
は
じ
め
に

こ
の
度
は
お
招
き
戴
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

桐
原
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
と
『
帝
国
』
日
本
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
は
、
多
分
に
羊
頭
狗
肉
の
感
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
日
本
の
こ
と
が
余

程
多
い
か
と
存
じ
ま
す
が
ご
寛
恕
下
さ
い
。

「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
近
年
、
人
文
科
学
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
科

学
に
お
い
て
も
氾
濫
と
言
え
る
ほ
ど
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
研
究
に
お
け
る
帝
国
論
と
い
う
の
は
、
ま
こ
と
に
隆
盛
を

迎
え
て
い
る
と
言
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
か
つ

て
の
帝
国
主
義
研
究
と
は
別
の
文
脈
で
、
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
ア
ン
ト
ニ

オ
・
ネ
グ
リ
と
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ー
ト
両
氏
が
新
し
い
帝
国
概
念

ア
メ
リ
カ

の
よ
う
な
主
権
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
枠
組
み
を
逸
脱
し
た
新
し
い
国
家

主
権
の
在
り
方

を
提
示
し
た
E
m
pire
が
二
〇
〇
〇
年
に
世
に
出
ま
し
て
、

こ
れ
が
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
い
て
「
帝
国
」
と
翻
訳
さ
れ
、
流
布
し
た
と
い
う

の
が
主
要
な
原
因
で
あ
り
ま
す
。

原
義
的
に
申
し
ま
す
と
帝
国
あ
る
い
は
im
p
eriu
m
や
K
aiserreich

と
い
う

も
の
は
、
本
来
的
に
周
縁
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
き
っ
ち
り
し
た

領
域
を
持
つ
も
の
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
辺
境
伯
M
ark
graf
の
よ

う
に
、
中
央
に
対
し
て
周
縁
化
さ
れ
た
政
治
主
体

そ
う
い
う
マ
ー
ジ
ナ
ル

な
も
の
を
含
ん
だ
政
治
概
念
で
あ
り
、
ネ
グ
リ
氏
の
「
帝
国
E
m
p
ire
」
も
ま

た
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。

た
と
え
ば
中
国
史
の
分
野
で
「
中
華
帝
国
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
皇

帝
が
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
の
頂
点
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
そ
の
皇
帝
の
持
っ
て
い
る

徳
と
い
う
も
の
が
、
す
そ
野
に
向
か
っ
て
広
が
っ
て
い
く
よ
う
に
展
開
し
て
い

く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
帝
国
が
中
央
に
あ
り
、
そ
の
周
囲
に
王

国
や
蕃
国
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
外
部
に
文
明
外
存
在
と
し
て
の
化
外
が
あ
る
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の
だ

と
い
っ
た
世
界
像
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
帝
国
」
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
も
の
は
、
実
際
の
と

こ
ろ
一
九
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
な
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
「
帝
国
」
は
、
周
縁
性
よ
り
も
、
む

し
ろ
領
域
的
な
限
定
性
を
有
す
る
こ
と
ば
と
し
て

す
な
わ
ち
独
立
し
た
近

代
主
権
国
家
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
大
韓
国

国
制
」
と
い
う
の
が
一
八
九
九
年
に
出
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
王
国
は

大
韓
帝
国
と
国
号
を
改
め
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
第
一
条
に
は
「
大
韓

国
は
、
世
界
万
国
に
公
認
さ
れ
た
自
主
独
立
の
帝
国
で
あ
る
」
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
こ
こ
か
ら
は
周
縁
性
と
い
う
も
の
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ

の
「
国
制
」
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
帝
国
」
と
は
、
冊
封
さ
れ
た
国
王
の
治
め
る

「
王
国
」
で
は
な
く
、
主
権
者
た
る
元
首
た
る
皇
帝
が
治
め
る
独
立
不
羈
の
一

国
家
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

で
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
国
家
で
あ
り
ま
す
中
国
で
は
ど
う
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
し
ば
し
ば
中
国
の
諸
王
朝
は
、
分
析
概
念
と
し
て
「
中
華

帝
国
」
と
称
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
な
が
ら
前
近
代
の
中
国
に

お
け
る
歴
代
王
朝
で
、
み
ず
か
ら
の
国
号
に
「
帝
国
」
の
語
を
用
い
た
こ
と
は

一
度
た
り
と
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
唯
一
、
袁
世
凱
が
、
中
華
民
国
と
い
う
も
の

を
一
時
的
に
廃
絶
し
樹
立
し
た
、
そ
の
名
も
ズ
バ
リ
「
中
華
帝
国
」
と
い
う
の

が
こ
れ
は
、
わ
ず
か
三
カ
月
で
廃
絶
し
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
を
正
式
に
用
い
た
国
家
で
あ
っ
た
と
言
え
ま

す
。こ
の
「
中
華
帝
国
」
と
い
う
国
号
が
、
「
中
華
民
国
」
に
代
置
さ
れ
る
も
の

と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
い
か
な
る

イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
か
を
よ
く
示
し
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

民
に
主
権
が
存
在
す
る
こ
と
を
表
現
す
る
「
民
国
」
の
対
義
語
と
し
て
「
帝
国
」

が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
「
民
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
近

代
国
家
の
範
疇
に
お
さ
ま
る
概
念
だ
っ
た
の
と
同
様
に
、
「
帝
国
」
も
ま
た
近

代
国
家
の
範
疇
に
お
さ
ま
る
概
念
だ
っ
た
と
申
せ
ま
す
。
袁
世
凱
の
「
中
華
帝

国
」
は
、
こ
の
意
味
で
、
周
縁
性
を
有
し
た
近
代
以
前
の
王
朝
国
家
と
は
断
絶

し
て
い
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
近
代
的
な
意
味
を
有
す
る
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
実
際

の
と
こ
ろ
中
国
古
典
に
典
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
な
ぜ
か

と
申
し
ま
す
と
、
こ
の
こ
と
ば
が
オ
ラ
ン
ダ
語
の
ケ
イ
ゼ
ル
レ
イ
キ

K
eizerrijk

、
ド
イ
ツ
語
で
す
と
カ
イ
ザ
ラ
イ
ヒ

K
aiserreich

と
い
う
こ
と
ば

の
翻
訳
語

ケ
イ
ゼ
ル
が
皇
帝
で
レ
イ
キ
が
国
で
す
か
ら
皇
帝
の
国
、
略
し

て
帝
国
と
い
う
言
葉
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も

い
わ
ゆ
る
日

本
で
つ
く
ら
れ
た
近
代
漢
語
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
に
な
っ
て
東
ア
ジ
ア

全
体
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

英
語
の
エ
ン
パ
イ
ア

E
m
p
ire
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
帝
国
」
は
、
一
八
六

六
年
の
『
改
正
増
補
・
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
（
堀
達
之
助
編
）
に
見
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。「
袖
珍
」
と
い
う
の
は
、「
袖
に
入
る
も
の
」
と
い
う
意
味
で
す

け
れ
ど
も
、
現
物
を
見
ま
す
と
、
実
際
に
は
枕
ぐ
ら
い
の
厚
さ
で
し
て
、
そ
う

そ
う
携
帯
に
便
利
な
も
の
で
は
決
し
て
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

こ
の
辞
書
は
英
蘭
辞
書
（
ピ
カ
ー
ド
『
新
ポ
ケ
ッ
ト
英
蘭
辞
典
』
）
の
和
訳

で
あ
り
ま
し
て
、
英
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
と
に
お
け
る
等
号
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
と
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日
本
語
と
に
お
け
る
等
号
と
結
び
付
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
エ
ン
パ
イ
ア
＝

帝
国
」
と
い
う
等
号
が
成
立
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
に
お
い
て
「
帝
国
」
と
い
う

こ
と
ば
が
、
一
九
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
英
語
解
釈
の
文
脈
の
中
に
投
入
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
同
時
代
の
中
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
ま
だ
エ
ン
パ
イ
ア
と
帝
国
と

い
う
言
葉
は
出
会
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
プ
シ
ャ
イ
ト

が
作
り
ま
し
た
『
英
華
字
典

E
n
glish

an
d
C
hin

ese
D
iction

ary』
（
一
八
六
六

～
一
八
六
九
）
と
い
う
の
は
、
中
国
語
史
に
お
い
て
重
要
な
著
作
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
中
で
は
、
エ
ン
パ
イ
ア
に
対
し
て
「
国
、
皇
之
国
、
中
国
、
中
華
、

天
下
」
と
し
か
記
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
ま
さ
に
中
国
す
な
わ
ち
清
朝

以
外
の
エ
ン
パ
イ
ア
を
認
識
し
な
い
と
申
し
ま
す
か
、
承
認
し
な
い
と
い
う
態

度
が
あ
っ
た
と
申
せ
ま
す
。
こ
の
点
で
、
エ
ン
パ
イ
ア
の
訳
語
に
「
天
下
」
と

記
さ
れ
て
い
る
の
は
象
徴
的
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
エ
ン
パ
イ
ア
と
い
う

の
は
唯
一
の
皇
帝
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
領
域
で
あ
り
、
こ
の
「
天
下
」
は
本

来
の

im
p
eriu

m
的
な
意
味
を
有
し
て
い
た
と
言
え
る
か
ら
で
す
。

も
ち
ろ
ん
当
時
の
中
国
と
申
し
ま
す
の
は
、
第
二
次
ア
ヘ
ン
戦
争
の
結
果
、

総
理
各
国
事
務
衙
門
（
一
八
六
一
年
）
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
や
が
て
義
和
団
事

変
の
結
果
、
外
務
部
（
一
九
〇
一
年
）
が
作
ら
れ
る
と
い
っ
た
形
で
、
自
分
た

ち
以
外
に
も
主
権
国
家
な
い
し
は
「
帝
国
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
を
承
認
し
て
い
く
過
程
に
あ
り
ま
し
た
。

日
清
戦
争
の
講
和
交
渉
（
一
八
九
五
年
）
に
お
け
る
清
国
国
号
と
し
て
の

「
大
清
帝
国
」
の
登
場
は
、
ま
さ
に
こ
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

講
和
交
渉
に
お
い
て
、
清
国
側
か
ら
照
会
文
が
送
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で

「
大
清
帝
国
」
と
い
う
国
号
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す （
１
）。
ま
た
こ
の
「
大
清
帝

国
」
号
は
、
講
和
条
約
自
体
に
も
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
事
実
は
、
自

分
た
ち
が
「
帝
国
」
で
あ
り
、
日
本
も
ま
た
「
帝
国
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

承
認
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
両
国
が
対
等
な
「
帝
国
」
相
互
の
関
係
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
清
国
側
が
認
め
た
と
言
っ
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
。
と
は
い
え
、

こ
の
国
号
が
清
国
に
お
い
て
正
式
に
採
用
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
日
清
戦
争
後
の
上
表
文
な
ど
に
は
「
清
国
は
堂
々
た
る
帝
国

で
あ
る
か
ら
云
々
」
と
い
っ
た
表
現
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
日
本
側
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
自
分
た
ち
は
「
大
日
本
帝

国
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
こ
の
「
帝
国
」

な
る
も
の
は
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
で
は
独
立
主
権
国
家

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
イ
ン
ペ
リ
ウ
ム
が
有
し
て
い

た
周
縁
性
と
い
っ
た
も
の
は
想
定
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
回
の
目
的
と
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
「
帝
国
」
と
い
う

漢
語
が
生
ま
れ
た
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
中
葉
に
至
る
ま
で
の
「
帝
国
」

イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
を
通
し
て
、
こ
の
こ
と
ば
が
日
本
の
政
治
思
想
に
い
か
な
る

影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

一
im

p
eriu

m
と
の
邂
逅

新
井
白
石
（
一
六
五
七
～
一
七
二
五
）
と
い
う
人
物
は
、
江
戸
時
代
の
人
々

に
と
り
ま
し
て
も
巨
大
な
知
識
人
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
儒
学
者
で
あ
り
政

治
家
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
に
密
入
国
し
た
イ
タ
リ
ア
人
宣
教
師
を
取
り
調
べ

た
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
物
に
つ
い
て
、
当
時
と
し
て
は
か
な
り
詳
細
に
聞

一九世紀東アジアと「帝国」日本126 （3）



知
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
の
著
書
『
采
覧
異
言
』
（
一
七
一
三
年
序
）

で
は
、「
ホ
ン
テ
ヘ
キ
ス
・
マ
キ
ス
イ
ム
ス
」（
教
皇
）
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の

下
に
「
イ
ン
ペ
ラ
ト
ル
」
（
皇
帝
）
が
お
り
、
さ
ら
に
「
レ
キ
ス
」
（
国
王
）
・

「
プ
レ
ン
ス
」（
公
爵
）
と
い
っ
た
よ
う
な
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は

存
在
す
る
の
だ
と
書
き
記
し
て
お
り
ま
す
。
儒
学
者
で
あ
っ
た
彼
に
と
っ
て
そ

れ
は
、
皇
帝
が
お
り
、
王
が
お
り
、
さ
ら
に
公
・
侯
・
伯
・
子
・
男
の
五
爵
が

お
る
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
と
相
似
形
を
な
す
も
の
と
し
て
認

識
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
こ
の
白
石
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世

界
の
叙
述
は
、
そ
の
後
一
世
紀
以
上
に
わ
た
っ
て
、
修
正
を
受
け
つ
つ
も
日
本

知
識
人
に
受
容
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

蘭
学
が
成
立
し
た
一
八
世
紀
後
半
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
世
界
地
理
書
が
日

本
に
も
流
入
し
て
参
り
ま
す
。
そ
の
直
輸
入
の
最
新
知
識
を
叙
述
し
て
著
さ
れ

た
の
が
朽
木
昌
綱
の
『
泰
西
輿
地
図
説
』
（
一
七
八
九
年
）
で
す
。
こ
ち
ら
は

植
村
〔
和
秀
〕
先
生
に
ご
用
意
い
た
だ
き
ま
し
た
復
刻
版 （
２
）に
な
り
ま
す
の
で
、

ご
回
覧
下
さ
い
。

著
者
の
朽
木
昌
綱
は
丹
波
福
知
山
藩
主
と
申
し
ま
す
か
ら
、
ま
ご
う
こ
と
な

き
お
殿
様
い
わ
ゆ
る
蘭
癖
大
名
の
一
人
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
書
は
、
ヴ
ェ
ス

ト
フ
ァ
ー
レ
ン
条
約
以
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
描
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
白
石

が
聞
き
書
き
し
た
よ
う
な
教
皇
を
頂
点
と
す
る
非
常
に
中
世
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

認
識
と
は
異
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
描
か
れ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
『
泰
西
図
説
』
に
は
、
三
つ
の
帝
国
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
第
一

が
「
イ
タ
リ
ア
」（
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
）
を
継
承
す
る
「
ド
イ
ツ
ラ
ン
ト
」（
神

聖
ロ
ー
マ
帝
国
）
で
あ
り
、
白
石
が
「
イ
ン
ペ
ラ
ト
ル
」
と
呼
ん
だ
の
は
ま
さ

に
こ
れ
で
あ
り
ま
す
。
白
石
の
叙
述
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
存
在
す
る
帝
国
は

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
『
泰
西
図
説
』
は
、
こ
の

ほ
か
ロ
シ
ア
と
ト
ル
コ
を
帝
国
と
し
て
挙
げ
て
お
り
ま
す （
３
）。

こ
れ
ら
三
つ
の
帝
国
の
う
ち
、
一
八
世
紀
後
半
の
日
本
知
識
人
が
強
い
関
心

を
有
し
て
い
た
の
が
ロ
シ
ア
で
あ
り
ま
す
。
井
上
靖
に
、
伊
勢
の
大
黒
屋
光
太

夫
ら
に
よ
る
漂
流
譚
を
描
い
た
『
お
ろ
し
や
国
酔
夢
譚
』
（
一
九
六
八
年
）
と

い
う
小
説
が
ご
ざ
い
ま
す
。
彼
ら
を
送
還
し
、
さ
ら
に
は
国
交
の
樹
立
を
目
指

し
て
、
ア
ダ
ム
・
ラ
ク
ス
マ
ン
率
い
る
ロ
シ
ア
遣
日
使
節
が
、
一
七
九
二
年
に

根
室
へ
や
っ
て
参
り
ま
す
。
こ
の
光
太
夫
を
取
り
調
べ
た
記
録
が
、
蘭
方
医
・

桂
川
甫
周
の
『
北
槎
聞
略
』
（
一
七
九
四
年
）
で
あ
り
ま
す
。
井
上
靖
は
、
ず

い
ぶ
ん
と
こ
の
本
の
世
話
に
な
っ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
な
か
で
、

光
太
夫
が
こ
ん
な
こ
と
を
申
し
て
お
り
ま
す
。

国
に
は
「
イ
ム
ペ
ラ
ト
ル
ス
ト
コ
イ
」（
帝
国
）
や
「
コ
ロ
レ
プ
ス
ツ
ワ
」

（
王
国
）
と
い
う
区
別
が
あ
り
、「
コ
ロ
レ
プ
ス
ツ
ワ
」
の
出
身
者
は
、
ロ

シ
ア
の
よ
う
な
「
イ
ン
ペ
ラ
ト
ル
ス
ト
コ
イ
」
よ
り
も
下
位
の
国
か
ら
来

た
と
い
う
こ
と
で
冷
遇
さ
れ
る
。
し
か
し
「
イ
ン
ペ
ラ
ト
ル
ス
ト
コ
イ
」

で
あ
る
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
自
分
は
、
大
変
に
厚
遇
を
受
け
る
こ
と
が

出
来
た （
４
）。

こ
こ
で
光
太
夫
は
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
で
は
な
く
、
「
イ
ン
ペ
ラ
ト
ル

ス
コ
イ
」
と
い
う
原
語
を
用
い
て
お
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
彼
は
こ
の
最
新
語
を

知
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
発
言
に
続
く
「
世
界
の
間
、
四
大
部
洲
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に
し
て
其
の
容
る
る
所
の
諸
国
、
千
百
に
下
ら
ず
、
其
の
内
、
帝
号
を
称
す
る

国
、
僅
か
に
七
国
に
て
、
皇
朝
〔
日
本
〕
其
の
一
に
居
る （
５
）」
と
い
う
彼
の
発
言

は
、
や
が
て
日
本
知
識
人
の
「
帝
国
日
本
」
観
念
を
強
く
形
成
し
て
い
く
こ
と

と
な
り
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
は
後
ほ
ど
改
め
て
お
話
し
い
た
し
ま
す
。
こ
こ
で

確
認
し
た
い
の
は
、
光
太
夫
が
日
本
は
「
イ
ン
ペ
ラ
ト
ル
ス
コ
イ
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
実
際
に
聞
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
日
本
の
知
識
人
に
伝
え
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

先
の
『
泰
西
図
説
』
は
ロ
シ
ア
を
、
「
昔
時
は
帝
爵
の
国
に
あ
ら
ず
。
侯
爵

の
国
主
た
り
し
が
、
近
歳
『
ピ
イ
テ
ル
』
姓
な
る
人
帝
位
に
即
て
よ
り
諸
州
を

攻
落
し
、
勢
い
甚
大
に
し
て
、
今
世
界
第
一
の
帝
国
と
な
れ
り （
６
）」
と
記
し
て
お

り
ま
す
。
す
な
わ
ち
ロ
シ
ア
は
そ
も
そ
も
帝
国
で
は
な
く
、
侯
爵
（
本
来
的
に

は
モ
ス
ク
ワ
大
公
国
）
か
ら
成
り
上
が
っ
た
国
な
の
だ

と
言
う
わ
け
で
す
。

ピ
ョ
ー
ト
ル
一
世
が
皇
帝

im
p
erator

を
称
し
て
帝
爵
に
な
っ
た
と
い
う
事
実 （
７
）

を
当
時
の
知
識
人
は
、
特
に
注
意
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
国
王
か
ら
皇

帝
に
な
る
と
い
う
こ
の
事
実
が
、「
イ
ン
ペ
ラ
ト
ル
ス
コ
イ
」（
帝
国
）
と
い
う

も
の
は
「
コ
ロ
レ
プ
ス
ツ
ワ
」
（
王
国
）
の
上
位
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
日
本
が
こ
の
帝
国
の
地
位

に
与
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
当
時
の
日
本
知
識
人
は
、
帝
国
ロ
シ
ア
か
ら

の
帰
還
者
で
あ
る
大
黒
屋
光
太
夫
と
い
う
人
物
か
ら
教
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま

す
。

二
あ
ら
た
な
王
国
概
念
の
登
場

東
西
の
論
理
の
錯
綜

ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
用
語
の
説
明
と
い
い
ま
す
か
、
確
認
と
い
た
し
ま
し
て
、

「
自
立
の
王
国
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
か

ら
、
「
自
立
の
王
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
頻
出
い
た
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
独
立

し
て
い
る
王
国
の
こ
と
と
し
て
ご
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
ろ
し
い
か
と
思

い
ま
す
。
つ
ま
り
、
も
ろ
も
ろ
の
政
治
主
体
を
周
縁
化
す
る
教
皇
や
皇
帝
と
い
っ

た
中
世
的
な
権
力
か
ら
自
主
自
立
を
し
た
と
こ
ろ
の
独
立
国
家
で
あ
り
ま
す
。

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
以
後
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
王
国
は
、
独
立
主

権
国
家
と
し
て
成
立
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
独
立
主
権
国
家
双
互
の

関
係
と
い
う
の
が
近
代
国
家
間
関
係
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
諸
国
王
に
優
越
す
る
権
力

権
威
で
は
な
く

を
否
定
す
る

と
い
う
の
が
、
ま
さ
に
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
状
況
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ

ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
教
皇
で
す
と
か
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
と
い
っ

た
も
の
も
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
地
域
地
域
の
一
主
権
者
で
あ
る
と
見
做
す
と
い

う
の
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
帝
国

－

王
国

－

公
侯
と
い
う
形
で
描
か
れ
る
ヒ
エ

ラ
ル
ヒ
ー
の
解
体
で
あ
っ
た
と
申
せ
ま
す
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
「
王
国
は
皇
帝
の
冊
封
を
受
け
た
従
属
的
存
在
で
あ

る
」
と
い
う
近
世
東
ア
ジ
ア
的
な
常
識
と
は
、
は
な
は
だ
齟
齬
す
る
所
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
当
時
の
蘭
学
者
は
、
王
国
で
あ
り
な
が
ら
も
独
立
し
て

い
る
国
と
い
う
意
味
で
「
自
立
の
王
国
」
と
い
う

い
わ
ば
形
容
矛
盾

な
こ
と
ば
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け

る
主
権
の
論
理
と
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冊
封
の
論
理
と
い
う
東
西
の
論
理
の
錯

綜
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
独
立
国
相
互
の
対
等
性

の
認
識
と
同
時
に
、
帝
国
の
も
つ
優
越
性
の
意
識
と
が
混
在
し
て
い
た
と
申
せ

ま
す
。
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も
ち
ろ
ん
中
国
王
朝
を
中
心
と
す
る
現
実
の
冊
封
体
制
に
お
い
て
は
、
諸
王

国
は
政
治
的
自
主
権
を
有
し
て
お
り
、
お
の
お
の
こ
れ
を
行
使
し
て
お
り
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
「
独
立
不
羈
三
千
年
」
を
信
じ
る
日
本
知
識
人
に
と
っ
て
、

そ
の
実
質
は
ど
う
で
あ
れ
、
「
冊
封
＝
非
独
立
」
と
い
う
観
念
は
抜
き
が
た
く

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
一
八
世
紀
後
半
の
蘭
学
者
に
よ
っ
て
造
ら

れ
た
こ
の
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
を
中
心
に
再
編
成
さ
れ
た
「
王
国
」
や

「
独
立
」「
自
立
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
、
地
球
規
模
化
し
つ
つ
あ
る
同
時
代
の

世
界
を
言
語
化
し
て
い
く
こ
と
に
大
き
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
も
と
よ
り
そ
こ
に
は
「
自
立
の
王
国
」
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
東
西
の
論
理
の
錯
綜
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
む
し
ろ
そ
の
錯
綜
に
こ
そ
、
ど

う
に
か
し
て
こ
の
鎖
国
の
向
こ
う
の
世
界
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
当
時
の
日
本

知
識
人
の
苦
闘
が
現
れ
て
い
る
と
申
せ
ま
す
。

三
「
帝
国
」
日
本
の
誕
生

こ
の
「
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
が
一
般
化
す
る
の
に
は
、
な
か
な
か
に
時
間

が
か
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
一
七
九
六
年
に
刊
行
さ
れ
ま
し
た
初
の
蘭

和
辞
典
で
あ
り
ま
す
『
波
留
麻
和
解
』
（
稲
村
三
伯
編
纂
）
で
は
、
ケ
イ
ゼ
ル

レ
イ
キ
に
「
帝
王
ノ
国
」
と
い
う
こ
と
ば

皇
帝
な
の
か
王
な
の
か
あ
や
ふ

や
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も

が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
だ
「
帝
国
」
と
い

う
も
の
は
一
般
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、

八
万
語
あ
ま
り
を
集
録
し
た
こ
の
『
波
留
麻
和
解
』
の
縮
約
版
で
あ
り
ま
す

『
訳
鍵
』（
藤
林
普
山
編
・
約
二
万
七
〇
〇
〇
語
）
が
一
八
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ

る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
帝
国
の
訳
語
が
採
用
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち

一
七
九
六
年
か
ら
一
八
一
〇
年
の
過
程
で
、
こ
の
帝
国
と
い
う
こ
と
ば
は
市
民

権
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ

と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

な
る
ほ
ど
、
帝
国
と
い
う
こ
と
ば
は
こ
の
こ
ろ
一
般
的
に
な
っ
た
。
で
は
、

「
日
本
は
帝
国
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
は
い
つ
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ケ
ン
ペ
ル
E
n
gelbert

K
aem
p
fer（

一
六
五
一
～
一
七
一
六
）
と
い
う
人
物

が
元
禄
の
こ
ろ

一
七
世
紀
の
末
ご
ろ
に
日
本
に
や
っ
て
参
り
ま
し
て
、

『
日
本
誌
』
と
い
う
著
作
を
残
し
て
お
り
ま
す
。
本
来
は
ド
イ
ツ
語
で
著
さ
れ

た
も
の
な
の
で
す
が
、
刊
行
は
英
訳
版
（
一
七
二
七
年
）
が
先
で
あ
り
ま
し
て
、

こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
地
図
に
は
IM
P
E
R
IV
M
JA
P
O
N
IC
V
M
つ
ま
り

「
日
本
帝
国
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
ま
り
日
本
が
帝
国
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
あ
る
程
度
承
認
さ
れ
て
い
た
と
申
せ

ま
す
。

日
本
が
独
立
国
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
り
ま
し
た
が
、
は
た
し
て
こ
れ
が
帝

国
な
の
か
、
そ
れ
と
も
た
ん
な
る
自
立
の
王
国
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
当
時

の
日
本
人
に
と
っ
て
、
非
常
に
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

事
実
、
一
六
世
紀
末
に
来
日
し
た
ス
ペ
イ
ン
人
の
ア
ビ
ラ
・
ヒ
ロ
ン
A
vila

G
ir・n

に
よ
る
日
本
滞
在
記
が
『
日
本
王
国
記
R
elaci・n

del
R
ein
o
de

N
ip
p
on
』
と
し
て
著
さ
れ
、
ま
た
先
に
紹
介
し
ま
し
た
ケ
ン
ペ
ル
の
『
日
本

誌
』
オ
ラ
ン
ダ
語
版
所
収
の
日
本
地
図
に
は
、
K
O
N
IN
K
R
Y
K
JA
P
A
N
つ
ま

り
K
・n
igreich

Jap
an
日
本
王
国
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

日
本
が
王
国
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
と
申
せ
ま
す
。
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し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
日
本
知
識
人
は
日
本
が
帝
国
で
あ
る
こ
と
に
固
執
い

た
し
ま
す
。
日
本
が
帝
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
日
本
が
日
本
で
あ
る
こ
と
の

証
明
で
あ
る
と
い
う
言
説
が
一
九
世
紀
初
頭
に
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
す
。
そ

こ
に
は
、
東
ア
ジ
ア
あ
る
い
は
儒
学
＝
漢
字
文
明
圏
に
お
け
る
特
有
の
問
題
が

存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
帝
国
と
い
う
の
は
造
語
な
わ
け
で
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
王
国
と
い
う
の
は
漢
語
の
文
脈
の
中
に
す
で
に
存
在
し
て
い
た

こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
に
お
き
ま
し
て
は
、
伝
統
的
に
、
皇
帝
か
ら
冊
封
を
受
け
る
と
い

う
形
で
、
王
国
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
漢
語
と
し

て
の
王
国
は
、
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
独
立
国
家
を
意
味
し
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
「
日
本
が
王
国
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
も
た

ら
す
問
題
は
、
た
ん
な
る
日
本
の
国
の
等
爵

尊
貴
性

に
と
ど
ま
ら
ず
、

よ
り
本
質
的
な
一
国
独
立
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
申
せ
ま
す
。
造
語
と

し
て
の
「
帝
国
」
に
よ
っ
て
叙
述
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
秩
序
、
そ
し
て
漢
語

と
し
て
の
「
王
国
」
を
包
摂
す
る
東
ア
ジ
ア
の
秩
序

こ
の
両
者
の
論
理
が

錯
綜
す
る
只
中
で
、
一
九
世
紀
の
日
本
知
識
人
は
独
自
の
世
界
像
を
描
き
出
し

て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
新
た
な
世
界
像
の
紡
ぎ
出
し
の
際
に
、
ふ
た
た
び
先
ほ
ど
の
新
井
白
石

が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
白
石
の
『
采
覧
異
言
』
か
ら
約
一
世
紀
後
に
、

山
村
才
助
（
一
七
七
〇
～
一
八
〇
七
）
と
い
う
人
物
が
『
訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』

（
一
八
〇
二
年
頃
）
を
著
し
ま
す
。
こ
れ
は
公
刊
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
白

石
の
叙
述
を
当
時
に
お
け
る
最
新
情
報
に
よ
っ
て
「
訂
正
増
訳
」
し
た
も
の
で
、

幕
末
期
以
前
に
お
け
る
世
界
地
理
知
識
の
「
相
決
算
書
」
と
も
言
わ
れ
て
お
り
、

同
時
代
の
日
本
知
識
人
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
そ
の
影
響
の
一
つ
が
、

日
本
が
帝
国
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
提
示
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

才
助
は
、
『
訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』
に
お
き
ま
し
て
、

11に
も
お
よ
ぶ
帝
国

を
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
の
帝
国
も
独
立
国
家
な
わ
け
で
あ
り

ま
す
が
、
す
べ
て
が
等
し
く
同
じ
存
在
で
あ
る
と
彼
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
す
な
わ
ち
帝
国
の
条
件
と
い
う
も
の
を
、
彼
は
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
で
弁

別
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
第
一
が
、
だ
れ
が
見
て
も
帝
国
で
あ
る
こ
と
を

疑
わ
な
い
「
威
徳
隆
盛
・
諸
邦
臣
服
」
の
「
大
国
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
、

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
や
ロ
シ
ア
・
中
国
・
ト
ル
コ
・
ム
ガ
ー
ル
と
い
っ
た
国
々
が

充
当
さ
れ
ま
す
。
第
二
が
、
国
土
が
広
い
、
「
疆
土
広
大
」
の
「
大
邦
」
で
あ

り
ま
し
て
、
ペ
ル
シ
ア
・
エ
チ
オ
ピ
ア
・
モ
ロ
ッ
コ
な
ど
が
あ
た
り
ま
す
。
最

後
に
、
臣
服
さ
れ
て
い
る
国
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
大
国
で
も
な
い
の
で
す

が
、
自
立
独
立
し
て
、
そ
れ
な
り
に
軍
事
力
が
あ
る
帝
国
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
に

タ
イ
・
日
本
・
ス
マ
ト
ラ
が
入
る
こ
と
に
な
り
ま
す （
８
）。

こ
れ
ら
諸
帝
国
の
な
か
に
あ
っ
て
、
日
本
は
ど
こ
に
位
置
す
る
か
と
考
え
て

み
ま
す
と
、

11カ
国
中
の

10番
目
、
後
ろ
か
ら
二
番
目
、
ブ
ー
ビ
ー
で
あ
り
ま

す
。
「
威
徳
隆
盛
・
諸
邦
臣
服
」
の
「
大
国
」
と
い
っ
た

堂
々
た
る
帝
国
に

比

べ
ま
す
と
、
ど
う
に
も
オ
マ
ケ
の
よ
う
な
感
が
い
た
し
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
で

も
、
「
日
本
が
帝
国
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
こ
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
た
こ
と

は
、
や
は
り
当
時
の
知
識
人
に
と
っ
て
大
き
な
驚
き
で
あ
り
喜
び
で
あ
り
ま
し

た
。こ
の
喜
び
を
も
っ
と
も
端
的
に
表
現
し
、
そ
し
て
「
帝
国
日
本
」
言
説
の
浸

透
に
大
き
く
寄
与
し
た
も
の
が
、
会
沢
正
志
斎
（
一
七
八
二
～
一
八
六
三
）
と
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い
う
水
戸
学
の
泰
斗
が
著
し
ま
し
た
『
新
論
』（
一
八
二
五
年
）
で
あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
彼
は
、
日
本
を
筆
頭
と
す
る
中
国
・
ム
ガ
ー
ル
・
ペ
ル
シ
ア
・
ト
ル
コ
・

ゲ
ル
マ
ニ
ア
・
ロ
シ
ア
の
七
カ
国
を
「
七
雄
」
と
呼
び
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

こ
れ
ら
を
『
帝
国
』
と
呼
ん
で
い
る
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
こ
の

ほ
か
に
五
カ
国
が
帝
国
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
そ
の
名
に
値
し
な
い
」

と
も
申
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
理
由
と
し
ま
し
て
は
、
こ
う
い
っ
た
小
さ
な
国

は
「
雄
を
争
ふ
」
こ
と
が
で
き
な
い

み
ず
か
ら
の
国
を
勇
武
で
も
っ
て
独

立
さ
せ
る
実
力
を
有
し
て
い
な
い
よ
う
な
小
国
は
「
帝
国
」
で
は
な
い
か
ら
で

あ
り
ま
す
。

会
沢
は
、
帝
国
の
範
疇
に
入
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
掲

げ
ら
れ
て
お
り
ま
す

7＋

5＝

11の

11カ
国
と
申
し
ま
す
の
は
、
先
ほ
ど
の
山

村
才
助
の
『
訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し

そ
の
叙
述
と
申
し
ま
す
か
序
列
と
い
う
の
は
、
非
常
に
大
き
く
、
本
当
に
改
竄

と
申
し
て
よ
い
ほ
ど
に
変
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
帝
国
の
条
件
が

変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

会
沢
は
、
才
助
が
提
示
し
た
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
の
う
ち
、
「
威
徳
隆
盛
」
・

「
大
邦
」
と
い
っ
た
基
準
を
抹
殺
し
、
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
で
あ
る
「
勢
盛
自
立
」

の
「
雄
」
を
、
帝
国
の
唯
一
の
条
件
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
近
世
日
本
の
知

識
人
に
と
っ
て
、
日
本
が
「
武
国
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
明
な
こ
と
で

あ
り
、
こ
の
日
本
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
レ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
設
定
す
る
こ

と
で
、
会
沢
は
、
日
本
が
帝
国
た
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
た
の
で

あ
り
ま
す
。

世
界
に
は
七
つ
の
帝
国
が
存
在
す
る

そ
れ
は
明
ら
か
に
、
先
ほ
ど
ご
紹

介
い
た
し
ま
し
た
桂
川
甫
周
の
『
北
槎
聞
略
』
に
お
い
て
、
「
帝
号
を
称
す
る

国
僅
に
七
国
に
て
、
皇
朝
其
一
に
居
る
」
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た

も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
来
、
「
七
国
」
で
あ
っ
た
も
の
を
「
七
雄
」
と
再
解
釈

す
る
あ
た
り
が
、
会
沢
の
儒
学
者
た
る
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、

一
九
世
紀
と
い
う
時
代
を
中
国
古
典
に
お
け
る
戦
国
時
代

戦
国
七
雄
の
割

拠
時
代

と
し
て
彼
は
と
ら
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
地
球
規
模
の
戦
国

時
代
を
闘
い
抜
か
な
け
れ
ば
、
帝
国
日
本
も
つ
い
に
は
滅
ん
で
し
ま
う
の
だ
と
、

彼
は
訴
え
た
わ
け
で
す
。

た
だ
い
ま
「
儒
学
者
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
ま
さ
に
儒
学
者
で
あ
る
が
ゆ
え

に
会
沢
は
、
「
帝
国
と
い
う
こ
と
ば
を
自
分
は
使
用
し
な
い
」
と
も
申
し
て
お

り
ま
す
。
そ
も
そ
も
日
本
と
中
国
以
外
の
「
皇
帝
」
は
、
あ
く
ま
で
も
訳
語
で

あ
っ
て
、
儒
学
を
奉
じ
、
徳
で
も
っ
て
そ
の
国
を
治
め
て
い
る
正
真
正
銘
の
皇

帝
で
は
な
い
の
だ

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
『
新
論
』

以
降
、
日
本
知
識
人
は
世
界
を
帝
国
相
互
の
権
力
政
治

p
ow

er
p
olitics、

つ

ま
り
「
雄
を
争
う
」
場
で
あ
る
と
認
識
し
て
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
『
新

論
』
と
い
う
本
は
、
か
よ
う
に
「
帝
国
日
本
」
言
説
を
浸
透
さ
せ
た
著
作
で
あ

り
ま
し
た
。

会
沢
は
か
た
く
な
に
帝
国
と
い
う
こ
と
ば
の
使
用
を
拒
否
し
ま
し
て
、
本
当

に
皇
帝
の
国
な
の
は
日
本
と
清
国
と
い
う
儒
学
を
奉
じ
て
い
る
国
だ
け
な
の
だ

と
主
張
し
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
帝
国
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
世
界
を
言
語

化
す
る
こ
と
を
、
彼
は

拒
否
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
、
「
七
雄
」
と
い

う
形
で
表
現
し
て
い
た
七
つ
の
帝
国
を
、
二
〇
年
以
上
経
た
こ
ろ
の
著
作
に
お

い
て
、
彼
が
日
本
・
中
国
・
ド
イ
ツ
・
ロ
シ
ア
・
ト
ル
コ
の
五
帝
国
へ
と
再
編
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成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す （
９
）。
そ
れ
は
、
ペ
ル
シ
ア
や
ム
ガ
ー

ル
と
い
っ
た
国
々
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
り
、
「
戦
国
の
七
雄
」
は

「
春
秋
の
五
覇
」
へ
と
更
な
る
選
抜
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

こ
の
「
五
帝
国
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
大
体
一
八
四
〇
年
代
後
半
か
ら
五
〇

年
代
に
か
け
て
日
本
知
識
人
に
一
般
化
し
て
ま
い
り
ま
す
。
こ
の
五
帝
国
に
は
、

当
然
日
本
も
入
っ
て
お
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
か
く
し
て
「
帝
国
日
本
」
の

言
説
は
確
立
し
て
い
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
斎
藤
竹
堂
（
一
八
一
五
～
一
八

五
二
）
と
い
う
仙
台
出
身
の
儒
学
者
は
、
箕
作
省
吾
（
一
八
二
一
～
一
八
四
七
）

が
一
八
四
五
年
に
刊
行
し
た
『
坤
輿
図
識
』
と
い
う
世
界
地
理
書
の
世
界
地
図

を
見
て
、「
輿
地
全
図
の
後
に
書
す
」
と
題
す
る
跋
文
を
贈
り
、

か
つ
て
帝
国
ム
ガ
ー
ル
と
い
う
の
が
存
在
し
た
が
、
こ
こ
に
は
記
載
さ
れ

て
い
な
い
。
あ
れ
ほ
ど
大
き
か
っ
た
国
で
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
と
い
う
国
は
大
き
く
は
な
い
が
、
今
な
お

帝
国
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
国
に
生
ま
れ
て
本
当
に
よ
か
っ
た
。

と
、
竹
堂
は
帝
国
と
し
て
独
立
を
保
っ
て
い
る
日
本
に
生
ま
れ
た
こ
と
の
幸
い

を
言
祝
い
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
「
帝
国
日
本
」
言
説
に
依
拠
す
る
知
識
人

と
い
う
の
が
、
蘭
学
者
だ
け
で
は
な
く
儒
学
者
に
も
次
第
に
増
え
て
い
く

そ
れ
が
一
八
四
〇
年
代
の
日
本
の
思
想
界
の
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。

四
無
印
の
「
王
国
」

「
帝
国
日
本
」
言
説
が
こ
の
よ
う
に
浸
透
し
て
い
っ
た
一
方
で
、
地
球
規
模

化
す
る
世
界
は
大
き
く
動
い
て
お
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ム
ガ
ー
ル
や
清
国
と

い
っ
た
帝
国
を
弱
体
化
さ
せ
る
王
国
と
し
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
台
頭
で
あ
り
ま
す
。

本
来
、
帝
国
よ
り
も
下
位
の
存
在
で
あ
る
王
国
が
、
帝
国
を
倒
し
て
し
ま
う
こ

と
な
ど
、
考
え
難
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
現
実
の
も
の
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
階
層
秩
序
認
識
だ
け

で
は
世
界
を
捉
え
切
れ
な
い
時
代
が
や
っ
て
参
り
ま
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
帝
国
や
王
国
と
い
っ
た
そ
の
国
の
等
爵
で
は
な
く
、『
坤
輿
図
識
』

の
よ
う
に
、
独
立
か
従
属
か
と
い
う
こ
と
を
第
一
の
基
準
と
し
て
叙
述
す
る
世

界
地
理
書
が
著
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
『
坤
輿
図
識
』
で
は
、
従
属
国
を

記
述
し
た
頁
は
、
一
段
下
げ
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
視
覚
的
に
も
独
立
と
従

属
の
違
い
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
言
う
な
れ
ば
、
「
独
立

－

従

属

－

無
主
の
地
」
と
い
う
主
権
の
論
理
に
基
づ
い
た
新
た
な
階
層
秩
序
認
識
が

形
成
さ
れ
た
の
で
す
。

し
か
し
な
が
ら
王
国
で
あ
れ
ば
、
必
ず
独
立
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
ご

ざ
い
ま
せ
ん
。
ア
ジ
ア
に
お
け
る
記
述
に
お
い
て
、
「
本
邦
、
漢
土
を
二
帝
国

と
称
す
。
其
下
王
と
称
す
る
者
尠 す
く
なか
ら
ず
」
（
一
巻
、
一
丁
裏
）
と
記
し
て
お

り
ま
す
よ
う
に
、
『
坤
輿
図
識
』
は
、
帝
国
と
王
国
の
間
に
明
ら
か
な
等
差
を

設
け
て
お
り
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冊
封
の
王
国
の
存
在
が
、
こ
の
よ
う

な
表
現
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
東
ア
ジ
ア
で
は
、
帝
国
は
王
国
の
上
位
に
あ
っ

て
、
そ
れ
ゆ
え
確
実
に
独
立
し
た
存
在
な
の
だ
と
『
坤
輿
図
識
』
は
言
う
の
で

あ
り
ま
す
。

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
朝
鮮
王
国
の
存
在
で
あ
り
ま
す
。
『
坤
輿

図
識
』
で
は
、
朝
鮮
は
中
国
の
従
属
国
と
し
て
、
独
立
国
よ
り
一
段
下
げ
た
形
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式
で
叙
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
朝
鮮
は
王
国
で
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
お
け
る
「
自
立
の
王
国
」
と
は
異
な
っ
た
「
王
国
」

漢
語
本
来
の
意

味
で
の
「
王
国
」

で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
「
自
立
の
王
国
」
と
無
印
の
「
王
国
」
の
併
存
は
、
近
代
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
国
家
間
関
係
（
近
代
的
主
権
論
）
と
近
世
東
ア
ジ
ア
の
冊
封
体
制

（
儒
学
的
名
分
論
）
と
の
奇
妙
な
混
淆
の
賜
物
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
こ
の
混

淆
こ
そ
が
、
一
九
世
紀
東
ア
ジ
ア
の
国
際
関
係
に
お
け
る
ア
ポ
リ
ア
に
な
っ
た

こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
ま
し
て
、
日
清
講
和
条
約
（
一
八
九
五
年
）
の
第

一
条
に
、
清
朝
の
宗
主
権
か
ら
独
立
し
た
存
在
と
し
て
、
朝
鮮
を
承
認
す
る
記

述
が
必
要
に
な
っ
た
ゆ
え
ん
で
も
あ
り
ま
し
た
。

王
国
は
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
西
洋
の
論
理
と
、
王
国
と
し
て
の
朝

鮮
が
従
属
国
で
あ
る
と
い
う
東
洋
の
論
理
と
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
矛
盾
い

た
し
ま
す
。
こ
の
矛
盾
に
対
し
て
、
儒
学
者
の
斎
藤
拙
堂
（
一
七
九
七
～
一
八

六
五
）
と
い
う
人
物
は
、
著
書
の
『
地
学
挙
要
』
（
一
八
四
九
年
カ
）
に
お
い

て
、

本
来
、
王
国
と
は
独
立
不
羈
の
国
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
琉
球
王
国
な

ど
は
冊
封
を
受
け
た
名
ば
か
り
の
王
国
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
公
侯
の
国

〔
従
属
国
〕
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
朝
鮮
や
ベ
ト
ナ
ム
は
、
冊
封
さ
れ

て
い
る
も
の
の
、
面
積
が
広
い
か
ら
自
立
の
王
国
な
の
で
あ
る
。

と
、
申
し
ま
し
て
、
冊
封
は
受
け
て
い
る
が
一
応
独
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
、
論
理
的
錯
綜
を
含
み
な
が
ら
も
強
弁
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
強
弁
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
と
申
し
ま
す
と
、
朝
鮮
と
い

う
国
は
日
本
と
対
等
に
通
信
し
て
い
た

通
信
と
申
し
ま
す
の
は
誼 よ
し
みを
通
じ

る
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も

唯
一
の
国
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
意
味
で
は
、
日
本
が
独
立
し
て
い
る
以
上
、
朝
鮮
も
ま
た
独
立
国
で

あ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
非
常
に
強
引
な
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

東
ア
ジ
ア
の
王
国
と
い
う
も
の
が
、
自
立
の
王
国
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

そ
う
で
は
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
が
確
実
に
独
立
し
て
い
る
国

と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、
王
国
の
一
等
上
に
存
在
す
る
帝
国
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
よ
う
な
認
識
が
生
ま
れ
て
参
り
ま

す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
東
西
の
論
理
が
錯
綜
し
た
結
果
現
れ
た
世
界
像
で
あ
っ
た

と
申
せ
ま
す
。

本
来
、
冊
封
体
制
は
近
代
国
家
間
シ
ス
テ
ム
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
意
味
で
「
自
立
の
王
国
」
と
い
う
表
現
自
体
、

形
容
矛
盾
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
相
克
を
解
決
さ
せ
る

あ
る
い
は

東
西
の
論
理
を
架
橋
さ
せ
る
新
た
な
論
理
を
提
示
し
た
の
が
、
幕
末
の
尊
攘
志

士
の
吉
田
松
陰
（
一
八
三
〇
～
一
八
五
九
）
と
い
う
人
物
で
あ
り
ま
す
。

先
に
御
紹
介
い
た
し
ま
し
た
ケ
ン
ペ
ル
は
、
『
日
本
誌
』
に
お
い
て
、
日
本

に
は
宗
教
的
な
世
襲
皇
帝
と
し
て
の
天
皇
と
政
治
的
な
世
襲
皇
帝
と
し
て
の
将

軍
と
い
う
二
人
の
皇
帝
が
存
在
し
て
い
る
と
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
当

時
の
西
洋
に
お
け
る
一
般
的
な
「
帝
国
日
本
」
理
解
を
形
成
し
て
お
り
ま
し
た
。

一
八
五
三
年
に
ペ
リ
ー
艦
隊
が
も
た
ら
し
た
ア
メ
リ
カ
国
書
は
日
本
帝
国
皇
帝

陛
下

h
is

Im
p
erial

M
ajesty,

th
e
E
m
p
eror

of
Jap

an
に

宛
て
ら
れ
た
も
の
で
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あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
当
然
の
よ
う
に
徳
川
将
軍
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り

ま
す
。
幕
府
は
帝
国
日
本
を
代
表
す
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
日
米
和
親
条
約
は

そ
の
認
識
の
上
に
結
ば
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
松
陰
に
と
っ
て
、
幕
府
が
帝
国
日
本
を
代
表
す
る
こ
と
自
体
が
非

常
に
看
過
で
き
な
い
事
態
で
あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
皇
帝
と
し
て
の
天

皇
こ
そ
が
、
日
本
を
帝
国
た
ら
し
め
る
も
っ
と
も
本
源
的
な
根
拠
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
日
本
に
お
け
る
名
分
か
ら
導
か
れ
る
当
然
の
結
論
で
あ
る
と
、
彼
が
考

え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
徳
川
将
軍
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

国
王
で
も
な
け
れ
ば
皇
帝
で
も
な
い

あ
く
ま
で
も
臣
下
で
し
か
な
い
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
主
張
す
る
松
陰
は
、
「
冊
封
の
王
国
」
で
あ
る
朝
鮮
と
の
「
対

等
外
交
」
を
、
あ
く
ま
で
も
幕
府
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
日
本
そ
の
も
の

つ
ま
り
天
皇
と
対
等
に
交
際
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
朝
鮮
は

天
皇
の
臣
下
で
あ
る
と
こ
ろ
の
将
軍
と
同
じ
次
元
の
存
在
で
あ
っ
て
、
日
本
は

清
国
と
対
等
に
交
際
す
べ
き
帝
国
の
次
元
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
る
と
解
釈
す

る
こ
と
で
、
朝
鮮
と
の
外
交
を
合
理
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
冊
封
体
制
で
あ
っ
て
も
朝
鮮
「
王
国
」
の
自
主
権
と
い
う

の
は
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
松
陰
は
否
認
し
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
冊
封
体
制
と
い
う
近
世
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統

的
国
際
関
係
と
い
う
も
の
か
ら
離
脱
し
、
「
帝
国
日
本
」
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
な
国
家
間
関
係
に
み
ず
か
ら
を
編
入
し
て
い
く
、
そ
う
い
っ
た
思
考
で
あ
っ

た
と
言
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
「
冊
封
の
王
国
」
と
「
自
立
の
王
国
」
の
錯
綜
状
況
は
、
後
者

と
の
対
等
関
係
を
選
択
す
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
統
的
な
王
国
観
念
は
、
一
九
世
紀
の
日
本
外
交
に

尾

�骨
の
よ
う
に
残
り
、
様
々
な
外
交
問
題
を
惹
起
さ
せ
た
こ
と
は
、
日
本
の

近
代
化
に
お
け
る
一
つ
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
で
あ
り
ま
し
た
。
最
後
に
そ
の
一
例
を

あ
げ
て
終
わ
り
に
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

お
わ
り
に

明
治
初
年
に
、
あ
る
外
交
問
題
は
勃
発
い
た
し
ま
し
た
。
発
端
は
イ
タ
リ
ア

の
国
王
に
関
す
る
外
交
文
書
の
中
で
、
「
イ
タ
リ
ア
国
王
殿
下
」
と
書
き
送
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す
。
儒
学
的
な
文
脈
に
お
い
て
、
国
王
に
「
殿

下
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
そ
う
そ
う
お
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す

が
、
明
ら
か
に
「
天
皇
陛

�下

�」
よ
り
も
下
位
の
表
現
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
「
殿
下
」
を
そ
の
ま
ま
翻
訳
し
て
「
ハ
イ
ネ
ス
」
と
書
い
て
し
ま
っ
た
か

ら
大
変
で
す
。
「
一
国
の
元
首
に
対
し
て
ハ
イ
ネ
ス
と
書
く
と
は
何
事
だ
」
と

い
う
こ
と
で
、
イ
タ
リ
ア
の
外
交
官
が
強
い
拒
絶
反
応
を
示
し
ま
し
て
、
書
簡

の
受
け
取
り
自
体
を
拒
否
す
る
ん
で
す
ね
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
側
は
、
な
ぜ

そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
か
全
然
わ
か
ら
な
い
と
、
と
ぼ
け
た
回
答
し
て
さ
ら
に

問
題
が
悪
化
い
た
し
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
以
外
の
西
洋
各
国
の
外
交
官
も
ま
た
、

皇
帝
陛
下
つ
ま
り
「
マ
ジ
ェ
ス
テ
ィ
ー
」
の
採
用
を
要
請
す
る
ん
で
す
が
、
明

治
政
府
は
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
れ
を
容
易
に
承
認
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

当
時
の
外
務
卿
で
あ
り
ま
し
た
沢
宣
嘉
（
一
八
三
五
～
一
八
七
三
）
は
、
但

馬
の
生
野
で
武
装
蜂
起
し
た
生
野
の
変
で
総
帥
と
な
っ
た
ほ
ど
の
尊
攘
公
卿
で

あ
り
ま
し
て
、
正
直
か
な
り
過
激
な
人
物
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
い
う
人
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物
を
外
務
卿
に
据
え
て
い
る
時
点
で
、
人
選
に
か
な
り
ミ
ス
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
沢
外
卿
は
ド
イ
ツ
北
部
連
邦

の
代
理
公
使
で
あ
り
ま
し
た
Ｍ
・
Ｖ
・
ブ
ラ
ン
ト
と
の
会
談 （

�）に
お
き
ま
し
て
、

「
皇
帝
号
を
お
望
み
で
あ
れ
ば
、
ま
っ
た
く
か
ま
い
ま
せ
ん
」
と
ず
い
ぶ
ん
殊

勝
な
こ
と
を
申
し
て
お
り
ま
す
が
、
同
時
に
「
も
し
す
べ
て
の
君
主
を
皇
帝
し

て
し
ま
え
ば
、
シ
ャ
ム
や
ら
ハ
ワ
イ
や
ら
の
小
国
の
酋
長
も
皇
帝
と
呼
ば
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
あ
な
た
方
も
望
ま
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
」
と
宣

う
わ
け
で
す
。
ま
さ
に
「
お
為
ご
か
し
」
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
ン
ト
は
、「
シ
ャ
ム
や
ハ
ワ
イ
は
独
立
国
な
の
だ
か
ら
、

皇
帝
号
は
当
然
で
し
ょ
う
。
ど
う
や
ら
あ
な
た
方
は
皇
帝
と
い
う
言
葉
を
ほ
か

の
君
主
に
使
い
た
く
な
さ
そ
う
だ
、
何
か
そ
こ
に
一
物
あ
る
よ
う
に
み
え
ま
す
」

と
、
切
り
返
し
ま
す
。
彼
自
身
、
日
本
側
に
一
物
あ
る
の
が
わ
か
っ
て
言
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
沢
は
か
ろ
う
じ
て
、
「
皇
帝
号
使
用
に
不
満
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
唯
々
条
約
書
で
の
表
記
と
の
齟
齬
が
あ
る
と
ま
ず
い
の
で
、
慎
重
に

な
っ
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
あ
な
た
方
と
の
条
約
を
守
り
た
い
か

ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
で
す
」
と
回
答
す
る
の
が
や
っ
と
で
あ

り
ま
し
た
。

こ
こ
で
の
沢
の
発
言
も
ま
た
、
や
は
り
お
為
ご
か
し
で
あ
り
ま
す
。
条
約
を

守
る
と
い
う
こ
と
を
口
実
に
、
引
き
延
ば
し
を
図
っ
た
と
言
っ
て
宜
し
い
。
と

こ
ろ
が
ブ
ラ
ン
ト
は
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
で
あ
り
ま
し
て
、
「
条
約
を
守

り
た
い
と
い
う
あ
な
た
の
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
、
ぜ
ひ
今
後
も
条
約
に

関
し
て
は
、
ほ
か
の
こ
と
も
含
め
て
ぜ
ひ
条
約
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
、
一

蹴
し
て
お
り
ま
す
。
ほ
か
の
と
こ
ろ
で
あ
な
た
方
は
随
分
条
約
を
守
っ
て
い
な

い
で
は
な
い
で
す
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
チ
ラ
チ
ラ
さ
せ
な
が
ら
皮
肉
を
込
め

て
、
ブ
ラ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

沢
の
よ
う
な
発
言
が
出
て
く
る
こ
と
自
体
、
当
時
の
明
治
新
政
府
に
お
い
て

国
家
の
対
等
観
念
と
申
し
ま
す
か
、
平
等
観
念
と
い
う
の
が
非
常
に
希
薄
で
あ
っ

た
こ
と
が
透
け
て
見
え
て
参
り
ま
す
。
ま
さ
に
そ
こ
に
は
名
分
論
的
な
「
帝
国
」

の
論
理
が
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
で
、
西
洋
列
強
に
と
っ
て
、

日
本
に
皇
帝
号
を
承
認
さ
せ
る
こ
と
は
、
み
ず
か
ら
を
帝
国
だ
と
信
じ
、
自
尊

心
を
振
り
ま
い
て
い
る
こ
の
極
東
の
島
国
を
再
教
育
す
る
好
機
会
で
あ
る
と
認

識
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

結
局
、
紆
余
曲
折
あ
り
な
が
ら
、
明
治
政
府
は
す
べ
て
の
君
主
に
等
し
く
皇

帝
号
を
使
用
し
、
や
が
て
天
皇
に
対
し
て
も
天
皇
陛
下
で
は
な
く
皇
帝
陛
下
を

用
い
る
よ
う
に
な
り
、
つ
い
に
こ
の
外
交
問
題
は
収
束
を
迎
え
た
の
で
あ
り
ま

す
。か
く
し
て
日
本
の
独
立
を
担
保
す
る
名
分
論
的
な
帝
国
の
論
理
と
い
う
も
の

は
、
政
治
的
あ
る
い
は
政
治
思
想
的
な
役
割
を
終
え
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
、
福
沢
諭
吉
が
『
掌
中
万
国
一
覧
』
（
一
八
六
九
年
）

に
お
い
て
、
一
国
の
強
弱
と
い
う
の
は
帝
国
や
王
国
な
ど
の
正
名
論

n
om

in
alism

的
な
呼
称
で
は
な
く
、
文
明
開
化
と
い
う
、
ま
さ
に
実
質
に
よ
っ

て
勝
ち
取
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
っ

た
と
申
せ
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
正
名
論
的
な
「
帝
国
日
本
」
幻
想
か
ら
実
質

的
な
富
国
強
兵
へ
と
、
日
本
の
独
立
戦

略
を
大
き
く
転
換
さ
せ
る
こ
と
を
意
味

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

名
分
論
的
な
「
帝
国
日
本
」
か
ら
転
身
し
た
「
大
日
本
帝
国
」
は
、
ま
さ
に
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主
権
国
家
と
し
て
東
ア
ジ
ア
へ
乗
り
出
し
て
参
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
既
存
の
冊

封
体
制
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
論
理
に
対
し
て
、
主
権
の
論
理

ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
論
理

を
持
っ
て
暴
れ
回
る
闖
入
者
の
誕
生
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
て
、
わ
た
く
し
の
話
を
終
わ
り
に
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
ご
静
聴
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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注（

1）
山
腰
敏
寛
編
『
中
国
歴
史
公
文
書
読
解
辞
典
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
、

二
九
頁
参
照
。

（

2）
朽
木
昌
綱
『
泰
西
輿
地
図
説
』
一
七
八
九
年
、（
蘭
学
資
料
叢
書
七
、
青
史
社
、

一
九
八
二
年
）。『
泰
西
輿
地
図
説
』
が
、
体
系
的
な
地
理
叙
述
に
お
け
る
「
帝
国
」

の
初
出
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
幕
末
期
に
お
け
る
用
語
法
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、

吉
村
忠
典
「
「
帝
国
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
一
〇
八

－

三
、

一
九
九
九
年
。
の
ち
、
吉
村
忠
典
著
『
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
の
研
究
』〈
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
三
年
〉
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（

3）
『
泰
西
図
説
』
巻
一
「
欧
羅
巴
総
論
・
爵
名
」、
二
五
頁
。

（

4）
桂
川
甫
周
『
北
槎
聞
略
』
一
七
九
四
年
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
〇
年
、
二
四

八
～
四
九
頁
、
引
用
者
訳
。

（

5）
同
前
。
以
下
、
原
文
の
引
用
の
際
に
は
、
読
み
や
す
さ
を
優
先
し
適
宜
句
読

点
等
を
付
し
た
。

（

6）
前
掲
、『
泰
西
図
説
』
巻
一
、
二
六
頁
。

（

7）
実
際
に
は
、
イ
ワ
ン
三
世
や
イ
ワ
ン
四
世
（
雷
帝
）
な
ど
が
、
ツ
ァ
ー
リ

（
カ
エ
サ
ル

C
aesar

の
転
）
を
称
し
て
い
る
が
、
当
時
の
日
本
で
は
必
ず
し
も
理

解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（

8）
山
村
才
助
『
訂
正
増
訳
采
覧
異
言
』
一
八
〇
三
年
（
蘭
学
資
料
叢
書
一
～
二
、

青
史
社
、
一
九
七
九
年
）
一
三
五
～
三
六
頁
。

（

9）
会
沢
正
志
斎
『
下
学
邇
言
』
一
八
四
七
年
起
稿
、
（
『
国
民
道
徳
叢
書
』
第
二

編
、
博
文
館
、
一
九
一
一
年
）、
七
二
二
頁
。

（

10）
『
大
日
本
外
交
文
書
』
一
八
七
〇
年
、
三
九
三
号
、
「
外
務
卿
沢
宣

嘉
、
同
大

輔
寺
島
宗
則
と
独
逸
北
部
連
邦
代
理
公
使
と
の
対
話
抜
書
」。

※
本
稿
は
、
世
界
問
題
研
究
所
第
一
三
回
例
会
で
の
発
表
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
り
、

科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究
（
Ｂ
）「「
帝
国
」
概
念
の
思
想
史
的
研
究
」
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。


