
③
時
代
を
支
配
す
る
者
・
集
団
の
権
力
、
の
三
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で

あ
る
と
述
べ
ら
れ(

5
)

、
そ
の
主
張
は
堀
新
氏
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
本
博
文
氏
は
王
権
を

「
然
る
べ
き
手
続
き
（
軍
事
的
勝
利
、
世
襲
、
選
挙
、
上
位
権
力
の
承
認
な
ど
）
に
よ
っ
て
就
任
し
、
そ

の
国
の
正
当
な
統
治
者
と
し
て
被
統
治
者
の
多
数
か
ら
承
認
さ
れ
る
権
力
」
と
規
定
し
て
い
る(

6
)

。
筆
者
も
、

こ
の
よ
う
に
王
権
を
定
義
づ
け
し
た
上
で
論
ず
べ
き
だ
と
考
え
る
。
筆
者
は
荒
木
氏
の
い
う
と
こ
ろ
の
③

お
よ
び
山
本
氏
の
定
義
に
従
っ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
西
欧
人
が
日
本
の
国
家
・
権
力
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
た
の
か
に

つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
と
り
わ
け
イ
エ
ズ
ス
会
に
注
目
し
て
き
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
は
、
中
近
世
移
行
期
に

最
も
長
く
日
本
で
布
教
活
動
を
行
っ
た
修
道
会
で
、
彼
ら
は
日
本
の
国
家
・
社
会
・
文
化
な
ど
様
々
な
情



報
を
収
集
し
、
本
国
に
伝
達
し
て
き
た
。
そ
の
宣
教
師
が
見
た
日
本
の
権
力
者
・
国
家
像
か
ら
、
中
近
世

移
行
期
日
本
の
権
力
構
造
と
そ
の
推
移
を
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
分
析
に
お
い
て
筆
者
が
重
視
し
た
の
は
、

彼
ら
の
書
翰
に
あ
る
「
王
」
と
訳
し
う
る
語
句
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
王
」
と
訳
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て

無
批
判
に
王
権
と
規
定
し
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
王
」
と
訳
さ
れ
る
語
を
用
い
る
か
ら
に

は
、
そ
の
該
当
者
は
王
権
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
権
力
者
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
語
句
の
分
析
を
中
心
に
、
宣
教
師
の
日
本
の
権
力
者
認
識
を
体
系
的
に
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
、

い
ず
れ
筆
者
の
意
図
す
る
王
権
論
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。 

 

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
か
ら
見
る
日
本
王
権
論
へ
の
第
一
段
階
と
し
て
、
同
史
料
に

記
さ
れ
て
い
る
「
王
」(

7
)

と
い
う
語
句
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
論
を
進
め
、
王
の
所
在
を
明
確
に
し
た
い
。 

   
 
 

一 

イ
エ
ズ
ス
会
史
料
の
訳
語
「
王
」
の
解
釈 

  

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
書
翰
や
年
報
等
の
訳
文
史
料
を
見
る
と
、
「
王
」
と
い
う
訳
語
を
し
ば
し
ば
目

に
す
る
。
し
か
し
、
原
文
で
は
全
て
同
一
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、rei

とV
o

の
二
語
存
在
す
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
訳
者
は
両
語
を
訳
し
分
け
る
な
ど
し
て
、
読
者
が
混
同
し
な
い
よ
う
に
翻
訳
し
て
い
る
も
の

の
、
そ
の
訳
出
は
訳
者
の
恣
意
性
に
任
せ
ら
れ
る
の
で
、V

o

を
「
王
」
と
訳
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、r

ei

に
「
王
」
を
充
て
て
い
る
も
の
も
あ
る(

8
)

。
従
っ
て
、
数
種
類
の
訳
本
に
あ
た
っ
た
場
合
、
「
王
」
の
原

語
は
ど
ち
ら
な
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
訳
語
は
ど
ち

ら
か
が
誤
訳
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。rei

・V
o

共
に
「
王
」
と
訳
し
て
全
く
問
題
は
な
い
。

そ
こ
で
、
両
者
の
区
別
は
原
文
に
あ
た
る
必
要
が
あ
る
。 

 

本
節
で
はrei

とV
o

の
解
釈
と
整
理
を
行
い
、
そ
の
上
で
王
権
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

  
 
 

１ 
rei

の
解
釈 

  

ま
ず
、rei

に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。rei

は
宣
教
師
が
西
洋
の
枠
組
み
で
捉
え
た
王
で
あ
り
、
「
国
王
」

と
も
訳
さ
れ
る
。
筆
者
は
後
述
す
るV

o

と
区
別
す
る
た
め
「
国
王
」
と
訳
し
て
い
る
。
こ
のrei

と
い
う
語

は
天
皇
や
足
利
将
軍(

9
)

の
み
な
ら
ず
、
大
名
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
松
田
毅
一
・
川
崎
桃
太
両

氏
は
前
者
の
場
合
に
は
「
国
王．
」
、
後
者
の
場
合
に
は
「
国
主．
」
と
訳
し
分
け
て
い
る
。
こ
の
訳
し
分
け

は
、
大
名
を
「
国
王
」
と
訳
す
こ
と
へ
の
違
和
感
と
読
者
へ
の
配
慮
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
を
歴
史
学
の
範
疇
で
考
え
る
場
合
、rei

を
こ
の
よ
う
に
訳
し
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に

つ
い
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
筆
者
は
第
二
部
第
一
章
で
指
摘
し
た
。
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
宣
教
師
が
日
本
の
い
か
な
る
権
力
者
をrei

と
判
断
し
て
い
た
か
が
読
み
と
れ
、
当
該
期
の
権
力

論
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。 

 

以
上
の
問
題
意
識
を
も
っ
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
戦
国
期
を
中
心
に
検
討
し
て
き
た(

1
0
)

。
そ
し
て
、
宣
教

師
は
実
質
権
力
者
に
対
し
てrei

を
用
い(

1
1
)

、
ザ
ビ
エ
ル
入
京
以
後
そ
の
該
当
者
が
天
皇
・
足
利
将
軍
か
ら

大
名
へ
と
変
化
す
る
こ
と
か
ら
、
ザ
ビ
エ
ル
は
入
京
し
た
時
点
で
、
日
本
の
実
質
権
力
者
は
天
皇
や
足
利

将
軍
で
は
な
く
、
戦
国
大
名
で
あ
る
と
の
認
識
を
も
っ
た
点
を
明
ら
か
に
し
た
。
以
後
、
宣
教
師
の
間
で

「
国
王
（rei

）
」
と
言
え
ば
戦
国
大
名
を
指
し
て
お
り
、
戦
国
大
名
を
一
「
国
王
」
と
し
た
表
記
が
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
宣
教
師
は
大
名
領
国
を
一
つ
の
国
家
と
し
、
大
名
を
「
国
王
」
と
し



て
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 
し
か
し
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
に
よ
っ
て
畿
内
布
教
が
開
始
さ
れ
る
と
、
再
び
天
皇
と
足
利
将
軍
にr

ei

を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
宣
教
師
の
書
翰
に
は
、
大
名
等
が
天
皇
と
足
利
将
軍
に
対
し
て
服
従
は
し
て
い

な
い
も
の
の
敬
意
を
示
す
と
い
う
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
宣
教
師
は
、
畿
内
布
教
を
契
機
に
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
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
天
皇
と
足
利
将

軍
を
大
名
よ
り
上
位
の
権
力
者
と
位
置
づ
け
、
従
来
通
り
大
名
をrei

と
表
記
す
る
場
合
に
は
「
皇
帝
（em

p
erador

）
」
を
、
天
皇
と
足
利
将
軍
をrei

と
表
記
し
た
時
に
は
大
名
をrei

で
は
な
く
、
「
執
政
官
（regedor

）
」

「
統
治
者
（governador

）
」
「
領
主
（senhor

）
」
等
を
用
い
る
こ
と
で
差
異
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
た

だ
、
天
皇
と
足
利
将
軍
に
は
「
名
誉
の
（honra

）
」
と
い
う
語
句
を
付
け
加
え
、
大
名
に
対
し
てrei

を
用

い
た
場
合
と
異
な
り
、
両
者
に
は
実
質
権
力
が
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。 

 

こ
のrei

か
ら
見
る
日
本
の
国
王
・
国
家
構
造
を
見
る
と
、
宣
教
師
は
当
該
期
日
本
を
重
層
的
な
国
家
の

枠
組
み
で
捉
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
当
初
宣
教
師
は
実
質
権
力
者
を
重
視
し
、
戦
国
大
名
を
日
本
の

「
国
王
（rei

）
」
と
認
識
し
た
が
、
畿
内
布
教
以
後
名
目
的
権
威(

1
2
)

し
か
な
い
天
皇
と
足
利
将
軍
の
存
在

を
認
め
、
そ
れ
ぞ
れ
をrei

と
位
置
づ
け
る
捉
え
方
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
実
質
権
力
を
重
視
し
た
実
態
的

側
面
か
ら
み
れ
ば
戦
国
大
名
がrei

で
、
そ
の
領
国
は
一
国
家
と
み
な
し
う
る
が
、
名
目
的
権
威
に
よ
っ
て

天
皇
と
足
利
将
軍
がrei

と
し
て
大
名
を
支
配
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
日
本
は
統
一
国
家
で
あ
る
と
い
う

の
が
宣
教
師
の
理
解
だ
っ
た
の
で
あ
る(

1
3)

。 
 

そ
のrei

と
い
う
語
句
は
「
国
の
君
主
、
国
王
」
を
指
す
語
で
、
実
質
権
力
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の

で
、
そ
の
該
当
者
は
荒
木
敏
夫
氏
が
分
類
し
た
王
権
の
う
ち
③
の
「
時
代
を
支
配
す
る
者
・
集
団
の
権
力
」

に
合
致
す
る
。
つ
ま
り
、
宣
教
師
の
理
解
で
は
、
天
皇
・
将
軍
・
大
名
と
も
に
王
で
あ
り
、
王
権
な
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
三
者
全
て
を
一
括
り
に
王
権
と
片
付
け
る
つ
も
り
は
な
い
。
松
田
毅
一
氏
や
川
崎
桃
太

氏
が
「
国
王
」
「
国
主
」
と
訳
し
分
け
た
の
も
、
そ
の
こ
と
へ
の
抵
抗
感
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か

し
、rei

が
大
名
も
指
す
こ
と
自
体
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
「
国
主
」
と
い
う
訳
語
で
理
解

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
こ
と
へ
の
異
論
が
出
て
い
な
い
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

当
の
宣
教
師
は
三
者
に
同
じ
語
句
のrei

を
用
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
区
別
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
や
は
り
三
者
す
べ
て
を
王
・
王
権
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
性
格
や
支
配
領
域

が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
異
質
性
も
踏
ま
え
な
が
ら
王
権
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
 
 

２ 
V

o

の
解
釈 

  
V

o
(
1
4
)

は
日
本
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記(

1
5
)

で
、
松
田
毅
一
氏
の
日
本
語
綴
字
表(

1
6
)

に
よ
れ
ば
「
オ
ー
」
と
発

音
す
る
。
「
オ
ー
」
と
い
う
発
音
か
ら
想
起
さ
れ
る
日
本
語
は
「
王
」
で
あ
り
、
実
際
「
王
」
と
書
か
れ

た
訳
文
史
料
も
あ
る(

1
7
)

。
し
か
し
、
複
数
の
翻
訳
史
料
を
み
る
と
、
「
王
」
よ
り
も
「
皇
」
「
（
天
）
皇
」

と
訳
さ
れ
る
場
合
の
方
が
多
く(

1
8
)

、
筆
者
も
こ
ち
ら
の
訳
語
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
理
由
はV

o

が
ほ
ぼ
例

外
な
く
天
皇
を
指
し
て
い
る
か
ら
で
、
お
そ
ら
く
他
の
訳
者
も
同
様
の
意
図
か
ら
こ
の
訳
語
を
充
て
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
「
皇
」
と
充
て
た
明
確
な
説
明
は
な
く
、
ま
た
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
検
証
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
訳
語
に
つ
い
て
も
う
少
し
細
か
く
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
で
「
王
」
の
項
目
を
確
認
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。 

 



お
う
【
王
】 

 
①
国
家
や
領
地
を
治
め
る
最
高
の
地
位
の
人
。 

 
 

イ
、
一
国
の
君
主
の
称
号
。
中
国
で
、
帝
号
が
で
き
て
か
ら
は
、
帝
よ
り
一
等
下
の
称
号
。 

 
 

ロ
、
道
徳
を
も
っ
て
天
下
を
率
い
る
者
。
徳
を
も
っ
て
天
下
を
統
一
し
た
者
。
王
者
。 

 
 

ハ
、
天
皇
。 

 
 

ニ
、
室
町
幕
府
の
将
軍
。 

 

②
皇
族
。
天
皇
の
子
・
孫
で
、
親
王
の
宣
下
の
な
い
、
ま
た
、
姓
を
賜
ら
な
か
っ
た
男
子
。 

 
 

（
以
下
略
） 

  

「
王
」
の
意
味
は
、
①
の
ハ
ニ
や
②
の
よ
う
に
特
定
の
も
の
を
指
す
も
の
か
ら
、
①
イ
ロ
の
よ
う
に
一

般
化
し
う
る
意
味
の
も
の
ま
で
様
々
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
宣
教
師
が
理
解
し
たV

o

と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
史
料
を
挙
げ
る
。 

 

【
史
料
１
】 

 

［
彼
（
ア
ン
ジ
ロ
ー
）
が
語
る
に
は
、
］
最
高
の
国
王
は
そ
の
国
の
言
葉
で
皇
（V

o

）
と
呼
ば
れ

て
い
ま
す
。
（
中
略
）
彼
（
皇
（V

o

）
）
は
私
達
の
間
の
皇
帝
の
よ
う
に
彼
等
の
中
の
他
の
者
に
全

責
任
を
委
ね
て
い
る
、
と
彼
（
ア
ン
ジ
ロ
ー
）
は
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
者
は
御
所
（G

oxo

）
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す(

1
9
)

。 
 

【
史
料
２
】 

 

そ
の
日
本
の
六
十
六
ヵ
国
の
最
高
の
君
主
は
皇
、
す
な
わ
ち
内
裏
で
あ
り
、
（
彼
は
）
常
に
都
に

あ
る
自
分
の
宮
殿
に
居
住
し
て
お
り
ま
す
（o suprem

o senhor desos 66 reinos de Japão he o V
ó ou dairi que sem

pre rezide em
 seus paços no m

iaco.

）(
20
)

。 
 

【
史
料
３
】 

 

王
：
帝
。
国
王
ま
た
は
皇
帝
（V

o: M
icado. R

ey, ou Em
perador.

）(
2
1
)

。 
  

【
史
料
１
】
は
、
一
五
四
八
年
の
夏
に
ゴ
ア
で
書
か
れ
た
ニ
コ
ラ
オ
・
ラ
ン
チ
ロ
ッ
ト
の
日
本
報
告
で
、

V
o

の
初
見
史
料
で
あ
る
。
日
本
の
最
高
の
国
王
はV

o

で
あ
る
と
い
う
記
述
か
ら
は
、
そ
れ
が
天
皇
で
あ
る

こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
後
の
「
御
所
（G

oxo

＝
将
軍
）
」
の
記
述
を
見
れ
ば
、
将

軍
よ
り
も
上
位
の
権
力
者
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
権
力
者
は
天
皇
し
か
い
な
い
の
で
、V

o

は
天
皇
と
判
明

す
る
。
【
史
料
２
】
は
一
五
八
四
年
一
二
月
一
三
日
付
、
加
津
佐
発
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス
書
翰
で
、V

o

とD
airi

が
併
記
さ
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
宣
教
師
は
畿
内
布
教
開
始
以
後
、
天
皇
に
対
し
て
「
内
裏
（D

airi

）
」

と
い
う
日
本
語
を
用
い
る
よ
う
に
な
る(

2
2
)

。
こ
のD

airi

と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、V

o

は
明
ら
か
に

天
皇
を
指
し
て
い
る
。
最
後
に
【
史
料
３
】
は
『
日
葡
辞
書
』
の
「
王
」
の
項
目
で
あ
る
。
【
史
料
３
】

は
イ
エ
ズ
ス
会
書
翰
で
は
な
い
が
、
西
欧
人
の
日
本
語
理
解
を
探
る
上
で
貴
重
な
史
料
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
もV

o

はM
icado

す
な
わ
ち
天
皇
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
、
や
は
りV

o

＝
天
皇
と
い
う
理
解
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
意
味
はrei

ま
た
はem

perador

と
な
っ
て
い
る
。 

 

な
お
、V

o

の
意
味
が
「rei

ま
た
はem

perador

」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
宣
教
師
の
日
本
の
権
力
者
認
識
の
変
遷
を
見
て
い
け
ば
容
易
に
解
決
す
る
。
前
項
で
述
べ
た



よ
う
に
、
畿
内
布
教
後
天
皇
と
足
利
将
軍
に
対
し
てrei

とem
perador

が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
日
本
全
体
を

一
つ
の
国
家
と
み
た
場
合
のV

o

は
「
国
王
（rei

）
」
と
な
り
、
大
名
領
国
を
国
家
と
見
た
場
合
に
はV

o

は

rei

で
あ
る
大
名
を
統
括
す
る
「
皇
帝
（em

perador

）
」
と
表
記
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
『
日
葡
辞

書
』
の
「
王
」
の
意
味
は
「rei

ま
た
はem

perador

」
で
正
し
い
が
、
宣
教
師
が
日
本
国
家
を
ど
う
見
る
か

に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
を
無
視
し
て
「
王
」
は
「
国
王
」
と
「
皇
帝
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
と
論
じ
る
だ
け
で
は
、
西
欧
人
の
考
え
る
日
本
のV

o

を
正
確
に
読
み
と
っ
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
。 

 

上
記
三
史
料
以
外
のV

o
の
事
例
も
、
文
脈
か
ら
考
え
て
天
皇
を
指
し
て
い
る
の
で
、
宣
教
師
の
理
解
す

るV
o

と
は
天
皇
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宣
教
師
の
理
解
す
るV

o

は
『
日
本

国
語
大
辞
典
』
の
「
王
」
の
意
味
の
う
ち
、
①
ハ．
の
意
味
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

そ
れ
で
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
に
見
ら
れ
るV

o

の
う
ち
、
日
本
人
の
会
話
と
し
て
書
か
れ
たV

o

の
事
例

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
宣
教
師
が
日
本
人
の
話
し
た
内
容
を
そ
の
ま
ま
書
き
記
し
た
こ
と
に

な
る
の
で
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
書
か
れ
て
い
る
複
数
の
意
味
を
持
つ
「
王
」
と
ほ
ぼ
同
一
語
で
あ

る
と
の
想
定
が
成
り
立
つ
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
宣
教
師
の
書
翰
を
見
る
と
そ
の
想
定
が
成
り
立
た
な
い
事
例
が
あ
る
。
例
え
ば
、
【
史

料
２
】
と
同
書
翰
に
あ
る
、
信
長
が
発
言
し
たV

o

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
フ
ロ
イ
ス
が
信
長
に
天
皇
へ
の
謁

見
を
希
望
し
た
が
、
信
長
は
「
予
が
王．
で
あ
り
内
裏
だ
」
と
言
っ
て
認
め
な
か
っ
た
と
い
う
有
名
な
台
詞

で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
付
言
す
る
と
、
奥
野
高
広
氏
等
は
松
田
毅
一
他
訳
の
『
日
本
巡
察
記
』
に

あ
る
「
予
は
国
王
で
あ
り
、
内
裏
」(

23
)

を
引
用
し
、
信
長
が
国
王
を
意
識
し
て
い
た
と
し
て
い
る
が(

2
4
)

、
実

は
こ
の
訳
文
は
誤
訳
で
あ
る
。
原
文
はelle era o m

esm
o V

ó &
 c[D

airi] 
(
2
5
)

と
な
っ
て
お
り
、V

o

と
書

か
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
は
「
国
王
」
で
は
な
く
「
王
」
ま
た
は
「
皇
」
と
訳
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
正
確
に
訳
せ
ば
、
「
彼
［
信
長
］
が
ま
さ
に
（
天
）
皇
で
あ
り
内
裏
な
の
だ
」
と
な
る(

2
6)

。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
松
田
氏
は
『
フ
ロ
イ
ス
「
日
本
史
」
』
で
正
し
い
訳
を
載
せ
て
い
る
の
で(

2
7
)

、
こ
ち
ら
の
訳
を

引
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う(

2
8
)

。 
 

さ
て
、
こ
の
信
長
が
発
言
し
たV

o

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
日
本
人
の
語
っ
た
箇
所
に
あ
るV

o

な
の
で
、
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
の
「
王
」
の
意
味
と
同
じ
と
考
え
、V

o

を
一
国
の
君
主
と
い
う
意
味
で
解
釈
す
る
こ
と

も
で
き
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ス
が
天
皇
に
謁
見
を
希
望
し
た
返
答
と
し
て
の
発
言
と
い
う
点

と
、
【
史
料
２
】
でV

o

とD
airi

を
併
記
し
て
い
る
点
か
ら
、
こ
のV

o

は
天
皇
と
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
つ

ま
り
、
日
本
人
の
会
話
と
し
て
書
か
れ
たV

o

も
天
皇
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
事
例
は
他
に
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
の
場
合
もV

o

は
イ
コ
ー
ル
天
皇
と
考
え
て
よ
い
。

従
っ
て
、V

o

は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
あ
る
よ
う
な
複
数
の
意
味
を
も
つ
「
王
」
と
は
区
別
し
て
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

以
上
の
検
証
か
ら
考
え
る
と
、
日
本
語
で
「
オ
ー
」
と
発
音
さ
れ
るV

o

は
天
皇
の
み
を
指
し
、Vo

を
「
皇
」

と
充
て
た
こ
と
は
適
切
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
王
」
と
充
て
る
こ
と
も
以
上
の
点
を
踏
ま

え
た
上
な
ら
ば
全
く
問
題
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
のV

o

は
、
【
史
料
３
】
に
あ
る
よ
う
に
宣
教
師
の
間
でr

ei

と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
王
権
と
み
な
し
う
る
が
、
天
皇
し
か
指
さ
な
い
こ
と
か
ら
、Vo

は
先
に
検

討
し
たrei

と
は
全
く
次
元
の
異
な
る
語
句
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

従
来
、
訳
文
史
料
か
ら
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
が
扱
わ
れ
た
た
め
に
、V

o

とrei

を
混
同
し
て
議
論
さ
れ
て
き

た
が
、
両
語
は
全
く
別
の
語
句
で
あ
る
た
め
、
両
語
を
混
同
し
た
議
論
は
王
権
論
を
考
え
る
上
で
問
題
の

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。 



   
 
 

二 

「
王
」
か
ら
王
権
論
へ 

  

こ
れ
ま
でV

o
とrei
と
い
う
史
料
用
語
の
整
理
を
中
心
に
「
王
」
と
訳
し
う
る
語
句
の
分
析
を
行
っ
て
き

た
。
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、rei

は
「
国
の
君
主
・
国
王
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、rei

の
該
当
者
は

王
権
と
し
て
論
じ
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る(

2
9
)

。
一
方
、V

o

は
宣
教
師
の
間
でrei

と
評
価
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
一
王
権
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、V

o

は
天
皇
の
み
を
指
す
た

め
、rei

とV
o

の
両
語
を
区
別
し
て
王
権
論
を
論
じ
て
い
く
必
要
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
本
節
で
は
、

こ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
て
王
権
論
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。 

 

そ
の
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
に
書
か
れ
たV

o
を
見
て
い
く
と
、
前
述
し
た
よ
う
にV

o

＝
天
皇
と
い
う
の
が
宣

教
師
の
理
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
邦
文
史
料
の
「
王
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
の

「
王
」
の
事
例
の
ほ
と
ん
ど
が
天
皇
を
指
す
と
い
う
堀
新
氏
の
指
摘
と
合
致
す
る(

3
0)

。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宣

教
師
が
何
故V

o

は
天
皇
で
あ
る
と
理
解
し
た
の
か
と
い
う
疑
問
も
解
決
で
き
る
。
当
時
日
本
人
の
間
で

「
王
」
と
い
え
ば
天
皇
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
国
内
外
の
史
料
で
合
致
す
る
の
で
あ
る
。

足
利
将
軍
を
「
日
本
国
王
」
と
称
し
た
事
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
交
的
称
号
で
あ
っ
て
国
内
で
は
使
用

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
村
井
章
介
氏
な
ど
の
指
摘
も
あ
り(

3
1
)

、
当
時
の
日
本
人
の
「
王
」
の
理
解
と
し
て
は

例
外
に
位
置
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
戦
国
大
名
を
「
王
」
と
す
る
事
例
も
あ
る
も
の
の
、
こ

れ
ら
も
少
数
事
例
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い(

3
2
)

。
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
でV

o
が
足
利
将
軍
や
大
名
を
指
し

た
事
例
が
、
管
見
の
限
り
皆
無
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
宣
教
師
は
足
利
将
軍
や
大
名
が
「
王
」
と
称

さ
れ
て
い
る
と
日
本
人
か
ら
聞
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
か
ら
も
「
王
」
は
普
通
天
皇
を

指
し
て
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、V

o

は
当
時
の
邦
文
史
料
の
「
王
」
と
同
一
語
と

し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
邦
文
史
料
の
「
王
」
を
ベ
ー
ス
に
考
え
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
日
本
王
権

論
と
同
じ
土
俵
で
議
論
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、V

o

は
宣
教
師
が
日
本
人
か
ら
情
報
を
得
て

書
き
記
し
た
語
句
で
も
あ
る
の
で
、
当
時
の
日
本
人
の
理
解
す
る
「
王
」
と
は
何
か
を
読
み
と
る
上
で
も

有
効
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
そ
れ
で
はV

o

か
ら
の
王
権
論
は
イ
コ
ー
ル
天
皇
論
に
な
っ
て
し
ま
う
。
中
世
・
近
世
王
権
論

で
は
、
武
家
政
権
も
一
つ
の
王
権
と
し
て
扱
い
、
こ
れ
ま
で
武
家
王
権
と
朝
廷
王
権
の
二
つ
の
王
権
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
武
家
政
権
を
一
つ
の
王
権
と
み
な
す
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
筆
者
も
意
を
同
じ

く
す
る
も
の
で
あ
り
、
武
家
政
権
成
立
以
降
は
武
家
と
朝
廷
を
王
権
と
し
て
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
日
本

の
王
権
を
語
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
、V

o

か
ら
も
邦
文
史
料
に
あ
る
「
王
」
か
ら
も
、
王
権
の

一
角
を
担
う
朝
廷
王
権
に
つ
い
て
論
じ
る
点
で
は
王
権
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
語
句
に
固
執
す
る
限
り
、
一
方
の
武
家
王
権
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
中
近
世
移

行
期
王
権
論
を
展
開
し
て
い
く
に
は
、V

o

＝
天
皇
と
い
う
事
実
は
、
武
家
を
一
つ
の
王
権
と
位
置
づ
け
る

上
で
大
き
な
障
害
と
な
る
。 

 

そ
こ
で
も
う
一
方
のrei

を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。rei

は
邦
文
史
料
の
「
王
」
と
は
異
な
り
、
西
欧

人
が
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
「
王
」
で
あ
る
。
王
権
が
西
洋
史
学
で
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
王
権
論
を
論
じ
る
以
上
当
然rei

に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
ザ
ビ
エ

ル
は
入
京
す
る
ま
で
天
皇
と
足
利
将
軍
を
そ
れ
ぞ
れrei

と
み
な
し
て
い
た(

3
3
)

。
ザ
ビ
エ
ル
入
京
後
大
名
にr

ei

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
ガ
ス
パ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ラ
の
畿
内
布
教
開
始
以
後
再
び
天
皇
・
足
利
将
軍
両



者
に
対
し
てrei

が
用
い
ら
れ
る
。
な
お
畿
内
布
教
以
後
はem

perador

と
い
う
語
句
も
使
わ
れ
る
が
、
こ
れ

も
天
皇
と
足
利
将
軍
両
者
に
使
わ
れ
て
い
る(

3
4
)

。em
perador

は
「
皇
帝
」
を
意
味
す
る
の
で
、
王
権
で
は

な
く
帝
権
を
論
じ
て
い
く
方
向
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
天
皇
と
足
利
将
軍
をrei

と
も
記
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
を
王
権
と
し
て
論
じ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る(

3
5
)

。
武
家
政
権
も
一
つ
の
王
権
と
見
な
し
て
き
た
中
世
・

近
世
王
権
論
に
鑑
み
れ
ば
、rei

やem
perador

が
天
皇
と
足
利
将
軍
両
者
を
指
す
と
い
う
事
実
は
、
朝
廷
と

武
家
を
そ
れ
ぞ
れ
王
権
と
す
る
重
要
な
史
料
的
根
拠
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、rei

の
該

当
者
と
そ
の
権
力
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
中
近
世
移
行
期
の
武
家
王
権
と
朝
廷
王
権
の
双
方
が
論
じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
天
皇
と
足
利
将
軍
にrei
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、rei

が
大
名
も
指
す
と
い
う
事
実
も
無

視
す
べ
き
で
は
な
い
。
ザ
ビ
エ
ル
は
天
皇
と
足
利
将
軍
を
日
本
のrei

と
認
識
し
て
来
日
し
た
わ
け
だ
が
、

実
際
入
京
す
る
と
足
利
将
軍
は
京
都
に
は
お
ら
ず
、
天
皇
はrei

と
は
ほ
ど
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

ザ
ビ
エ
ル
は
日
本
の
王
は
誰
な
の
か
と
探
し
、
戦
国
大
名
がrei

で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
戦
国
大
名
を
日
本
全
国
のrei

と
は
見
ず
に
、
各
領
国
のrei

と
理
解
し
た
点
で
天
皇
や
足
利
将
軍
に
用
い

て
い
たrei

と
は
異
な
る
。 

 

そ
の
た
め
、
戦
国
大
名
を
天
皇
や
足
利
将
軍
と
同
様
「
国
王
」
す
な
わ
ち
王
権
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に

違
和
感
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
国
主
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
宣
教
師
が
自
国
の
ス
ペ
イ
ン
国
王
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
に
対
し
て
もrei

と
表
記
し
て
い
る
点
を
見

過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
。
戦
国
大
名
にrei

と
記
し
た
以
上
、
宣
教
師
は
自
国
の
王
と
の
共
通
性
を
見
出
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
は
戦
国
大
名
が
あ
る
程
度
独
立
し
た
国
家
の
王
で
あ
っ
た
と
宣
教
師
が
認
識

し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
王
権
を
比
較
歴
史
学
の
俎
上
に
載
せ
て
議
論
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
事
実
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
王
権
論
か
ら
離
れ
て
大
名
権
力
論
を
考
え
る
場
合
に
も
、
西
欧
人
が

戦
国
大
名
を
自
国
の
国
王
と
肩
を
並
べ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
大
名
領

国
が
一
独
立
国
家
と
み
な
し
う
る
と
宣
教
師
が
判
断
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
戦
国
大
名
領
国
を

「
国
家
」
と
見
な
す
勝
俣
鎮
夫
氏
の
見
解
に
通
じ
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る(

3
6)

。
つ
ま
り
、
宣
教
師
は

戦
国
大
名
を
王
権
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

従
っ
て
、
宣
教
師
は
日
本
に
は
二
種
類
の
王
権
が
併
存
し
て
い
た
と
理
解
し
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
大

名
王
権
の
支
配
領
域
が
領
国
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
天
皇
と
足
利
将
軍
は
日
本
全
国
の
王
権
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
天
皇
と
足
利
将
軍
も
真
の
王
権
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
両
者
は
実
体
的
な
権
力
者
で

は
な
く
、
宣
教
師
的
に
言
え
ば
「
名
誉
の
み
の
」
王
権
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
、
戦
国
期
の
王
権
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

あ
る
い
は
王
権
の
存
在
自
体
を
疑
問
に
思
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
室
町
・
織
豊
期
に
存
在
し
た
よ

う
に
、
戦
国
期
に
も
実
態
は
と
も
か
く
と
し
て
朝
廷
も
あ
れ
ば
幕
府
も
あ
っ
た
。
な
ら
ば
戦
国
期
に
も
王

権
は
存
在
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

宣
教
師
の
視
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
戦
国
期
に
天
皇
・
足
利
将
軍
・
大
名
三
者
を
「
王
（rei

）
」
と
記
し

た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
し
か
も
大
名
を
王
権
と
す
る
考
え
方
は
近
世
に
至
っ
て
も
変
化
が
な

い
の
で
あ
る(

3
7
)

。
こ
の
大
名
王
権
を
戦
国
か
ら
近
世
に
か
け
て
一
貫
し
て
捉
え
て
い
た
宣
教
師
の
理
解
は
、

戦
国
期
と
織
豊
期
の
連
続
性
を
重
視
す
る
戦
国
史
研
究
の
研
究
動
向
に
も
合
致
し
、
中
近
世
移
行
期
論
を

考
え
る
上
で
も
重
要
な
鍵
と
な
る
。
従
来
王
権
論
は
、
公
武
王
権
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
だ

け
で
は
近
世
王
権
の
画
期
性
の
み
を
強
調
し
、
戦
国
期
と
織
豊
期
に
大
き
な
断
絶
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。
大
名
も
小
王
権
と
捉
え
、
日
本
の
王
権
を
重．
層．
的．
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
近
世
移



行
期
論
を
も
包
摂
可
能
な
王
権
論
が
展
開
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 
で
は
、
統
一
政
権
成
立
以
降
の
王
権
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
統
一
権
力
者
で
あ
る
信
長
・
秀
吉
・
家
康

を
ど
う
い
っ
た
王
権
と
宣
教
師
は
認
識
し
た
の
か
見
て
い
き
た
い
。 

 

織
豊
期
王
権
論
や
徳
川
王
権
論
の
研
究
成
果
を
見
れ
ば
、
統
一
権
力
を
一
つ
の
王
権
と
し
て
捉
え
て
い

る
が
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
のrei

と
い
う
文
言
か
ら
見
る
限
り
、
統
一
権
力
を
日
本
王
権
と
す
る
に
は
難
点

が
あ
る
。
彼
ら
にrei
を
用
い
て
い
る
事
例
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
戦
国
大
名
に
用
い
た
も
の
と
同
じ
く

「
尾
張
の
国
王
」
「
三
河
の
国
王
」
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
で
、
統
一
権
力
者
と
し
てrei

を
用
い
て
い
る
事
例

は
少
な
い
。
豊
臣
政
権
以
降
に
な
る
と
、
日
本
王
権
と
し
て
のrei

の
事
例
が
増
え
て
い
く
傾
向
に
あ
り
、

ま
たrei

で
は
な
い
が
「
日
本
全
国
の
絶
対
君
主
（senhor absoluto

）
」
と
書
か
れ
て
い
る
事
例
も
見
か
け

る
よ
う
に
な
る(

3
8
)

。
こ
の
表
現
は
天
皇
に
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
事
例
を
も
と
に
、
宣
教
師
は
豊

臣
政
権
を
日
本
王
権
と
し
て
捉
え
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
織
田
政
権
に
関
し
て
は
こ

う
し
た
事
例
は
皆
無
に
近
い
。 

 

そ
れ
よ
り
も
織
田
政
権
以
降
は
権
力
者
に
対
し
てrei

よ
り
も
「
信
長
」
「
関
白
」
「
内
府
」
と
い
っ
た

日
本
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
で
書
き
記
す
事
例
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
荒
野

泰
典
氏
も
指
摘
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
と
し
て
関
白
や
将
軍
が
「
国
王
」
と
自
称
す
る
こ
と
が
ま
ず
な
か

っ
た
点
や
、
天
皇
が
唯
一
正
統
な
「
国
王
」
で
あ
っ
た
と
い
う
観
念
が
宣
教
師
の
間
で
も
支
配
的
で
あ
っ

た
点
を
挙
げ
て
い
る(

3
9
)

。
し
か
し
、
こ
れ
も
氏
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
だ
が
、
日
常
的
に
は
関
白
や
将
軍
を

rei

やsenhor

と
呼
ん
で
も
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
宣
教
師
は
実
体
的
な
王
権
が
彼
ら
で
あ
る
と
の
認
識
も

ま
た
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。rei

やsenhor

か
ら
統
一
権
力
、
特
に
織
田
権
力
が
王
権
と
論
じ
ら
れ
る
か
ど

う
か
は
、
更
な
る
未
刊
史
料
の
収
集
と
分
析
が
必
要
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

そ
こ
で
、
統
一
権
力
を
示
す
他
の
表
現
を
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
か
ら
探
す
と
、
「
天
下
（Tenca

）
」
と
い

う
語
句
が
目
に
入
っ
て
く
る
。
こ
の
「
天
下
」
に
関
す
る
研
究
蓄
積
は
厚
く
、
当
該
期
の
権
力
構
造
を
考

え
る
上
で
重
要
な
タ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
王
権
論
に
お
い
て
も
、
山
本
博
文
氏
が
徳
川
王
権
論
で
天
下
人
を
王
権
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の

で(
4
0
)

、
「
天
下
」
と
い
う
語
句
は
王
権
論
を
考
え
る
上
で
も
注
目
さ
れ
る
語
句
と
い
え
よ
う
。
興
味
深
い
こ

と
に
、
こ
の
「
天
下
」
と
い
う
語
句
が
織
豊
期
以
降
の
宣
教
師
の
書
翰
で
突
然
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

織
豊
期
権
力
に
対
し
て
「
天
下
」
を
用
い
て
頻
繁
に
説
明
す
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
「
天
下
」
は
宣
教

師
に
「
日
本
人
は
日
本
の
君
主
国
を
こ
の
よ
う
に
称
す
る
」(4

1
)

な
ど
と
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
統
一

政
権
期
以
降
は
、
「
日
本
の
君
主
国
」
を
支
配
す
る
「
天
下
の
君
主
」
で
あ
る
天
下
人
こ
そ
が
実
質
の
王

権
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
の
「
天
下
（Tenca

）
」
〈
統
一
権
力
〉
と
対
置
す
る
語
句
を
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
か
ら
探
す
と
、
本
章

で
述
べ
て
き
た
「
王
（V

o

）
」
〈
天
皇
〉
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
天
下
（
の
君
主
）
」
も
「
王
」

も
、
日
本
語
を
ロ
ー
マ
字
表
記
し
た
も
の
で
あ
り(

4
2
)

、
と
も
に
「
日
本
全
国
の
君
主
（senhor de todo o 

Iapão

）
」(

4
3
)

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宣
教
師
は
「
天
下
の
君
主
」
と
「
王
（V

o

）
」

を
そ
れ
ぞ
れ
日
本
全
国
の
王
権
と
捉
え
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
信
長
・
秀
吉
が
「
天
下
の

君
主
」
と
記
さ
れ
た
の
は
、
か
つ
て
は
一
領
国
のrei

（
大
名
王
権
）
で
し
か
な
か
っ
た
権
力
者
が
、
日
本

全
国
を
支
配
す
る
新
た
な
支
配
者
と
し
て
宣
教
師
に
評
価
さ
れ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
頃
、
「
天

下
」
と
い
う
言
葉
を
知
り
、
そ
れ
が
日
本
の
君
主
国
を
表
す
語
句
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
と
統
一
権
力
に

対
し
て
「
天
下
」
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
秀
吉
に
よ
っ
て
全
国
統
一
が
果
た
さ
れ
る

と
、
宣
教
師
は
西
欧
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
て
も
日
本
の
王
権
と
呼
び
う
る
権
力
に
至
っ
た
と
判
断
し
、



「
天
下
の
君
主
」
だ
け
で
な
く
、
日
本
王
権
と
し
て
のrei

と
い
う
語
句
を
多
用
し
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、

統
一
政
権
成
立
以
降
の
日
本
王
権
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
で
日
本
語
の
ロ
ー
マ
字
表
記
で
書
か
れ
た
「
天

下
（
人
）
（Tenca

）
」
〈
統
一
権
力
〉
と
「
王
（V

o

）
」
〈
天
皇
〉
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
と
と
も
に
、
織
豊
期
以
降
に
も
大
名
王
権
（
小
王
権
）
が
存
続
し
て
い
た
こ
と
は
既
述
し
た
通
り

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
名
王
権
を
戦
国
期
に
は
天
皇
や
将
軍
が
名
目
的
な
権
威
に
よ
っ
て
、
統
一
政
権
成

立
以
後
は
統
一
権
力
が
実
体
を
伴
っ
た
権
力
に
よ
っ
て
統
括
・
支
配
し
て
い
た
と
、
宣
教
師
は
理
解
し
た
。

し
か
し
、
宣
教
師
が
大
名
にrei

を
使
用
し
続
け
た
の
は
、
大
名
領
国
が
織
豊
期
以
降
も
一
定
の
独
立
性
を

保
っ
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
織
豊
期
以
降
の
宣
教
師
の
記
録
に
も
、
そ
れ
を
指
し
示
す
記
述
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら(

4
4
)

、
彼
ら
の
間
で
は
大
名
は
依
然
と
し
て
大
名
領
国
の
王
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
、
宣
教
師
の
認
識
し
た
中
近
世
移
行
期
の
王
権
構
造
は
、
大
名
領
国
を
支
配
す
る
大
名
王
権
（
小

王
権
）
と
そ
れ
を
統
括
す
る
日
本
全
国
の
王
権
（
大
王
権
）
の
二
種
類
存
在
し
、
両
者
が
重
層
的
な
形
で

構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
大
王
権
だ
け
に
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、
王
権
の
重
層
性
と
い
う

王
権
構
造
論
ま
で
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
国
か
ら
近
世
初
期
ま
で
の
一
貫
し
た
王
権
を
展
開
す
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
一
方
で
、
そ
の
重
層
的
王
権
構
造
内
部
の
問
題
も
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
上
位
の
王
権
で
あ
る
日
本
全
国
の
王
権
（
大
王
権
）
は
、
織
豊
期
以
降
「
天
下
」
の
君
主
の
登

場
と
と
も
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す(

4
5)

。
こ
れ
ま
で
の
「
名
誉
の
み
の
」
王
権
か
ら
実
体
的
な
権
力
を
伴

っ
た
「
天
下
」
人
に
よ
る
王
権
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
連
続
し
た
王
権
構
造
の
枠
組
み

の
中
で
、
新
た
な
大
王
権
の
誕
生
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
王
権
構
造
の
連
続
性
と
新

た
な
大
王
権
の
誕
生
に
よ
る
画
期
の
双
方
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
中
近
世
移
行
期
研
究
の
論
点
の
一
つ
で
あ
る
連
続
か
断
絶
か
と
い
う
問
題
は
、
ど
の

王
権
を
見
る
か
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
故
に
、
ど
ち
ら
か
の
王
権
の
み
に
注
目
す
る

の
で
は
な
く
、
重
層
的
な
王
権
構
造
を
設
定
し
、
連
続
か
断
絶
か
と
い
う
二
者
択
一
的
な
極
論
に
至
ら
ず

に
、
同
質
性
と
異
質
性
を
見
極
め
、
日
本
全
史
の
中
で
の
王
権
論
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
現
在

王
権
論
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
王
権
の
聖
性
に
関
す
る
議
論
も
、
本
章
で
述
べ
て
き
た
王
権
の
所
在
を
明

確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
そ
の
宣
教
師
の
見
た
日
本
王
権
と
い
う
の
は
、
西
欧
の
枠
組
み
に
当
て
は
め
た
も
の
で
あ
る
の

で
、
日
本
と
西
欧
と
の
王
権
構
造
な
い
し
国
家
構
造
の
比
較
検
討
が
容
易
と
な
る
。
日
本
の
近
世
と
い
う

時
期
は
、
世
界
史
で
も
特
殊
な
時
期
区
分
と
論
じ
ら
れ
て
も
き
た
が
、
王
権
論
を
導
入
す
る
こ
と
で
こ
の

時
期
を
世
界
史
の
枠
の
中
で
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
だ
ろ
う(

4
6
)

。
以
上
の
点
に
お
い
て
、
イ
エ

ズ
ス
会
史
料
か
ら
王
権
論
を
論
じ
て
い
く
意
義
は
大
い
に
あ
る
と
考
え
る
。 

   
 
 

お
わ
り
に 

  

本
章
で
は
、
宣
教
師
の
史
料
か
ら
日
本
王
権
論
を
論
じ
よ
う
と
い
う
試
み
の
も
と
、
「
王
」
と
訳
し
う

る
原
語V

o

とrei

に
こ
だ
わ
っ
て
分
析
を
行
い
、
そ
こ
か
ら
日
本
王
権
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。 

 

本
章
で
の
結
論
を
端
的
に
述
べ
る
と
、
宣
教
師
の
認
識
す
る
日
本
の
王
権
の
特
徴
は
、
王
権
構
造
の
重

層
性
と
日
本
王
権
（
大
王
権
）
の
二
重
性
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
大
名
領
国
を
支
配
す
る
大

名
王
権
（
小
王
権
）
と
、
そ
の
小
王
権
を
統
括
す
る
天
皇
と
将
軍
・
統
一
権
力
に
よ
る
大
王
権
と
い
う
重

層
的
な
王
権
構
造
で
あ
る
。
後
者
は
、
大
王
権
が
二
人
の
王
か
ら
な
り
、
朝
廷
と
武
家
政
権
の
双
方
が
王



権
と
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。 

 
こ
の
う
ち
前
者
に
つ
い
て
は
、
公
儀
論
に
お
け
る
「
大
公
儀
」
・
「
小
公
儀
」
論
と
近
似
し
て
い
る
と

の
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
確
か
に
近
世
日
本

の
支
配
構
造
に
重
層
性
を
認
め
た
点
は
同
じ
で
あ
る
。
な
ら
ば
筆
者
は
こ
の
点
を
よ
り
評
価
す
べ
き
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
近
世
史
研
究
で
論
じ
て
き
た
公
儀
論
と
、
当
時
在
日
し
て
い
た
宣
教
師
の
描
い
た
日

本
国
家
観
と
い
う
、
全
く
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
得
た
見
解
が
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
両
見
解
が

き
わ
め
て
当
時
の
日
本
国
家
の
実
態
に
即
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
よ

っ
て
、
公
儀
論
、
王
権
論
と
線
引
き
す
る
の
で
は
な
く
、
両
議
論
の
総
合
的
な
理
解
、
あ
る
い
は
双
方
の

研
究
に
有
効
な
議
論
を
提
示
で
き
る
可
能
性
を
示
し
た
と
い
え
る
。 

 

し
か
し
、
本
章
で
論
じ
た
王
権
論
と
公
儀
論
は
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
本
章
の
王
権
構
造

論
で
は
、
従
来
の
公
儀
論
で
描
き
出
せ
な
か
っ
た
部
分
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
戦
国
か
ら
徳
川
初
期

ま
で
の
長
期
に
わ
た
る
権
力
・
王
権
構
造
の
推
移
の
解
明
で
あ
る
。
公
儀
論
は
主
と
し
て
徳
川
政
権
、
従

来
の
王
権
論
も
各
政
権
を
対
象
と
し
て
お
り
、
長
期
的
な
視
野
で
の
移
行
過
程
が
見
え
て
こ
な
い
。
し
か

し
、
本
章
で
述
べ
て
き
た
王
権
論
で
は
、
宣
教
師
は
重
層
的
な
王
権
構
造
と
い
う
認
識
を
も
ち
、
そ
れ
は

戦
国
期
か
ら
近
世
を
通
じ
て
変
化
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
重
層

的
な
王
権
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
で
、
中
世
と
近
世
の
移
行
過
程
が
連
続
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
本
章
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
そ
の
上
部
構
造
で
あ
る
大
王
権
の
変
化
や
、

王
権
の
実
態
を
詳
細
に
分
析
す
れ
ば
、
戦
国
期
と
織
豊
期
・
徳
川
期
の
間
に
差
異
が
見
ら
れ
る
部
分
も
あ

り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第
二
部
第
四
章
で
言
及
し
た
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
巨
視
的
に
見
た
場
合
、
王

権
論
は
中
近
世
移
行
期
、
さ
ら
に
は
日
本
全
史
に
わ
た
る
議
論
が
行
え
る
点
に
、
従
来
の
研
究
と
は
異
な

る
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

以
上
、
イ
エ
ズ
ス
会
史
料
か
ら
見
た
日
本
王
権
論
の
意
義
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
最
後
に
今
後
の
課
題

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
一
つ
は
大
王
権
に
あ
た
る
公
武
王
権
に
つ
い
て
で
あ
る
。
専
論
と
し
て
は
堀
新
氏

の
公
武
結
合
王
権
論
が
あ
る
が
、
公
武
王
権
論
の
具
体
像
と
い
う
点
で
は
、
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と

言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
も
う
少
し
視
野
を
広
げ
る
と
、
王
権
論
で
は
な
い
が
、
紙
屋
敦
之
氏
の
二
人
国
王

論
や
荒
野
泰
典
氏
の
二
人
の
皇
帝
論(

4
7
)

が
注
目
に
値
す
る
。
と
も
に
天
皇
と
将
軍
を
王
・
皇
帝
と
し
て
お
り
、

筆
者
の
公
武
王
権
の
捉
え
方
と
合
致
し
て
い
る
。
特
に
後
者
は
、
対
象
史
料
が
同
じ
欧
文
史
料
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
筆
者
の
議
論
が
荒
野
氏
の
見
解
に
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
く
か
が
、
今
後
公
武
王
権
論
を
展

開
し
て
い
く
上
で
の
当
面
の
課
題
と
考
え
て
い
る
。 

 

ま
た
筆
者
と
し
て
は
、
日
本
王
権
論
を
比
較
王
権
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
い
と
も
考
え
て
い
る
。
王
権

論
の
魅
力
は
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
比
較
史
の
俎
上
に
乗
せ
る
こ
と
が
可
能
な
点
に
あ
る(

4
8
)

。

筆
者
は
第
二
部
第
一
章
で
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
達
が
日
本
の
権
力
者
の
み
な
ら
ず
、
中
国
や
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
の
権
力
者
に
も
「
国
王
（rei

）
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た(

4
9
)

。
こ
の
詳
細
な
分
析
に
は
膨

大
な
数
の
史
料
を
読
み
解
く
こ
と
を
要
す
る
が
、
こ
の
分
野
の
研
究
者
と
の
共
同
研
究
に
よ
っ
て
今
後
実

現
で
き
る
も
の
と
期
待
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
各
国
の
王
権
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
こ

な
か
っ
た
日
本
王
権
の
実
像
を
見
出
せ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。  

 


