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天
王
か
ら
天
皇

ヘ

角

林

文

雄

天
皇
と
い
う
称
号
の
起
源
に

つ
い
て
は
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

通
説
に
よ
る
と
日
本
の
君
主
は
大
化
前
代
に
は

「大
王
」
を

称
し
て
い
た
が
、

七
世
紀
後
期
に
な

っ
て
、
日
本
国
内
で
道
教
の
文
献
な
ど
を
検
討
し
、

ま
た
唐

の
高
宗
が

「
天
皇
」
の
称
号
を
も

つ
た

こ
と
を
参
考
に
し
て

「
天
皇
」
と
称
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
す
る
。

私
た
ち
の
考
え
は
そ
の
よ
う
な
通
説
と
大
き
く
異
な
る
。

五
世
紀
後
期

の
稲
荷
山
鉄
剣
銘
な
ど
に
よ
る
と
、

当
時
の
日
本
の
君
主
が

「大
王
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
間
違

い
な

い
。
し
か
し
推

古
遺
文
を
は
じ
め
と
す
る
七
世
紀

の
史
料
を
み
る
と
、
「大
王
」
は
皇
子
な
ど
皇
族
の
称
号
と
し
て
か
な
り
広
く
用
い
ら
れ
て
い
て
、

唯

一

の
君
主
だ
け
を
意
味
す
る
言
葉
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で

『
日
本
書
紀
』
に
引
用
さ
れ
た
朝
鮮
系
史
料
に
よ
る
と
、

五
世
紀
後
期
に
日
本
の

君
主
は
儒
教
な
ど
の
古
典
で
君
主
を
意
味
す
る

「
天
王
」
を
称
し
て
お
り
、

そ
の
後

「
王
」
字
が
、

字
源
も
意
味
も
同
じ
の

「皇
」
字
に

改
め
ら
れ
て

「
天
皇
」
と
い
う
称
号
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
注
と

天
皇
号
の
起
源
は
こ
の
よ
う
に
し
か
考
え
ら
れ
な

い
と
思
う
が
、

現

在
で
も
通
説
に
従
う
論
議
が
多

い
。

そ
れ
で
私
は
関
連
す
る
史
料

・
研
究
を
改
め
て
検
討
し
て
新
し
い
知
見
を
得
た
。

こ
こ
で
ご
報
告
す

る
次
第
で
あ
る
。
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『
百
済
新
撰
』

の

「
天
王
」

岩
波

「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
本

『
日
本
書
紀
』
（以
下
に
古
典
大
系
本
と
略
称
す
る
）
の
本
文
校
訂
が
大
変
に
信
頼
で
き
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
定
説
に
な

っ
て
い
る
。

こ
こ
で
取
り
扱
う
雄
略
紀

（巻
十
四
）
の
場
合
、

現
存
す
る
最
古

の
写
本
は
図
書
寮
本
と
前
日
本
で
あ

り
、

い
ず
れ
も
平
安
時
代
に
遡
る
古
い
も
の
で
あ
る
注
名

古
典
大
系
本
は
こ
れ
ら
二
本
に
よ

っ
て
校
訂
を
お
こ
な
い
、

通
行
本

の
誤
り
を

多
く
訂
正
し
て
い
る
。

古
典
大
系
本
で
私
が
注
目
し
た
の
は
、

次
の
ニ
カ
所
で
天
皇
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
天
王
と
な

つ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。①

　
五
年
七
月
条
所
引

『
百
済
新
撰
』
「辛
丑
年
に
蓋
歯
王
、

弟
昆
支
君
を
遣
し
て
、

大
倭
に
向

（ま
う
）
で
て
、

天
王
に
侍
ら
し
む
。

」

②
　
一
一十
三
年
四
月
本
文

「
百
済
の
文
斤
王
、

発
ず
。

天
王
、

昆
支
王
の
王
子
の
中
に
第
二

・
未
多
王
、

幼
年
に
し
て
聡
明
な
る
を

以
て
、

勅
し
て
内
一異
に
喚

（め
）
す
。

」

こ
の
①
は

『
百
済
新
撰
』
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
な
か
で
は
日
本
を

「大
倭
」
と
し
て
い
て
、

後
の
表
記
で
あ
る

「
日
本
」

と
は
な

っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
百
済
に
お
け
る
五
世
紀
後
期
当
時

の
史
料
と
見
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
注
亀

②
は

『
日
本
書

紀
』
本
文
で
あ
る
が
、

百
済
史
料
に
よ

っ
て
文
を
作

っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
の
百
済
史
料
と
い
う
の
は
、

こ
の
辺
り
で
再
度

引
用
さ
れ
て
い
る

『
百
済
新
撰
』
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

以
上
の
二
史
料
で
天
皇
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
が
天
王
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
古
典
大
系
本
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
が
、

図
書
寮
本
に

よ
る
と
、

雄
略
紀
に
は
さ
ら
に
も
う

一
箇
所

「
天
王
」
史
料
が
あ
る
。

③
　
一
一年
七
月
条
所
引

『
百
済
新
撰
』
「
己
巳
年
に
蓋
歯
王
立

つ
。
…
…
百
済
、

慕
尼
夫
人
の
女
を
荘
飾
せ
し
め
て
、

適
稽
女
郎
と
曰

ふ
。

天
王
皇
に
貢
進
す
と
い
ふ
。

」
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こ
の

「
天
王
皇
」
の

「
王
」
字
は
ミ
セ
ケ
チ
。
し
た
が

っ
て
筆
写
者
は

「
天
皇
」
を
正
し
い
と
見
た
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
な
ら
な
ぜ
そ

の
前
に

一
日
一
「
天
王
」
と
書

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
こ
の
本
の
元
に
な

っ
た
写
本
で

「
天
王
」
と
な

っ
て
い
た
の
で
、

ま
ず
そ

れ
を
写
し
た
後
、

平
安
時
代

の
常
識
で
そ
れ
は

「
天
皇
」
で
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
、
「皇
」
字
を
書
き
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
時
代
が
下
が
る
に
従

っ
て
、

そ
の
時
代
の
常
識
に
よ

っ
て
本
文
が
改
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

前
田
本
で
は
①

の

「
天
王
」
は
ま
ず

「
天
皇
」
と
書
か
れ
た
の
ち
、
「皇
」
字
が
ミ
セ
ケ
チ
さ
れ
て
右
横
に

「
王
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ

れ
ら
に
よ

っ
て
平
安
時
代
後
期
に
写
本
が
作
ら
れ
る
過
程
で

「
天
王
」
が

「
天
皇
」
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
様
子
が
よ
く
わ
か
る
。

③

の

『
百
済
新
撰
』
史
料
は
蓋
菌
王
が
己
巳
年
に
即
位
し
た
と
い
う
。

蓋
菌
王
は

『
三
国
遺
事
』
王
暦
、

コ
ニ
国
史
記
』
に
よ
る
と
乙
未

（
四
五
五
）
年
に
即
位
、

乙
卯

（
四
七
五
）
年
没
。

こ
の
間
に
己
巳
年
は
な

い
。

己
巳
年
は
四
二
九
年
と
四
人
九
年
で
、

い
ず
れ
も
蓋
歯

王
の
実
年
代
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
己
巳
は
誤
字
で
、

本
来
は
乙
未
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
て

『
百
済
新
撰
』
な
ど
の

史
書
が
七
世
紀
後
期
に
な

っ
て
日
本
で
編
集
さ
れ
た
と
す
る
説
が
あ
る
が
、

も
し
そ
う
な
ら
そ
れ
は

『
日
本
書
紀
』
編
纂
直
前
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

そ
の
史
書
に
こ
の
よ
う
な
年
号
を
間
違
え
る
と
い
う
重
大
な
誤
字
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、

七
世

紀
後
期
成
立
説
に
は
従
え
な
い
。

誤
字
は
ず

っ
と
古

い
時
代
に

『
百
済
新
撰
』

の
写
本
を
作

っ
た
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

①

の
辛
丑
年
は
、

『
日
本
書
紀
』
の
紀
年
の
割
り
付
け
に
よ
る
と
雄
略
五

（四
六

一
）
年
に
当
た
る
。
し
か
し
実
際
に
こ
の
四
六

一
年
が

雄
略
天
皇
の
在
位
五
年
目
だ

っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。

こ
こ
で
実
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

『
宋
書
』
倭
国
伝
を
検
討
す
る
。

倭
の
五
王
の
比
定
は
元
禄
時
代
に
松
下
見
林
が

『
異
称
日
本
伝
』
の
な
か
で
行

っ
た
、

讃
＝
履
中
、

珍
――
反
正
、

済
＝
允
恭
、

興
＝
安
康
、

武
＝
雄
略
、

と
す
る
の
が
正
し
い
。

戦
後
こ
れ
に
対
す
る
異
説
が
出
さ
れ
て
、

履
中
よ
り
前

の
応
神
天
皇
や
仁
徳
天
皇
を
持
ち
出
し
て
比

定
す
る
論
者
が
多

い
た
め
、

比
定
が
混
乱
し
て
い
る
が
、

『
宋
書
』
倭
国
伝
と

『
日
本
書
紀
』
『
古
事
記
』

の
記
述
は
右

の
見
林
の
比
定
に

完
全
に

一
致
す
る
の
で
あ

っ
て
、

倭
の
五
王
に
応
神
や
仁
徳
を
当
て
る
戦
後
の
新
説
は
全
て
誤
り
で
あ
る
注
七

さ
て
そ
の

『
宋
書
』
倭
国

伝
に
よ
る
と
四
六
二
年
に
興
、　

つ
ま
り
安
康
天
皇
が
中
国
に
朝
貢
し
て
い
る
。

だ
か
ら
そ
れ
よ
り

一
年
前

の
辛
丑

（
四
六

一
）
年
に
は
雄
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略
は
ま
だ
即
位
し
て
お
ら
ず
、

安
康
天
皇
の
時
代
で
あ
る
。

②

の
雄
略
二
十
二
年
は
四
七
九
年
に
当
た
る
。

雄
略
の
名
を
含
む
稲
荷
山
鉄
剣
銘
文
が
四
七

一
年
の
年
号
を
持
ち
、

ま
た

『
宋
書
』
倭

国
伝
に
よ
る
と
四
七
八
年
に
武

（雄
略
）
が
中
国
に
朝
貢
し
て
い
る
か
ら
、

四
七
九
年
の
日
本
の
君
主
は
雄
略
で
間
違

い
な

い
。

な
お
こ

の
年
、

己
末
年
に
発
じ
た
百
済

の
王
は
文
斤
王
で
は
な
く
三
斤
王
で
あ
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、

①
と
③
が

『
百
済
新
撰
』
に
依

っ
て
い
る
こ
と
は

『
日
本
書
紀
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

文
章

の
内
容
、

ま
た

前
後
の
関
係
か
ら
み
て
②
も

『
百
済
新
撰
』
に
依

っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り

『
百
済
新
撰
』
の
記
録
が
そ
の
ま
ま

『
日

本
書
紀
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は

『
百
済
新
撰
』
に
あ

っ
た

「大
倭
」
と
か

「
天
王
」
の
よ
う
な
言
葉
ま
で
も
が
そ
の
ま

ま
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
時
期
は
五
世
紀
後
期
の
、
日
本
の
君
主
が
安
康
、

雄
略
の
時
代
で
あ

っ
た
。

こ
の

『
百
済
新
撰
』
に

基
づ
く

「
天
王
」
と
い
う

『
日
本
書
紀
』
の
記
述
は
そ
の
後
、

『
日
本
書
紀
』
の
写
本
が
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
、

後
の
常
識
に
よ

っ
て

「
天

皇
」
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

以
上
、

百
済
関
係
の

「
天
王
」
史
料
を
検
討
し
た
が
、

図
書
寮
本
に
は
さ
ら
に
顕
宗
紀
に
も
う

一
カ
所

「
天
王
」
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ

ス０
。

④

一万
年
正
月
条
割
注

「難
波
小
野
王
は
雄
朝
津
間
稚
子
宿
獅
天
王
の
曾
孫
…
…
」

雄
朝
津
間
稚
子
宿
補
天
王
は
允
恭
天
皇
。

た
だ
こ
れ
は
国
内
問
題
に
か
ん
す
る
記
述
の
中
な

の
で

「
天
王
」
史
料
と
し
て
は
孤
立
的
で
、

誤
字

で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
元
の
写
本
に
天
皇
と
あ

っ
た
の
な
ら
、

そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
平
安
時
代
の
常
識
と
矛
盾
す
る

天
王
に
誤
写
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
。　

一
応
、

参
考
資
料
と
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

な
お
図
書
寮
本
の
仁
賢
天
皇
紀

の
冒
頭
に

「仁
賢
天
王
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し

「仁
賢
」
と
い
う
漢
風
論
号
は

『
日
本
書
紀
』

が
完
成
し
て
か
ら
後
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
史
料
と
は
な
ら
な
い
。

た
だ
平
安
時
代
に

「
天
皇
」
と

「
天
王
」
が
通
用
す
る
こ
と
が

あ

つ
た
と
す
る
史
料
に
は
な
る
。
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以
上
に
論
じ
て
き
た

「
天
王
」
と
い
う
称
号
の
中
国
に
お
け
る
用
例
に

つ
い
て
は
宮
崎
と
角
林
が
す
で
に
考
祭
を
加
え
た
。

中
国
の
古

典
に
古
く
か
ら
あ
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば

『
春
秋
左
氏
伝
』
の
冒
頭
に
は
、

隠
公
元
年

「
天
王
使
宰
…
…
」
と
あ
る
。

そ
の
天
王
と
い

う
の
は

『
史
記
』
孝
文
本
紀
に

「
所
謂
天
王
者
乃
天
子
」
と
記
し
て
あ
る
通
り
で
あ
る
。

ま
た
六
朝
時
代

の
支
配
者
が
実
際
に
天
王
と
称

し
て
い
た
史
料
が
散
見
す
る
。

大
燕
の
慕
容
雲
は

「
天
王
」
位
に

つ
い
て
お
り

翁
晋
書
し
、

西
魏
の
恭
帝
か
ら
禅
譲
さ
れ
た
宇
文
党
は
即

位
し
て

「
天
王
」
を
称
し
て
い
る

（『
北
史
し
。

こ
の
よ
う
に

「
天
王
」
と
い
う
称
号
は
史
料
に
散
見
す
る
う
え
に
、

実
際
に
も
用
い
ら
れ

て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
日
本
人
よ
り
も
深
く
漢
籍
に
親
し
ん
で
お
り
、

ま
た
東
ア
ジ
ア
の
外
交
関
係
に
通
じ
て
い
た
百
済

の
知
識
人
が

日
本

の
支
配
者
を

「
天
王
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
自
然

の
成
り
行
き
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
な
ん
の
違
和
感
も
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
最
近
発
表
さ
れ
た
、
「
天
王
」
号
史
料
は
誤
写
に
す
ぎ
な

い
と
す
る
東
野
説
注
５
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、

顕
宗
紀

の
場
合
な
ど
は
誤
写
の
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

雄
略
紀
の
三
箇
所
で
、

『
百
済
新
撰
』
の
記
録
が

『
日
本
書
紀
』
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
と
こ
ろ
で
の
み

「
天
王
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、

単
な
る
誤
写
説
で
は
説
明
が

つ
か
な
い
。

図
書
寮
本
と
前
日
本
の
雄
略
紀
で

は
こ
の
他
の
と
こ
ろ
で
天
皇
を

「
天
王
」
と
誤

っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

「規
則
的
な
誤
写
」
は
起

こ
り
得
な

い
。
「
天
王
」
は

『
百
済
新
撰
』
が
日
本
の
天
皇
を

「
天
王
」
と
記
し
て
い
た
た
め

『
日
本
書
紀
』
も
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
記
し
て
い
た
こ
と

に
由
来
し
、

古

い
古
写
本
に
は
そ
の

『
日
本
書
紀
』
原
本
の
表
記
が
そ
の
ま
ま
残

っ
て
い
た
と
す
る
の
が
自
然
な
解
釈
で
あ
ろ
う
。

稲
荷
山
鉄
剣
銘
文
に
よ
る
と
雄
略
は

「大
王
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

従

っ
て
当
時
の
支
配
者
は

「大
王
」
の
称
号
を
も

つ
て
い
た
。
し

か
し
日
本

の

「大
王
」
号
は
天
皇
だ
け
で
な
く
、

他
の
皇
族
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。

だ
か
ら

「大
王
」
と
い
え
ば
日
本
の
君
主
、　

つ
ま
り

天
皇
だ
け
を
指
し
た
わ
け
で
は
な

い
注
名

そ
の

一
方
で
外
交
的
に
は
百
済
か
ら

「
天
王
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
お
そ
ら
く
推
古
朝
に
天
王
の

「
王
」
が
、

そ
れ
と
同
じ
字
源
で
同
じ
意
味

の

「皇
」
に
変
え
ら
れ
て
、

こ
こ
に

「
天
皇
」
の
称
号

が
出
現
し
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

王
も
皇
も
権
威

の
象
徴
で
あ
る

マ
サ
カ
リ

（飯
）
の
象
形
字
。

マ
サ
カ
リ
の
峰

の
部
分
に
玉
飾
り

（白
）
を
付
け
た
の
が
皇
で
あ
る

（白
川
静

『
字
通
し
。

こ
の
よ
う
な

「
王
」
か
ら

「皇
」

へ
の
変
更
は
、

仏
教
の
導
入
に
従

っ
て

「諸
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天
王
」
「
四
天
王
の
像
を
作
る
」
「
四
天
王
寺
を
造
る
」
昼
不
峻
天
皇
即
位
前
紀
）
な
ど
と
、

天
王

・
四
天
王
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら

れ
始
め
た
の
で
、

そ
れ
と
区
別
す
る
意
味
も
あ

っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

「
天
王
」
を

「
天
皇
」
に
変
更
し
た
と
す
る
と
、

そ
れ
は
な
ん
で
も
な

い
時
に
行
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

お
そ
ら
く
国
を
あ
げ
た

外
交
交
渉

の
場
で
あ
る
遣
隋
使

の
派
遣
あ
た
り
が
画
期
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

推
古
紀

一
六

（六
〇
八
）
年
九
月
条
に
、

小
野
妹
子

の
中
国

へ
持
参
し
た
書
に

「東
の
天
皇
、

敬
み
て
西
の
皇
帝
に
白
す
」
と
記
し
て
あ

っ
た
と
す
る
。

今

の
学
会
で
は
こ
の
天
皇
の
語
を
当

時

の
も
の
と
す
る
の
に
障
賭
し
て
い
る
が
、

特
に
疑
問
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
の
後
、

推
古
二
十
八

（六
二
〇
）
年
に

『
天
皇
記

・

国
記
』
が
編
纂
さ
れ
た
。

『
天
皇
記

。
国
記
』
の
編
纂
は
聖
徳
太
子
が
中
心
に
な

っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
国
家
的
な
歴
史
編
纂
事
業
で
あ

っ
た
。

『
天
皇
記
』
が
本
来
例
え
ば

『
大
王
記
』
と
い
う
よ
う
な
題
名
で
ぁ

っ
た
と
す
る
よ
う
な
根
拠
は
な

い
か
ら
、

こ
の
史
書
は
最
初
か
ら

『
天

皇
記
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

新
し
く
歴
史
書
を
編
纂
す
る
に
あ
た

っ
て
君
主
の
称
号
の
表
記
も

「
天
皇
」
で
統

一
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一　
唐

の
高
宗

の

「
天
皇
」
号
と
道
教

の

「
天
皇
」

七
世
紀
後
期
、

権
力
を
手
中
に
し
た
則
天
武
后
は
六
七
四
年
八
月
に
皇
帝
を

「
天
皇
」
、

皇
后
を

「
天
后
」
と
す
る
こ
と
を
命
じ
、

年
号

を

「上
元
」
と
改
元
し
た
。

そ
の
後
、

天
皇
の
高
宗
は
六
人
三
年
に
崩
御
し
た
。

論
を

「
天
皇
大
帝
」
と
い
う
。

こ
の
論
は
そ
の
後
、

七

五
四
年
に

「
天
皇
大
弘
孝
皇
帝
」
に
改
め
ら
れ
た

（『
旧
唐
書
』
高
宗
紀
）
。

高
宗

の
死
と
と
も
に
皇
帝
が
天
皇
と
称
す
る
こ
と
は
終
わ

っ

た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
な
お
知
識
人
の
あ
い
だ
に
は

「
天
皇
」
が
皇
帝
を
指
す
言
葉
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
残
存
し
て
い
た
こ
と

が
七
五
四
年
の
論
の

「
天
皇
大
弘
孝
皇
帝
」

へ
の
変
更
に
よ

っ
て
も
わ
か
る
。

通
説
に
よ
る
と
日
本
の
支
配
者
は
七
世
紀
後
期
の
天
武

・
持
統
朝
に

「
天
皇
」
を
称
し
始
め
た
と
い
う
。

そ
れ
は
ま
さ
に
中
国
の
皇
帝
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が

「
天
皇
」
を
称
し
始
め
た
時
期
に
あ
た
る
。

そ
う
す
る
と
、

中
国
の
皇
帝
が

「
天
皇
」
と
称
し
て
い
る
時
に
非
中
国
人

・
蕃
夷
の
君
長

に
す
ぎ
な

い
日
本
の
支
配
者
が
、

中
国
皇
帝
と
対
等

の

「
天
皇
」
と
称
し
た
こ
と
に
な
る
。

か

つ
て
遣
隋
使
は

「
日
出
づ
る
処
の
天
子
、

書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
」
と
い
う
国
書
を
持
参
し
て
腸
帝

の
怒
り
に
触
れ
た
。

推
古
朝
の
日
本
は
ま
だ
東
ア
ジ
ア
の
外
交
関
係

に
習
熟
し
て
い
な
か

っ
た
か
ら
こ
の
よ
う
な
失
敗
を
し
た
が
、

七
世
紀
後
期
に
な
れ
ば
留
学
生

・
留
学
僧
の
帰
国
な
ど
で
日
本
の
知
識
人

も
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
を
よ
く
理
解
す
る
よ
う
に
な

っ
て
き
て
い
る
。

そ
の
日
本

の
君
主
が
、

あ
え
て
中
国
皇
帝

と

「
対
等

の
」
称
号
を
名
乗
る
な
ど
と
い
う
失
敗
を
犯
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
注
名

そ
れ
で
も
な
お
七
世
紀
後
期

の
日
本
の
支
配
者
が

「
天
皇
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

私
は
次
の
よ
う

に
考
え
る
。

推
古
朝
以
来
の
日
本
の
支
配
者
は

一
貫
し
て

「
天
皇
」
と
称
し
て
い
た
。

遣
隋
使
は
日
本
の
支
配
者
を

「
天
皇
」
と
し
て
い

た
。
し
か
し
そ
の
称
号
が
そ
の
後
、

隋
が
滅
ん
で
唐

の
時
代
に
な

っ
た
中
国
と
の
外
交
の
場
で
も
使
わ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
で
則
天
武
后
は
恐
ら
く
日
本
の
君
主
が
ど
う
名
乗

っ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
事
情
は
知
ら
ず
に
、

道
教
思
想
に
基
づ
い
て
六
七
四

年
か
ら
皇
帝
を

「
天
皇
」
と
称
し
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
際
、
日
本
で
は
天
王
か
ら

「
王
」
を

「皇
」
に
変
え
て
天
皇
と
し
た
の
に

対
し
て
、

中
国
で
は
道
教
思
想
に
基
づ
い
て
天
皇
と
い
う
称
号
を
作

っ
た
の
で
、

同
じ

「
天
皇
」
と
は
な

っ
た
が
本
来

の
意
味
が
違
う
と

い
え
よ
う
。

そ
う
す
る
と
日
本
と
中
国
に
お
い
て
同
時
に

「
天
皇
」
と
い
う
称
号
が
存
在
し
た
の
は
、

い
わ
ば
偶
然

の

一
致
で
あ
り
、

結

果
論
と
し
て
そ
う
な

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
通
説
は
天
皇
号
の
思
想
的
根
拠
を
津
田
の
研
究
に
依
存
す
る
。
「
天
皇
考
」
の
な
か
で
津
田
は

『
春
秋
緯
』
に

「
天
皇
大
帝
北
辰
星

也
」
と
あ
る
こ
と
や
道
教
史
料
の

「
元
始
天
王
」
な
ど
を
引
用
し
考
祭
し
て
い
る
注
名

と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
史
料
に

一
貫
し
て
い
る
の
は

天
皇

・
天
王
が
星
で
あ

っ
た
り
神
で
あ

っ
た
り
し
て
世
俗
の
君
主
の
称
号
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
基
づ
い
て
七
世
紀

後
期
の
日
本
の
知
識
人
は
世
俗
君
主
の
称
号
と
し
て
の

「
天
皇
」
を
作
り
出
し
た
と
通
説
は
い
う
。
し
か
し
私
は
当
時

の
日
本
の
知
識
人

の
道
教
関
係

の
文
献
に
対
す
る
理
解
が
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
た
と
は
考
え
な
い
。

当
時
、
日
本
で
は
儒
教
を
学
ん
で
中
国
の
よ
う
な
律
令
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に
基
づ
く
国
家
を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
。

そ
の
時
代
に
、

道
教
関
係
の
資
料
を
深
く
研
究
し
て

「
天
皇
」
と
い
う
君
主

の
称
号
を
作
り
だ

し
た
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
約
す
る
と
、

則
天
武
后
が
六
七
四
年
に
皇
帝
を
天
皇
と
称
す
る
よ
う
に
命
じ
た
こ
ろ
に
日
本
の
君
主
も
そ
れ
を
真
似
て

（
９
↓

天
皇
と
称
し
始
め
た
と
す
る
と
、
日
本
の
君
主
は
中
国
の
皇
帝
と

「対
等
の
」
立
場
に
立

つ
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
に
な
り
、

そ
れ
は
東

ア
ジ
ア
の
国
際
秩
序
か
ら
み
て
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
七
世
紀
後
半
に
な

っ
て
日
本
で
独
自
に
道
教

の
文
献
な
ど
を
検
討
し

て
、

世
俗
君
主
を
天
皇
と
い
う
称
号
で
呼
ぶ
こ
と
に
な

っ
た
、

と
考
え
て
み
た
場
合
、

当
時
の
日
本
の
知
識
人
は
道
教
文
献
に
通
じ
て
お

り
、

そ
れ
を
積
極
的
に
利
用
し
て
君
主
の
称
号
を
創
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
当
時
の
日
本
の
知
識
人
が
道
教
文
献
に
そ
れ
ほ
ど
通

じ
て
い
た
と
す
る
根
拠
は
な

い
。

儒
教
に
基
づ
い
た
律
令
国
家

へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
と
き
に
道
教
思
想
を
導
入
し
て
君
主
の
称
号
を
作

っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
に
く
い
。
と
こ
ろ
が
儒
教
で
は
古
く
か
ら
世
俗
君
主
を
天
王
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、

そ
れ
に
よ

つ
て
ま
ず

「
天
王
」
号
が
で
き
て
、

そ
れ
が
意
味
的
に
同
じ
で
あ
る

「
天
皇
」
と
な

っ
た
と
す
る
の
が
無
理
の
な

い
解
釈
で
あ
ろ
う
注
老

私
た
ち

の

「
天
王
」
説
は
史
料
が
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
を
受
け
た
。

問
題
は
史
料
の
多
寡
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

論
理
的
に

最
も
蓋
然
性
の
高

い
説
を
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
従
来
知
ら
れ
て
い
た
①
②
に
加
え
て
③
を
も
検
討
し
て
、

そ
れ
ら
が
百
済
史

料
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
百
済
史
料
を
よ
り
具
体
的
に
い
う
と

『
百
済
新
撰
』
で
あ
る
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
論
じ
た
。

こ
れ

に
よ

っ
て
史
料
の
性
格
が
明
確
に
な

っ
た
。

『
日
本
書
紀
』
に
引
用
さ
れ
た

『
百
済
新
撰
』
史
料
に
よ
る
と
、

五
世
紀
後
期
の
百
済
で
は
儒

教

の
用
例
に
従

っ
て
日
本

の
君
主
を

「
天
王
」
と
称
し
て
い
た
。

そ
れ
は
日
本
の
安
康
、

雄
略
天
皇
の
時
代
で
あ
る
。
日
本
の

「
天
皇
」

と
い
う
称
号
の
起
源
が
こ
の

「
天
王
」
に
あ
る
と
す
る
私
た
ち
の
主
張
は
よ
り
強
ま

っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

〓
一　
百
済
三
書
に

つ
い
て
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『
日
本
書
紀
』
に
は
神
功
紀
四
十
七
年
か
ら
欽
明
紀
十
七
年
の
あ
い
だ
の
各
所
に
百
済
の
歴
史
書
三
冊
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は

『
百
済
記
』
『
百
済
本
記
』
『
百
済
新
撰
』
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は

『
日
本
書
紀
』
初
期
日
朝
関
係
記
事

の
基
礎
史
料
で
あ

っ
た
。

初
期
日
朝

関
係
の
日
本
側
伝
承
が
神
功
皇
后
の

「
三
韓
征
伐
」
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、

百
済
三
書
な
ど
に
依

っ
て

記
さ
れ
た

『
日
本
書
紀
』

の
記
事
は
年
月
ゃ
個
人
名
を
含
め
て
極
め
て
正
確
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ

っ
て
私
た
ち
は
初
期
の
日
朝
関
係
を
具

体
的
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

特
に
四
世
紀
後
期
の
日
朝
関
係
や
六
世
紀
前
期
の
加
羅
諸
国
滅
亡
過
程
の
記
録
は
生
き
生
き

と
当
時

の
実
情
を
伝
え
て
い
る
注
ぱ

テ
▼
」
で
こ
れ
ら
百
済
三
書
の
性
格
、

そ
の
な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
語
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

百
済
三
書

の
書
物
と
し
て
の
成
り
立
ち
に

つ
い
て
は
、

七
世
紀
の
百
済
滅
亡
後
、
日
本
に
亡
命
し
た
知
識
人
が
持
参
し
た
史
料
に
基
づ

い
て
日
本
で
編
纂
し
た
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
。
日
本
を

「
日
本
」
、
日
本
の
君
主
を

「
天
皇
」
と
表
記
す
る
よ
う
な
、

後
の
知
識
に
よ

つ

て
書
か
れ
た
と
こ
ろ
や
、
日
本
政
府
を

「
天
朝
」
と
す
る
よ
う
な
日
本
に
媚
び
た
表
現
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
注
甘

し
か
し
そ
れ
ら
の

表
現
は

『
日
本
書
紀
』
編
集

の
際
、

引
用
に
当
た

っ
て
も
と
の
百
済
三
書
の
文
に
手
を
加
え
た
と
す
れ
ば
解
決
す
る
。

百
済
人
が
日
本
亡

命
後
編
集
し
た
の
な
ら
な
ぜ

「
三
」
書
に
し
た
の
か
、
し
か
も
そ
の
な
か
に
な
ぜ

「新
撰
」
が
あ
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
さ
ら
に
先

に
考
証
し
た
よ
う
に
百
済
三
書

の
内
容
に
は
、

百
済
王
の
名
前
な
ど
基
本
的
な
と
こ
ろ
に
誤
字
が
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
誤
字
は
お

そ
ら
く
、

『
日
本
書
紀
』
編
集
時
に
古

い
写
本
し
か
残

っ
て
い
な
か

っ
た
た
め
に
お
こ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

新
し
く
編
集
さ
れ
た
史
書
か

ら
の
引
用
に
は
あ
り
え
な

い
も
の
で
あ
る
。

私
は
、

百
済
三
書
は
古
く
百
済
で
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

亡
命
百
済
人
は
そ
れ
を
携
え

て
日
本
に
き
て
、

『
日
本
書
紀
』
編
集
に
参
画
し
た
と
き
そ
の
持
参
し
た
古
写
本
を
利
用
し
た
も
の
と
考
え
る
。

亡
命
百
済
人
が

『
日
本
書
紀
』

の
編
集
に
参
加
し
た
こ
と
は
次
の
よ
う
に
証
明
で
き
る
。
日
本
の
歴
史
書
で
あ
る

『
日
本
書
紀
』
に
百

済

の
歴
史
書
が
引
用
さ
れ
、
し
か
も
と
こ
ろ
に
よ

っ
て
は
日
本
の
歴
史
と
は
関
係
の
な
い
、

百
済
の
歴
史
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。

な
ぜ

こ
ん
な
こ
と
が
起

っ
て
い
る
の
か
？
私
見
に
よ
る
と
そ
れ
は

『
日
本
書
紀
』
の
少
な
く
と
も

一
部
が
百
済
滅
亡
後
、
日
本
に
亡
命
し
た
百

済
の
知
識
人
に
よ

っ
て
編
集

・
執
筆
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

彼
等
は
異
国
の
歴
史
書
の
な
か
に
滅
亡
し
た
祖
国
の
こ
と
を
ほ
ん
の
少
し
で
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も
書
き
残
し
て
お
き
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。

百
済

の
歴
史
書
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
百
済

の
立
場
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
表
記
に
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
が
で
て
く
る
。

例
え

ば

『
日
本
書
紀
』
継
体
紀
二
十
三
年
二
月
条
に

「蕃
国
官
家
」
と
記
し
て
あ
る
。

そ
れ
は

「加
羅
諸
国

（官
家
）
が
日
本

（蕃
国
）
の
支

配
下
に
あ
る
」
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。

つ
ま
り
日
本
を

「蕃
国
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
明
ら
か
に
日
本
を
見
下
し
て
い

る
。
日
本

の
史
書
に
朝
鮮
を
優
位
に
み
た
記
述
が
残

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
表
記
が
残

っ
た
こ
と
は
百
済
三
書

の
史
料
価
値
を
高

め
る
。

百
済
史
料
に
依

っ
た

『
日
本
書
紀
』

の
記
述
で
は
こ
の
よ
う
に
百
済
が
日
本
を

「春
国
」
と
記
す
と
こ
ろ
が
あ
る

一
方
で
、
日
本
に
対

し
て
朝
鮮
諸
国
を

「蕃
」
と
、

卑
下
し
て
表
記
す
る
場
合
も
あ
る
。

欽
明
紀
九
年
四
月
条
に

「西
蕃
皆
称
日
本
天
皇
、

為
可
畏
天
皇
」
と

あ
り
、

こ
の

「西
蕃
」
は
朝
鮮
諸
国
の
こ
と
で
あ
る
。

朝
鮮
諸
国
は
み
な
、
日
本
の
天
皇
を

「
可
畏

（
か
し
こ
き
）
天
皇
」
と
い
う
、

と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の

「
可
畏
天
皇
」
を
古
い
史
料
と
し
て
重
視
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
「
天
皇
」
と
い
う
表
記
は
欽
明
朝
、

つ
ま
り

六
世
紀
前
期
の
も
の
と
し
て
は
あ
り
え
な
い
し
、
「
可
畏
」
は
唐
代

国
語
に
よ
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

『
敦
煙
変
文
字
義
通
釈
』
に
多

く
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
「
可
畏
釈
迦
牟
尼
仏
」
「
可
畏
維
摩
大
菩
薩
」
な
ど
、

立
派
さ
を
讃
え
る
接
頭
辞
で
あ
る
。

変
文
に
み
ら
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
し
て
も
会
話
的
な
言
葉
で
あ

っ
て
、

公
式

の
称
号
な
ど
で
は
な
い
注
Ｙ

ま
た
こ
の
文
で
は

「
日
本
天
皇
」
と

「
日
本
」
と
い
う

言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
、

こ
れ
も
古

い
史
料
と
は
な
し
が
た
い
。

百
済
三
書

の
記
述
に
日
本
を

宣
貝
国
」
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
「媚
び
た
よ
う
な
表
現
」
と
さ
れ
る
が
、

中
国
古
典
に
用
例
が
あ
り
、
「貴

国
」
は

「上
位
の
大
国
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
注
ぜ

そ
れ
で
こ
の
時
代
に
は
百
済

の
よ
う
に
日
本
の
支
援
を
必
要
と
す
る

国
は
日
本
を
優
位
に
立
て
て

「貴
国
」
と
呼
ぶ
が
、
日
本
が
百
済
を

「貴
国
」
と
い
う
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
。

後
の
勘
海
と
の
交
渉
で

も
渤
海
国
王
か
ら
日
本
の
天
皇

へ
の
国
書
で
は
、
日
本
を

「貴
国
」
と
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。

ず

っ
と
後
の
高
一麗
の
時
代
に
な
る
と
日

本
は
高
一麗
に
対
し
て

「貴
国
」
と
呼
ん
で
い
る
注
甘

テ
】
の
よ
う
に
百
済
滅
亡
以
前
の
状
況
で
は
、
日
本
の
支
援
を
期
待
し
て
い
る
百
済
は
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外
交
上
、
日
本
に
媚
び
た
よ
う
な

「貴
国
」
と
い
う
呼
び
方
を
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
当
時
の
実
情
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ

】
（”
／
。

四

　

「
日
本
」
の
国
号
と

「
天
皇
」
号
の
起
源

こ
れ
ま
で
日
本
の
君
主

の
称
号
で
あ
る

「
天
皇
」
号
に
考
証
を
加
え
て
き
た
が
、

こ
こ
で

「
天
皇
」
と
同
様
に
重
要
な

「
日
本
」
と
い

う
国
号
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
注
警

先
に
述
べ
た
よ
う
に
推
古
朝
の
遣
隋
使
は

「
日
出
づ
る
処
の
天
子
、

書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
」
と
い
う
国
書
を
持
参
し
て
場

帝

の
怒
り
に
触
れ
た
。
日
本
は
中
国
の
東
に
位
置
す
る
か
ら

「
日
出
づ
る
処
」
で
あ
り
、

そ
れ
は

「
日
の
本
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ

れ
を
見
て
な
ぜ
腸
帝
は
怒

っ
た
の
か
。

栗
原
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

『
北
史
』
西
域
伝
波
斯
国
条
に

「大
国
天
子
、

天
之
所
生
、

願
日
出

処
常
為
漢
、

中
天
子
波
斯
国
王
居
和
多

・
・
・
」
と
ぁ
り
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
波
斯
国
か
ら
み
て
東
の
日
の
出
る
位
置
に
あ
る
漢
を
優
位

と
し
、

西
の
波
斯
国
王
自
身
を

「中
天
子
」
と
低
く
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
漢
を
優
位
と
す
る
こ
と
で
秩
序
が
成
り
立

つ
。
と
こ
ろ
が

日
本
の
国
書
で
は
日
本
の
君
主
が

「
日
出
づ
る
処
の
天
子
」
と
し
て
優
位
に
立
ち
、

書
を
中
国
の

「
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
」
と
し

た
か
ら
腸
帝
が
怒

っ
た
の
で
あ
る
注
芋

波
斯
国
は
中
国
の
西
に
位
置
す
る
か
ら
、

波
斯
国
か
ら
み
て
中
国
は

「
日
の
本
」
に
な
る
か
ら
そ
れ
で
秩
序
は
保
て
る
。
と
こ
ろ
が
中

国
の
東
に
位
置
す
る
日
本
と
中
国
と
で
は
こ
の
東
西
の
関
係
が
逆
転
す
る
。
日
本
の
ほ
う
が
優
位
に
立

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
東

西
の
位
置
関
係
は
永
遠
に
変
わ
ら
な

い
の
だ
か
ら
、

そ
う
す
る
と

「
日
の
本
」
を
意
味
す
る

「
日
本
」
と
い
う
国
号
は
中
国
に
と

っ
て
永

遠
に
認
め
ら
れ
な

い
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
八
世
紀
以
後
の
中
国
は
日
本
が

「
日
本
」
と
名
乗
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

『
新
唐
書
』
日
本
伝
な
ど
に
よ
る
と
、
日
本
は

「
国
近
日
所
出
、

以
為
名
」
と
主
張
し
て
い
る
と
い
う
。

そ
し
て
唐
代
の
中
国
で
は
そ
の
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日
本
の
主
張
を
批
判
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

つ
ま
り
人
世
紀
以
後
の
中
国
は
太
陽
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る
国
で
あ
る
日
本
が

「
日
本
」

と
い
う
国
号
を
名
乗
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

従

っ
て
、

そ
の
段
階
で
は

「東
の
ほ
う
が
優
位
」
と
い
う
、

地
理
的
位
置
に
基
づ
い
た

上
下
関
係
に
は
な
ん
ら
こ
だ
わ

つ
て
い
な
い
。

だ
か
ら
栗
原
説
は

一
般
論
と
し
て
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
「
日
本
」
の
国
号
に

つ
い
て
は
当
て

は
ま
ら
な

い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で

「
日
本
」
と
い
う
国
号
を
日
本
人
が
使
う
と
な
に
か
奇
妙
で
あ
る
。
「
日
本
」
は

「
日
の
本
」
の
意
味
だ
が
、
日
本
国
内
に
い

れ
ば

「
日
の
本
」
に
は
な
ら
な
い
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
太
陽
は
日
本
国
内
に
は
な
く
、
日
本
の
東
か
ら
昇
る
。

だ
か
ら
朝
、

太
陽
は
日

本
国
内
で
は
な
く
て
、
日
本
の
東
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
中
国
に
い
て
も
太
陽
は
東
か
ら
昇
る
。

そ
の
、

中
国
か
ら
み
て
東
、　

つ
ま
り
太
陽

の
昇
る
方
角
に
日
本
は
あ
る
。

だ
か
ら
日
本
を

「
日
の
本
」
と
呼
ぶ
の
は
、

中
国
に
い
て
初
め
て
成
り
立

つ
概
念
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
ん
な

こ
と
に
な
る
の
か
？
そ
れ
は
日
本
の
知
識
人
が
、
日
本
が
中
国
の
東
に
位
置
す
る
こ
と
、

そ
れ
は
中
国
に
対
し
て
優
位
に
立

っ
て
い
る
こ

と
を
含
め
て
、

全
体
に
中
国
を
意
識
し
て
こ
の
国
号
を
作

っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
い
つ
か
？
遣
隋
使
は
日
本
の
推
古
天
皇
の
時
代
に

派
遣
さ
れ
た
。

『
隋
書
』
倭
国
伝
に
よ
る
と
遣
隋
使

の
ひ
と
た
ち
は
、
日
本
の
君
主
は
日
を
弟
と
し
て
い
る
、

太
陽
が
出
る
ま
え
に
政
治
を

始
め
て
、

太
陽

（弟
）
が
出
て
く
る
と
政
治
を
そ
の
弟
に
委
ね
る
な
ど
と
、

た
ぶ
ん
ウ
ノ
の
説
明
を
し
て
、

さ
か
ん
に
日
本

の
君
主
と
太

陽
が
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

そ
し
て

「
日
出
づ
る
処
」
で
あ
る
。

こ
こ
に
は

「
日
本
」
と
い
う
言
葉
が

つ
か
わ
れ
て

い
な

い
の
で
、

こ
れ
を

「
日
本
」
と
い
う
国
号
の
起
源
と
み
な
す
ひ
と
は
い
な

い
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
実
質
的
な
意
味
に
お
い
て

「
日

出
づ
る
処
」
は

「
日
の
本
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、

私
は
こ
こ
に

「
日
本
」
と
い
う
国
号
の
起
源
が
あ
る
と
考
え
る
。

推
古
朝
の
知
識
人

に
は
中
国
の
地
に
い
て
は
じ
め
て
成
り
立

つ

「
日
の
本
」
、　

つ
ま
り

「
日
本
」
と
い
う
思
想
が
明
確
に
存
在
し
た
。

こ
の
よ
う
に
私
は
天
皇

の
称
号
も
日
本
の
国
号
も
起
源
を
た
ど
れ
ば
推
古
朝
に
た
ど
り

つ
く
と
考
え
る
。

国
号
や
君
主

の
称
号
を
考
え

て
作
り
出
す
に
は
漢
籍
に
た
い
す
る
深
い
教
養
が
あ
り
、

そ
の
う
え
で
日
本
の
国
家
体
制
に
思
い
を
馳
せ
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
自

分
の
考
え
を
政
治
に
反
映
さ
せ
る
だ
け
の
実
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

推
古
朝
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
の
で
き
た
ひ
と
が

一
人
だ
け
い
る
。
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そ
れ
は
聖
徳
太
子
で
あ
る
。

私
は
以
前
、

聖
徳
太
子
関
係
の
文
献
を
検
討
し
て
み
て
こ
の
ひ
と
の
偉
大
さ
に
深
く
う
た
れ
た
。

遣
隋
使
を
派
遣
し
、

留
学
生

・
留
学

僧
を
長
期
に
わ
た

っ
て
中
国
で
勉
強
さ
せ
た
。

聖
徳
太
子
の
死
後
、

彼
等
は
帰
国
し
、

大
化
の
改
新
に
ブ

レ
ー
ン
と
し
て
参
加
し
た
。

そ

う
し
て
そ
れ
は
律
令
国
家
成
立

へ
と

つ
な
が

っ
て
い
く
。

実
に
聖
徳
太
子
は
古
代
日
本
の
カ
ナ
メ
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
人
で
あ
る
。

た

だ
後
に
な
る
と
最
貝
の
ひ
き
倒
し
で
聖
徳
太
子
に
は
奇
妙
な
伝
説
が
で
き
て
く
る
。

例
え
ば

一
度
に
人
人
の
訴
え
を
同
時
に
聞
く
こ
と
が

で
き
た
、

な
ど
と
い
う
。

な
ぜ
こ
ん
な
伝
説
が
で
き
た
の
か
？
聖
徳
太
子
が
ヤ
ツ
ミ
ミ
と
い
う
名
を
も

つ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
ヤ

ツ
ミ
ミ
を

「
八

つ
の
耳
」
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
語
源
的
に
ヤ
ツ
は

「素
晴
ら
し
い
」
、
ミ
ミ
は

「君
主
」
の
意
で
、

ヤ
ツ
ミ
ミ
は

「素
晴
ら
し
い
君
主
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
八

つ
の
耳
」
な
ど
と
い
う
の
は
後
世
の
無
知
な
追
随
者
が
考
え
出
し
た
見
当
外
れ
の
解
釈

に
す
ぎ
な

い
。

そ
う
し
て
そ
の
見
当
外
れ
の
解
釈
に
基
づ
い
て
奇
妙
な
伝
説
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

「素
晴
ら
し
い
君
主
」
で
あ

っ
た
推
古
朝
の
政
治
家

・
聖
徳
太
子
は
そ
の
後
の
日
本
の
政
治
体
制
の
基
礎
を
固
め
る
よ
う
な
政
策
を
実

行
し
て
い
っ
た
。

天
皇
の
称
号
と
日
本
の
国
号
の
創
出
と
い
う
国
家

の
根
幹
に
係
わ
る
問
題
に
思
い
を
馳
せ
て
、

独
自

の
も
の
を
考
え
出

し
た
の
も
そ
の

一
環
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
そ
の

「
天
皇
」
号
も

「
日
本
」
の
国
号
も

一
世
紀
ほ
ど
後
に
な

っ
て
中
国
の
承
認
す
る
も
の
と

な

っ
た
の
で
あ
る
。

注
１
　
角
林
文
雄

「
日
本
古
代

の
君
主

の
称
号
に

つ

八
九

・
第

一
編
第

一
章
と
す
る
）

宮
崎
市
定

「
天
皇
な
る
称
号
の
由
来
に

つ
い
て
」

い
て
」
翁
日
本
史
論
叢
』

一
　

一
九
七
二
）
（補
訂
し
て

『
日
本
古
代
の
政
治
と
経
済
』
吉
川
弘
文
館

　

一
九

翁
思
想
』
六
四
六
　

一
九
七
八
）
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２
　
石
塚
晴
通

『
図
書
寮
本
日
本
書
紀

（本
文
篇
こ

美
季
出
版
社

　

一
九
八
①

前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編

『
日
本
書
紀
』
人
木
書
店
　
一
一Ｏ
①
二

３
　

『
日
本
書
紀
』
に
は
百
済

の
歴
史
書
三
冊

（『
百
済
記
』
『
百
済
本
記
』
『
百
済
新
撰
し

が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
後
に
考
証
す
る
。

４
　
角
林
文
雄

『
任
那
滅
亡
と
古
代
日
本
』
学
生
社

　

一
九
八
九

・
第
二
章

５
　
東
野
治
之

『
日
本
古
代
金
石
文
の
研
究
』
岩
波
書
店
　
一
一①
①
四

・
三
五
四
頁

６
　
日
本
で
は
推
古
朝
遺
文
か
ら
す
で
に
大
王
は
天
皇
だ
け
で
な
く
皇
子
も
名
乗

っ
て
い
る
称
号
で
あ
る
。

角
林

「
「大
王
」
号
説
批
判
」
翁
続
日
本
紀
研
究
』

二
①
三
号
、　

一
九
七
九
）
参
照
。

７
　

『
儀
制
令
』
に

「皇
帝

（華
夷
所
称
と

と
あ
り
、

実
際
に

『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
九
月
条
以
後
に

「皇
帝
」
の
用
例
が
散
見
す
る
。
し
か
し
日
本
の
天

皇
が
中
国
と

の
交
渉

の
な
か
で
中
国
の
皇
帝
に
対
し
て
日
本
の
君
主

（
天
皇
）
を

「皇
帝
」
と
称
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
。

『
公
式
令
』
「古
記
」
に
よ
る

と
中
国
に
対
し
て
公
式
に
は

「御
宇
日
本
天
皇
詔
旨
」
と
し
た
。

８
　
津
田
左
右
吉

『
日
本
上
代
史

の
研
究
』
岩
波
書
店

　

一
九
四
七

・
四
七
四
十
四
九

一
頁

９
　
天
皇
号
が
七
世
紀
後
半
に
な

っ
て
始
め
て
作
ら
れ
た
と
す
る
と
、

当
時
行
わ
れ
て
い
た
漢
音
で
テ
ン
コ
ウ
と
読
ま
れ
た
は
ず
な

の
に
、

テ
ン
ノ
ウ
と

「皇
」

字
が
呉
音

の
オ
ウ

（
ワ
ウ
）
で
読
ま
れ
て
い
る
の
は

「
天
皇
」
が
呉
音

の
時
代
に
で
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
す
る
見
方

（森
田
悌

『
推
古

朝
と
聖
徳
太
子
』
岩
田
書
院
　
二
①
①
五

。
一
五
人
十

一
五
九
頁
）
も
参
考
に
な
ろ
う
。

「中
国
の
典
籍
か
ら
独
自
に

「
天
皇
」
を
選
び
出
し
て
現
実
の
君
主
号
と
す
る
こ
と
が
、

は
た
し
て
七
世
紀
初
頭
ご
ろ
に
お
こ
な
わ
れ
え
る
も
の
か
ど
う
か
」

（東
野
、

前
掲
書

・
二
五
六
頁
）
と

い
う
の
は
極
め
て
妥
当
な
疑
間
で
あ
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
つ
て
七
世
紀
後
期
の
高
宗
時
代

の

「
天
皇
」
を
日
本
で

真
似
た
と
す
る
の
は
短
絡
的
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
通
り
、
「
天
王
」
↓

「
天
皇
」
と
展
開
し
た
と
考
え
れ
ば
そ
の
疑
問
に
答
え
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も

「
王
」
と

「皇
」
は
日
本

の
人
世
紀
初
頭
の
文
献

で
も
通
用
し
て
い
る

（東
野

「
長
屋
王
家
木
簡
か
ら
み
た
古
代
皇
族

の
称
号
」
翁
長
屋
王
家
木
簡

の
研
究
』
塙
書
房

　

一

九
九
六
　
所
収
）
参
照
）
。

そ
の
よ
う
な
傾
向
が
八
世
紀
に
な

っ
て
急
に
起

こ
る
は
ず
が
な

い
の
で
あ
り
、

推
古
朝
に
す
で
に
起

っ
て
い
た
と
考
え
る
の
に
な
ん
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天王から天皇ヘ

の
不
都
合
も
な

い
。

１０
　
角
林

『
任
那
滅
亡
と
古
代
日
本
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

１１
　
坂
本
太
郎

『
日
本
古
代
史

の
基
礎
的
研
究
』
上
　
東
京
大
学
出
版
会

　

一
九
六
四

・
二
五
六
頁

‐２
　
角
林

『
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻
全
注
釈
』
塙
書
房

　

一
九
九
九

・
三

一
七
十
三

一
人
頁

‐３
　
栗
原
朋
信

『
上
代
日
本
対
外
関
係

の
研
究
』
吉
川
弘
文
館

　

一
九
七
八

・
二
六
六
十

二
六
人
頁

‐４
　
角
林

『
日
本
古
代
の
政
治
と
経
済
』
三
〇
五
十
二

一
五
頁

‐５
　
以
下
の
論
旨
は
要
約
的
に
小
著

『
日
本
国
誕
生

の
風
景
―
神
武

・
崇
神

・
夕
ヶ
ル
伝
』
（塙
書
房

‐６
　
栗
原

『
上
代
日
本
対
外
関
係

の
研
究
』

一
人
九
頁

二
①
Ｏ

五
）

で
述

べ
た
。
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