
「天
皇
」
号
成
立
推
古
朝
説

の
系
譜

も
う

一
つ
の
邪
馬
台
国
論
争
的
状
況

千

田

稔

は
し
が

き

次
の
よ
う
な
解
説
を
付
し
て
い
る
。

「天皇」号成立推古朝説の系譜

わ
が
国
に
お
け
る

「
天
皇
」
号
が
い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

長

い
研
究
史
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「天
皇

」
号
成
立
の
年
代
に
つ
い
て
考
察

す
る
前
提
と
し
て
、
推
古
朝
成
立
説

の
系
譜
を
た
ど
り
、
そ
の
研
究
者
集
団
の

位
置
づ
け
を
試
み
た

い
。

養
老
儀
制
令
に

天
子
。
祭
祀
所
レ称
。

天
皇
。
詔
書
所
レ称
。

皇
帝
。
華
夷
所
レ称
。

と
あ
る
。
日
本
思
想
大
系

『律
令
』

(岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
)
の
補
注

に
は

天
子

天
命
を
受
け
て
国
君
と
な

っ
た
人
。
国
を
治
め
る

べ
き
天
に
代
わ

っ
て
天
下
を
治
め
る
の
で
天
帝

の
子
、
す
な
わ
ち
天
子
と
称
し
た

(以
下

略
)。

天
皇

日
本

の
国
王
の
尊
称
。
古
く
は
大
王

(お
お
き
み
)
と
称
し
た
が
、

推
古
朝

の
頃
よ
り
天
皇
の
称
号
を
用
い
る
よ
う
に
な

っ
た
。
天
皇
と
は
中

国
で
は
三
皇
の
う
ち
の
天
皇
で
も
あ
る
が
、

い
っ
ぽ
う
道
教
で
は
天
帝
、

ま
た
は
そ
の
象
徴
た
る
北
極
星

の
異
名
と
し
て
、
特
殊
な
宗
教
的
性
格
を

濃
厚
に
も

っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
眼
を
つ
け
て
、
日
本
の
国
王
の

称
号
と
し
て
採
用
し
、
中
国
の

「皇
帝
」
に
対
抗
し
よ
う
と
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。

皇
帝

皇
帝
と
は
中
国

で
三
皇
五
帝
を
あ
わ
せ
た
名
称
。
秦

の
始
皇
帝
に
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は
じ
ま
る
天
子
の
別
称
。

右

の
解
説
に
つ
い
て
、
注
意
し
た
い
の

に
は
、
推
古
朝
よ
り
天
皇
号
を
用

い

た
と
す
る
説
を
あ
た
か
も
通
説

の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
日
本
の

場
合

(日
本
と
い
う
国
号
の
始
用
年
代
は
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
)、
国
の
最

高
位
者
の
名
称
は
、
あ
る
時
期
か
ら

「
天
皇
」
号
を
用
い
た
こ
と
は
、
い
ま
さ

ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
右
の
解
説
に
お
い
て
、
天
皇

の
意
義
に
つ
い
て
、
中
国

の
三
皇
説
と
道
教
の
天
帝
説

の
併
記
を
と

っ
て
い
る
が
、
道
教
の
天
帝
に
天
皇

号

の
由
来
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
天
帝
が
な
ぜ
天
皇
と
な
る
か
の
説
明
を

欠

い
て
い
る
。
三
皇
と
は
、
中
国
の
古
代
伝
説
上

の
三
帝
王
を
指
す
が
、
諸
書

に
よ

っ
て
三
皇

の
名
は

一
致
し
て
い
な
い
。
三
皇

に
つ
い
て

『漢
語
大
詞
典
』

(上
海
辞
書
出
版
社
、

一
九
八
六
年
)
で
は

「伏
羲

・
神
農

・
黄
帝
」
(『周
礼
』
春

官
)
な
ど
の
説
を
あ
げ
、
天
皇
を
三
皇

の

一
つ
と
す
る

「天
皇

・
地
皇

・
泰

皇
」
(『史
記
』
秦
始
皇
本
紀
)、
「天
皇

・
地

皇

・
人
皇
」
(『芸
文
類
聚
』
巻
十

一

引

『春
秋
緯
』)
な
ど

の
事
例
と
出
典
を
掲
げ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
け
る

「天

皇
」
号
は

『史
記
』

に
よ

っ
た
こ
と
は
疑

わ
し
い
と
す
る
の
が
私
見
で
あ
る
。

わ
が
国
の
六
国
史
で
も

「天
子
」
「皇
帝
」

に
つ
い
て
は
少
数
用
例
は
あ
る
が
、

正
式
の
称
号
と
は
み
な
し
が
た
い
。

『日
本
書
紀
』
で

「天
皇
」
を
指
示
す
る
意
味
で

「
天
子
」
を
用

い
て
い
る
の

は
、
履
中
天
皇
五
年
十
月
条
、
顕
宗
天
皇

二
年
八
月
条
、
継
体
天
皇
元
年
二
月

四
日
条
、
安
閑
天
皇
元
年
十
月
十
五
日
条

の
四
例
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
注
意

し
て
お
き
た

い
こ
と
は
安
閑
紀
以
降
に

「
天
子
」
の
表
現
を
み
な
い
と
い
う
点

で
あ
り
、
お
そ
ら
く
あ
る
時
点
で
国
王
の
公
式
称
号
と
し
て
は
少
な
く
と
も
養

老
儀
制
令
の
ご
と
く
詔
書
に
用
い
る

「
天
皇
」
を
も

っ
て
定
め
る
と
な

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
「皇
帝
」
に
つ
い
て
は
、
『日
本
書
紀
』
で
は

「
天
皇
」
の
意
味

と
し
て
使
わ
れ
た
用
例

は
な
い
。
な
お
、
『続
日
本
紀
』
天
平
十
五
年
十
月
十

九
日
条
に
、
聖
武
天
皇

の
恭
仁
宮
か
ら
紫
香
楽
宮

へ
の
行
幸
に
つ
い
て

「皇
帝

御

二
紫
香
楽
宮

一
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
な
ぜ

こ
こ
に

「皇
帝
」
と
い
う

文
字
が
用

い
ら
れ
た
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
例
外
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
下
、
「天
皇
」
号
推
古
朝
成
立

に
か
か
わ
る
諸
説
と
反
論
に

つ
い
て
検
討

し
た

い
。一

津
田
左
右
吉
の

「天
皇
考
」

法
隆
寺
金
堂
薬
師
像
光
背
銘
と
天
寿
国
繍
帳

　ユ
　

天
皇
号
に
本
格
的
に
論
及
し
た
の
は
津
田
左
右
吉
の

「
天
皇
考
」

で
あ
る
。

そ
の
要
点
に
つ
い
て
次
に
列
挙
し
た

い
。

①
推
古
天
皇
の
時
代
に

「
天
皇
」
と
い
う
称
号
が
用
い
ら
れ
た
の
は
確
実
で

あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
推
古
天
皇
の
丁
卯

の
年
に
書
か
れ
た
法
隆
寺
金
堂
の
薬

師
像

の
光
背
の
銘

に

「池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

②
右
の
例
か
ら
考
え
る
と
、
推
古
紀
十
六
年
条
に
み
え
る

「東
天
皇
敬
白
西

皇
帝
」
と
い
う
表
現
も
文
字
通
り
に
承
認
し
て
差
し
つ
か
え
な

い
か
も
知
れ
な

い
。
た
だ
し

『隋
書
』
の
記
事
と
対
照
し
て
研
究
す
べ
き
で
、
疑
い
を
容
れ
る
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「天皇」号成立推古朝説の系譜

余
地
は
あ
る
。

③
推
古
朝
よ
り
前

に
天
皇
と
い
う
称
号

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
確
実

に
示
す

も
の
は
な

い
。
『古
事
記
』

の
歴
代

の
称

号
は
最
初
の
五
代
を
除
く
と
す

べ
て

「某
命
」
と
あ

っ
て

「某
天
皇
」
と
し
な

い
の
は
、
原
本

の

「帝
紀
」
の
書

き

方
を
そ
の
ま
ま
に
踏
襲
し
た
も
の
ら
し
く

そ
れ
は
推
古
天
皇
ま
で
を
含
ん
で
い

る
の
で
、
推
古
朝
に
お
い
て
も

「
天
皇
」

は
公
式

の
、
あ
る
い
は

一
般

に
承
認

さ
れ
た
称
号
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
推
定

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
帝
紀

の
原

本

に

「天
皇
」
と
あ
れ
ば
、
安
万
侶
が
、
そ
れ
を
故
ら
に

「命
」
と
書
く
理
由

は
な
い
で
あ
ろ
う
。

④
推
古
朝
に

「天
皇
」
と
い
う
称
号
が
使
わ
れ
た
と
し
た
ら
、
中
国
に
お
け

る

「天
皇
」
と
い
う
成
語

に
つ
い
て
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
「天
皇
」

と
い
う
称
号
が
わ
が
国
で
採
用
さ
れ
た
の
は
中
国

の
道
教
に
そ
の
名
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
本
来

「
天
皇
」
は
天
空

の
星
と
結
び

つ
く
も
の
で
あ
り
、
北

極
星

の
名
と
な
り
神
仙
の
意
味
を
も
ち
、
宗
教
的
対
象
と
し
て
の
天
帝
と
み
な

さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
に
お
い
て
比
喩
的
あ
る
い
は
附
随
的
に
君
主

と
い
う
観
念
が
伴

っ
て
い
た
。

こ
う
し
た

「
天
皇
」
と
い
う
用
語
は
、

推
古
朝
に
お
い
て
も
知
ら
れ
て
い
た

と
思
わ
れ
、
中
国
の
南
北
朝
時
代

に
右
の
よ
う
な
思
想
が
わ
が
国
に
も
た
ら
さ

れ
た
。
道
教
そ
の
も
の
と
し
て
伝
来
し
な

か

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
関
連
す

る
知
識
は
伝
え
ら
れ
た
に
ち
が

い
な
い
。

右
に
要
約
し
た
津
田
の

「天
皇
」
号
成
立
の
論
点
の
中
で

「天
皇
」

の
意
味

(2
)

に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司
の
指
摘
と
共
通
す
る
。
た
だ
、
福
永
は
推
古
朝
成
立

の
立
場
を
と

っ
て
い
な

い
。
た
だ
し
、
津
田
の
論
旨
は
、
焦
点
を
し
ぼ
り
き

っ

て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
推
古
朝

に

「天
皇
」
号
が
使
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、

一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
と

い
う

の
だ
が
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が

判
然
と
し
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
『日
本
書
紀
』
推
古
十
六
年
条

の

「東
天
皇

敬
白
西
皇
帝
」
は
非
公
式
の
表
現
と
し
て

『日
本
書
紀
』

に
採
録
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

二

福
山
敏
男
の
推
古
朝
成
立
説
に
対
す
る
史
料
批
判

天
皇
号
の
は
じ
ま
り
を
推
古
朝
と
す
る

一
つ
の
論
拠
で
あ
る
法
隆
寺
金
堂
の

(
3
)

薬
師
像
光
背
銘
に
つ
い
て
は
早
く
に
福
山
敏
男

の
史
料
批
判
が
あ
る
。
「天
皇
」

号
成
立
論
は
基
本
的
に
福
山
説
と
津
田
説
の
対
立
と
し
て
展
開
し
て
い
く
。
以

下
は
福
山
説

の
骨
子
で
あ
る
が
、
後
年

の
対
立
点
を
摘
出
し
な
が
ら
記
述
し
た

い

Q①
光
背
銘
に
あ
る

「歳
次
丁
卯
年
仕
奉
」
に
つ
い
て
は
、
推
古
朝
の
丁
卯
年

(六
〇
七
)
の
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
年
こ
の
像

の

「縁
起
文
」
と
し

て
書

か
れ
、
こ
こ
に
彫
ら
れ
た
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
「池
辺
大
宮
治
天

下
天
皇
」
は
過
去

の
天
皇
を
指
し
て
い
る
が
、
「小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天

皇
」

の
よ
う
な
丁
重
な
呼
称
は
、
現
在
の
天
皇
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
小

治
田
天
皇

(推
古
天
皇
)
よ
り
も
後
の
時
代

に
書
か
れ
た
と
解
す
る
の
に
ふ
さ

わ
し

い
響
き
を
も

っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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②

「
天
皇
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
五
世
紀
前
半
の
終
わ

り
頃
と
考
え
ら
れ
る
肥
後

の
江
田
船
山
古
墳

(熊
本
県
和
水
町
)
出
土

の
大
刀

　　

　

の
銘
文

に
は

「治
天
下
獲
□
□
□
鹵
大
王
…
…
」
と
あ
り
、
六
世
紀
初
頭
の
も

の
と
思
わ
れ
る
紀
伊
隅
田

(和
歌
山
県
橋
本
市
)
の
八
幡
社
所
蔵

の
鏡

の
銘
文

に
は

「癸
未
年
八
月
日
十
大
王
年
…
…
」

(「八
月
日
十
、
大
王
年
」
と
よ
む
べ
き

か
、
「
八
月
、
日
十
大
王
年
」
と
よ
む
べ
き
か
は
疑
問
)
と
あ
り
、
記
紀
よ
り
も
成

立
が
早

い
と
想
定
さ
れ
て
い
る
上
宮
記
に

「
伊
久
牟
尼
利
比
古
大
王
」
「伊
波

禮
宮
治
天
下
乎
富
大
公
王
」
(『釈
日
本
紀
』
十
三
所
引
)
や
同
書
下
巻

の
注
に

も

「他
田
宮
天
下
大
王
」
(平
氏
傳
勘
文
下
三
)
と
あ
り
、
「天
皇
」

の
語
は
見

え
な
い
。

③
推
古
天
皇
十
六
年
紀

に

「東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
」
と
あ
る
の
も
、
お
そ
ら

く
書
紀
の
編
者
が

『隋
書
』

に

「
日
出
處
天
子
、
致
書
日
没
處
天
子
」
と
あ
る

の
を
見
て
、
こ
の
よ
う
に
書
き
か
え
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

④
大
化
元
年
紀
の
詔
勅

に

「明
神
御
宇
日
本
天
皇
」
と
あ
り
、
大
化
二
年
紀

の
詔
勅

に

「明
神
御
宇
日
本
根

子
天
皇
」

と
あ
る
の
も
、
そ
の

「御
宇
」
や

「
日
本
」
の
用
語
か
ら
考
え
て
も
、
大
化
当
時
の
文
書
の
ま
ま
で
は
な
く
、
後

世
、
お
そ
ら
く
書
紀

の
編
者
に
よ

っ
て
書

き
か
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
故

に
、
薬
師
像
光
背
銘

に

「天
皇
」
の
語
が
三
度
も
見
え
て

い
る
が
、
推
古
朝
よ
り
も
降

っ
た
時
代
に
書
か
れ
た
と
す
る
の
が
穏
当

で
は
あ

る
ま
い
か
。

⑤
し
た
が

っ
て

「大
王
天
皇
」
の
語
が
不
自
然

で
あ
る
。
「大
王
」
と

「
天

皇
」
と
は
全
く
の
同
義
語
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
銘
文
が
書
か
れ
た
頃
は
、
こ
の

よ
う
な
文
体

の
場
合
は
専
ら

「
天
皇
」
の
語

の
み
用

い
ら
れ
て
、
「大
王
」
の

語
が
普
通
に
は
用
い
ら
れ
な
か

っ
た
ら
し
く
、
そ
の
た
め
推
古
天
皇

の
こ
と
を

「大
王
」
と
記
し
た
古

い
記
文
な
ど
に
よ

っ
て
、
漫
然
と

「
大
王
天
皇
」
と

い

う
語
を
構
成
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑥
次
に

「聖
王
」
の
語
で
あ
る
。
も
し
こ
の
銘
文
が
丁
卯
年

(六
〇
七
)
当

時

に
書
か
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
太
子
は
、
生
前
に
す
で
に
聖
王
に
よ
ば
れ
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
名
は
没
後
の
尊
称

で
あ
る
と
す
る
説
に
従
う

と
、
銘
文
も
ま
た
太
子
逝
去
後
の
成
立
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
諸
条
件
を
考
慮

に
い
れ
る
と
、
法
隆
寺
薬
師
像
の
光
背
銘
文
は
、
推

古
朝
当
時

の
も
の
と
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
天
武
朝
ま
た
は
そ
れ
以
降
に
お
い

て
書
か
れ
た
も
の
と
し
た
方
が
穏
当

で
あ
る
。

三

「大

王
」
号

か
ら

「
天
皇

」
号

へ
の
移
行

通
説

に
し
た
が
え
ば
、
「大
王
」
号
か
ら

「天
皇
」
号

へ
と
移
行
し
た
と
す

る
が
、
「大
王
-
帝
-

天
皇
」
と
い
う

一
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
後
者

に
つ
い

て
は

「帝
」
は
最
高
権
力
者
の
普
通
名
詞
で
称
号
で
は
あ
り
え
な

い
で
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
通
説
に
し
た
が
う
。

　　

　

「大
王
」
号
の
吟
味
に
つ
い
て
は
大
橋

一
章

の
論
考
に
詳
し
い
の
で
、
以
下
に

そ
の
要
約
を
掲
げ
る
。

「大
王
」
号
の
用
例
を
金
石
文
と
そ
の
他

の
史
料
に
よ

っ
て
検
討
す
る
と
二
種
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類

の
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。

一
つ
は
君
主

に
対
し
て
の
用
例
と
、
他
は
君
主
以

外

の
人
物

に
用
い
た
場
合
で
あ
る
。
「大

王
」
号
が
君
主
以
外
の
人
物

に
用

い

ら
れ
た
初
例
は
次
に
あ
げ
る
よ
う
に
聖
徳
太
子
で
あ
る
。

伊
予
温
泉
碑

天
寿
国
繍
帳
銘

上
宮
記

或

書

日
本
書
紀

一兀
鯉
ハ土艾
縁
起

元
興
寺
丈
六
銘

大
安
寺
縁
起

法
王
大
王

大
王

法
大
王

坐
伊
加
留
我
宮
共
治
天
下
等
己
刀
弥
々
法
大
王

法
大
王

大
王

・
大
々
大
王

等
与
刀
弥
々
大
王

大
王

聖
徳
太
子
以
外
に

「大
王
」
が
用
い
ら

れ
た
例
は
次

の
三
例
で
あ
る
。

尾
張
皇
子

尾
張
大
王

山
背
皇
子

尻
大
王

田
村
皇
子

大
王

天
寿
国
繍
帳
銘

上
宮
記

日
本
書
紀

聖
徳
太
子
を
も
含
め
て
君
主

で
な
い
人
物
四
人
が

「
大
王
」
と
称
さ
れ
て
い

る
。
山
背
皇
子
と
田
村
皇
子
は
皇
位
継
承
と
な
る
べ
き
人
物
で
あ

っ
た
の
で
、

君
主
号
と
し
て
の

「大
王
」
号
が
例
外
的
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
解
釈
も
で
き

な
い
こ
と
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
尾
張
皇
子
は
推
古
女
帝
の
御
子
で
あ

っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
皇
位
継
承
者
と
し
て
有
力
視
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
が
、
繍
帳
銘

文
に

「尾
張
大
王
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
明
確
な
理
由
は
見

い
だ
し
が

た
い
が
、

つ
ま
り

「
大
王
」
号
が
用
い
ら
れ
る
根
拠
が
最
も
薄
弱
と
思
わ
れ
る

尾
張
皇
子
に

「大
王
」
号
が

つ
け
ら
れ
た
こ
と
に
こ
そ
、
「大
王
」
号
が
君
主

の
称
号
で
な
く
な

っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

君
主

の
位

に
つ
い
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず

「大
王
」
号
が

つ
け
ら
れ
た

聖
徳
太
子
、
尾
張
皇
子
、
田
村
皇
子
、
山
背
皇
子
の
四
人
に
共
通
す
る
の
は
、

い
ず
れ
も
推
古
女
帝
か
あ
る
い
は
推
古
朝
に
関
わ
る
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
大
王
」
号
が
皇
子
達
に
格
下
げ
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
代

に
な

っ
て

「大
王
」
号
に
代
わ
る
新
し
い
君
主
号
と
し
て

「天
皇
」
号
が
始
用

さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
大
橋
に
よ
る

「大
王
」
の
用
例

の
列
挙
と
そ
の
解
釈
で
あ
る
。
ま
ず
、

聖
徳
太
子
に
つ
い
て
小
考
し
て
お
き
た
い
。
右
の
用
例
か
ら
特
異
な
称
号
を
見

い
だ
す
な
ら
ば

「法
大
王
」
で
あ
る
。
『日
本
書
紀
』
の
用
明
紀
元
年
条

に
用

明

の
男

の
第

一
と
し
て

「厩
戸
皇
子
」
を
挙
げ
、
別
名

と
し

て

「豊
耳
聰
聖

徳
」
と

「豊
聰
耳
法
大
王
」
を
記
し
て
い
る
。
「法
王
」
は
、
中
村
元

『仏
教

語
大
辞
典
』

(東
京
書
籍
、

一
九
八

一
年
)
に
よ
れ
ば
、
「①
法
門

の
王
の
意
味

で
、
仏
の
こ
と
を
た
た
え
て
い
う
名
称
」、
「②
正
し
い
法
に
し
た
が

っ
て
統
治

す
る
国
王
」
等

の
説
明
を
付
し
て
い
る
が
、
仏
門
に
帰
依
し
た
王
の
こ
と
を
い
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う
と
し
て
よ
く
、
聖
徳
太
子
は
仏
法
を
深
く
信
仰
し
た
か
ら

「法
大
王
」
と
称

さ
れ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
と
し
て
よ

い
。
次
に
大
橋
が
皇
子
た
ち

の
称
号
が

「大
王
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
懸
念
で
あ
る
。
そ
れ
も
特
に
問

題
と
す
る
こ
と
も
あ
る
ま

い
。
万
葉
歌
に

「王
者

神
西
座
者

天
雲
之
五
百

重
之
下
尓

隠
賜
奴
」
(巻
ニ
ー
二
〇
五
)
と
あ
る

「
王
」
は
天
武

の
第
六
皇
子

で
弓
削
皇
子
を
指

す
が
、
歌

の
よ
み
は
、
「
お
ほ
き
み
は

神

に
し
ま
せ
ば

天
雲

の

五
百
重

(い
ほ

へ
)
が
下

に

隠

り
給

ひ

ぬ
」
で
、
皇

子
も

ま

た

「
王
」
で
あ

っ
て
も

「
お
お
き
み
」
と
呼
ば

れ
た
。
だ
か
ら
、
皇
子
た
ち
の
表

記
も
、
発
音

に
ひ
か
れ
て

「大
王
」
で
あ

っ
た
可
能
性
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
右
の
よ
う
な
理
由
で
も

っ
て
、
皇
子
た
ち
が

「大
王
」
と
記
さ
れ

た
と
い
う
例
外
と
い
っ
て
も
よ

い
程
度

の
表
記

か
ら
、
「天
皇
」
号

の
成
立
を

推
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

推
古
朝

に

「天
皇
」
号
は
未
だ
成
立
し

て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
渡
辺

(6
)

茂
は
次
の
よ
う
な
理
由
を
あ
げ
る
。

憲
法
十
七
条
の
全
条
文
の
な
か
に

「
天
皇
」
と
い
う
用
語
が

一
つ
も
見
当

た
ら
な
い
。

a
。
推
古
朝
説
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
十
七
条
の
な
か
に

「
天
皇
」

の
語
句
が

一
つ
も
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
甚
だ
不
可
解

で
あ
る
。

b
。
十
二
条
の
冒
頭

に

「国
司
国
造

、
忽
斂
百
姓
」
(国
司

・
国
造
、
百
姓

に
斂
(を
さ
め
)ら
ざ
れ
)
と
の
べ

「所
任
官
司
、
皆
是
王
臣
、
何
敢
与
公
、

よ

さ

せ

賦
斂
百
姓
」

(所
任
る
官
司
は
、
皆
是
王
の
臣
な
り
)
と
強
調
し
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
国
司
国
造

(推
古
朝
に
国
司
と
い
う
官
職
は
な
か
っ
た
)
の
上

に
あ
る
現
実
の
君
主
は

「君
」
で
は
な
く

「
王
」
で
あ
る
。
こ
の

「
王
」

こ
そ

「
大
王
」
を
意
味
し
て
い
る
の
で
、
「天
皇
」
と
い
う
称
号
は
な
か

っ
た
。

四

「
大
王
天
皇
」
の
意
味

法
隆
寺
薬
師
像

の
光
背
銘

に
み
る

「
天
皇
」
号
に
関
し
て
は
、
竹
内
理
三
は

(
7

)

福
山
説

に
異
論
を
と
な
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
推
古
天
皇
の
こ
と
を

「大
王

天
皇
」
と
刻
ん
で
い
る
が
、
「
こ
の
薬
師
仏
像

の
製
作
年
時
が
た
と

へ
八
世
紀

初
頭
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
称
号
そ
の
も
の
は

「
七
世
紀
中
葉
、
推
古
時

代
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
言
葉

の
中
に
、
日
本
の

『天
皇
』
な
る
称
号
が
成
立

し
た
過
程
を
遺
憾
な
く
示
し
て
ゐ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
の
竹

内
氏
の
推
考
に
仮
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
推
古
朝

の
丁
卯
年

(六
〇
七
)
に
刻

銘
さ
れ
た
と
し
な

い
ま
で
も
、
銘
文
は
推
古
朝

に

「天
皇
」
号
が
存
在
し
た
と

読
む
こ
と
が
で
き
、
推
古
朝
よ
り
さ
か
の
ぼ

っ
て
用
明
朝

に
も
、
推
古
朝
と
齟

齬
し
な
い
よ
う
に

「
天
皇
」
号
を
用
い
て
い
た
と
刻
銘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
は
、
用
明
朝
の

「天
皇
」
号
成
立
を
検
討
し
な

い
で
不
問
に
付
す
こ
と
に
な
る
。

(8

)

「大
王
天
皇
」
に
つ
い
て
は
、
大
橋

一
章
の
次

の
よ
う
な
解
釈
も
あ
る
。
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光
背
銘

に
は
用
明
天
皇
は

「池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
」
と
あ
り
、
推
古

女
帝
に
使
わ
れ
て
い
る

「大
王
天
皇

」
と
は
異
な
る
。
そ
れ
は
推
古
朝

の

特
殊
事
情

の
も
と
に

「天
皇
」
号
が
始
用
さ
れ
た
経
緯
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
推
古
女
帝
は
政
治
的
支
配
者

「
大
王
」
と
絶
対
的
支
配
者

「
天
皇
」

と

い
う
二
種
の
君
主

の
性
格
を
有
し

て
い
た
。
す
な
わ
ち
推
古
女
帝
は
は

じ
め

「大
王
」
位
に
つ
き
、
聖
徳
太
子
の
摂
政
と
と
も
に

「大
王
」
号
と

は
意
味
の
異
な
る

「
天
皇
」
号
が
採

用
さ
れ
、
「大
王
で
あ

っ
て
し
か
も

天
皇
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら

「
大
王
天
皇
」
と
呼
称
さ
れ
た
。
こ
の

「
大
王
天
皇
」
は
推
古
女
帝
に
対
し

て
の
み
用
い
ら
れ
た
称
号
で
あ

っ
て

『元
興
寺
伽
藍
縁
起
并
流
記
資
財
帳
』

に
も

「
又
大
々
王
天
皇
令
レ治
二天

下

一時
」
と
あ
る
の
も
同
天
皇
を
さ
す
。

し
か
し
、
大
橋
が
説
く
よ
う
に
、
推
古

女
帝

に
つ
い
て

「大
王
」
号
か
ら

「
天
皇
」
号

へ
と
称
号
が
変
化
し
た
と
す

る
な
ら
ば
、
用
明
に
関
し
て
は
、
竹

内
説
と
同
様

に

「池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
」

の

「天
皇
」
号
は
、
追
贈
と
解
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
推
古
朝
に

「大
王
」
号
と
い
う
称
号

の
使
用
が

な
さ
れ
て
い
た
と
大
橋
が
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
用
明
に
こ
と
さ
ら

「
天
皇
」
号

を
付
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
光

背
銘
が
推
古
朝
よ
り
以
降

に
刻
ま
れ

た
と
し
て
も
、
「
大
王
天
皇
」
の
意
味
を
理
解
で
き
る
余
地
は
十
分

に
あ
る
。

例
え
ば
、
す
で
に
天
皇
の
称
号
を
も

っ
た
と
み
な
す
こ
と
の
で
き
る
持
統
の
吉

野
行
幸
に
同
行
し
た
柿
本
人
麿
の
万
葉
歌
に

「
吾
大
王
」
(巻

一
ー
三
十
六
)
と

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
「
天
皇
」
と
同
じ
意
味

で

「大
王
」
と
い
う
用

字
が
あ
る
の
で
、
「大
王
」
と
い
う
表
記
は
継
承
さ
れ
て
い
た
と
理
解

で
き
る
。

と
す
れ
ば
、
「大
王
天
皇
」
は

「偉
大
な
る
王
者
天
皇
」
と
解
し
て
、
こ
の
場

合
の

「大
王
」
は

「天
皇
」

に
か
か
る
形
容
句
と
い
う
こ
と
で
よ

い
。
「大
王

天
皇
」

の
語
句
を
こ
と
さ
ら
、
「大
王
」
号
か
ら

「
天
皇
」
号

へ
の
変
化
の
時

期
の
表
記
と
ま
で
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な

い
積
極
的
な
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
。

五

天
寿
国
繍
帳
に
よ
る
考
察

前
掲

の

「天
皇
」
号
始
用
論

に
つ
い
て
の
大
橋
説
は
天
寿
国
繍
帳

の
研
究
の

付
論
で
あ
る
が
、
主
題
で
あ
る
天
寿
国
繍
帳

に
つ
い
て
の
論
考
に
お
い
て
考
察

さ
れ
た
繍
帳
の
製
作
年
代
が
推
古
朝
と
す
る
こ
と
と
対
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
天
寿
国
繍
帳
は
、
推
古
三
十
年

(六
二
二
)
に

聖
徳
太
子
が
没
し
た
の
で
、
妃

の

一
人
橘
大
郎
女

(位
奈
部
橘
王
)
が
太
子
の

た
め
に
つ
く
ら
せ
た
と
伝
え
る
繍
帳
そ
の
も
の
は
、

一
部
が
額
装
と
し
て
中
宮

寺
に
所
蔵
さ
れ
、
そ
の
他
に
断
片
が
正
倉
院

・
法
隆
寺

・
東
京
国
立
博
物
館
等

に
現
存
す
る
。
も
と
も
と
天
寿
国
繍
帳
は
、

一
〇
〇
個

の
亀
甲
に
四
文
字
ず

つ
、

四
〇
〇
文
字
の
銘
文
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
失
わ
れ
た
が
、
『上
宮
聖
徳

法
王
帝
説
』
に
全
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
天
寿
国
繍
帳
の
成
立
年
代
を
銘
文
か
ら
推
定
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
き

　
　
　

た
が
、
林
幹
彌
は
銘
文
の
天
皇
名
に
着
目
し
た
。
銘
文
の
天
皇
名
は
次
の
通
り
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で
あ

る

。「阿
米
久
爾
意
斯
波
留
支
比
里
爾
波

乃
彌
己
等
」

(ア
メ
ク
ニ
オ
シ
ハ
ル
キ

ヒ
ロ
ニ
ハ
ノ
ミ
コ
ト

・
欽
明
)

「尓
奈
久
羅
乃
布
等
多
麻
斯
支
乃
彌
己
等
」
(ヌ
ナ
ク
ラ
ノ
フ
ト
タ
マ
シ
キ

ノ
ミ
コ
ト

・
敏
達
)

「多
至
波
奈
等
己
比
乃
彌
己
等
」
(タ
チ
バ
ナ
ト
ヨ
ヒ
ノ
ミ
コ
ト
・
用
明
)

「等
己
彌
居
加
斯
支
移
比
彌
乃
彌
己

等
」
(ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ

コ
ト

・
推
古
)

林
は
、
こ
れ
ら
の
天
皇
名
を
和
風
諡
号

で
あ
る
と
み
な
し
、
和
風
諡
号
は
、

記
紀
の
編
纂

に
際
し
て
撰
進
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
、
繍
帳
銘
文
は
天
武

朝
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
。

以
上
に
加
え
て
林
は
繍
帳
銘
文

の
天
皇
名
に

「斯
帰
斯
麻
宮
治
天
下
天
皇
」

(シ
キ
シ
マ
ノ
ミ
ヤ
ニ
ア
メ
ノ
シ
タ
シ
ラ
ス
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
)
と
い
う
欽
明
天
皇
を

指
す
名
称
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
宮
号
を
冠
し
て
天
皇
を
呼
称
す
る
の
は
大
化

以
降
と
し
て
繍
帳
銘
文
の
成
立
も
ま
た
大
化
以
降
と
推
論
し
た
。
林
は
、
天
皇

は
当
代
に
お
い
て

一
人
し
か
い
な

い
の
で
特
別
に
個
別
的
尊
称
は
必
要
で
な
い

が
、
過
去

の
天
皇
に
つ
い
て
は
宮
号
を
冠
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
個
別
的
尊
称
と

す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
し
た
。

一
方
大
橋
は
、
ま
ず
、
宮
号
を
冠
す
る
天
皇
の
呼
称
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

(10

)

解
釈
す
る
。
法
隆
寺
の
薬
師
像
光
背
銘

の

「池
辺
大
宮
治
天
下
天
皇
」
(用
明

天
皇
)
は
、
推
古
天
皇
よ
り
二
代
前
、

つ
ま
り
過
去
の
天
皇
を
指
し
て
い
る
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
と
こ
ろ
が

「
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
」
(推

古
天
皇
)
の
呼
称
は
光
背
銘
の
成
立
が
推
古
朝
な
ら
ば
当
代
の
天
皇
で
あ
る
が
、

銘
文

の
成
立
が
推
古
よ
り
後

の
時
代
と
す
る
説
な
ら
ば
、
宮
号
を
冠
す
る
天
皇

名
は
過
去
の
代
の
天
皇
に
関
す
る
も
の
と
な
る
。

つ
ま
り
宮
号
を
冠
し
た
天
皇

の
呼
称
が
過
去

・
現
在
の
ど
ち
ら
を
指
す
か
は
、
そ
れ
の
み
で
は
決
定
的
で
は

な

い
。
そ
の
こ
と
と
と
も
に
大
橋

の
論
点
は
和
風
天
皇
名

の
解
釈
に
重
点
が
お

か
れ
る
。
右
に
示
し
た
繍
帳

の
音
仮
名
で
表
記
さ
れ
た
天
皇
名
に
つ
い
て
大
橋

は
、
天
皇
の
即
位

に
あ
た

っ
て
奉
ら
れ
た
尊
称
で
、
推
古
朝

に
お
け
る
聖
徳
太

子
の
修
史
編
纂
時
期
に
す
で
に
存
在
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
和
風
の
天

皇
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
繍
帳
銘
文
の
成
立
を
天
武
朝
以
降
と
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
。
し
た
が

っ
て
繍
帳
銘
文

の
成
立
を
推
古
朝
と
想
定
す
る
こ

と
に
問
題
が
な
い
と
す
る
。

こ
の
場
合
林
の
論
点
は
、
「
天
皇
」
号

の
成
立
年
代
に
重
き
を
お
い
た
議
論

で
は
な
く
、
眼
目
は
天
寿
国
繍
帳

の
年
代
で
あ
る
の
だ
が
、
繍
…帳
の
銘
文
が
天

武
朝
を
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
の
で
、
繍
帳
か
ら

「
天
皇
」
号
成

立
を
推
古
朝
と
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
に
す
ぎ
な
い
。
さ

ら
に
、
宮
号
を
冠
す
る
天
皇
名
は
、
過
去
の
天
皇

に
つ
い
て
称
さ
れ
る
と
し
た
。

こ
の
議
論
は
、
前
掲

の
法
隆
寺
金
堂

の
薬
師
光
背
銘
に
再
検
討
を
迫
る
も
の
で
、

「小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
皇
」
と
い
う
呼
び
名
が
過
去

の
天
皇
な
の
か
、
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推
古
朝
当
代
な
の
か
、
む
ず
か
し

い
判
断
を
迫
る
こ
と
に

っ
た
。
林
の
見
解

に

よ
る
な
ら
ば
、
過
去
の
天
皇
と
な
る
か
ら
、
光
背
銘
は
推
古
没
後
に
刻
ま
れ
た

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
橋
は
宮
号
を
冠
し
た
天
皇
は
、
当
代
の
そ
れ
か
、

過
去
の
も

の
か
、
そ
れ
だ
け
で
は
決
定

で
き
な

い
と
す
る
。
し
か
し
、
古
代
史

の
史
料
の
通
例
と
し
て
、
当
代
の
天
皇

に
宮
号
を
冠
す
る
こ
と
は
な
く
、
光
背

銘

の
刻
ま
れ
た
年
代
も
舒
明
朝
以
降

の
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
。

義
江
明
子
は
繍
帳
に
記
さ
れ
た
銘
文

か
ら
導
く
系
譜
関
係

の
詳
細
な
分
析
に

よ

っ
て
欽
明

に
始
ま
る
王
統
と
稲
目

に
始
ま
る
蘇
我
氏
と
い
う
両
属
系
譜
を
と

り
あ
げ
、
敏
達
の
母
の
石
姫

(欽
明
の
皇
后
)
が
系
譜

に
は
あ
が

っ
て
い
な
い

(
11
)

点

に
注
目
す
る
。
義
江
に
よ
れ
ば
こ
の
こ
と
は
繍
帳
銘
系
譜
が
天
武

・
持
統
朝

の
こ
ろ
に
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
。

そ
し
て
繍
帳
銘
系
譜
は
系
譜
様
式
お
よ
び
系
譜
意
識
と

い
う
点

か
ら
み
て
い
く

か
ぎ
り
で
は
、
推
古
朝
に
成
立
し
た
蓋
然
性
が
最
も
高

い
と
述

べ
る
。
そ
れ
を

受
け
て
義
江
は
銘
文
が
推
古

お
よ
び
王
統

の
始
祖
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
欽
明
に

の
み

「天
皇
」

の
称
号
を
用
い
て
い
る
こ
と
は

「天
皇
」
号

の
成
立
の
端
緒
段

階
を
示
す
と
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
述
べ
る
。

義
江
説

に
対
し
て
は
、
東
野
浩
之
は
、
「系
譜
に
推
古
朝

の
要
素
が
あ
る
か

ら
と
い
っ
て
、
銘
文
が
全
体

と
し
て
推
古

朝
の
も

の
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
ま

(12
)

い
」
と

い
う
。
そ
し
て
銘
文
中

の

「等
己
彌
居
加
斯
支
移
比
売
」
(ト
ヨ
ミ
ケ

(13

)

カ
シ
ヤ
ヒ
メ
)
に
注
目
す
る
。
こ
の
名
称

は
山
田
英
夫

の
見
解

に
し
た
が

っ
て

ト
ヨ
ミ
ケ
カ
シ
キ
ヤ
ヒ
メ
は
単
な
る
尊
号

で
は
な
く
、
推
古

の
和
風
諡
号
と
す

る
説
を
認
め
る
。
「
等
己
彌
居
加
斯
支
移
比
彌
」
が
推
古
天
皇

の
生
前

に
お
け

る
尊
称
な
の
か
そ
れ
と
も
諡
号
か
に
よ

っ
て
繍
帳
銘
文
の
年
代
論
は
重
要
な
差

を
生
じ
る
。
後
者
と
す
れ
ば
舒
明
朝
以
降
に
銘
文
が
記
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
、

繍
帳
の
銘
文

に
あ
る

「
天
皇
」
号
を
も

っ
て
推
古
朝
に
お
け
る
使
用
例
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

繍
帳
の
図
様
に
つ
い
て
の
東
野

の
総
括
的
な
年
代
論
は
次

の
よ
う
に
示
さ
れ

(14
)

て

い

る
。太

子
生
前
の
行
実
を
繍
帳

に
図
様
化
す
る
と
な
れ
ば
、
推
古
末
年
か
ら

舒
明
朝
頃
で
は
な
お
多
く
の
生
存
者
が
そ
の
図
様
中
に
登
場
せ
ざ
る
を
え

な

い
。
古
代
に
お
い
て
生
存
人
物

の
容
姿
が
多
く
画
中

に
描
き
込
ま
れ
る

と
い
う
の
は
、
常
識
的
に
は
考
え
難
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
に
天
皇
や

皇
族
が
多
く
含
ま
れ
る
と
な
る
と
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。
旧
繍
帳

(鎌
倉

時
代
に
一
部
模
作
さ
れ
る
以
前
の
も
の
)
の
周
縁
に
太
子
伝
の
図
様
が
あ

っ

た
と
い
う
こ
と
は
、
繍
帳
が
太
子
没
後
か
な
り
の
年
数
を
経
て
か
ら
の
制

作
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
論
点
か
ら
繍
帳
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
東
野
は

「天
武
朝
」
が
ふ

さ
わ
し

い
と

い
う
。
太
子

の
舎
人
で
あ

っ
た
調
子
主
麻
呂

の
没
年
が
己
巳
年

(天
智
天
皇
八
年
、
六
六
九
)
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
な
ど
が
年
代

の
上
限
の
目
安

と
な
る
こ
と
、
繍
帳
に
描

か
れ
て
い
る
俗
人
の
男
女
が
着
用
し
て
い
る
褶

(ヒ
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ラ
ミ
)
は
天
武
天
皇
十

一
年

(六
八
二
)
に
禁
止
さ
れ
た
服
飾

で
あ
る
か
ら
下

限
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
た
だ
幅
ニ
メ
ー
ト
ル
を
こ
え
る
二
張

の
繍

帳
を
作
る
工
程
を
考
慮
す
る
と
下
限
を
い
ま
少
し
広
く
と
っ
て
持
統
朝
頃
ま
で

を
想
定
す
る
と
東
野
は
つ
け
加
え
て
い
る
。

天
寿
国
繍
帳

の
銘
文
に
関
し
て
、
も
う

一
つ
の
問
題
点
は
間
人
王
崩
日
の
干

支
で
あ
る
。
銘
文
に
は
辛
巳
年

(推
古
二
十
九
年
)
「十
二
月
廿

一
日
癸
酉
」
と

あ
る
。
と
こ
ろ
が
推
古
朝

に
用

い
ら
れ
て
い
た
元
嘉
暦
で
は
こ
の
日
が
甲
戌
と

な
り
癸
酉
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
宮
田
俊
彦
は
廿

一
日
が
崩
日
で
あ
る

こ
と
が
、
ま
ち
が
い
な
い
と
す
れ
ば
さ
ら

に
崩
後
間
も
な
く
母
王
の
崩
日
の
記

録
を
誤
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な

い
と
す
れ
ば
、
銘
文
は
か
な
り
後
に
記
さ
れ
た

　め
　

と
想
定
す
る
。

母
王
の
崩
日
の
辛
巳
年
十
二
月
廿

一
日
癸
酉
が
誤
記
か
ど
う
か
、
古
代

の
暦

　あ
　

と
の
関
係
で
金
沢
英
之
が
興
味
深

い
指
摘

を
し
て
い
る
。
『日
本
書
紀
』
持
統

天
皇
四
年
条

に
元
嘉
暦
と
儀
鳳
暦
の
併
用

の
詔
を
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ

れ
ま
で
元
嘉
暦
の
み
で
あ

っ
た
が
、
持
統

四
年
か
ら
新
た
に
儀
鳳
暦
が
採
用
さ

れ
る
に
至

っ
た
。
金
沢
は
持
統
朝
以
降

に
採
用
さ
れ
た
儀
鳳
暦
な
ら
ば
推
古

二

十
九
年
十
二
月
二
十

一
日
の
干
支
が
何

に
あ
た
る
か
を
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と

し
、
精
微
な
計
算
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
計
算
法
に
つ
い
て
は
金
沢
論
文
を
参

照
さ
れ
た
い
が
、
こ
こ
で
は
結
論

の
み
を
引
用
す
る
と
、
当
該
日
の
干
支
は
癸

酉
に
な
る
と
い
う
。
し
た
が

っ
て
儀
鳳
暦

に
よ

っ
て
母
王
の
崩
日
の
干
支
が
記

さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
否
定
で
き
ず
、
そ

れ
な
ら
ぼ
繍
帳
銘
文
は
持
統
朝
か
そ

れ
以
降
に
記
述

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
金
沢
説
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、

「天
皇
」
号
は
持
統
朝

か
そ
れ
以
降
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ

と
で
あ
る
が
、
始
用
年
代
は
不
明
で
あ
る
。

六

『隋
書
』
と
の
関
連
か
ら
の
推
考

(17
)

「天
皇
」
号
の
始
用
を
推
古
朝
と
す
る
吉
田
孝

の
説
を
と
り
あ
げ
た

い
。
ま
ず
、

『史
記
』
の
次
の
よ
う
な
記
述

に
吉
田
は
注
目
す
る
。

「
王
」
は
周
で
は
天
子
の
称
号

で
あ

っ
た
が
、
戦
国
時
代

に
は
諸
国
の
支

配
者
も

「王
」
と
称
し
た
と
こ
ろ
が
秦
王
政
は
六
国

の

「王
」
を
す
べ
て

倒
し
て
天
下
を
統

一
し
た
の
で

「王
」
に
代
わ
る
新
し
い
称
号
が
必
要
と

な

っ
た
。
そ
の
た
め
臣
下
た
ち
の
審
議

の
結
果
が
上
奏
さ
れ
た
。
「古
、

天
皇
あ
り
、
地
皇
あ
り
、
秦
皇
あ
り
。
秦
皇
最
も
貴
し
」
と
。
と
こ
ろ
が

王
は

「秦
を
去
り
て
皇
を
著
け
、
上
古
の
帝
位
の
号
を
采
り
、
号
し
て
皇

帝
と
日
は
ん
」
と
し
た
と
い
う
。

吉
田
は
右
に
引
用
し
た
秦
の
重
臣
た
ち
の
上
奏
に

「天
皇
」
と
い
う
言
葉
と
、

『隋
書
』
倭
国
伝

の
開
皇
二
十
年

(六
〇
〇
、
推
古
八
年
)
の
次
の
記
事
と
の
関

係
か
ら
氏
の
論
が
述

べ
ら
れ
る
。

「
倭
王
姓
阿
毎
、
字
多
利
思
比
孤
、
号
阿
輩
鶏
弥
、
遣
使
詣
闕
」

(倭
王
、
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姓

は
阿

毎

(
ア

メ
)
、
字

は
多

利

思

比

孤

(タ

リ

シ

ピ

コ
)
、

号

は

阿

輩

鶏

弥

み
か
ど

(
ア

メ
キ
ミ
、

ま

た
は

オ
ホ

キ
ミ
)
、
使

を
遣

わ

し

て
闕

に
詣

る
)
。

ア
メ
は
天
、
タ
リ
シ
ヒ
コ
は

「満
ち
足
り
た
高
貴
な
男
子
」
の
意
と
解
さ
れ
、

(
18
)

大
野
晋
説
に
よ
れ
ば
阿
輩
鶏
弥
は
ア
メ
ノ
キ
ミ
の
可
能
性
が
高

い
の
で
、
「秦

皇
」
と
並
ぶ

「天
皇
」
が

「
天
」
の
字
を

ふ
く

み
、
「王
」
の
字
を
ふ
く
ま
な

い
こ
と
が
、
倭

の
君
主
号
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
と
吉
田
は
い
う
。

こ
の
説
は
、
想
定
の
も
と
に
成
立
す
る

の
で
あ

っ
て
、
裏
付
け
る
史
料
を
欠

く
の
だ
が
、
推
古
朝
に

「天
皇
」
号
が
採

用
さ
れ
て
い
た
な
ら
ぼ
、
称
号
設
定

の

一
つ
の
選
択
肢
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

推
古
紀
十
六
年

(六
〇
八
)
九
月
条

に
小
野
妹
子
が
隋

に
帰
国
す
る
裴
世
清

の
送
使
と
し
て
遣
わ
さ
れ
た
時

の
国
書
の
記
述
が

「
天
皇
」
号
始
用
の
論
点
と

な

っ
て
き
た
。

つ
ま
り
そ
こ
に

「東
天
皇

敬
白
西
皇
帝
」
(東
の
天
皇
が
敬
し
み

て
西
の
皇
帝
に
白
す
)
と
あ
り
、
「東
」
す

な
わ
ち

「
ヤ

マ
ト
」
に
は

「
天
皇
」

号
が
あ

っ
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
吉
田
説
は
意
味
を
も

つ
。

推
古
紀

の

「東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
」
と

い
う
記
事
が
推
古
朝

「
天
皇
」
号
成

立
の
証
明

に
な
る
だ
ろ
う
か
、

堀
敏

一
は
、
こ
の
記
事
が
推
古
朝

に

「
天
皇
」
号
が
成
立
し
た
こ
と
を
示
す

　む
　

と
い
う
。
堀

に
よ
る
と
同
年
八
月
条

に
裴
世
清
が
も
た
ら
し
た
隋
の
皇
帝

の
国

書
と
の
比
較
か
ら
推
断
で
き
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち

「皇
帝
、
倭
皇
に
問
う
。

…
…
皇
、
海
表

に
介
居
し
て
…
…
」
と
あ
る
が
、
原
文
に
は

「倭
王
」
「王
」

と
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
右
に
あ
げ
た

「東

の
天
皇
」

と
い
う
表
記
は
、
か
つ
て
の

「
日
出
つ
る
処

の
天
子
」
と
記
し
て
隋
の
皇
帝
を

し
て
不
快
感
を
い
だ
か
せ
た
た
め
に

「天
皇
」
と
い
う
称
号
を
案
出
し
た
と
堀

は
解
釈
す
る
。
そ
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
国
書
こ
そ
日
本
の
君
主

の
称
号
が
天
皇
で
あ
る
こ
と
を
、
は
じ
め

て
内
外
に
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
隋
代
に
な

っ
て
中
国
と
国
交
を
回
復
す
る
必
要
が
で
き
た
と
き
、

試
行
錯
誤

の
末
に
推
古
朝
の
為
政
者
が
考
え
出
し
た
の
が
、
こ
の
称
号

で

あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も

っ
と
も
日
本
書
紀
が
編
纂
物
で
あ
る
た

め
、
原
文
が
天
皇
で
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な

い
。

堀

の
見
解
は
、
右
の
国
書

で

「天
皇
」
で
は
な
く

「大
王
」
な
い
し
は

「
天

王
」
な
ど
で
は
、
前

の
国
書

の

「天
子
」
よ
り
後
退
し
す
ぎ
て
推
古
朝
の
為
政

者
が
使

い
そ
う
に
な
い
と

い
う

の
で
あ
る
。
堀
の
史
料

に
対
す
る
解
釈
は
、
慎

重
で
あ

っ
て
、
推
古
朝
に
天
皇
号
が
始
用
さ
れ
た
と
断
定
は
し
て
い
な
い
。
た

だ
天
子
か
ら
天
皇

へ
の
変
更
が
推
古
朝
の
為
政
者
が
君
主

の
称
号
の
格

の
後
退

を
退
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
点
に
論
拠
を
求
め
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
な
ら
ば
、
も
と
も
と
推
古
十
六
年
条
の
国
書

に

「倭
王
」
、
「王
」

と
あ

っ
た
の
を
、
日
本

(倭
国
)
側
で

「王
」
を

「皇
」
と
書
き
か
え
て

『日
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本
書
紀
』

に
掲
載
し
た
と
い
う
な
ら
ば
、

そ
の
返
書
に
、
ま
た
し
て
も
隋
側
に

不
快
感
を
与
え
る

「
天
皇
」
と

い
う

「皇
」
の
字
を
含
む
称
号
を
用

い
た
返
書

を
送
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
点
に
ど
う
し

て
も
疑
義
を
は
さ
ま
ざ
る
を
え
な
い
。

右
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
、
推
古
紀

の

「東
天
皇
敬
白
西
皇
帝
」
の
表
記

を
も

っ
て

「天
皇
」
号
の
成
立
を
推
古
朝

に
求
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
と

い

っ
て
よ
い
。

渡
辺
茂
も
こ
の
記
事
に

「天
皇
」
号
成
立

の
根
拠
を
も
と
め
る
こ
と
は
で
き

　　
　

な

い
と

、

次

の

よ

う

に
述

べ

る
。

推
古
紀
十
六
年
条

の

「東
天
皇
敬
白

西
皇
帝
」
の
記
事
を
も

っ
て

「
天

皇
」
号
使
用
例
の

一
つ
の
根
拠
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
の

前
年

に
あ
た
る

『隋
書
』
の

「
日
出
処
天
子
致
書
日
没
処
天
子
」
(日
出

ず
る
処
の
天
子
、
書
を
日
没
す
る
処
の
天
子
に
致
す
)
に
つ
い
て
ふ
れ
て
い

な
い
。
こ
の

『隋
書
』

に
お
い
て
、
煬
帝
を
し
て

「蛮
夷
書
有
無
礼
者
、

勿
復
以
聞
」

(蛮
夷
の
書
、
無
礼
な
る
者
あ
り
。
復
た
以
て
聞
す
る
な
か
れ
)

と
言
わ
し
め
た
原
因
は

「天
子
」
と

い
う
言
葉
を
用

い
た
点
に
あ
る
な
ら

ぼ
、
推
古
紀
十
六
年
条

の

「
天
皇
」
と

い
う
用
語
が
実
態
を
示
し
て
い
る

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
右
に
あ
げ
た

『隋
書
』

の
記
事
の
大
業
三

年
は
推
古
十
五
年

に
あ
た
り
法
隆
寺

金
堂
薬
師
像
光
背
銘

に
記
す

「丁

卯
」
年

に
相
当
す
る
。
仮
に
こ
の
時
代
に

「天
皇
」
号
が
用

い
ら
れ
た
と

す
れ
ば
、
国
書

に
隋

の

「皇
帝
」
に
対
す
る
優
越
性
を
誇
示
す
る

「天

皇
」
号
を
用

い
な
い
は
ず
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

「天
子
」
号
を
称

し
て
い
る
の
は
、
「
天
皇
」
号
が
ま
だ
使
用
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
理
由
に
よ

っ
て
推
古
紀
十
六
年
条

の

「天

皇
」
号
を
も

っ
て
推
古
朝

に

「天
皇
」
号
が
最
初

に
使
用
さ
れ
て
い
た
と

す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

七

推
古
朝
説
の
系
譜

以
上
に
記
し
た
の
は
、
推
古
朝

「
天
皇
」
号
成
立
説

の
主
要
な
論
点
と
異
論

を
要
約
し
、
私
見
を
そ
れ
に
添
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
推
古
朝
成
立

説

の
主
張
が
、
ほ
ぼ
東
京
大
学
や
東
京

の
大
学
の
研
究
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て

き
た
と
い
う
特
異
な
現
象

に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
と

い
う
問

い
か
け
は
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
答
え
は
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く

の
偶
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

津
田
左
右
吉
の

「天
皇
考
」
が
推
古
朝

「天
皇
」
号
成
立
説

の
基
本
を
作

っ

た
と
認
識
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
原
論
文
の
発
表
を
う
け
て
、
福
山
敏
男

の
異

論
が
だ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
津
田
は
早
稲
田
大
学
で
教
鞭
を
と

っ
た
が
、
そ

の
前
に
東
京
帝
国
大
学

の
東
洋
史

の
教
授
で
あ

っ
た
白
鳥
庫
吉
の
主
宰
し
た
満

鮮
歴
史
地
理
調
査
室

の
研
究
員
で
あ

っ
た
の
で
、
両
大
学

の
歴
史
研
究
者
と
の

人
脈
は
豊
か
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、

推
古
朝

「天
皇
」
号
成
立
説
は
主
と
し
て
東
京
大
学
と
早
稲
田
大
学

に
か
か
わ

り
の
あ
る
研
究
者

に
よ

っ
て
展
開
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
不
思
議
と
い
っ
て
よ
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「天皇」号成立推古朝説の系譜

い
の
か
ど
う
か
と
ま
ど
う
が
、
戦
前
ま
で
、
関
西
で
は
福
山
を
除

い
て
、
「
天

皇
」
号
成
立
論
に
関
心
を
示
し
た
研
究
者

は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
と
も
に
、
戦

後
に
お
い
て
も
推
古
朝
成
立
論
を
積
極
的

に
支
持
し
た
も
の
も

い
な
い
。

(21

)

津
田
の
影
響
を
う
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
竹
内
理
三
の
前
掲
論
文
は
九
州
大

学
文
学
部
教
授
に
あ

っ
た
と
き
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
坂
本
太

郎
は
、
東
京
大
学
文
学
部
国
史
学
科
教
授
時
代

の
昭
和
三
十

一
年

(
一
九
五

(22
)

六
)
に
、
推
古
朝
に

「
天
皇
」
号
が
成
立
し
た
と
簡
単
に
触
れ
て
い
る
。
そ
の

理
由
と
し
て
、
推
古
四
年
造
立

の
元
興
寺
塔
露
盤
銘
、
同
十
七
年
鋳
造

の
元
興

寺
丈
六
釈
迦
像
光
背
銘
、
推
古
三
十
年
在
銘
中
宮
寺
天
寿
国
繍
帳
、
推
古
十
六

年
遣
隋
国
書
な
ど
に
天
皇
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
あ
げ

て
、
こ
れ
ら
の

同
時
期
的
な
表
記
は
偶
然
と
は
い
え
な

い
と
し
て
、
推
古
朝

に
お
け
る

「天

皇
」
号
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。
坂
本
太
郎
の
後
を
う
け
て
東
京
大
学
文
学
部

国
史
学
科
教
授
の
職
に

つ
い
た
井
上
光
貞
も
推
古
朝

「天
皇
」
号
成
立
説

の
立

(23

)

場

で
、

次

の
よ

う

に
論

じ

て

い
る

。

ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
天
皇
と
い
う
称
号

で
あ
る
。
天
皇
は
既
述

の
ご

と
く
大
君
と
い
う
の
が
古

い
言

い
方

で
、
こ
の
古
制
は
推
古
朝
に
も
用
い

ら
れ
た
ら
し
く
、
隋
書
に
は
推
古
天
皇
を

「
阿
輩
難
弥
」
と
号
し
た
と
い

っ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
は
天
皇
号
も
用
い
ら
れ
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は

推
古
朝
に
案
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
六
〇
八
年

の
隋
帝

へ
の
国
書
に

「
東

天
皇
敬
白
二
西
皇
帝
一」
と

い
い
、
六
〇
七
年

の
法
隆
寺
の
薬
師
像
の
造
像

銘
に

「
天
皇
」
「大
王
天
皇
」
と
い
い
、
さ
ら
に
右
記

の
国
史

に
も
天
皇

記
と
あ
る
な
ど
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

こ
こ
に
引
用
し
た
井
上
の
所
説
は
、
ほ
と
ん
ど
史
料
的
検
討
に
つ
い
て
触
れ

て
い
な
い
の
で
、
井
上
の
所
論

の
根
拠
は
知
り
が
た
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。

井
上
の
後
、
石
母
田
正
は
、
前
掲
の
諸
説
と
、
や
や
異
な

っ
た
視
点
か
ら
論

じ
て
は
い
る
が
、
制
度
的
で
あ
る
と
い
う
点

に
こ
だ
わ
ら
な
い
と
い
う
前
提
で
、

(24
)

天
皇
号
は
推
古
朝

に
使
用
さ
れ
た
と
す
る
。
石
母
田
の
論
点
は
次
の
通
り
で
あ

る
。

「天
皇
」
号
の
成
立
が
、
通
説
に
し
た
が

っ
て
、
推
古
朝
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
歴
史
的
意
義
も
右

の
問
題

(日
本
が
朝
鮮
三
国
と
使
節
を
交
換

す
る
さ
い
、
「
大
国
」
と
し
て
の
地
位
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
な
ど
の
対
外

的
問
題
-
筆
者
注
)
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
対
外
的
に
も
、
対
内
的
に

も
、
日
本
国
を
代
表
し
統
治
権
を
総
欖
す
る
主
権
者

の
地
位
を

「
天
皇
」

と
い
う
称
号
で
も

っ
て
制
度
的

に
統

一
し
確
立
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
浄

御
原
令
以
後
と
み
ら
れ
る
か
ら
、
推
古
朝
以
来
の
天
皇
号
は
制
度
的

に
は

ま
だ
不
安
定
で
あ

っ
た
と
み
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
成
立
期
と
し
て
の
推
古

朝
を
問
題
と
す
る
場
合
、
従
来

の

「大
王
」
か
ら

「
天
皇
」

へ
の
転
換
が
、

い
か
な
る
場
に
お
い
て
ま
ず
お
こ
な
わ
れ
た
か
が
問
題
で
あ
る
。
私
は
そ

の
場
は
対
外
関
係
で
あ

っ
た
ろ
う
と
か
ん
が
え
る
。
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現
在
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科

・
文
学
部
の
日
本
史
学
講
座
に

所
属
し
て
い
る
大
津
透
は
、
前
掲
の
大
橋

一
章
と
義
江
明
子
の
論
考
を
評
価
し
、

(
25
)

推
古
朝
に

「天
皇
」
号

の
成
立
を
裏
付
け

る
の
は
天
寿
国
繍
帳

で
あ
る
と
い
う
。

右
に
簡
略
的
に
述

べ
た
が
、
明
ら
か
に
、
津
田
左
右
吉
の
先
駆
的
な
業
績
を

追
認
す
る
か
の
よ
う
に
、
東
京
大
学

の
国
史
学

・
日
本
史
学

の
系
譜
に
つ
ら
な

る
研
究
者
た
ち
が
推
古
朝

「天
皇
」
号
成
立
説
を
共
通
し
て
認
め
て
い
る
こ
と

は
、
本
稿
で
は
、

一
つ
の
事
実
と
し
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
、
推
古

朝
成
立
に
異
論
を
唱
え
た
福
山
敏
男
は
、
京
都
帝
国
大
学
工
学
部
建
築
学
科
を

卒
業
し
、

の
ち
に
京
都
大
学
工
学
部
の
教
授
と
な
る
。
福
山

の
学
的
系
譜

に
直

接
に
つ
ら
な
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
「
天
皇
」
号

の
成
立
を
推
古
朝
と
し
な
い

論
考
が
、
後
年
、
関
西
周
辺
の
研
究
者
ら

に
よ

っ
て
報
告
さ
れ
て
い
く
。
そ
れ

に
つ
い
て
は
、
詳
細

に
述
べ
る
た
め
に
別
稿
を
予
定
し
た
い
。

な
お
、
因
み
に
、
推
古
朝
天
皇
号
に
異
論
を
唱
え
た
渡
辺
茂
は
、
東
京
文
理

科
大
学
史
学
科
の
出
身
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
「
天
皇
」
号
成
立
に
関

す
る
学
説
が
日
本

の
東
と
西
と

い

う
地
域
的
な
区
分

に
お

い
て
、
対
立
す
る

の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る

「
邪
馬
台
国
論
争
」
と
相
似
す
る
よ
う
な
印
象
を
拭

い
き
れ
な

い
。
私
は
、
学

派
的
対
立
と
い
う
観
点
で
こ
の
種
の
問
題

を
論
じ
る
こ
と
は
、
も
と
よ
り
好
ま

な

い
。
だ
が
、
東
京
を
中
心
と
す
る
古
代
史
研
究
者
が
推
古
朝
に

「
天
皇
」
号

が
成
立
し
た
こ
と
を
通
説

・
定
説
と
し
位

置
づ
け
る
こ
と
の
不
思
議
さ
を
思
う
。

注(1
)

津
田
左
右
吉

『日
本
上
代
史

の
研
究
』
(岩
波
書
店
、

一
九
四
七
年
)

(「天
皇
考
」
の
原
論
文
は

一
九
二
〇
年
刊
行
の

『東
洋
学
報
』
に
掲
載
)

(2
)

福
永
光
司

『道
教
と
古
代
日
本
』
人
文
書
院
、

一
九
八
七
年

(3
)

福
山
敏
男

「法
隆
寺
の
金
石
文
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
『夢
殿
』
第

十
三
冊
鵤
故
郷
舎
、

一
九
三
五
年

(4
)

江
田
船
山
古
墳
出
土
の
大
刀
の
銘
文
に
つ
い
て
の
読
み
か
ら
近
年
は
ワ
カ

タ
ケ
ル
大
王

(雄
略
)
に
関
わ
る
と
い
う
見
解
が
通
説
と
な

っ
て
い
る
の
で
、

年
代
的
に
は
五
世
紀
後
半
と
な
る
。

(5
)

大
橋

一
章

『天
寿
国
繍
帳
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
五
年

(6
)

渡
辺
茂

「古
代
君
主
の
称
号
に
関
す
る
二
、
三
の
試
論
」
『史
流
』
八
、

一
九
六
七
年

(7
)

竹
内
理
三

「"大
王
天
皇
"
考
」
『日
本
歴
史
』
五
十

一
号
、

一
九
五
二
年

(8
)

大
橋

(前
掲
(5
))

(9
)

林
幹
彌

「上
代
の
天
皇
の
呼
び
名
」
『史
観
』
四
五
、

一
九
五
五
年

(10
)

大
橋

(前
掲
(5
))

(11
)

義
江
明
子

「天
寿
国
繍
帳
系
譜
の

一
考
察
-
出
自
論
と
王
権
論
の
接
点

i
』
『日
本
史
研
究
』
三
二
五
号
、

一
九
八
九
年

(12
)

東
野
浩
之

「天
寿
国
繍
帳
の
制
作
年
代
-
銘
文
と
図
様
か
ら
み
た
ー
」

『考
古
学
の
学
際
的
研
究
-
濱
田
青
陵
賞
受
賞
者
記
念
論
文
集
1
ー
』
岸
和
田

市

・
岸
和
田
市
教
育
委
員
会
、
二
〇
〇

一
年

(13
)

山
田
英
雄

「古
代
天
皇
の
諡
に
つ
い
て
」
『日
本
古
代
史
攷
』
岩
波
書
店
、

418



「天皇」号成立推古朝説の系譜

一
九

八
七

年

(
14
)

東

野

(前

掲

(
12
)
)

(
15
)

宮

田
俊

彦

「
天

寿
国

繍
帳

」
上

、

『歴

史
教

育
』

六
ー

五

、

一
九
一一=

(
16
)

金

沢

英
之

「
天

寿
国

繍
帳

銘

の
成

立
年

代

に

つ
い
て
」
ー

儀

鳳

暦

に
よ

る

計

算
結

果

か
ら
ー

『
國
語

と
國

文
学

』

二
〇
〇

一
年
十

一
月
号

(
17
)

吉

田
孝

「
『
史
記

』
秦

始
皇

本
紀

と

『
天
皇

』
号

」

『
日
本

歴
史
』

六

四

三

号

、

二
〇

〇

一
年

(
18
)

吉

田

は
引

用
文
献

を

あ
げ

て

い
な

い
が
、
岩

波
古

典

文
学
大

系

『
日
本

書

紀

』

(下
)

に
お
け

る
大

野
晋

に
よ

る
補
注

で
あ

ろ
う

。

(
19
)

堀

敏

一

『中

国

と
古
代

東

ア
ジ

ア
世
界
ー

中

華
的

世
界

と
諸

民
族
1

』

岩

波

書
店

、

一
九
九

三
年

(
20
)

渡

辺

(前

掲

(
6
)
)

(21
)

竹

内

(前

掲

(
7
)
)

(22

)

坂

本
太

郎

「
古
事

記

の
成
立

」
同

編

『
古
事

記
大

成
』

四
、

歴
史

考
古

編
、

平

凡
社

、

一
九

五
六
年

(23
)

井

上
光
貞

『
日
本

古
代

国
家

の
研
究

』

岩
波
書

店

、

一
九
六

五
年

(24
)

石

母

田

正

『
日
本

の
古

代
国

家
』

岩
波

書
店

、

一
九

七

一
年

(25
)

大
津

透

『古
代

の
天
皇

制
』

岩
波
書

店

、

一
九
九

九
年
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