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奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇

中

野

渡

俊

治

【
佐
野
真
人
】
皆
様
お
待
た
せ
致
し
ま
し
た
。
定
刻
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
令
和
元
年
度
皇
學

館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
の
公
開
学
術
講
演
会
を
開
催
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
開
催
に
先
立
ち
ま
し
て
本
セ
ン
タ
ー
の
セ
ン
タ
ー
長
大
島
信
生
よ
り
ご
挨
拶
申
し
上
げ

ま
す
。

【
大
島
信
生
】本
日
は
お
足
元
の
悪
い
中
、令
和
元
年
度
皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー

神
道
研
究
所
の
公
開
学
術
講
演
会
に
ご
来
場
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

私
は
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
て
お
り
ま
す
大
島
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
神
道
研
究
所
で
は
春
学
期
に
は
こ
の
公
開
学
術
講
演
会
、
秋
学
期
に
は

公
開
学
術
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
講
師
に
清
泉
女
子
大
学
文
学
部
教

授
中
野
渡
俊
治
先
生
を
お
招
き
致
し
ま
し
て
、「
奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
」
と
い
う
演

題
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま
す
。
先
生
の
御
略
歴
に
つ
き
ま
し
て
は
本
日
の
黄
色
い
紙
に
書
か
れ

て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
先
生
は
昭
和
四
十
七
年
青
森
県
の
お
生
ま
れ
で
、
東
北
大
学
大
学
院

文
学
研
究
科
歴
史
科
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
を
満
期
退
学
さ
れ
て
い
ま
す
。
博
士
（
文
学
）
で

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
専
門
は
日
本
古
代
史
で
す
。
東
北
大
学
百
年
史
編
纂
室
で
お
勤
め
に

な
ら
れ
た
後
、
花
園
大
学
文
学
部
日
本
史
学
科
専
任
講
師
、
さ
ら
に
准
教
授
、
そ
し
て
教
授
を

経
ら
れ
ま
し
て
本
年
度
よ
り
清
泉
女
子
大
学
文
学
部
文
化
史
学
科
の
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
著
書
と
致
し
ま
し
て
は
、『
小
右
記
注
釈

長
元
四
年
』（
共
著
、
平
成
二
十
年
、
小
右
記
講

読
会
）、
そ
れ
か
ら
本
日
の
お
話
と
も
関
わ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、『
古
代
太
上
天
皇
の
研
究
』

（
単
著
、
平
成
二
十
九
年
、
思
文
閣
出
版
）
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
論
文
も
多
数
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
年
度
よ
り
清
泉
女
子
大
学
に
移
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
大
変
お
忙
し
い
中
、
本
当
に
本
日
は
有
難

く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ご
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
中
野
渡
先
生
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

【
中
野
渡
俊
治
】
只
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
清
泉
女
子
大
学
か
ら
参
り
ま
し
た
中
野

渡
俊
治
と
申
し
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
今
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
こ

の
三
月
ま
で
京
都
の
花
園
大
学
に
お
り
ま
し
た
。
十
年
間
ほ
ど
西
日
本
・
関
西
の
方
に
い
て
四

月
か
ら
関
東
・
東
京
に
移
っ
た
ば
か
り
で
し
て
、
こ
ち
ら
関
西
の
方
に
来
ま
し
て
、
何
と
な
く

の
懐
か
し
さ
を
感
じ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、お
配
り
し
た
レ
ジ
ュ
メ
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、

「
奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
」
と
い
う
題
目
で
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

今
年
は
皆
様
ご
存
じ
の
通
り
四
月
の
三
十
日
に
天
皇
の
譲
位
が
あ
り
ま
し
て
、新
天
皇
即
位
、
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そ
し
て
上
皇
誕
生
と
い
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
上
皇
が
誕
生
す
る
と
い
う
の
は
ま
さ
に
二
百

年
ぶ
り
と
い
う
こ
と
で
、
様
々
話
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
恐
ら
く
今
日
私
が
こ
ち
ら

に
お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
た
の
も
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
で
上
皇
・
太
上
天
皇
と
は
何
な
の
か
と

い
う
こ
と
で
の
お
話
だ
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
上
皇
の
全
体
的
な
歴
史
と
い
う
よ
り
は
上
皇
・

太
上
天
皇
と
い
う
も
の
が
現
れ
た
古
代
に
焦
点
を
絞
り
ま
し
て
、
太
上
天
皇
が
、
古
代
国
家
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

は
じ
め
に

ま
ず
一
言
で
太
上
天
皇
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
位
を
譲
っ
た
後
の
天
皇
の
地
位
・
称

号
と
な
り
ま
す
。
天
皇
が
譲
位
を
し
て
太
上
天
皇
と
な
る
理
由
と
し
て
は
、
現
在
は
（
太
上
天

皇
で
は
な
く
上
皇
と
い
う
の
が
正
式
な
称
号
で
あ
り
ま
す
が
）、
今
の
上
皇
の
先
年
の
ビ
デ
オ
メ
ッ

セ
ー
ジ
で
の
お
話
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
象
徴
天
皇
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
高
齢
に
な
り
天

皇
と
し
て
の
公
務
の
遂
行
が
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
位
を
退
く
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
し
か
し
古
代
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
年
齢
等
々
と
は
関
係
が
な
い
と
こ
ろ

が
あ
り
ま
し
て
、
皇
位
継
承
と
の
関
連
が
あ
り
、
確
実
な
皇
位
継
承
を
目
指
す
、
そ
の
手
段
の

一
つ
と
し
て
太
上
天
皇
と
い
う
も
の
が
現
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
皇
位
継
承
と
の
関

連
で
い
え
ば
、
天
皇
の
位
を
継
ぐ
の
は
皇
太
子
で
す
か
ら
、
太
上
天
皇
の
存
在
は
皇
太
子
の
地

位
の
登
場
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
皇
太
子
制
が
確
立
す
る
こ
と
と
、
太
上
天
皇

の
成
立
は
、
初
期
の
段
階
で
は
連
動
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
も
含
め
て
、
こ
れ
か
ら

お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
、
太
上
天
皇
の
概
要

（
一
）
太
上
天
皇
と
は

は
じ
め
に
、太
上
天
皇
の
概
要
か
ら
お
話
を
し
ま
す
。
先
ほ
ど
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、

太
上
天
皇
は
一
言
で
説
明
す
れ
ば
、
譲
位
し
た
天
皇
の
称
号
で
す
。
こ
れ
は
な
に
も
現
代
の

我
々
の
解
釈
で
は
な
く
、
古
代
の
法
典
、
律
令
の
中
で
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。「
大

宝
令
」
に
続
く
律
令
で
あ
る
「
養
老
令
」
の
儀
制
令
第
一
条
に
、
様
々
な
天
皇
の
称
号
に
つ
い

て
の
規
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
太
上
天
皇
と
い
う
文
字
が
見
え
ま
し
て
、
太
上
天
皇
は
、「
譲

位
の
帝
に
称
す
る
所
」
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
最
も
簡
素
か
つ
確
実
な
定
義
と
な
り

ま
す
、
つ
ま
り
太
上
天
皇
と
い
う
の
は
、
譲
位
し
た
天
皇
の
称
号
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

日
本
史
上
最
初
の
太
上
天
皇
は
、
持
統
天
皇
十
一
年
（
六
九
七
）
に
譲
位
を
し
て
太
上
天
皇

と
な
り
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
崩
御
し
た
持
統
太
上
天
皇
で
す
。
歴
史
上
最
後
の
太
上
天

皇
と
な
っ
た
の
は
、
江
戸
時
代
の
光
格
太
上
天
皇
で
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
譲
位
を

し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
二
〇
一
九
年
の
譲
位
が
二
〇
二
年
ぶ
り
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
光
格
太
上
天
皇
は
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
崩
御
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
以
降
こ
の
二
〇
一
九
年
、
令
和
元
年
ま
で
日
本
に
お
い
て
は
退
位
し
た
後
の
生
き
て
い
る

天
皇
と
い
う
も
の
は
、
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
百
年
間
日
本
で
は
上
皇
・
太
上
天
皇
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
現
在
注
目
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
日
本
史
上
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
生
前
に
位
を
退
く
と
い
う
こ
と
は
、

決
し
て
異
例
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
初
の
太
上
天
皇
で
あ
る
持
統
天
皇
か
ら
始
ま
り
、

最
後
の
太
上
天
皇
と
な
っ
た
光
格
天
皇
ま
で
は
八
十
四
代
の
天
皇
を
数
え
ま
す
が
、
そ
の
な
か

に
あ
っ
て
、
六
十
人
が
譲
位
を
し
て
太
上
天
皇
と
な
っ
て
い
ま
す
。
単
純
に
計
算
を
す
る
と
、

七
二
パ
ー
セ
ン
ト
位
、
半
数
以
上
が
上
皇
・
太
上
天
皇
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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す
。
日
本
に
お
い
て
は
、
先
ほ
ど
律
令
で
も
太
上
天
皇
と
い
う
地
位
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
触
れ
ま
し
た
が
、
奈
良
時
代
以
降
は
常
に
天
皇
が
生
前
譲
位
す
る
こ
と
を
想
定
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
日
本
が
し
ば
し
ば
古
代
国
家
の
形
成
に
お
い
て
、

制
度
上
参
考
に
し
た
中
国
な
ど
と
比
べ
る
と
大
変
異
例
な
こ
と
で
す
。
中
国
の
場
合
も
、
何
人

か
生
前
譲
位
し
た
皇
帝
が
お
り
太
上
皇
帝
・
太
上
皇
と
呼
ば
れ
ま
し
た
が
、
か
な
り
例
外
的
な

存
在
で
す
。
例
え
ば
古
代
の
日
本
が
よ
く
参
考
に
し
た
唐
の
皇
帝
の
場
合
は
二
十
三
代
、
二
十
一

人
の
皇
帝
を
数
え
ま
す
が
、
譲
位
し
た
皇
帝
は
六
人
の
み
で
す
。
し
か
も
そ
れ
は
大
体
に
お
い

て
、
ク
ー
デ
タ
ー
な
ど
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
お
い
て
譲
位
し
て
い
ま
す
。
も
う
一
人
唐
の
皇

帝
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、
女
帝
で
あ
る
則
天
武
后
も
退

位
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
中
国
史
上
最
後
の
王
朝
で
あ
る
清
の
皇
帝
の
場
合
は
、
十
二

代
の
皇
帝
の
う
ち
、「
ラ
ス
ト
エ
ン
ペ
ラ
ー
」
宣
統
帝
は
除
い
て
、
譲
位
を
し
た
の
は
一
名
、

乾
隆
帝
の
み
で
す
の
で
、
譲
位
す
る
と
い
う
こ
と
は
日
本
で
は
よ
く
見
ら
れ
ま
す
が
、
東
ア
ジ

ア
社
会
に
お
い
て
は
珍
し
い
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
な
お
今
日
は
こ
れ
以
上
触
れ
ま
せ
ん
が
、

ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
一
三
世
紀
の
陳
朝
大
越
国
の
王
朝
に
お
い
て
、
皇
帝
が
退
位
を
し
て
太
上
皇

帝
と
な
る
の
を
制
度
化
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
は
王
位
・
皇
位
継
承
の
問
題

と
言
う
よ
り
は
、
外
交
問
題
上
、
対
中
国
と
の
関
係
で
二
人
の
皇
帝
を
備
え
る
た
め
に
太
上
皇

帝
と
皇
帝
を
定
め
た
も
の
で
す
。
あ
く
ま
で
も
ベ
ト
ナ
ム
の
場
合
は
特
定
の
王
朝
の
み
と
い
う

こ
と
で
、
日
本
の
よ
う
に
長
く
、
退
位
し
た
天
皇
の
存
在
を
認
め
た
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か

他
に
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
に
お
い
て
の
太
上
天
皇
の
存
在
は
、
明
治
の
皇
室
典
範
制
定
に
際
し
て
譲
位
を
否
定
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
旦
の
終
焉
を
迎
え
ま
し
た
。「
皇
室
典
範
」
に
は
、「
天
皇
崩
ス
ル
ト
キ

ハ
皇
嗣
即
チ
踐
祚
シ
祖
宗
ノ
神
器
ヲ
承
ク
」
と
あ
り
、
践
祚
・
即
位
を
す
る
の
は
天
皇
が
崩
じ

た
と
き
の
み
と
し
た
の
で
、
そ
こ
で
譲
位
と
い
う
も
の
は
消
え
ま
し
て
、
そ
れ
が
今
回
復
活
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
二
）「
太
上
天
皇
」
の
よ
み
方

こ
の
譲
位
し
た
天
皇
に
つ
い
て
、
文
字
で
は
「
太
上
天
皇
」
と
書
き
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
い
く
つ
か
の
よ
み
方
が
あ
り
ま
す
、
ま
ず
「
だ
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」
で
す
。
こ
れ
は
中

世
・
戦
国
期
あ
た
り
の
『
塵
添
壒
囊
抄
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
中
で
太
上
天
皇
に
つ
い

て
、
仮
名
で
「
ダ
イ
ジ
ャ
ウ
テ
ン
ワ
ウ
」
と
振
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
中
世
で
は
「
だ
い
じ
ょ

う
て
ん
の
う
」
と
よ
む
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
濁

ら
ず
に
「
た
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」
と
よ
ん
で
い
た
と
い
う
史
料
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
奈
良

時
代
の
正
倉
院
文
書
の
中
に
、「
生
江
臣
家
道
女
本
願
経
貢
進
文
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ

こ
で
は
「
帝
上
天
皇
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
た
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」
と
よ
み
、

聖
武
太
上
天
皇
の
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
ま
す
。
本
来
は
文
字
で
書
け
ば
「
太
上
天
皇
」
な
の

で
す
が
、
発
音
が
通
ず
る
の
で
「
帝
上
天
皇
」
と
書
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。「
帝
」
と
い
う
文

字
は
呉
音
で
は
「
タ
イ
」
と
な
る
の
で
、
奈
良
時
代
の
人
た
ち
は
「
た
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」

と
よ
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
私
は
「
だ
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」
と
濁
っ
て
よ
ん
で
し

ま
い
ま
す
が
、「
た
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」
と
よ
む
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
一
方
で
「
だ
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」
に
せ
よ
「
た
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」
に
せ
よ
、
普

段
の
会
話
で
は
「
だ
じ
ょ
う
」
の
方
が
発
音
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、「
だ
じ
ょ
う
て

ん
の
う
」
と
発
音
す
る
よ
う
に
も
な
り
ま
す
。
中
世
の
中
原
家
の
秘
伝
書
と
い
う
『
中
家
実
録
』

に
お
い
て
、天
皇
の
様
々
な
呼
び
方
に
つ
い
て
漢
字
の
当
て
字
で
読
み
方
を
表
記
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
「
今
上
皇
帝
」
は
「
琴
」
字
を
使
っ
て
「
き
ん
じ
ょ
う
」
と
よ
ま
せ
て
お
り
ま
す
が
、

「
太
上
皇
帝
」
は
「
駄
譲
惶
帝
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
だ
じ
ょ
う
こ
う
て
い
」
と
よ
ま
せ

る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
う
一
つ
太
上
天
皇
の
よ
み
方
に
つ
い
て
、
宣
命
に
み
ら
れ
る
「
和
訓
」
の
場
合
が
あ
り
ま

す
。「
天
皇
」
は
「
す
め
ら
み
こ
と
」
と
訓
み
ま
す
が
、「
太
上
天
皇
」
に
つ
い
て
は
訓
み
方
を

示
す
明
確
な
史
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
居
宣
長
は
「
お
ほ
き
す
め
ら
み
こ
と
」
と
訓
む
の
で
あ

奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
中
野
渡
）
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ろ
う
と
推
定
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
太
上
天
皇
」の
よ
み
方
に
つ
い
て
は
、「
だ
い
じ
ょ

う
て
ん
の
う
」「
た
い
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」「
だ
じ
ょ
う
て
ん
の
う
」「
お
お
き
す
め
ら
み
こ
と
」

の
よ
う
な
よ
み
方
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
三
）
太
上
天
皇
と
上
皇

今
回
の
陛
下
は
「
上
皇
」
を
称
号
と
し
て
い
ま
す
が
、
史
料
を
見
て
い
る
と
、「
太
上
天
皇
」

と
「
上
皇
」
と
二
つ
の
表
記
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
上
皇
」
は
「
太
上
天
皇
」
の
略
称
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
事
実
太
上
天
皇
と
い
う
も
の
が
現
れ
た
奈
良
時
代
の
よ
う

な
、
早
い
段
階
の
史
料
を
見
る
と
、
上
皇
と
略
し
た
例
は
全
く
無
く
、
奈
良
時
代
の
『
続
日
本

紀
』『
万
葉
集
』「
東
大
寺
献
物
帳
」（「
国
家
珍
宝
帳
」）「
薬
師
寺
東
塔
檫
銘
」
で
は
「
太
上
天
皇
」

と
表
記
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
平
安
時
代
、
九
世
紀
以
降
に
な
っ
て
く
る
と
略
称
と
し
て
の
上

皇
表
記
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
一
番
早
い
例
で
は
平
安
時
代
初
期
、
嵯
峨
太

上
天
皇
の
時
に
「
上
皇
の
号
を
除
か
ん
と
す
」
と
い
う
史
料
が
あ
り
、
そ
の
時
期
を
始
め
と
し

て
平
安
時
代
中
期
以
降
か
ら
「
上
皇
」
表
記
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
他
に
も
「
太
上

皇
」
や
「
太
皇
」、「
太
上
」
な
ど
と
も
称
さ
れ
ま
す
が
、「
太
上
天
皇
」
号
が
消
え
た
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
正
式
に
は
太
上
天
皇
と
称
す
る
と
い
う
認
識
は
変
わ
ら
な
い
ま

ま
、
上
皇
と
い
う
略
称
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
ち
な
み
に
高
校
の
日
本
史
の

教
科
書
を
み
る
と
、
例
え
ば
山
川
出
版
社
の
教
科
書
で
は
、
九
世
紀
ま
で
は
太
上
天
皇
と
表
記

し
、
そ
の
後
に
つ
い
て
は
「
白
河
上
皇
」「
後
白
河
上
皇
」
の
よ
う
に
上
皇
と
、
表
記
を
書
き

分
け
て
い
ま
す
。
そ
の
他
の
多
く
の
出
版
社
の
教
科
書
で
は
、
奈
良
時
代
以
降
を
通
じ
て
、
全

て
上
皇
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
山
川
出
版
社
が
太
上
天
皇
と
上
皇
と
を
書
き
分
け
た
背
景
に
つ

い
て
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
後
で
お
話
を
す
る
、
平
安
時
代
初
期
の
事
件
が
関
連
す
る
か
と
思
い

ま
す
。

二
、
太
上
天
皇
に
関
す
る
研
究
史

太
上
天
皇
と
は
、天
皇
の
位
を
退
い
た
後
の
称
号
と
な
り
ま
す
が
、位
を
退
い
た
か
ら
と
い
っ

て
、
完
全
な
隠
居
状
態
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
前
天
皇
と
し
て
様
々
な
行
動
を
と
り
ま
す
。

実
際
、
歴
史
的
に
は
上
皇
・
太
上
天
皇
と
天
皇
と
の
関
係
が
、
緊
張
状
態
に
な
る
こ
と
が
み
ら

れ
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
古
代
国
家
に
お
け
る
太
上
天
皇
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
多

く
の
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
ま
す
。
特
に
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
、
太
上
天
皇
の
存
在

に
つ
い
て
の
研
究
が
進
み
ま
し
た
。
研
究
史
の
す
べ
て
を
振
り
返
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
膨
大

な
の
で
、
代
表
的
な
も
の
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

古
代
の
太
上
天
皇
に
つ
い
て
、
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
、
岸
俊

男
氏
で
す
。
岸
氏
は
一
九
六
〇
年
代
に
論
文
「
元
明
太
上
天
皇
の
崩
御
」
で
、
元
明
太
上
天
皇

が
亡
く
な
っ
た
際
に
三
関
を
封
鎖
す
る
固
関
が
行
わ
れ
た
事
に
注
目
し
ま
し
た
。
太
上
天
皇
が

前
天
皇
で
あ
り
な
が
ら
、
亡
く
な
っ
た
際
に
国
家
の
非
常
事
態
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
、
そ
こ
か
ら
太
上
天
皇
は
、
実
は
譲
位
し
た
後
に
お
い
て
も
権
力
が
高
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
八
世
紀
に
お
け
る
太
上
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
着
目
す
る

べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
続
い
て
、
太
上
天
皇
に
関
す
る
研
究
を
さ
ら

に
深
め
た
の
が
春
名
宏
昭
氏
で
す
。
春
名
氏
は
一
九
九
〇
年
に
論
文
「
太
上
天
皇
制
の
成
立
」

に
お
い
て
、「
権
力
」
と
「
権
能
」
と
い
う
語
句
の
違
い
に
着
目
し
て
、
太
上
天
皇
の
位
置
付

け
を
検
討
し
ま
し
た
。「
権
力
」
と
い
う
の
は
個
人
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
場
合
が
あ
り
、
人

に
よ
っ
て
強
い
力
を
持
っ
て
い
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
持
っ
て
い
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
「
権
能
」
と
い
う
の
は
個
人
・
人
物
に
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
人
が
持
っ
て
い
る
地
位
に

付
属
・
付
随
す
る
力
の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
こ
の
場
合
、
太
上
天
皇
な
ら
ば
誰
で
も
「
権
力
」

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
春
名
氏
は
こ
こ
で
「
権
能
」
に
注
目
し
て
、

太
上
天
皇
に
基
本
的
に
備
わ
っ
て
い
る
権
限
を
考
察
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
唐
の
太
上
皇
帝
の

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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地
位
の
分
析
を
通
し
て
、
日
本
の
太
上
天
皇
と
は
天
皇
と
同
等
の
力
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
指

摘
し
ま
し
た
。
太
上
天
皇
は
天
皇
大
権
を
掌
握
す
る
人
格
を
持
つ
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
天
皇
と
並
ぶ
よ
う
な
力
を
持
つ
太
上
天
皇
の
存
在
は
、
平
安
時
代
初

め
の
平
城
太
上
天
皇
の
変
（
薬
子
の
変
）
に
よ
っ
て
終
焉
を
む
か
え
る
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
に
続
い
て
、
仁
藤
敦
史
氏
は
、
太
上
天
皇
と
天
皇
と
は
、
権
威
と
権
力
の
相
互
補
完
の

関
係
に
あ
り
、
天
皇
の
権
力
を
補
い
合
う
よ
う
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
指
摘
し
ま
し
た
。

ま
た
筧
敏
生
氏
は
、
太
上
天
皇
の
存
在
は
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
律
令
国
家
に
と
っ
て
は
「
矛

盾
」
で
あ
る
と
し
ま
し
た
。
一
人
し
か
い
な
い
は
ず
の
権
力
者
が
二
人
い
る
こ
と
の
矛
盾
と
と

も
に
、
太
上
天
皇
が
天
皇
の
地
位
を
退
い
た
後
で
天
皇
的
な
行
為
を
す
る
こ
と
は
、
律
令
法
に

よ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
先
の
天
皇
で
あ
っ
た
と
い
う
そ
の
特
性
に
よ
る
も
の
で
は
な
い

か
と
指
摘
し
ま
し
た
。
続
い
て
齋
藤
融
氏
は
、太
上
天
皇
は
律
令
法
上
に
お
い
て
は
、身
位（
身

分
）
は
天
皇
に
准
ず
る
も
の
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
権
能
を
保
証
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
と
指
摘
し
ま
し
た
。
こ
う
し
た
研
究
が
一
九
九
〇
年
代
前
後
に
活
発
に
な
っ
た
の
は
、
お
そ

ら
く
は
今
か
ら
三
〇
年
前
の
、
昭
和
天
皇
か
ら
今
の
上
皇
陛
下
へ
の
代
替
わ
り
に
際
し
て
、
即

位
儀
礼
に
関
す
る
研
究
が
様
々
行
わ
れ
ま
し
て
、
こ
の
関
連
で
太
上
天
皇
に
関
し
て
も
注
目
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
の
時
期
に
盛
ん
に
な
っ
た
研
究
成

果
を
受
け
継
い
で
い
る
状
況
で
あ
り
、
私
も
こ
う
し
た
研
究
に
触
発
を
さ
れ
て
、
太
上
天
皇
の

地
位
や
存
在
意
義
に
つ
い
て
の
研
究
を
あ
れ
こ
れ
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
、
太
上
天
皇
位
の
成
立

（
一
）
六
～
七
世
紀
段
階
の
王
位
継
承

こ
こ
か
ら
は
太
上
天
皇
の
地
位
が
成
立
し
た
背
景
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
い
き
ま
す
。
ま
ず

六
世
紀
か
ら
七
世
紀
段
階
に
お
け
る
王
位
継
承
に
つ
い
て
、
主
に
吉
村
武
彦
氏
な
ど
の
研
究
に

拠
る
と
、基
本
的
に
は
群
臣
推
戴
に
よ
っ
て
大
王
が
選
出
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

前
の
大
王
が
亡
く
な
る
と
、
群
臣
が
次
の
大
王
を
選
ぶ
―
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
王
の
血
を
引
い

て
い
る
中
か
ら
選
び
ま
す
が
―
、
そ
し
て
群
臣
か
ら
新
し
い
大
王
に
対
し
て
宝
器
が
奉
ら
れ

ま
す
。
つ
ま
り
群
臣
の
意
思
に
よ
っ
て
新
大
王
が
決
ま
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の

後
、
新
大
王
が
壇
に
登
り
、
天
つ
神
か
ら
の
委
託
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
、
宮
の
場
所
を

決
め
、
さ
ら
に
ま
た
改
め
て
大
臣
な
ど
の
地
位
を
任
命
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
代
替
わ
り
ご
と

に
大
王
と
豪
族
達
と
の
関
係
が
再
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
大
王
・
天
皇
の

血
筋
は
特
定
の
も
の
に
固
定
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
中
の
血
を
引
い
て
い
る
者
の
誰
が
大
王
・

天
皇
に
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
有
力
な
王
子
・
皇
子
た
ち
も
い
ま
す
が
、

継
承
候
補
者
を
一
人
に
絞
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
ま
た
在
位
中
の
大
王
・
天
皇
が
、
自
ら
の
意
思

で
自
分
の
後
継
者
を
指
名
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
王
権
を
支
え
る
群
臣
や
豪
族
た

ち
の
意
向
が
、
大
王
の
地
位
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の

で
す
。

さ
ら
に
七
世
紀
の
半
ば
に
発
生
し
た
問
題
と
し
て
、
大
王
の
生
前
に
王
位
継
承
者
を
決
定
で

き
ず
、
一
人
に
絞
り
込
む
こ
と
が
出
来
な
い
、
す
る
と
何
人
か
の
有
力
な
王
位
継
承
候
補
者
が

い
た
と
し
て
、
そ
の
王
位
継
承
候
補
者
た
ち
の
間
で
、
様
々
な
形
で
対
立
が
発
生
す
る
状
況
が

生
ま
れ
ま
す
。
ま
た
大
王
が
予
想
外
に
長
生
き
を
し
て
、
王
位
継
承
候
補
者
た
ち
の
方
が
、
即

位
す
る
機
会
が
無
い
ま
ま
に
終
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
発
生
し
ま
す
。
そ
れ
が
厩
戸
皇
子

（
聖
徳
太
子
）
の
例
で
あ
り
、
あ
る
い
は
中
大
兄
皇
子
―
こ
れ
が
後
に
天
智
天
皇
に
な
り
ま
す
―

の
周
辺
に
、
古
人
大
兄
皇
子
の
よ
う
に
有
力
な
存
在
が
あ
る
と
、
そ
こ
に
争
い
が
発
生
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
王
位
継
承
候
補
者
を
一
人
に
絞
り
き
れ
な
い
と
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
様
々
、

王
族
や
豪
族
間
で
の
対
立
が
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
加
え
て
七
世
紀
半
ば
の
特

有
の
問
題
と
し
て
、
皇
極
天
皇
の
存
在
が
あ
り
ま
す
。
皇
極
天
皇
は
女
帝
で
あ
り
、
日
本
国
内

に
お
い
て
は
そ
れ
は
問
題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
唐
と
の
関
係
に
お
い
て
は
問
題
化
す
る
可
能

性
が
あ
り
ま
し
た
。「
大
化
改
新
」（
乙
巳
の
変
）
に
際
し
て
、
基
本
的
に
は
国
内
の
制
度
改
革

が
主
目
的
で
し
た
が
、
こ
の
と
き
皇
極
天
皇
は
、
自
分
の
兄
弟
で
あ
る
軽
皇
子
、
す
な
わ
ち
孝

奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
中
野
渡
）
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徳
天
皇
に
譲
位
を
し
て
い
ま
す
。「
大
化
改
新
」（
乙
巳
の
変
）
は
、
王
位
継
承
問
題
の
視
点
か

ら
は
、は
じ
め
て
生
前
譲
位
が
行
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
と
評
価
を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。『
日

本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
こ
の
時
皇
極
天
皇
は
軽
皇
子
に
、
名
指
し
し
て
あ
な
た
が
皇
位
を
嗣
ぎ

な
さ
い
と
い
う
形
で
譲
位
を
し
た
と
記
述
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
天
皇
の
存
命
中
に
王
位
交

替
が
実
現
し
た
と
と
も
に
、
天
皇
の
意
思
に
よ
っ
て
新
し
い
天
皇
が
選
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。「
大
化
の
改
新
」
と
い
う
の
は
、
色
々
な
評
価
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、

皇
位
継
承
の
面
で
は
、生
前
譲
位
が
は
じ
め
て
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、天
皇
の
指
名
に
よ
っ

て
、
新
し
い
天
皇
が
登
場
し
た
と
い
う
、
二
つ
の
特
徴
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
で
は
こ

れ
で
皇
極
天
皇
が
最
初
の
太
上
天
皇
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
部
の
書
籍
な
ど
で
は

「
皇
極
上
皇
」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
皇
極
天
皇
は
さ
す
が
に
太
上
天

皇
と
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
と
考
え
ま
す
。
何
故
か
と
言
う
と
、
ま
ず
一
つ
は
、
こ
れ
は
そ
れ

程
大
き
な
要
因
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
政
変
下
―
「
大
化
の
改
新
」（
乙
巳
の
変
）
と
言
わ
れ

る
よ
う
な
―
で
行
わ
れ
た
譲
位
で
あ
り
、
ま
だ
こ
の
後
の
持
統
太
上
天
皇
の
例
に
見
ら
れ
る

よ
う
な
、
制
度
化
に
は
到
ら
な
い
段
階
で
の
譲
位
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
譲
位
し

た
後
の
、
先
の
大
王
・
天
皇
の
身
位
が
ま
だ
は
っ
き
り
と
決
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
私

は
皇
極
は
太
上
天
皇
で
は
な
い
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
皇
極
天
皇
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』

の
中
で
も
、「
太
上
天
皇
」
で
は
な
く
「
皇
祖
母
尊
」
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
（
実
際
「
王
祖
母
尊
」

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
）。
こ
れ
は
「
す
め
み
お
や
の
み
こ
と
」
と
よ
み
ま
す
。「
皇
祖
母

尊
」（
す
め
み
お
や
の
み
こ
と
）
は
、
譲
位
し
た
天
皇
に
だ
け
用
い
る
称
号
で
は
な
く
、「
皇
族

の
中
の
長
老
の
女
性
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
す
。『
日
本
書
紀
』
に
は
、
皇
極
前
女
帝

だ
け
で
は
な
く
、
皇
極
天
皇
の
母
親
（
吉
備
姫
王
）
が
「
吉
備
嶋
皇
祖
母
命
」
と
表
記
さ
れ
、

ま
た
舒
明
天
皇
（
皇
極
天
皇
の
夫
）
の
母
親
で
あ
る
糠
手
姫
皇
女
（
田
村
皇
女
）
に
つ
い
て
も
「
嶋

皇
祖
母
命
」
と
称
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
皇
極
天
皇
が
譲
位
し
た
後
の
地
位
に

つ
い
て
は
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
は
っ
き
り
と
整
備
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
取
り
あ
え
ず
、

と
い
う
言
い
方
が
適
当
か
は
と
も
か
く
、
皇
族
の
長
老
女
性
と
言
う
こ
と
で
「
皇
祖
母
尊
」
と

称
さ
れ
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
ま
し
た
。
な
お
皇
極
天
皇
は
、こ
の
後
重
祚
し
て
い
る
の
で（
斉

明
天
皇
）、
最
終
的
に
は
在
位
中
の
天
皇
と
し
て
崩
御
し
て
い
ま
す
。

（
二
）
持
統
天
皇
と
太
上
天
皇
位
の
成
立

こ
の
よ
う
に
、
皇
極
天
皇
の
段
階
で
天
皇
の
生
前
譲
位
、
そ
し
て
天
皇
に
よ
る
後
継
者
指
名

の
前
例
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ
れ
が
制
度
化
さ
れ
る
の
が
、
持
統
天
皇
の
時
期
に
な
り
ま
す
。

持
統
天
皇
（
天
武
天
皇
の
皇
后
で
あ
り
、
ま
た
天
智
天
皇
の
皇
女
）
が
、
朱
鳥
元
年
（
六
八
六
）
に

天
武
天
皇
が
崩
御
し
た
後
を
う
け
て
、
称
制
を
経
た
後
に
最
終
的
に
即
位
し
ま
す
。
天
武
天
皇

後
の
皇
位
継
承
に
関
し
て
は
様
々
な
問
題
が
あ
り
ま
し
た
。
と
り
あ
え
ず
は
天
武
天
皇
の
皇
后

で
あ
る
持
統
天
皇
が
天
皇
の
位
を
継
ぎ
ま
し
た
が
、
天
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
大
津
皇
子
が
謀

反
の
容
疑
に
よ
り
自
害
に
追
い
込
ま
れ
、
ま
た
持
統
天
皇
が
皇
位
を
継
承
さ
せ
た
い
と
考
え
て

い
た
、
実
子
の
草
壁
皇
子
が
即
位
す
る
前
に
薨
じ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

の
草
壁
皇
子
に
つ
い
て
は
、
薨
去
し
た
と
き
す
で
に
皇
子
が
お
り
ま
し
た
。
軽
皇
子
で
す
。

こ
の
軽
皇
子
は
後
に
文
武
天
皇
と
し
て
即
位
し
ま
す
が
、
草
壁
皇
子
が
薨
去
し
た
と
き
、
ま

だ
七
歳
で
し
た
。
飛
鳥
時
代
や
奈
良
時
代
の
慣
習
で
は
、あ
る
程
度
成
人
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、

天
皇
に
即
位
す
る
の
は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
軽
皇
子
が
天
武
天
皇
と
持

統
天
皇
と
の
孫
で
あ
り
、
草
壁
皇
子
の
子
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
す
ぐ
即
位
す
る
に
は
時

期
が
早
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
も
草
壁
皇
子
が
薨
じ
た
持
統
天
皇
三
年
（
六
八
九
）

の
段
階
で
は
、天
武
天
皇
の
皇
子
た
ち
が
多
く
健
在
で
し
た
。
ま
た
天
智
天
皇
の
皇
子
た
ち
も
、

川
島
皇
子
や
施
基
皇
子
が
健
在
で
す
。
つ
ま
り
草
壁
皇
子
が
亡
く
な
っ
た
段
階
で
、
天
皇
に
な

る
可
能
性
が
あ
る
皇
子
は
多
数
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
持
統
天
皇
と
し
て
は
、
そ
れ
ら

の
皇
子
た
ち
で
は
な
く
、
自
ら
に
直
接
つ
な
が
る
よ
う
な
系
統
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
た
い
と
考

え
、
軽
皇
子
を
唯
一
の
皇
位
継
承
者
と
し
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
れ
が
軽
皇
子
の
立
太
子
と
な
り

ま
す
。

持
統
天
皇
十
年
（
六
九
六
）、
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
高
市
皇
子
が
薨
去
し
ま
す
。
高
市
皇
子

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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は
天
武
天
皇
の
諸
皇
子
中
の
最
年
上
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
生
母
の
身
分
の
関
係
で
天
皇
の
位

に
は
遠
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
持
統
天
皇
の
も
と
で
太
政
大
臣
と
な
る
実
力
者
で
あ
り

ま
し
た
。
天
武
天
皇
諸
皇
子
中
の
重
鎮
で
あ
っ
た
高
市
皇
子
が
薨
去
し
た
後
、
持
統
天
皇
は
皇

族
や
群
臣
を
集
め
て
「
日
嗣
を
立
て
ん
と
謀
」
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
後
継
者
を
立
て

よ
う
と
い
う
こ
と
を
、
会
議
を
開
い
て
謀
っ
た
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
『
日
本
書
紀
』
に
は
み

え
ず
、
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
漢
詩
集
で
あ
る
『
懐
風
藻
』
中
の
葛
野
王
（
天
智
天
皇
の
子

の
大
友
皇
子
、
す
な
わ
ち
弘
文
天
皇
の
子
）
の
伝
中
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
会
議
に
当
た
っ
て
、
持

統
天
皇
の
後
継
者
を
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
際
、
集
ま
っ
た
群
臣
は
各
々
自
分
の
意
見
を
述
べ

て
話
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
群
臣
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
た
ち
が
推
薦
し

た
い
皇
子
が
あ
り
、
議
論
と
な
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
時
葛
野
王
が
次
の
よ
う
に
発
言
し
た
と

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の
法
で
は
、
皇
位
は
神
代
以
来
子
・
孫
と
代
々
継
承
し
て
き

た
。
も
し
兄
弟
間
で
―
天
武
天
皇
の
兄
弟
間
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
―
継
承
す
る
よ
う

な
こ
と
に
な
れ
ば
、
争
い
と
い
う
も
の
は
そ
こ
か
ら
起
き
る
で
あ
ろ
う
。
天
意
を
勝
手
に
我
々

が
推
し
量
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
人
と
し
て
行
う
べ
き
こ
と
か
ら
論
ず
れ
ば
、
後
継
者
は
自
ず

か
ら
決
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま
り
天
武
天
皇
の
次
は
草
壁
皇
子
で
あ
り
、
草

壁
皇
子
の
次
は
軽
皇
子
で
あ
る
と
い
う
直
系
継
承
が
、
神
代
以
来
の
原
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
た
の
で
す
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
の
皇
位
継
承
の
あ
り
方
か
ら

見
れ
ば
、
現
実
に
即
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
葛
野
王
は
こ
れ
を
そ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
い
、

天
武
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
弓
削
皇
子
が
異
論
を
挿
も
う
と
す
る
と
、
そ
れ
を
遮
っ
て
し
ま
っ
た

と
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
持
統
天
皇
は
、
こ
う
し
た
葛
野
王
の
行
動
を
大
変
褒
め
た
と
も
あ
り
ま

す
。
葛
野
王
の
言
動
が
自
発
的
な
も
の
な
の
か
、
持
統
天
皇
か
ら
言
い
含
め
ら
れ
た
も
の
な
の

か
は
不
明
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
葛
野
王
の
こ
う
し
た
強
引
な
主
張
に
よ
っ
て
、
皇
位
継

承
の
基
本
方
針
は
直
系
継
承
と
な
り
、
軽
皇
子
は
持
統
天
皇
十
一
年
、
皇
太
子
の
地
位
に
就
き

ま
す
。
こ
の
と
き
軽
皇
子
は
十
五
歳
の
若
さ
で
し
た
。
日
本
の
皇
太
子
制
と
い
う
も
の
は
、
お

そ
ら
く
こ
の
軽
皇
子
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
軽
皇
子

が
、
持
統
天
皇
の
唯
一
の
後
継
者
と
し
て
決
定
し
ま
す
。

こ
こ
で
次
期
皇
位
継
承
者
と
し
て
の
皇
太
子
が
決
定
し
た
の
で
、
あ
と
は
持
統
天
皇
崩
御
後

に
皇
太
子
軽
皇
子
が
即
位
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
軽
皇
子
の
即
位
は
意
外

に
早
く
実
現
し
ま
す
。
軽
皇
子
が
皇
太
子
に
な
っ
た
の
は
、
持
統
天
皇
十
一
年
二
月
で
し
た
。

こ
の
後
、
同
じ
持
統
天
皇
十
一
年
六
月
前
後
の
『
日
本
書
紀
』
を
見
る
と
、
持
統
天
皇
の
た
め

の
造
仏
や
読
経
な
ど
の
記
事
が
散
見
し
ま
す
。
こ
の
時
期
、
持
統
天
皇
は
体
調
不
良
で
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
結
果
的
に
こ
の
時
は
回
復
し
た
よ
う
で
す
が
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
体
調
不
良
が
契

機
と
な
り
、
二
月
に
皇
太
子
と
な
っ
た
ば
か
り
の
軽
皇
子
即
位
と
な
り
ま
す
。
こ
の
年
八
月
、

『
日
本
書
紀
』
持
統
天
皇
十
一
年
八
月
乙
丑
朔
条
に
「
天
皇
、
策
を
禁
中
に
定
め
、
天
皇
位
を

皇
太
子
に
禅
る
」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
『
日
本
書
紀
』
を
引
き
継
ぐ
歴
史
書
で
あ
る
『
続
日
本

紀
』
文
武
天
皇
元
年
八
月
甲
子
朔
条
に
は
「
禅
り
を
受
け
て
即
位
す
」
と
あ
り
、
位
を
譲
ら
れ

た
文
武
天
皇
側
か
ら
の
即
位
記
事
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
こ
こ
で
持
統
天
皇
は
、
存
命
中
に
孫

で
あ
る
皇
太
子
の
軽
皇
子
に
譲
位
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
在

位
中
の
天
皇
が
次
期
天
皇
予
定
者
で
あ
る
皇
太
子
に
直
接
位
を
譲
る
こ
と
の
初
例
と
な
り
ま
し

た
。
し
た
が
っ
て
譲
位
と
皇
太
子
制
と
は
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
こ
れ

以
降
、
天
皇
の
即
位
後
に
皇
太
子
が
定
め
ら
れ
、
そ
の
皇
太
子
に
生
前
譲
位
を
す
る
と
い
う
皇

位
継
承
が
定
着
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
持
統
天
皇
十
一
年
段
階
で
、持
統
天
皇
が
皇
太
子
を
決
め
、か
つ
半
年
後
に
譲
位
に
至
っ

た
理
由
は
、
史
書
に
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、
判
然
と
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
お
そ
ら
く

は
、
ま
だ
皇
太
子
の
地
位
自
体
が
確
立
し
て
い
た
状
態
で
は
な
く
、
持
統
天
皇
と
し
て
は
自
ら

の
歿
後
に
、
皇
太
子
が
確
実
に
天
皇
と
し
て
即
位
で
き
な
い
こ
と
へ
の
危
惧
を
考
え
た
と
思
わ

れ
ま
す
。
前
述
の
よ
う
に
、
天
武
天
皇
の
諸
皇
子
に
は
ま
だ
健
在
な
人
た
ち
が
多
く
、
皇
太
子

の
地
位
を
否
定
し
て
、
ま
だ
十
五
歳
と
幼
い
軽
皇
子
の
即
位
を
妨
げ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
ま
だ
自
ら
が
存
命
中
で
影
響
力
が
あ
る
う
ち
に
、
皇
太
子
に
確
実
に
皇
位
を
譲
る

こ
と
に
踏
み
切
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
持
統
天
皇
か
ら
文
武
天
皇
へ
の

奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
中
野
渡
）

― 7―



皇
位
の
継
承
に
つ
い
て
は
、『
続
日
本
紀
』
に
み
え
る
文
武
天
皇
の
即
位
宣
命
に
お
い
て
、
天

皇
の
こ
と
を
現
御
神
と
称
し
、
続
い
て
こ
の
現
御
神
と
し
て
の
天
皇
の
位
・
地
位
と
い
う
も
の

は
、
高
天
原
の
神
々
の
時
代
以
来
代
々
代
々
受
け
つ
が
れ
て
き
た
皇
位
が
、
前
の
天
皇
か
ら
今

の
天
皇
・
新
天
皇
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て

い
ま
す
。
前
の
天
皇
か
ら
譲
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
即
位
す
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

の
で
す
。
文
武
天
皇
は
十
五
歳
で
あ
り
、
当
時
の
認
識
と
し
て
は
即
位
に
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
で

は
な
く
、
ま
た
政
務
に
熟
達
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
若
い
新
天
皇
に
と
っ
て
は
、
そ

れ
ま
で
長
く
在
位
し
て
い
た
前
の
天
皇
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
正
当
性
の
大

き
な
根
拠
と
な
り
ま
す
。

持
統
天
皇
が
譲
位
し
た
こ
と
の
大
き
な
意
義
と
し
て
は
、
ま
ず
皇
太
子
軽
皇
子
に
対
し
て
の

確
実
な
皇
位
継
承
を
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
譲
位
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
皇
位

継
承
を
既
成
事
実
化
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
加
え
て
、
十
五
歳
と
い
う
政
治
的
に
は

ま
だ
ま
だ
経
験
が
浅
く
若
い
新
天
皇
を
、
前
天
皇
と
し
て
後
見
を
す
る
、
そ
し
て
自
ら
が
譲
っ

た
新
天
皇
の
正
当
性
を
保
証
し
て
い
く
と
い
う
、
こ
う
し
た
様
々
な
思
惑
が
あ
っ
て
、
持
統
天

皇
は
生
前
譲
位
に
踏
み
切
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
は
じ
め
に
、
太
上
天
皇
の
存
在
は
皇
太
子

制
と
連
動
す
る
と
し
ま
し
た
が
、
皇
太
子
の
地
位
が
出
来
た
か
ら
こ
そ
譲
位
が
可
能
に
な
っ
た

と
い
う
一
方
で
、
皇
太
子
制
成
立
初
期
の
段
階
で
は
、
ま
だ
皇
太
子
の
地
位
が
確
立
し
て
い
た

と
は
い
え
ず
、
持
統
天
皇
は
、
存
命
中
に
皇
太
子
に
確
実
に
位
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

生
前
譲
位
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
譲
位
後
の
持
統
天
皇
、
す
な
わ
ち
持
統
太
上

天
皇
が
、
文
武
天
皇
に
対
し
て
後
見
を
し
、
補
佐
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
の
元
明

天
皇
（
文
武
天
皇
の
次
の
天
皇
）
の
即
位
宣
命
中
に
お
い
て
、
文
武
天
皇
の
時
代
の
こ
と
を
振

り
返
っ
て
、
持
統
太
上
天
皇
と
文
武
天
皇
は
「
並
び
坐
し
て
此
の
天
下
を
治
め
賜
ひ
諧
へ
賜
ひ

き
」
と
し
て
い
ま
す
。
持
統
太
上
天
皇
と
文
武
天
皇
と
は
「
並
び
坐
し
て
」、
つ
ま
り
持
統
太

上
天
皇
が
文
武
天
皇
を
輔
佐
し
な
が
ら
統
治
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
位
を
譲
っ
た
持
統
前
天
皇
の
称
号
と
し
て
「
太
上
天
皇
」
が
現
れ
ま
す
。「
天
皇
」

に
「
太
上
」
の
二
字
が
付
き
ま
す
。
前
天
皇
に
「
太
上
」
の
字
を
付
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
中

国
に
先
例
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
秦
の
始
皇
帝
が
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
自
ら
の
父
（
荘
襄

王
）
に
対
し
て
、
太
上
皇
の
称
号
を
贈
っ
た
の
が
初
例
と
な
り
ま
す
。
続
い
て
漢
の
高
祖
劉
邦

が
、
存
命
中
の
父
（
劉
太
公
）
に
対
し
て
、
何
も
称
号
が
な
い
の
は
問
題
だ
と
し
て
、
太
上
皇

の
称
号
を
贈
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
中
国
に
お
い
て
、
君
主
に
関
係
す
る
称
号
と
し
て
「
太
上
」

を
付
し
た
早
い
例
に
な
り
ま
す
。「
太
上
」
に
は
「
至
極
の
物
」
や
「
最
上
の
物
」
と
い
う
意

味
が
あ
る
の
で
、
天
皇
の
さ
ら
に
上
の
存
在
と
し
て
、「
天
皇
」
に
「
太
上
」
を
付
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
太
上
天
皇
と
い
う
称
号
は
、『
続
日
本
紀
』
や
「
養
老
律
令
」
条

文
に
み
え
る
の
で
、
奈
良
時
代
に
は
確
実
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
た
だ
し
「
大
宝
律
令
」
成

立
前
の
段
階
で
の
太
上
天
皇
号
の
存
否
、
つ
ま
り
持
統
天
皇
譲
位
前
後
に
つ
い
て
は
、
判
然
と

し
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
薬
師
寺
東
塔
檫
銘
」
は
、
銘
文
が
刻
ま
れ
た
の
は
奈
良
時
代
に
入
っ
て

か
ら
で
す
が
、
元
々
の
銘
文
が
作
成
さ
れ
た
の
は
も
う
少
し
古
い
段
階
、
藤
原
京
の
薬
師
寺
時

代
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
持
統
天
皇
の
こ
と
を
「
太
上
天
皇
」
と
し
て
い
る
の
で
、
お

そ
ら
く
は
「
大
宝
律
令
」
成
立
以
前
、
つ
ま
り
持
統
天
皇
の
譲
位
と
と
も
に
、
前
天
皇
の
こ
と

を
太
上
天
皇
と
称
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、「
最

初
の
」
太
上
天
皇
は
、
皇
極
天
皇
で
は
な
く
持
統
天
皇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
三
）
律
令
法
上
の
太
上
天
皇

こ
の
新
た
に
設
け
ら
れ
た
太
上
天
皇
は
、
持
統
太
上
天
皇
存
命
中
で
あ
る
、
文
武
天
皇
の
時

代
に
成
立
し
た
「
大
宝
律
令
」
や
、
そ
の
後
の
「
養
老
律
令
」
に
お
い
て
、
そ
の
地
位
が
条
文

中
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
「
養
老
令
」
の
条
文
を
例
と
し
て
、
そ
の
規
定
に
つ
い
て
触
れ

ま
す
。
太
上
天
皇
の
地
位
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
条
文
中
の
三
か
所
に
現
れ
て
い
ま
す
。
簡
単

に
ま
と
め
る
と
、
ま
ず
①
「
儀
制
令
」
天
子
条
か
ら
、
太
上
天
皇
の
定
義
は
前
述
の
よ
う
に
、

「
譲
位
し
た
天
皇
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
②
「
儀
制
令
」
皇
后
条
・
③
「
公
式
令
」

平
出
条
か
ら
、
太
上
天
皇
は
天
皇
と
と
も
に
上
表
の
対
象
で
あ
り
、
ま
た
公
文
書
の
書
式
に
お

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）

― 8―



い
て
は
、
天
皇
や
太
皇
太
后
・
皇
太
后
・
皇
后
と
と
も
に
、
平
出
と
い
う
、
文
を
書
く
に
際
し

て
、
特
に
敬
す
べ
き
語
に
は
、
そ
こ
で
改
行
し
て
次
行
の
い
ち
ば
ん
上
に
出
し
、
前
行
と
頭
を

そ
ろ
え
る
対
象
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
律
令
条
文
上
は
、
太
上
天
皇
の

序
列
は
天
皇
の
下
、
皇
后
の
上
で
あ
り
、
か
つ
天
皇
に
近
い
扱
い
と
な
り
ま
す
。
天
皇
と
太
上

天
皇
で
は
、
あ
え
て
言
え
ば
、
太
上
天
皇
が
天
皇
の
下
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
律
令
法
上
に
お
い
て
、
太
上
天
皇
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
身
位
、
つ
ま
り
身

分
や
位
置
付
け
を
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
太
上
天
皇
の
「
権
能
」
は
規
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
天
皇
の
権
能
も
律
令
法
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
と
同
様
で
す
。

な
お
「
大
宝
令
」
段
階
で
の
太
上
天
皇
規
定
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。

②
「
儀
制
令
」
皇
后
条
で
は
、
太
上
天
皇
は
天
皇
と
と
も
に
上
表
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

上
表
と
は
、
臣
下
か
ら
君
主
に
文
書
を
た
て
ま
つ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
文
書
の
こ
と
で
す
。
さ

ら
に
①
「
儀
制
令
」
天
子
条
の
規
定
か
ら
、
上
表
の
際
、
臣
下
は
天
皇
の
こ
と
を
「
陛
下
」
と

称
し
ま
す
（
三
后
（
皇
后
・
皇
太
后
・
太
皇
太
后
）・
皇
太
子
へ
の
上
啓
の
場
合
は
「
殿
下
」
で
す
）。

と
こ
ろ
が
、「
大
宝
令
」
段
階
で
は
太
上
天
皇
は
上
表
の
対
象
で
は
な
く
、
陛
下
と
称
さ
れ
な

か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
「
養
老
令
」
諸
注
釈
を
集
成
し
た
『
令
集
解
』
に
引
用
さ

れ
る
「
大
宝
令
」
の
註
釈
書
「
古
記
」
に
は
、
上
表
は
「
天
皇
に
進
る
の
書
」
と
あ
り
、
太
上

天
皇
は
上
表
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
令
の
条
文
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
宝
令
制

下
、
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
の
「
千
手
千
眼
陀
羅
尼
経
」
跋
文
に
は
「
皇
帝
陛
下
」「
皇
后

殿
下
」「
皇
太
子
殿
下
」
と
あ
る
一
方
、
太
上
天
皇
は
「
太
上
天
皇
陛
下
」
で
は
な
く
「
太
上

天
皇
」
と
の
み
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
「
大
宝
律
令
」
段
階
で
は
太
上
天
皇
は
上
表
の
対
象
と

し
て
扱
わ
れ
ず
、「
陛
下
」
と
も
「
殿
下
」
と
も
称
さ
れ
る
対
象
外
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
「
養
老
律
令
」
段
階
で
上
表
対
象
と
な
り
、「
陛
下
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
一
つ
、「
大
宝
律
令
」
段
階
に
お
い
て
太
上
天
皇
の
規
定
が
盛
り
込
ま
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
、
法
制
史
学
者
の
石
尾
芳
久
氏
は
、
持
統
太
上
天
皇
の
事
実
を
条
文
化
し
た
の
に
他
な
ら

な
い
と
い
う
指
摘
を
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
制
度
が
先
行
し
て
太
上
天
皇
が
現
れ
た
の
で
は
な

く
、
持
統
太
上
天
皇
の
出
現
に
よ
っ
て
、
後
追
い
的
の
よ
う
に
律
令
条
文
中
に
導
入
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
先
に
上
表
対
象
の
問
題
の
箇
所
で
、「
大
宝
令
」
の

注
釈
書
で
あ
る
「
古
記
」
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
「
古
記
」
の
文
中
に
は
太
上
天

皇
に
触
れ
た
箇
所
は
無
く
、「
大
宝
令
」
条
文
で
の
太
上
天
皇
規
定
は
復
元
で
き
ま
せ
ん
。
こ

の
こ
と
か
ら
「
大
宝
律
令
」
段
階
で
は
太
上
天
皇
の
規
定
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
か
っ
た
可
能

性
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
現
実
と
し
て
太
上
天
皇
は
「
大
宝
律
令
」
施
行
期
に
複
数

存
在
し
て
お
り
、
持
統
太
上
天
皇
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
「
大
宝
令
」
段
階
か
ら
太
上

天
皇
の
規
定
は
存
在
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
律
令
制
の
成
立
と
同
時
に
太
上
天
皇
の
地
位
も
律

令
条
文
に
規
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
制
度
上
の
位
置
付
け
は
以
上
の
よ
う
に

な
り
ま
す
。
続
い
て
、
実
際
太
上
天
皇
と
な
っ
た
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
、
ま

た
行
動
を
し
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
み
て
い
き
ま
す
。

四
、
奈
良
時
代
の
太
上
天
皇

（
一
）
持
統
・
元
明
・
元
正
の
各
太
上
天
皇

奈
良
時
代
の
太
上
天
皇
は
、
基
本
的
に
は
自
ら
が
譲
位
し
た
新
天
皇
の
正
当
性
を
保
証
す
る

と
と
も
に
、
新
天
皇
の
輔
佐
や
後
見
に
あ
た
る
と
い
う
位
置
付
け
に
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
あ
く

ま
で
も
、
天
皇
と
し
て
の
権
限
は
天
皇
が
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
先
に
触
れ
た
春
名

宏
昭
氏
は
、
天
皇
と
太
上
天
皇
は
同
等
の
権
能
を
持
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
り
、
一
般
的
に

は
そ
の
考
え
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
私
は
、
同
等
の
権
能
を
持
っ
て
い
た
と
ま
で

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
以
下
太
上
天
皇
の
行
動
を
、『
続
日
本
紀
』

な
ど
の
史
料
に
現
れ
る
実
例
を
通
し
て
見
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
持
統
太
上
天
皇
で
す
。
持
統
太
上
天
皇
は
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
に
東
国
行
幸
を
し

た
時
の
記
事
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
持
統
太
上
天
皇
は
、
行
幸
先
の
現
地
の
郡
司
ら
に
対
し
て

奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
中
野
渡
）
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叙
位
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
叙
位
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
天
皇
と
同
等
の
権
能
を

持
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
ま
す
。
し
か
し
こ
の
と
き
の
行
幸
は
、
予
め
周
到
に
準
備
さ
れ
た

上
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
太
上
天
皇
が
独
自
の
権
限
を
行
使
し
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ

れ
だ
け
で
は
、
持
統
太
上
天
皇
が
行
幸
先
で
天
皇
と
同
等
の
権
能
を
行
使
し
た
と
は
い
え
な
い

の
で
す
。
し
か
し
、
で
は
譲
位
後
の
太
上
天
皇
が
、
全
く
何
も
力
が
無
か
っ
た
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

持
統
太
上
天
皇
の
次
に
太
上
天
皇
と
な
っ
た
の
は
、
元
明
太
上
天
皇
で
す
。
元
明
太
上
天
皇

は
、
持
統
太
上
天
皇
の
異
母
妹
で
あ
り
、
草
壁
皇
子
の
妃
、
そ
し
て
文
武
天
皇
の
生
母
で
す
。

文
武
天
皇
崩
御
後
に
即
位
し
、
の
ち
娘
で
あ
る
氷
高
内
親
王
（
元
正
天
皇
）
に
譲
位
を
し
て
太

上
天
皇
と
な
り
ま
し
た
。
元
明
太
上
天
皇
に
つ
い
て
は
、
先
に
岸
俊
男
氏
の
研
究
を
紹
介
し
た

際
に
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
崩
御
に
際
し
て
固
関
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
太
上
天
皇
が
不
在
で
あ

る
、
太
上
天
皇
が
居
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
政
治
上
、
不
安
定
と
な
る
要
因
で
あ
る
と
認

識
さ
れ
る
よ
う
な
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

元
明
太
上
天
皇
の
次
の
太
上
天
皇
は
、元
正
太
上
天
皇
で
す
。
こ
の
太
上
天
皇
に
つ
い
て
は
、

史
料
上
い
く
つ
か
行
動
の
実
例
を
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
ま
ず
初
め
は
、
甥
で
あ
り
、
自
ら

が
譲
位
し
た
相
手
で
あ
る
聖
武
天
皇
を
後
見
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
『
続
日
本

紀
』
天
平
元
年
（
七
二
九
）
八
月
癸
亥
条
の
天
平
改
元
の
宣
命
中
に
み
え
ま
す
。
こ
こ
で
聖
武

天
皇
は
、
自
ら
と
元
正
太
上
天
皇
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ま
だ
若
い
聖
武
天
皇
が
、
経
験
不
足

か
ら
政
務
が
不
完
全
に
な
り
が
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、元
正
太
上
天
皇
に
助
言
を
仰
ぎ
な
が
ら
、

そ
し
て
元
正
太
上
天
皇
に
対
し
て
敬
意
を
あ
ら
わ
し
な
が
ら
、
政
務
を
行
っ
て
い
る
、
と
述
べ

て
い
ま
す
。

先
に
太
上
天
皇
は
、
持
統
太
上
天
皇
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
分
が
位
を
譲
っ
た
相
手

の
正
当
性
を
保
証
す
る
と
い
う
意
義
が
あ
る
と
し
ま
し
た
。
元
正
太
上
天
皇
の
場
合
、
さ
ら
に

一
世
代
先
、
自
分
の
次
々
代
の
皇
位
継
承
者
に
対
し
て
も
、
正
当
性
を
保
証
す
る
役
割
が
期
待

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
事
例
が
あ
り
ま
す
。
聖
武
天
皇
の
皇
太
子
は
、
皇
女
阿
倍
内
親
王
で

し
た
。
そ
の
地
位
を
元
正
太
上
天
皇
が
承
認
す
る
こ
と
が
、
政
治
的
に
大
き
な
効
果
が
あ
っ
た

と
い
う
事
例
で
す
。
す
な
わ
ち
、
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
の
五
月
五
日
、
恭
仁
宮
に
お
い
て

皇
太
子
阿
倍
内
親
王
が
、
五
節
舞
を
舞
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
時
の
聖
武
天
皇

と
元
正
太
上
天
皇
と
の
や
り
と
り
が
、『
続
日
本
紀
』
に
み
え
ま
す
。
こ
こ
で
阿
倍
内
親
王
は
、

五
節
舞
を
元
正
太
上
天
皇
に
対
し
て
奉
納
し
た
い
と
願
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
元
正
太
上

天
皇
は
、
そ
の
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
の
舞
を
嘉
納
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
喜
ん
で
受
け
入
れ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
政
治
的
な
行
為
、
表
現
で
あ
り
、
群
臣
が
集
う
前
で
皇
太
子
が
五

節
舞
を
舞
い
、
そ
れ
を
元
正
太
上
天
皇
が
拒
絶
を
せ
ず
嘉
納
す
る
こ
と
を
披
露
し
た
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
皇
位
継
承
予
定
者
に
対
し
て
太
上
天
皇
が
、
貴
族
た
ち
の
前
で
そ
の

存
在
を
承
認
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
つ
こ
と
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
五
節
舞
と
は
、
天
武

天
皇
が
定
め
た
と
い
う
由
来
を
持
つ
、「
君
臣
祖
子
」の
秩
序
を
表
す
意
味
合
い
を
持
つ
舞
で
す
。

単
に
綺
麗
な
舞
を
舞
っ
て
そ
れ
を
太
上
天
皇
が
喜
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
天
武
天
皇
が

定
め
た
舞
を
皇
太
子
が
習
い
継
承
し
て
い
る
、
そ
れ
を
太
上
天
皇
が
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
が
天
武
天
皇
以
来
の
皇
統
継
承
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る

意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
五
節
舞
を
太
上
天
皇
が
受
け
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
女
性

皇
太
子
と
い
う
、
貴
族
た
ち
か
ら
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
皇
太
子
阿
倍
内
親
王

の
存
在
を
、
元
正
太
上
天
皇
が
許
容
す
る
意
志
を
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貴
族
た
ち
に
対
し
て

も
認
め
さ
せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
太
上
天
皇
に
よ
る
承
認
が
群
臣
の

前
で
可
視
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
太
上
天
皇
は
前
天
皇
と
し
て
皇
位
継
承
者
の
正
当

性
を
承
認
・
保
証
す
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

元
正
太
上
天
皇
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後
も
う
一
つ
目
立
っ
た
行
動
が
あ
り
ま
す
。
天
平
十
二

年
の
藤
原
広
嗣
の
乱
後
、
聖
武
天
皇
は
平
城
京
か
ら
離
れ
て
、
恭
仁
宮
や
紫
香
楽
宮
、
そ
し
て

難
波
宮
と
都
を
転
々
と
し
ま
す
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
天
平
十
六
年
に
少
々
不
思
議
な
出
来
事

が
あ
り
ま
し
た
。
天
平
十
六
年
の
二
月
二
十
四
日
、
聖
武
天
皇
は
当
時
滞
在
し
て
い
た
難
波
宮

を
離
れ
て
紫
香
楽
宮
に
遷
り
ま
し
た
。
そ
の
時
元
正
太
上
天
皇
は
同
行
せ
ず
、
難
波
宮
に
留
ま

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
二
日
後
、
二
月
二
十
六
日
に
同
じ
く
難
波
宮
に
残
っ
て
い
た
左
大
臣

橘
諸
兄
が
「
今
、
難
波
宮
を
以
て
定
め
て
皇
都
と
為
す
」
と
い
う
勅
を
宣
り
ま
す
。
つ
ま
り
難

波
宮
が
皇
都
で
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
す
。
聖
武
天
皇
不
在
の
難
波
宮
で
、
元
正
太
上
天
皇
と

と
も
に
留
ま
っ
て
い
る
左
大
臣
橘
諸
兄
が
、
こ
ち
ら
が
皇
都
で
あ
る
と
し
た
の
で
す
。
こ
の
こ

と
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
元
正
太
上
天
皇
と
聖
武
天
皇
ま
た
は
光
明
皇
后
と
の
間
に
、
何
ら
か
の

対
立
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
の
直
木
孝
次
郎
氏
か
ら
始
ま

り
、
様
々
に
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
分
裂
が
問
題
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
こ
と
や
、
皇
都
宣
言

を
し
た
太
上
天
皇
は
天
皇
と
同
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
近

年
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
そ
こ
ま
で
の
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
出
て
い
ま

す
。
私
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
お
り
、
こ
の
と
き
の
聖
武
天
皇
と
元
正
太
上
天
皇
の
別
行
動
、

そ
し
て
難
波
宮
皇
都
宣
言
は
、
両
者
の
対
立
の
産
物
で
は
な
く
、
聖
武
天
皇
が
大
仏
造
営
に
心

が
傾
い
て
し
ま
い
、
紫
香
楽
宮
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
紫
香
楽
宮
が
ま
だ
政
務
を
行
う

宮
と
し
て
の
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
の
で
、
都
と
し
て
の
威
容
・
機
能
を
備
え
た
難
波
宮
を
、

と
り
あ
え
ず
は
皇
都
と
し
な
が
ら
大
仏
造
営
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
り
、
二
月

二
十
四
日
に
聖
武
天
皇
が
難
波
宮
を
離
れ
た
後
、
難
波
宮
を
皇
都
と
宣
言
す
る
に
至
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
天
平
十
六
年
の
事
例
は
、
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
対
立
を

想
定
す
る
必
要
は
無
く
、
ま
た
太
上
天
皇
が
天
皇
と
離
れ
た
際
に
、
天
皇
と
同
様
の
行
動
を
と

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

（
二
）
聖
武
太
上
天
皇

こ
れ
ま
で
の
太
上
天
皇
は
み
な
、
持
統
・
元
明
・
元
正
と
女
性
の
太
上
天
皇
で
あ
り
ま
し
た
。

聖
武
太
上
天
皇
は
最
初
の
男
性
太
上
天
皇
と
な
り
ま
す
。
聖
武
天
皇
は
、
二
十
五
年
の
在
位
の

の
ち
、
天
平
勝
宝
元
年
（
七
四
九
）
に
皇
太
子
阿
倍
内
親
王
に
譲
位
し
ま
し
た
。
聖
武
天
皇
は
、

前
年
の
天
平
二
十
年
に
元
正
太
上
天
皇
が
崩
御
し
た
こ
と
を
う
け
て
、
翌
年
に
な
っ
て
譲
位
を

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
前
の
太
上
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
後
で
譲
位
を
し
て
太
上
天
皇
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
奈
良
時
代
の
太
上
天
皇
は
一
代
に
一
人
と
い
う
諒
解
が
あ
っ
た
可

能
性
を
示
唆
し
ま
す
。
ま
た
聖
武
天
皇
の
譲
位
に
つ
い
て
は
特
殊
な
事
情
も
存
在
し
ま
す
。
聖

武
天
皇
の
譲
位
は
『
続
日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
天
平
勝
宝
元
年
七
月
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
同

じ
『
続
日
本
紀
』
の
天
平
勝
宝
元
年
閏
五
月
癸
丑
条
で
は
、
聖
武
天
皇
の
こ
と
を
「
太
上
天
皇

沙
弥
勝
満
」
と
表
記
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
『
続
日
本
紀
』
編
纂
の
誤
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

静
岡
県
牧
之
原
市
所
在
の
平
田
寺
所
蔵
の
「
聖
武
天
皇
勅
書
」
は
、
天
平
感
宝
元
年
閏
五
月

二
十
日
の
日
付
を
持
つ
も
の
で
、『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
元
年
閏
五
月
癸
丑
条
の
記
事
と
対

応
し
ま
す
。
こ
こ
で
も
「
太
上
天
皇
沙
弥
勝
満
」
の
表
記
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
『
続
日
本
紀
』

天
平
勝
宝
元
年
閏
五
月
丙
辰
条
に
は
、「
天
皇
、
薬
師
寺
宮
に
遷
御
し
、
御
在
所
と
な
す
」
と

い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
の
時
期
聖
武
天
皇
は
平
城
宮
を
出
て
薬
師
寺
に
遷
り
住
ん
で
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
聖
武
天
皇
は
正
式
な
譲
位
に
先
立
っ
て
、
沙
弥
と
な
る
、

つ
ま
り
出
家
を
し
て
し
ま
い
、
か
つ
太
上
天
皇
と
称
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
岸
俊
男
氏

は
、
こ
の
事
例
か
ら
出
家
し
た
天
皇
は
天
皇
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
指
摘
し
て

い
ま
す
。
聖
武
天
皇
の
譲
位
に
つ
い
て
、
譲
位
の
意
志
が
先
に
あ
っ
て
出
家
を
し
た
の
か
、
出

家
の
意
志
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
産
物
と
し
て
の
譲
位
と
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
ま
た
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

（
三
）
孝
謙
太
上
天
皇

聖
武
天
皇
か
ら
譲
位
さ
れ
た
孝
謙
天
皇
は
、
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）
八
月
に
、
皇
太
子

大
炊
王
（
淳
仁
天
皇
）
に
譲
位
し
て
太
上
天
皇
と
な
り
ま
し
た
。
孝
謙
太
上
天
皇
は
、『
続
日

本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
八
月
庚
子
朔
条
の
淳
仁
天
皇
即
位
記
事
中
で
、
百
官
・
僧
綱
か
ら
「
上

臺
」（
皇
帝
や
天
皇
を
表
す
語
）
と
し
て
扱
わ
れ
、
か
つ
「
宝
字
称
徳
孝
謙
皇
帝
」
の
尊
号
を
奉

献
さ
れ
て
い
ま
す
。
孝
謙
太
上
天
皇
は
譲
位
早
々
に
、
臣
下
か
ら
特
別
な
存
在
と
し
て
遇
さ
れ

た
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
特
に
淳
仁
天
皇
に
対
し
て
、強
い
態
度
で
臨
ん
で
い
ま
す
。

例
え
ば
孝
謙
太
上
天
皇
は
、
僧
道
鏡
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
淳
仁
天
皇
や
藤
原
仲
麻
呂
と
対
立
し

奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
中
野
渡
）
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た
際
、「
国
家
大
事
賞
罰
」
は
太
上
天
皇
で
あ
る
自
分
が
扱
い
、「
常
祀
小
事
」
は
淳
仁
天
皇
が

や
る
よ
う
に
、
と
宣
言
を
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
勢
い
に
任
せ
て
の
発
言
で
あ
り
、

実
際
は
そ
こ
ま
で
の
権
限
を
発
揮
で
き
ず
、
そ
の
実
行
力
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
も
言
え
ま
す
。

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
実
際
に
権
限
を
発
揮
し
た
例
で
す
。
孝
謙
太
上
天
皇
と
淳
仁
天
皇
・
藤

原
仲
麻
呂
と
の
対
立
は
、
最
終
的
に
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
の
藤
原
仲
麻
呂
（
恵
美
押
勝
）

の
乱
発
生
に
至
り
ま
す
。
こ
の
事
件
は
、
孝
謙
太
上
天
皇
側
の
勝
利
と
な
り
、
淳
仁
天
皇
は
孝

謙
太
上
天
皇
に
よ
っ
て
廃
位
、
つ
ま
り
天
皇
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
孝
謙
太
上
天
皇
は
、
自
ら
に
譲
位
を
し
た
父
聖
武
天
皇
の
遺
詔
を
持
ち
出
し
、
自
ら
が

譲
位
し
た
淳
仁
天
皇
が
、
自
分
に
対
し
て
無
礼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
天
皇
の

位
か
ら
退
け
る
と
宣
言
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
孝
謙
太
上
天
皇
は
、
聖
武
天
皇
の
遺
詔
（
王
を

奴
と
成
す
と
も
、
奴
を
王
と
云
ふ
と
も
汝
の
せ
む
ま
に
ま
に
）
に
基
づ
い
て
、
自
ら
が
譲
位
し
た
相

手
の
地
位
を
左
右
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
た
の
で
す
。
ま
た
こ
れ
は
異
論
も
多
い
と
こ
ろ
な

が
ら
、
そ
も
そ
も
孝
謙
太
上
天
皇
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
太
上
天
皇
と
な
っ
た
際
、
皇
帝
の

尊
号
（
宝
字
称
徳
孝
謙
皇
帝
）
を
贈
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
皇
帝
尊
号
奉
献
は
、
名
前
だ
け
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す
が
、
単
な
る
「
太
上
天
皇
」
で
は
な
く
、
あ
え
て
太

上
天
皇
と
な
っ
た
日
に
、「
上
臺
」
と
称
さ
れ
、「
皇
帝
」
号
が
贈
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う

し
た
点
に
お
い
て
、
孝
謙
太
上
天
皇
は
普
通
の
太
上
天
皇
よ
り
は
些
か
扱
い
が
違
う
と
言
い
ま

す
か
、
特
殊
な
位
置
付
け
に
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
淳
仁
天
皇
と
の
関
係
や
、
最
終
的
な
太

上
天
皇
に
よ
る
天
皇
廃
位
の
よ
う
な
強
い
行
動
に
出
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
根
拠
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な
お
孝
謙
太
上
天
皇
は
、
淳
仁
天
皇
を
廃
位
し
た
後
、
重
祚
し
ま
す
（
称

徳
天
皇
）。
こ
の
時
は
改
め
て
の
即
位
の
儀
は
行
わ
ず
、
し
か
し
大
嘗
祭
は
再
び
挙
行
し
て
い

ま
す
。

こ
こ
ま
で
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
の
太
上
天
皇
は
、
自
ら
が
生
前
に
皇
位
を
次
の

天
皇
に
譲
り
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
天
皇
の
確
実
な
即
位
を
目
指
す
こ
と
と
、
そ
の
新
天
皇

の
地
位
の
正
当
性
を
保
証
し
、
か
つ
後
見
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
目
的
で
あ
り
、
存

在
意
義
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
太
上
天
皇
の
地
位
に
変
化
が
現
れ
る
の
が
、
奈
良
時
代

か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
、
桓
武
天
皇
前
後
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
四
）
光
仁
太
上
天
皇
と
桓
武
天
皇
期
の
転
換

称
徳
天
皇
に
次
い
で
即
位
し
た
光
仁
天
皇
は
、
天
応
元
年
（
七
八
一
）
四
月
、
皇
太
子
山
部

親
王
に
譲
位
し
ま
す
。
こ
れ
が
桓
武
天
皇
の
即
位
と
な
り
ま
す
。
こ
の
と
き
七
十
三
歳
で
あ
っ

た
光
仁
天
皇
の
譲
位
は
、
自
身
が
高
齢
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
譲
位
を
し

た
後
の
政
情
不
安
を
危
惧
し
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
と
き
桓
武
天
皇
は
四
十
五
歳
と
即
位
す
る

に
は
充
分
な
年
齢
で
あ
り
、
太
上
天
皇
の
後
見
を
要
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
高
齢
を
理

由
と
し
て
の
譲
位
で
は
、
今
回
の
譲
位
と
似
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
光

仁
天
皇
の
譲
位
は
こ
れ
ま
で
と
異
な
り
、
若
く
し
て
即
位
す
る
こ
と
に
な
る
新
天
皇
の
補
佐
を

目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
桓
武
天
皇
の
即
位
宣
命
を
見
る
と
、
奈
良
時
代
の
諸
天
皇
の
即
位
宣
命
と
少
々
違
い
、

神
代
以
来
続
く
皇
位
を
自
身
が
受
け
継
ぐ
こ
と
と
、
前
の
天
皇
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
る
事
情
を

個
々
詳
細
に
述
べ
る
と
い
う
こ
と
は
せ
ず
に
、
前
の
天
皇
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
て
、
か
つ
天
智

天
皇
が
定
め
た
法
に
従
っ
て
即
位
す
る
と
述
べ
る
よ
う
に
、
簡
略
に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

次
第
に
即
位
の
場
か
ら
前
天
皇
の
存
在
が
薄
れ
始
め
て
い
る
の
で
す
。
前
天
皇
か
ら
の
譲
位
に

重
き
を
置
く
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
も
の
の
、
次
第
次
第
に
前
天
皇
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
た
と

い
う
よ
り
は
、
皇
位
を
譲
ら
れ
た
こ
と
と
、
天
智
天
皇
が
定
め
た
法
に
よ
っ
て
即
位
す
る
事
を

強
調
す
る
よ
う
に
、
天
皇
の
即
位
の
根
拠
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
桓

武
天
皇
の
場
合
、光
仁
天
皇
か
ら
の
譲
位
と
即
位
儀
挙
行
ま
で
に
十
二
日
の
間
隔
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
も
ま
た
、
前
天
皇
か
ら
皇
位
を
譲
ら
れ
た
こ
と
と
群
臣
の
前
に
新
天
皇
が
姿
を
現
す
こ
と

に
間
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
皇
位
の
正
当
性
を
保
証
す
る
存
在
と
し
て
の
太
上
天
皇
の
意
義

が
薄
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
天
皇
が
譲
位
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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り
、
前
天
皇
と
し
て
の
太
上
天
皇
の
存
在
は
残
り
続
け
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
中
で
現
れ

た
の
が
、
平
城
太
上
天
皇
と
な
り
ま
す
。

五
、
平
安
時
代
の
太
上
天
皇

桓
武
天
皇
は
、
在
位
二
十
五
年
の
の
ち
、
譲
位
す
る
こ
と
な
く
延
暦
二
十
五
年
（
大
同
元
年
、

八
〇
六
）
に
崩
御
し
ま
し
た
。
桓
武
天
皇
の
あ
と
を
継
い
だ
平
城
天
皇
は
、
即
位
か
ら
三
年
後

に
弟
の
神
野
親
王
（
嵯
峨
天
皇
）
に
譲
位
し
て
し
ま
い
ま
す
。
平
城
天
皇
の
譲
位
は
、
自
身
の

病
（
風
病
）
を
理
由
と
し
た
も
の
で
し
た
が
、
譲
位
し
た
と
き
ま
だ
三
十
六
歳
で
あ
り
、
こ
の

の
ち
平
城
太
上
天
皇
は
嵯
峨
天
皇
と
対
立
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
）

に
発
生
し
た
、
い
わ
ゆ
る
平
城
太
上
天
皇
の
変
、
ま
た
は
薬
子
の
変
と
呼
ば
れ
る
事
件
で
す
。

こ
れ
は
、
平
城
太
上
天
皇
が
事
件
の
主
体
と
考
え
る
か
、
取
り
巻
き
の
藤
原
薬
子
・
仲
成
が
事

件
の
中
心
と
捉
え
る
か
で
、「
平
城
太
上
天
皇
の
変
」
と
す
る
か
、「
薬
子
の
変
」
と
す
る
か
、

事
件
の
呼
称
は
異
な
っ
て
き
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
平
城
太
上
天
皇
が
嵯
峨
天
皇
に
対
し

て
、
都
を
再
び
平
城
に
戻
す
よ
う
に
要
求
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
り
、
太
上
天
皇
と

天
皇
と
の
対
立
が
顕
在
化
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
太
上
天
皇
と
天
皇
と
の
対
立
が
発

生
し
た
背
景
と
し
て
は
、
平
城
太
上
天
皇
が
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
老
齢
で
は
な
い
段
階
で
譲
位
を

し
て
し
ま
っ
た
が
故
に
再
び
皇
位
に
関
心
を
持
ち
始
め
、
さ
ら
に
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
、
嵯
峨

天
皇
が
体
調
不
良
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
事
件
の
経
緯
は
省
略
い
た
し
ま
す

が
、
こ
の
太
上
天
皇
と
天
皇
と
の
対
立
は
、
最
終
的
に
嵯
峨
天
皇
側
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
先
に
こ
の
事
件
の
主
体
を
ど
の
よ
う
に
、
つ
ま
り
平
城
太
上
天
皇
と
す
る
か
藤
原

薬
子
・
仲
成
と
す
る
か
、
評
価
が
別
れ
る
と
し
ま
し
た
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）

十
月
壬
午
条
に
、
平
城
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
阿
保
親
王
が
薨
去
し
た
記
事
が
あ
り
、
阿
保
親
王

の
伝
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
父
で
あ
る
平
城
太
上
天
皇
に
触
れ
た
箇
所
が
あ
り
、
平

城
太
上
天
皇
は
、
平
城
宮
に
遷
っ
た
後
「
太
上
天
皇
心
悔
し
、
東
に
入
ら
む
と
の
謀
有
り
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
譲
位
後
に
心
に
悔
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
一
時

の
体
調
不
良
で
譲
位
し
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
後
に
な
っ
て
か
ら
そ
れ
を
後
悔
し
て
行
動
に
出

た
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
事
件
は
、
結
果
的
に
太
上
天
皇
が
天
皇
に
屈
し
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
太
上
天
皇
の
影
響
力
は
後
退
し
て
い
き
ま
す
、

こ
の
よ
う
な
経
緯
も
あ
り
、
嵯
峨
天
皇
は
自
ら
が
譲
位
し
た
際
、
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
関

係
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
嵯
峨
天
皇
は
、
淳
和
天
皇
に
譲
位
す
る
に
当
た
っ
て
、
ま

ず
太
上
天
皇
号
を
辞
退
し
、
そ
の
後
、
新
天
皇
で
あ
る
淳
和
天
皇
か
ら
改
め
て
太
上
天
皇
号
を

与
え
ら
れ
る
と
い
う
手
続
き
を
取
り
ま
し
た
。
譲
位
を
し
た
側
が
優
位
で
あ
る
と
も
言
え
ま
す

が
、「
譲
位
し
た
天
皇
を
太
上
天
皇
と
称
す
る
」
と
い
う
律
令
の
規
定
に
則
る
、
つ
ま
り
譲
位

を
し
た
ら
自
動
的
に
太
上
天
皇
と
称
す
る
の
で
は
な
く
、
太
上
天
皇
の
地
位
は
、
新
天
皇
か
ら

改
め
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
過
程
を
経
る
よ
う
に
し
た
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
秩
序
上
は

天
皇
が
太
上
天
皇
の
上
位
に
な
る
こ
と
を
明
確
化
し
た
の
で
す
。

な
お
嵯
峨
天
皇
が
譲
位
し
た
段
階
で
、
平
城
太
上
天
皇
は
存
命
し
て
い
ま
し
た
。
平
城
宮
に

閑
居
し
て
い
る
と
は
い
え
健
在
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
、
淳
和
天
皇
に
対
し
て
平
城
太
上

天
皇
と
嵯
峨
太
上
天
皇
と
二
人
の
太
上
天
皇
が
存
在
す
る
と
い
う
状
況
が
発
生
し
ま
し
た
。
一

帝
二
太
上
天
皇
で
す
。
先
に
述
べ
た
奈
良
時
代
の
聖
武
太
上
天
皇
の
場
合
、
元
正
太
上
天
皇
が

崩
御
し
た
翌
年
に
な
っ
て
譲
位
し
た
こ
と
と
比
べ
る
と
、
奈
良
時
代
と
平
安
時
代
と
で
の
太
上

天
皇
の
位
置
付
け
の
違
い
が
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
奈
良
時
代
は
、
天
皇
一
代

に
太
上
天
皇
は
一
人
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
太
上
天
皇
が
天
皇
の
正
当
性
の
保
証
者

で
あ
り
、
か
つ
後
見
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
代
の
天
皇
に
一
人
の
み
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た

こ
と
に
よ
り
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
平
安
時
代
に
な
り
、
太
上
天
皇
が
天
皇
の
正
当
性
保
証

者
、
あ
る
い
は
後
見
者
で
あ
る
と
い
う
意
義
が
薄
れ
て
い
く
と
、
一
代
に
複
数
の
太
上
天
皇
が

存
在
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
複
数
の
太
上
天
皇
の
中
で
お
互
い
の
関
係
は
、

そ
の
時
々
の
、
ま
さ
に
権
力
次
第
と
な
り
ま
す
。

太
上
天
皇
の
存
在
意
義
が
新
天
皇
の
後
見
か
ら
外
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
幼
帝
の
出
現
と
と

奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
中
野
渡
）
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も
に
、
そ
の
後
見
役
は
天
皇
の
外
戚
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
明
ら
か
に
な

る
の
が
、
清
和
太
上
天
皇
の
時
期
で
す
。
承
和
九
年
に
嵯
峨
太
上
天
皇
が
崩
御
し
て
か
ら
、
以

後
三
十
四
年
間
太
上
天
皇
は
不
在
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
十
一

月
、
二
十
七
歳
の
清
和
天
皇
が
、
九
歳
の
陽
成
天
皇
に
譲
位
し
ま
し
た
。
清
和
天
皇
は
、
新
天

皇
が
幼
帝
と
な
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
自
身
の
病
と
災
異
の
頻
発
を
理
由
と
し
て
譲
位
し
ま

し
た
。
こ
の
時
清
和
天
皇
は
、「
賢
臣
の
補
佐
」
が
あ
れ
ば
幼
帝
で
も
問
題
は
な
い
と
し
て
、

幼
帝
の
補
佐
を
摂
政
藤
原
基
経
に
委
任
し
ま
し
た
。
幼
帝
の
場
合
、
父
で
あ
る
太
上
天
皇
で
は

な
く
、
外
戚
で
あ
る
摂
政
が
補
佐
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
実
際
、
藤
原
基
経

は
様
々
な
場
面
で
清
和
太
上
天
皇
の
判
断
を
重
ん
じ
て
い
ま
す
が
、
国
政
に
関
し
て
は
摂
政
が

補
佐
す
る
も
の
で
あ
り
、
太
上
天
皇
は
後
見
し
な
い
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の

一
方
で
、
清
和
太
上
天
皇
は
陽
成
天
皇
の
父
と
し
て
は
重
く
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
つ

ま
り
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
、
現
天
皇
と
前
天
皇
と
し
て
の
関
係
よ
り
も
、
父

子
の
義
、
す
な
わ
ち
親
子
関
係
と
い
う
も
の
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
藤
原
基
経

は
藤
原
基
経
で
、
清
和
天
皇
の
外
祖
父
た
る
藤
原
良
房
（
基
経
の
義
父
）
と
の
関
係
に
基
づ
い

て
清
和
太
上
天
皇
と
の
関
係
を
保
ち
、
ま
た
そ
の
子
で
あ
る
陽
成
天
皇
を
摂
政
と
し
て
後
見
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
か
つ
て
黒
板
伸
夫
氏
が
指
摘
し
た
、
十
世
紀
以
降
天
皇
と

そ
の
身
内
で
あ
る
藤
原
摂
関
家
に
よ
る
権
力
構
造
が
構
成
さ
れ
て
い
く
と
い
う
傾
向
と
も
つ
な

が
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
と
藤
原
摂
関
家
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
天
皇
と
太
上
天
皇
と
の

関
係
に
お
い
て
、
父
子
の
義
が
重
視
さ
れ
る
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
く
の
が
、
清
和
太
上
天
皇

の
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
は
、
天
皇
と
藤
原
氏
と
の
相
互
依
存
関
係
が
現

れ
、
ま
た
太
上
天
皇
が
天
皇
の
父
と
し
て
の
性
格
を
強
め
た
時
期
で
あ
り
、
後
の
摂
関
期
の
様
々

な
関
係
が
形
成
さ
れ
た
時
期
と
も
い
え
ま
す
。
な
お
こ
の
後
の
宇
多
太
上
天
皇
は
、
昌
泰
の
変

の
際
、
醍
醐
天
皇
に
よ
る
菅
原
道
真
の
追
放
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
ま
す
が
、
摂
関
家

と
の
外
戚
関
係
を
持
た
な
い
宇
多
太
上
天
皇
が
、
摂
関
家
を
介
し
た
醍
醐
天
皇
と
の
連
携
を
上

手
く
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

お
わ
り
に

古
代
の
太
上
天
皇
は
、
本
来
的
に
は
確
実
な
皇
位
継
承
の
実
現
を
目
指
し
、
か
つ
新
天
皇
の

正
当
性
の
保
証
や
、
補
佐
を
す
る
意
義
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時

代
に
か
け
て
太
上
天
皇
の
地
位
や
存
在
意
義
は
様
々
な
形
で
変
化
を
続
け
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。
ま
た
平
安
時
代
以
降
、皇
位
継
承
そ
の
も
の
が
安
定
化
す
る
と
、次
第
に
太
上
天
皇
は「
前

天
皇
」
か
ら
「
天
皇
の
父
」
と
い
う
存
在
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
は
最
終
的
に
、
平
安
時

代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
な
り
、
天
皇
の
父
・
祖
父
で
あ
る
太
上
天
皇
（
上
皇
・
法
皇
）
が
国
政
に

関
与
す
る
、
い
わ
ゆ
る
院
政
と
い
う
政
治
形
態
に
発
展
し
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
今
回
は
そ
こ

ま
で
は
言
及
せ
ず
、
雑
駁
な
が
ら
「
奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
」
と
い
う
こ
と
で
、
太
上

天
皇
の
始
ま
り
・
成
立
の
前
後
の
背
景
や
、
そ
の
後
の
奈
良
時
代
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
の

実
例
か
ら
見
る
展
開
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
し
ま
し
た
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
佐
野
真
人
】
中
野
渡
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
の
講
演
は
来
年
度
の
研
究
開
発

推
進
セ
ン
タ
ー
の
紀
要
七
号
に
載
る
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
時
間
の
関
係
で
話
を
省
略
さ

れ
た
部
分
も
あ
る
か
と
思
い
ま
し
て
、一
応
講
演
録
と
称
し
て
お
り
ま
す
が
、話
し
足
り
な
か
っ

た
部
分
を
加
筆
し
て
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
詳
細
は
そ
ち
ら
の
方
に
譲
っ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
も
ち
ょ
う
ど
過
ぎ
て
お
り
ま
す
の
で
、
以
上
を
も
ち
ま
し

て
令
和
元
年
度
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
神
道
研
究
所
公
開
学
術
講
演
会
を
終
了
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
中
野
渡
先
生
に
も
う
一
度
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

（
な
か
の
わ
た
り

し
ゅ
ん
じ
・
清
泉
女
子
大
学
文
学
部
教
授
）

皇
學
館
大
学
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
七
号
（
令
和
三
年
三
月
）
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奈
良
・
平
安
時
代
の
太
上
天
皇
（
中
野
渡
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神道研究所 令和元年度公開学術講演会

奈良・平安時代の太上天皇
清泉女子大学 中野渡 俊治

なか の わたり しゅん じ

○はじめに

・太上天皇…位を譲った後の天皇の地位・称号

→太上天皇となる理由 現代：象徴天皇との関係。天皇としての公務の遂行。

古代：皇位継承との関連。確実な継承を目指す。

→太上天皇と皇太子の存在：皇太子制確立と太上天皇位の成立は連動。

一 太上天皇の概要

（一）太上天皇とは

・太上天皇…譲位した天皇の称号
じょう い

→「養老令」儀制令１天子条「太上天皇 譲位帝所称」（太上天皇。譲位の帝に称する所。）
ようろうりょう ぎ せいりょう

・最初の太上天皇…持統太上天皇（持統天皇十一年（697）譲位、大宝二年（702）歿）
じ とう

最後の太上天皇…光格太上天皇（文化十四年（1817）譲位、天保十一年（1840）歿）
こうかく

・持統天皇～光格天皇→八十四代（八十三人）のうち、六十人が譲位、太上天皇となる。

（約７２％）

→日本においては、常に天皇が退位（生前譲位）することを想定。

※中国…譲位した皇帝＝太上皇帝・太上皇が存在することもあるが、例外的。

（唐の皇帝（618～ 907）では二十三代二十一人の皇帝中、退位したのは六人。＋則天武后
そくてん ぶ こう

清の皇帝（1616・1644～ 1912）の場合は、十二代のうち一名）
※ベトナム…十三世紀の陳朝大越国において、皇帝が退位し、太上皇帝と

ちんちょうだいえつこく

なることを制度化。

↓

・日本の太上天皇制は、明治の「皇室典範」制定（1889 年）に際して、譲位を否定した
ことにより、終焉を迎える。

「皇室典範」第二章 踐祚即位 第十條

天皇崩スルトキハ皇嗣即チ踐祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク
すなわ せん そ そ そう じん ぎ う

（二）「太上天皇」のよみ方

・だいじょうてんのう 太上天皇 『塵添壒嚢鈔』（1532年）
ダイジャウテンワウ じんてんあいのうしょう

・たいじょうてんのう 帝上天皇 「生江臣家道女本願経貢進文」

（正倉院文書、天平勝宝九歳（757））
…「帝」は呉音で「タイ」、「帝上」で「タイジャウ」と訓むことになる。

ご おん よ

・だじょうてんのう 今上皇帝 琴譲夾帝 太上皇帝 駄譲惶帝 法皇 法央

『中家実録』（太政官の事務職を世襲した中原家の、有職故実に関する秘伝書）
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・おほきすめらみこと

思ふにただ字音のままにぞ申しけむ、然れども宣命などには、同じくは皇国言に讀
しか せんみょう み くにことば よみ

奉 らまほしければ、今新に意富伎須賣羅命と訓 奉 りつ
たてまつ あらた オ ホ キ ス メ ラ ミコト よみたてまつ

本居宣長『続紀歴朝 詔詞解』（寛政十一年（1799）初稿成立。享和三年（1803）刊）
もとおりのりなが しょっ き れきちょうしょう し かい

（三）太上天皇と上皇

○「上皇」は「太上天皇」の略称

・奈良時代（八世紀）の史料「太上天皇」

…『続日本紀』、『万葉集』、「東大寺献物帳」、「薬師寺東塔檫銘」
さつめい

↓

・平安時代（九世紀）以降、「上皇」の表記がみられるようになる

…『日本後紀』弘仁十四年(823)四月辛亥条 嵯峨太上天皇「除上皇号」
に ほんこう き

→平安中期（１０世紀後半～１１世紀初頭）から「上皇」表記が多く見られる。

・『西宮記』（恒例第一など）「上皇」表記
さいきゅう き

・『貞信公記抄』天慶九年(946)の記事など…朱雀太上天皇を指して「上皇」
ていしんこう き しょう

・『小右記』長和五年(1016)の記事…三条太上天皇を「上皇」と記述。
しょうゆう き

※ほかに、太上皇、太皇、太上などとも称される。

※高等学校の日本史教科書：山川出版社は九世紀までは太上天皇、その後は上皇と表記。

その他出版社の教科書は、多くはすべて「上皇」と表記。

二 太上天皇に関する研究史

・岸俊男「元明太上天皇の崩御」(『日本古代政治史研究』塙書房、1966年所収。初出 1965年)

…養老五年(721）の元明太上天皇崩御に際しての固関を事例として、太上天皇の権力
こ げん

の高さを指摘。八世紀における太上天皇の地位に着目。

・春名宏昭「太上天皇制の成立」(『史学雑誌』99-2、1990年)

…「権力」と「権能」の差異に着目して、古代国家における太上天皇の位置づけを検討。

唐制の分析から、退位した皇帝には臨時に置かれる「太上皇」と「太上皇帝」の二種

類があり、「太上皇帝」の場合に皇帝としての大権を行使できるとする。

…日本の場合は恒常的な存在が想定される太上天皇が、天皇大権を掌握する人格

であるとし、このような太上天皇のあり方は、平城太上天皇の変(薬子の変)に

よって終焉を迎えるとする。

↓これに続いて

・仁藤敦史：太上天皇と天皇は、「権威と権力」の相互補完の関係にあるとする。

「古代における都城と行幸―「動く王」から「動かない王」への変質―」

（『古代王権と都城』吉川弘文館、1998 年所収。初出 1990 年）

「律令制成立期における太上天皇と天皇」・「太上天皇制の展開」

(『古代主権と官僚制』臨川書店、2000年所収。初出 1990年・1996年)
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・筧敏生：太上天皇の存在は、律令国家にとっての「矛盾」であるとするとともに、太上

天皇の天皇的行為の淵源は、律令法ではなく「前天皇であったこと」であると

する。

「古代王権と律令国家機構の再編―蔵人所成立の意義と前提―」

(『古代王権と律令国家』校倉書房、2002年所収。初出 1991年を改題)

・齋藤融：太上天皇は律令上において、身位は天皇に准ずるものであるが、何らかの権能

を保障されたものではないとする。

また『令集解』古記に太上天皇に関する記述が無いことから「大宝令」におけ

る太上天皇規定の存在を疑問視する。

「太上天皇管見」(黛弘道編『古代国家の歴史と伝承』吉川弘文館、1992年所収)

※ 1989年～ 1990年の、一連の天皇代替わりの情況が背景にあるか。

三 太上天皇位の成立

（一）六～七世紀段階の王位継承

○群臣推戴による大王の選出過程
ぐんしんすいたい

①：群臣による新大王への宝器（レガリア regalia）献上 …群臣による推戴

②：新大王登壇・即位…天つ神からのヨサシ（依さし：国土支配の委任）
あま よ

③：宮地選定（壇の場所）

④：大臣・大連・臣・連・伴造などを任命

…王の代替わり毎に、両者の関係を再確認（人格的関係）
ごと

○七世紀なかばに発生した問題

…大王の生前に王位継承者を決定できないために、複数存在する推定候補者をめぐって、

対立が発生。

女王（皇極天皇）の存在が、国際的に問題化する可能性 …「大化改新」の外部要因

↓

「王位継承」からみた大化改新

→乙巳の変の結果、皇極天皇は退位し、弟の軽皇子が即位（孝徳天皇）。…初の生前譲位

大王が存命中でありながら、王位交替が実現。「大王の意志」によって、新大王を選定。

・皇極天皇の譲位

政変下で行われた譲位であり、制度化には至らない段階。

譲位した前大王の身分（身位）も未整備。
しん い

→皇極天皇は「皇祖母尊」（または王祖母尊）（すめみおやのみこと）と称される。

…皇極天皇の母、吉備姫王「皇祖母命」（『日本書紀』皇極天皇二年九月丁亥条）

舒明天皇の母、糠手姫皇女「嶋皇祖母命」（『日本書紀』天智天皇三年六月条）
ぬか で ひめ
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（二）持統天皇と太上天皇位の成立

○持統天皇の即位

・朱鳥元年（686） 天武天皇歿…鸕野讃良皇后が称制（即位せず、天皇の地位を代行）。
う の の さ ら ら

→この間、大津皇子の謀叛事件（686年）発生、草壁皇子歿（689年）

・草壁皇子…天智天皇の娘阿閉皇女との間に、軽皇子（文武天皇、683 ～ 707）を遺す。
くさかべ あ へ かる もん む

※ 689年の天武天皇の諸皇子…高市皇子（690年太政大臣となる）、忍壁皇子、
たけ ち おさかべ

（磯城皇子）、舎人皇子、長皇子、穂積皇子、弓削皇子、
し き と ね り なが ほ づみ ゆ げ

新田部皇子、（＋天智天皇の子 川島皇子、施基皇子）
にい た べ かわしま し き

○軽皇子の立太子

・持統天皇十年（696） 太政大臣高市皇子歿（後皇子尊と称される。長屋王の父）。
のちの み このみこと

→高市皇子歿後、持統天皇は皇族・群臣を集めて「日嗣を立てむと謀る」。
ひ つぎ はか

・『懐風藻』葛野王（天智天皇の子の大友皇子の子）伝より
かいふうそう かど の

この会議の際、群臣たちはおのおの自分の意見を言い、まとまらなかった。

そのとき葛野王が次のように発言した。

「我国家為法也。神代以来。子孫相承。以襲天位。若兄弟相及。則乱従此興。仰論天心。

誰能敢測。然以人事推之。聖嗣自然定矣。此外誰敢間然乎。」

（我が国の法では、（皇位は）神代以来子・孫と代々継承してきた。もし兄弟間で継承

するようなことになれば、争いはここから起こるであろう。天意を勝手に推測するこ

とはできない。人として行うべきことから論ずれば、後継者は自然と定まるであろう。

これ以外に余計な意見を言うべきではない。）

…そのとき弓削皇子が何か発言しようとしたが、葛野王がこれを叱って遮った。持統
ゆ げ

天皇は、この葛野王の発言が国家の方針を決めたことを喜んで（「嘉其一言定国」）

葛野王を正四位に叙し、式部卿に任じた。
しょう し い

・持統天皇十一年：軽皇子が皇太子となる。

『日本書紀』持統天皇十一年二月丁卯朔甲午（28日）条
直広壱当麻真人国見を以て東宮大傅とし、直広参路真人跡見を春宮大夫とし、直大肆
じきこういちたぎまの ま ひとくに み とうぐうだい ふ じきこうさんみちの ま ひとあと み とうぐうだい ぶ じきだい し

巨勢朝臣粟持を亮とす。 …皇太子の家政機関の官人を任命。
こ せの あ そんあわもち すけ か せい き かん かんじん

（東宮…皇太子のこと 春宮坊…皇太子の家政機関組織）
とうぐう と うぐうぼう

○持統天皇の病と譲位

・『日本書紀』持統天皇十一年（697）年六月辛卯（26日）条
公卿・百寮、始めて天皇の病の為に願ふ所の仏像を造る。

※このころ、持統天皇は体調不良か。

…罪人の赦免（6月 2日、7月 7日）・京畿諸寺での読経（6月 6日）・
ど きょう

「五位以上」を遣わしての京内寺院清掃（6月 16日）記事

・『日本書紀』持統天皇十一年八月乙丑 朔 条
ついたち

「天皇定策禁中、禅天皇位於皇太子。」（天皇、策を禁中に定め、天皇位を皇太子に禅る。）
ゆず
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・『続日本紀』文武天皇元年八月甲子朔条
しょく に ほん ぎ

「受禅即位」（禅を受けて、即位す。）
ゆずり

→持統天皇は、存命中に孫である皇太子軽皇子に譲位。…文武天皇
もん む

→在位中の天皇が、皇太子（次期天皇）に直接位を譲ることの初例。

…譲位と皇太子制の定着へ。

○文武天皇の即位宣命（『続日本紀』文武天皇元年八月庚辰条）
せんみょう

→天皇を現御神と称する。また高天原の時代以来、代々継承してきた皇位を、前天皇か
あきつ み かみ たかまがはら

らの譲りにより継承したことを強調。

○持統天皇譲位の第一義は、皇太子軽皇子への確実な継承の実現。（既成事実化）

＋

15歳の新天皇を後見、新天皇の正当性を保証。
「此の食国天下の業を、日並所知皇太子の嫡子、今御宇しつる天皇に授け賜ひて、並び坐

おすくにあめのした わざ ひ なみ し の みこのみこと いま

して此の天下を治め賜ひ諧へ賜ひき。」
ととの

（『続日本紀』慶雲四年七月壬子条 元明天皇即位宣命：史料⑥より）
げんめい

※参考：史料⑦

☆持統前天皇の称号…「太上天皇」

※秦の始皇帝が、故父王（荘襄王）に「太上皇」を追号：太上なる皇。対象者歿後の追贈。

漢の高祖（劉邦）が、皇帝ではない父への礼を欠くことを避けるために、父太公を尊ん

で、太上皇とする。：対象者存命中の称号。

※太上…「大上」と同義、「至極のもの」「最上のもの」

三皇五帝の世、太古。 太上老君：道家で用いる老師の尊称。

↓

・太上天皇の称号：「大宝律令」成立前から存在していたか。→史料①

（三）律令法上の太上天皇

○太上天皇の地位の根拠（養老令）
ようろうりょう

儀制令 1 天子条 儀制令 3 皇后条 公式令 23平出条 …史料③～⑤
ぎ せいりょう く しきりょう へいしゅつ

… ・太上天皇の定義は、「譲位した天皇」。天皇の下、皇后の上。

・天皇とともに、上 表の対象。 ※「太上天皇」と「陛下」：史料②
じょうひょう

・公文書の書式においては、天皇、太皇太后・皇太后・皇后とともに、平出（文
く もんじょ へいしゅつ

の行を改め、行頭に書いて敬意を表する書式）の対象。

※律令法上は、太上天皇の身位（身分、位置づけ）を規定するのみ。

「儀制令の条文は、持統太上天皇の事実を条文化したものにほかならない。」（石尾芳久)

・「大宝令」段階での太上天皇規定の存否

「大宝令」条文復原と「太上天皇」…「古記」（「大宝令」の注釈書）には「太上天皇」

への言及なし。

→「古記」からは「大宝令」に太上天皇規定が存在していたことは証明できない。

（齋藤融）
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↓

『令集解』内において、「古記」は「令 釈」の後に位置づけられている（水本浩典）。
りょうしゃく

…「令釈」に太上天皇関係の注釈が無ければ、古記が引用されることはない。

…「令釈」：訓詁的注釈や義解の注釈の淵源を提示する目的から引用されることが
くん こ えんげん

多い。

↓

「古記」に太上天皇関連の注釈が無いことは、「大宝令」に太上天皇規定が存在しな

かったことの証明とはならない。

四 奈良時代の太上天皇

（一）持統・元明・元正の各太上天皇

○奈良時代の太上天皇：自らが譲位した新天皇の正当性を保証。

新天皇の補佐・後見に当たる。

→ただし「天皇」としての権限は、天皇が持つ。

①：持統太上天皇

○大宝二年（702）の東国行幸… 三河・尾張・美濃・伊勢・伊賀を巡行。
とうごくぎょうこう

現地の郡司らに叙位などを行う。
ぐん じ じょ い

→あらかじめ計画された行幸。太上天皇単独の行動ではない。

②：元明太上天皇

○養老五年（721）の崩御に際して、固関が行われる
こ げん

※固関…国家の非常事態に際して、不破・鈴鹿・愛発（のち逢坂）の関を封鎖。
ふ わ すず か あ ら ち おうさか

反乱者が東国に出ることを防ぐ。

→太上天皇の不在…政治的不安定の要因となり得る。

③：元正太上天皇

○甥である聖武天皇を後見。

『続日本紀』天平元年（729）八月癸亥（5日）条の宣命（天平改元の宣命）より
「教へ賜ひおもぶけ賜ひ答へ賜ひ宣り賜ふ隨に、此の食国天下の政を行ひ賜ひ敷き賜

まにま おすくにあめのした

ひつつ供へ奉り賜ふ。」
つか まつ

→経験不足から政務が不完全になりがちな聖武天皇が、元正太上天皇に助言を仰ぎ、

元正太上天皇に対して敬意を表しつつ、政務に関する意見を聞いているとする。

○聖武天皇の皇太子である阿倍内親王の地位を承認。

天平十五年（743）五月五日：恭仁宮で、皇太子阿倍内親王が五節舞を舞う。
く にのみや あ べ ないしんのう ご せちのまい

→元正太上天皇は、この舞を見て嘉納する。

…皇位継承予定者に対して、太上天皇が貴族層の前でその存在を承認する意味を持つ。

…この日の聖武天皇の宣命には「天武天皇が定めた礼楽の象徴・君臣祖子の秩序を表
れいがく くんしんおや こ

した舞を、絶えることなく弥継に行うために、皇太子に学ばせた」とある。
いやつぎ

→天武天皇が定めた舞を皇太子が継承していることを述べて、皇太子が天武天皇

以来の皇統の継承者であることを強調。

- 7 -

↓

この五節舞を皇太子が舞い、太上天皇が受け入れるということは、貴族たちから全面承

認はされていない女性皇太子の存在を、元正太上天皇が公の場で承認する意味を持つ。

↓

太上天皇による承認を群臣の前で可視化。太上天皇は前天皇として、皇位継承者の正当

性をも承認・保証する存在。

○天平十六年二月の難波宮皇都宣言と元正太上天皇

・天平十二年（740）～天平十七年（745）の遷都
740.12：恭仁京に遷都→ 742.8：紫香楽宮に行幸（以後、恭仁京と紫香楽宮間の移動を

く に し が らき

繰り返す）→ 744.閏 1：恭仁京から難波宮に行幸→ 744.2.24：難波宮から紫香楽宮
うるう な に わ

に行幸→ 744.2.26：難波宮を皇都とする宣言。 → 745.1：紫香楽宮を新京とする
→ 745.5：平城京に帰還。

・『続日本紀』天平十六年（744）二月戊午（24日）条
三嶋路を取りて、紫香楽宮に行幸す。太上天皇及び左大臣 橘 宿禰諸兄、留りて難波
み しま じ たちばなのすく ね もろ え

宮に在り。

・『続日本紀』天平十六年二月庚申（26日）条
左大臣、勅を宣りて云く「今、難波宮を以て定めて皇都と為す。宜しく此の状を知り、

の いわ な

京戸の百姓は意の任に往来すべし。」
きょう こ ひゃくせい まま

↓

２月２４日に聖武天皇が難波宮から紫香楽宮に行幸した後、２月２６日に、紫香楽に同

行しなかった左大臣橘諸兄が、難波宮を皇都とする「勅」を宣す。

→この「勅」は誰が発したものか。…聖武天皇か、元正太上天皇か。

○元正太上天皇と聖武天皇との対立を想定する学説

・直木孝次郎（1970）
聖武天皇に難波遷都の意志があったことを認める一方で、難波宮に滞在していた聖武天

皇が紫香楽宮へ移動したのは、光明皇后の働きかけがあるとする。

また元正太上天皇と光明皇后との対立、皇親政治再建を目指す橘諸兄らと藤原氏との対

立が背景にあるとする。

・早川庄八（1984）
このときの遷都の勅は元正太上天皇のものであり、元正太上天皇の意志を左大臣橘諸兄

が奉じたとする。

・筧敏生（1988）
元正太上天皇が天皇的な行為をすることに着目し、天皇と太上天皇が分立した場合の議

政官の役割をみる。また、元正太上天皇のもとに内記がいたことを指摘する。

↓
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○対立を想定しない指摘

・渡辺晃宏（2001）
「聖武が難波宮遷都に否定的であったとは考えられない。」

・吉川真司（2011）
聖武天皇と元正太上天皇の不和・対立は「穿ちすぎかと思う」。

うが

…『続日本紀』の記述からは、聖武天皇と元正太上天皇との間の対立は証明できず。

↓

・聖武天皇は、百官・市人の意向を聞きながら、難波宮、ついで紫香楽宮に移動。

→平城・恭仁を否定した上で、大仏（盧舎那仏）造営のために紫香楽に滞在するという

状況の中で、政務を執る機能と威容を持つ難波宮を「皇都」としたか。

↓

・天平十六年二月以降の、元正太上天皇の難波宮滞在と左大臣橘諸兄による「皇都」宣言

…必ずしも聖武天皇・光明皇后と対立状態になったとは言えない。

紫香楽宮での大仏造立と連動する動きであったと考えられる。

（二）聖武太上天皇

①：聖武天皇の譲位

○天平二十年（748）四月二十一日 元正太上天皇歿（69歳）
・天平勝宝元年（749） 聖武天皇は、皇太子阿倍内親王に譲位（＝孝謙天皇）

（749年…天 平 二十一年（～ 4月 14日）・天 平 感宝元年（～ 7月 2日）・天 平 勝 宝元年）
てんぴょう てんぴょうかんぽう てんぴょうしょうほう

『続日本紀』天平勝宝元年七月甲午（2日）条「皇太子受禅、即位於大極殿。」
↓しかし

『続日本紀』天平勝宝元年閏五月癸丑（20日）条：大安寺など五寺への施入記事
うるう せ にゅう

…聖武天皇のことを「太上天皇沙弥勝満」と表記。
しゃ み しょうまん

（※勝満：聖武天皇の出家後の名 沙弥：剃髪しても妻子があり、在家の生活をする者。）
しゃ み

↓

平田寺（静岡県牧之原市、臨済宗妙心寺派）所蔵「聖武天皇勅書」（国宝）
へいでんじ

…天平感宝元年閏五月二十日の勅書の原本。（五寺のうちのいずれかに宛てたもの）

…聖武天皇を「太上天皇沙弥勝満」と表記。

→天平二十一年閏五月二十日の段階で、太上天皇・沙弥勝満と称していたこと

は確実。

↓

・『続日本紀』天平勝宝元年閏五月丙辰（23日）条
「天皇、遷御薬師寺宮、為御在所。」（天皇、薬師寺宮に遷御し、御在所となす。）

やく し じのみや せんぎょ ご ざいしょ

・『扶桑略記』天平二十一年（天平感宝元年）正月十四日条
ふ そうりゃっ き

…聖武天皇・光明皇后・藤原宮子（聖武天皇生母）の出家記事

→聖武天皇は、天平二十一年前半の段階で出家。閏五月二十三日には平城宮を出て

薬師寺に移居。

「出家した天皇は、天皇であり続けることはできない。」（岸俊男）
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○聖武天皇の譲位：元正太上天皇崩御により譲位が可能となったのに加えて、聖武天皇の

出家により、段階的に実現（「7月 2日」の理由は不明）。
…男性最初の太上天皇

（三）孝謙太上天皇

①：孝謙天皇の譲位と「皇帝」尊号

○天平宝字二年（758）八月、孝謙天皇は、皇太子大炊王に譲位（＝淳仁天皇）
てんぴょうほう じ おお い おう

（大炊王…天武天皇の皇子舎人親王の子）
と ね りしんのう

・『続日本紀』天平宝字二年八月庚子 朔 （一日）条…淳仁天皇即位の記事
ついたち

→この日、百官・僧綱は孝謙太上天皇を「上臺」として扱い、「宝字称徳孝謙皇帝」の
そうごう じょうだい ほう じ しょうとくこうけんこうてい

尊号を奉献。

※上臺…中国において五世紀末南朝の時期から、天子（皇帝）を指す語として使用。

※皇帝尊号…中国に先例あり。→則天武后：尊号を多用して権威を飾る。

○孝謙太上天皇への皇帝尊号奉献

…単なる美名の付与ではなく、新たな権威の創出を目指す。

太上天皇を敢えて天皇と同等と見做すという、臣下からの意思表示。

→草壁皇統の断絶による、淳仁天皇以降の新たな皇統に対する正当性保証を期待。

②：孝謙太上天皇による「大事小事分離宣言」

○天平宝字六年（762）六月庚戌（3日）
…道鏡の扱いをめぐって、淳仁天皇・藤原仲麻呂と孝謙太上天皇が対立。

→孝謙太上天皇が、五位以上の官人を平城宮の朝堂に集めて宣言。
ちょうどう

・自らを岡宮御宇天皇（草壁皇子）の系統の最後の継承者であり、また淳仁天皇に

譲位した存在であるとする。

・自らが譲位した淳仁天皇の無礼を非難し、出家を宣言。そして「但し政事は、常
まつりごと

の祀小事は今の帝行なひ給へ。国家の大事賞罰の二柄は朕行はむ。」
まつり

↓ただし

駅鈴・内印（天皇御璽）は淳仁天皇側が保持。臣下の叙位・任官は淳仁天皇側が実施。
えきれい ないいん てんのうぎょ じ

「したがってこの宣命は、淳仁との不和が頂点に達したなかで、孝謙の激した感情がその

まま表現されたものではあるが、その実行力をあまり高く評価することはできないので

ある。」 （新日本古典文学大系『続日本紀 三』の補注解説より）

③：太上天皇による天皇廃位

○天平宝字八年（764）十月壬申（9日）
…藤原仲麻呂の乱に勝利した孝謙太上天皇が、淳仁天皇を廃位。

ふじわらのなか ま ろ

→少納言山村王が、孝謙太上天皇の詔を宣読。
しょう な ごん

①：聖武天皇の「遺詔」を持ち出し、皇位継承の決定権は自分（孝謙）にあるとする。

「王を奴と成すとも、奴を王と云ふとも汝のせむまにまに」
やっこ い

②：淳仁天皇が天皇として不適格であり、また仲麻呂と共謀して孝謙太上天皇を排除

しようとしたことなどを理由として、廃位を宣言。
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「帝の位をば退け賜ひて、親王の位賜ひて淡路国の公と退け賜ふ」
みかど しりぞ きみ

…淳仁天皇は親王とされ、淡路に追放。淳仁天皇の兄弟は、親王から王に降格し配流。
はい る

※孝謙太上天皇は、天皇に復位（重祚）。…即位儀は行わず、大嘗祭のみ実施。
ちょう そ

（四）光仁太上天皇と桓武天皇期の転換

○天応元年（781）四月 光仁天皇（73歳）が桓武天皇に譲位。
こうにん

・光仁天皇の譲位宣命（4月 3日）と桓武天皇即位宣命（4月 15日）
じょう い せんみょう そく い せんみょう

①：光仁天皇譲位宣命…自身の高齢と病を譲位の理由とし、新天皇への奉仕を求める。

また皇位継承時に発生する政情の不安定を戒める。

→自身の譲位が必ずしも次期天皇位の安定にはつながらないことを認識。

また譲位後の光仁太上天皇は、政務には関与せず、この年十二月に歿。

②：桓武天皇即位宣命 →史料⑧

…光仁天皇からの譲りを受け、天智天皇が定めた法（「掛けまくも畏き近江大津宮に
か かしこ お う みおおつのみや

御 宇 し天 皇の勅り賜ひ定め賜へる法」）により即位すると述べる。
あめのしたしらしめし すめらみこと の たま のり

親王以下諸臣の忠誠と奉仕を求め、高野新笠を皇太夫人とし、関係者などに叙位。
こうたい ぶ にん

↓

○太上天皇の変質

・桓武天皇の即位宣 命…即位の根拠を「天智天皇が定めた法」に求める。
せんみょう

→奈良時代の天皇とは異なり、高天原以来連綿と続いた皇統の継承者という概念は重要
たかまがはら

視されず、前天皇から譲位されるに至る事情の説明も簡略化。

→奈良時代の天武天皇系（草壁皇統）期の太上天皇の位置づけが変化。

即位の場から、次第に前天皇の存在が薄れる。

…正当性保証者としての太上天皇の役割も薄れる。

※光仁天皇から桓武天皇への継承

４月３日 光仁天皇譲位。桓武天皇即位。

４月４日 早良親王（桓武天皇の同母弟）を皇太子とする。 ※参考：史料⑨
さわ ら

４月 11日 桓武天皇の即位を伊勢神宮に報告。

４月 15日 平城宮大極殿で即位儀。

五 平安時代の太上天皇

（一）平城太上天皇の譲位

○大同四年（809）四月一日 平城天皇は、「風病」を理由に皇太子神野親王に譲位。
だいどう へいぜい ふうびょう かみ の

※平城天皇の譲位宣命 …「元来、風病に苦しみつつ、身体安からず」
せんみょう

→実際に病気だったか。平城天皇主導の政治改革に対する官人の反発があったか。

弟である神野親王の即位を早め、自らの子を皇太子にするためか。

※風病…神経系疾患、感冒を包括した疾患の総称名か（服部敏良）

○譲位後の平城太上天皇

・「避病於数処、五遷之後、宮于平城。」（病を数処に避け、五遷の後、平城に宮す。）

（『日本後紀』大同四年四月戊寅条）
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→平安宮内で移動を繰り返した後、平城宮に落ち着く。 ※参考：図①

→太政官機構は、平安宮（嵯峨天皇）と平城宮（平城太上天皇）に分割。

…「二所朝庭」と表現されるが、平城宮側に政務遂行可能な官人機構は不在。

（二）平城太上天皇の変（薬子の変）

○弘仁元年（大同五年、810年）、平城太上天皇と嵯峨天皇の間で、対立が発生。
こうにん

※公式には、平城天皇側の、 尚 侍藤原薬子と、その兄藤原仲成が首謀者とされる。
ないしのかみふじわらのくす こ ふじわらのなかなり

…「薬子の変」か「平城太上天皇の変」か。（西本昌弘）

「本来の太上天皇制の終焉」の画期。（春名宏昭）

○事件の背景

①：嵯峨天皇の病 ②：平城旧京遷都問題 ③：尚侍藤原薬子・参議藤原仲成の存在

↓

・弘仁元年（810）九月六日、「太上天皇の命に依り、平城に都を遷さむと擬す。」として、
平城京への遷都が指示される。

→嵯峨天皇側は、固関を行い、平城太上天皇側の官人の排除を進め、坂上田村麻呂ら

を平城京に派遣。

・平城太上天皇側は、伊勢方面から東国への脱出を計るものの、戦闘になることなく敗北。

平城太上天皇は出家、藤原薬子は自害。

※『続日本後紀』承和九年（842）十月壬午条の阿保親王（平城天皇長子）薨伝より
しょく に ほんこう き じょう わ あ ぼ こうでん

大同の季、天皇、国を皇太弟に禅り、平城宮に遷御す。弘仁元年太上天皇心悔し、東に
とき ゆず

入らむとの 謀 有り。
はかりごと

（三）嵯峨太上天皇と太上天皇尊号宣下

○嵯峨天皇の譲位

・弘仁十四年（823）四月甲午（10日）
嵯峨天皇は内裏を出て冷然院に遷り、右大臣藤原冬嗣に譲位の意志を伝える。

ふじわらのふゆつぐ

→藤原冬嗣は不作が続く状況では、「一帝二太上皇」が、天下の負担となることを指摘。

譲位の延期を要望。

→嵯峨天皇は、後継者（皇太弟の大伴親王）は賢君であるので、問題ないとする。
おおともしんのう

↓

・嵯峨太上天皇は、譲位に際して太上天皇号の辞退を希望。

→新天皇である淳和天皇は、改めて太上天皇号を受けるように要望。
じゅん な

嵯峨太上天皇は、太上天皇号を受け入れる。

↓

これ以後、天皇が譲位後に太上天皇号を辞退し、新天皇から改めて太上天皇号を贈られ

ることが慣例となる。…太上天皇尊号宣下
だいじょうてんのうそんごうせん げ

→太上天皇の地位は天皇から与えられるもの。天皇―太上天皇という秩序が形成される。
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○「一帝二太上天皇」の状態…淳和天皇・平城太上天皇・嵯峨太上天皇が同時に存在。

※太上天皇の位置づけの変化

奈良時代…一代の天皇に太上天皇は一人。

→聖武天皇は、元正太上天皇が歿した翌年に譲位し、太上天皇となる。
げんしょう

…太上天皇は天皇の正当性の保証者であり、後見者。

↓

光仁・桓武天皇期に、太上天皇の位置づけに変化が発生。

桓武天皇…「先帝からの譲り」に加えて、「天智天皇の定めた法」に正当性の

根拠を求める。→正当性の保証者としての太上天皇の意義が薄れる。

（四）清和太上天皇

○承和九年（842）：嵯峨太上天皇歿。…以後 34年間は太上天皇不在。
→貞観十八年（876）十一月、清和天皇（27歳）が陽成天皇（9歳）に譲位。

じょうがん せい わ ようぜい

譲位の理由：①自らの病（「熱病頻発」、「御体疲弱」）と、

②災異の頻発（比年之間。災異繁見）を挙げる。

また、本来ならば皇太子の成人を待って譲位するべきところ、自らも

幼時に即位した前例があり、「賢臣の保佐」があれば幼帝でも問題は

ないとする。

↓

・幼帝の補佐は、摂政藤原基経に委任。直接国政に関与することは無し。
ふじわらのもとつね

…ただし実際は、摂政藤原基経の待遇に関する判断は、清和太上天皇に求められる。

また、陽成天皇の父として「父子の義」が意識されるようになる。

→藤原基経は、清和太上天皇の外祖父である藤原良房との関係に基づいて、清和

太上天皇・陽成天皇父子を補佐、後見。

…十世紀以降、天皇とそのミウチである藤原摂関家による「権力の環」が構成

される（黒板伸夫）。

→このような構造が発生する画期となるのが、清和太上天皇の時期。

…「摂関政治」のもととなる。

○清和太上天皇の時期：

天皇と藤原氏との相互依存関係が現れ、また太上天皇が天皇の父としての性格を強める。

…後の摂関期の藤原氏と天皇・太上天皇との関係の基礎が形成された時期。

※宇多太上天皇…藤原時平らとの関係が薄かったため、菅原道真の大宰府追放阻止に失敗。

おわりに

○古代の太上天皇

奈良時代から平安時代にかけて、変化を続けながら存続。

直系継承が続く過程で、次第に「前天皇」から「天皇の父」へ。

（…「院政」につながる）
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