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序章　古代史書と現代国家
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じ
め
に

　

本
書
は
日
本
古
代
の
史
書
、
す
な
わ
ち
帝
紀
・
旧
辞
、
天
皇
記
・
国
記
、『
上
宮
記
』
や
『
古
事
記
』、
六
国
史
を
考
察
し
て
い
る
。

そ
の
内
容
や
編
纂
の
方
法
・
資
料
を
中
心
に
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
時
代
ご
と
の
政
治
権
力
や
国
家
の
あ
り
方
に
注
意
を
払
い
つ
つ
、

日
本
古
代
の
「
史
書
」
史
を
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
を
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
が
現
代
の
社
会
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
を
説
明
し
た
の
が
本
章
の
第
一
節

「
現
代
社
会
に
お
け
る
史
書
と
国
家
」
で
あ
る
。
研
究
は
社
会
課
題
と
関
連
づ
け
て
は
じ
め
て
学
問
に
な
る
。
古
代
史
で
あ
っ
て
も
そ

れ
は
同
じ
で
あ
り
、
む
し
ろ
現
代
か
ら
隔
た
り
の
あ
る
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
関
係
性
を
意
識
し
、
こ
れ
を
研
究
者
自
身
が
提
示
す

る
こ
と
は
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
青
臭
い
問
題
意
識
で
は
あ
る
が
、
そ
う
長
く
は
な
い
の
で
筆
者
の
意
図
す
る
本
書
刊
行
の
意
味
と
し

て
流
し
読
み
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
。

　

第
二
節
「
本
書
の
構
成
」
は
右
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
取
り
組
ん
だ
個
々
の
史
書
研
究
の
概
略
で
あ
る
。
各
論
と
し
て
の
考
証
と
結

論
は
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に
委
ね
る
が
、
研
究
史
と
し
て
も
読
書
史
と
し
て
も
権
威
化
さ
れ
た
「
記
紀
」
を
相
対
化
し
、
史
書
が
そ
の
時
々
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の
政
治
過
程
や
国
家
理
念
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
点
は
一
貫
し
て
い
る
。
史
書
の
編
纂
と
は
過
去
の
事
実

を
記
録
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
の
政
治
権
力
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
表
現
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
ぞ
れ
の
史
書
に
対
す
る

史
料
批
判
と
政
治
史
の
分
析
は
不
可
欠
で
あ
り
、
本
書
自
体
も
そ
の
よ
う
な
現
代
社
会
の
課
題
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

第
一
節　

現
代
社
会
に
お
け
る
史
書
と
国
家

1　

国
際
政
治
に
お
け
る
現
代
国
家
史

　

一
九
九
〇
年
代
、
東
西
冷
戦
構
造
の
崩
壊
は
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
主
義
を
助
長
し
、
そ
の
後
の
中
東
情
勢
の
複
雑
化
と
こ
れ
に
起
因
す

る
テ
ロ
の
時
代
を
も
た
ら
す
背
景
と
な
っ
た
。
そ
の
直
接
の
要
因
が
二
十
一
世
紀
の
初
年
、
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
ア

メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ
で
あ
っ
た
。
二
〇
二
二
年
の
現
在
に
い
た
る
国
際
政
治
の
基
本
的
な
潮
流
は
そ
の
現
場
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

の
グ
ラ
ン
ド
・
ゼ
ロ
（
旧
・
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
）
に
端
を
発
し
て
い
る
。
戦
後
の
国
際
政
治
に
お
い
て
あ
る
意
味
で
安
定
し
た
レ

ジ
ー
ム
を
提
供
し
て
い
た
米
ソ
対
立
が
消
滅
し
た
結
果
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
一
極
と
こ
れ
に
対
抗
す
る
多
極
と
い
う
あ
ら
た
な
政
治
構

造
が
生
ま
れ
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
は
こ
れ
を
「
歴
史
の
終
わ
り
」
と
称
し
た
が
（
1
（

、
そ
れ
は
現
代
史
の
区
分
と
し
て
正
し
い
表

現
で
あ
っ
た
ろ
う
。
現
在
は
中
華
人
民
共
和
国
と
い
う
新
た
な
対
立
軸
が
生
じ
て
お
り
、
ロ
シ
ア
（
旧
ソ
連
）
も
勢
力
を
盛
り
返
し
て

い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
が
国
際
政
治
の
中
心
と
い
う
状
況
に
変
化
は
な
い
。

　

い
っ
ぽ
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
二
〇
〇
〇
年
代
前
後
か
ら
ア
フ
リ
カ
、
中
東
か
ら
の
移
民
が
増
加
し
た
。
ロ
シ
ア
や
ア
メ
リ
カ
が
同

地
に
政
治
介
入
し
た
結
果
と
し
て
多
く
の
難
民
を
生
み
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
過
去
の
歴

史
へ
の
反
省
と
と
も
に
血
統
を
尊
重
す
る
ド
イ
ツ
、
自
国
の
生
活
様
式
や
文
化
を
強
要
す
る
フ
ラ
ン
ス
、
相
手
文
化
の
承
認
と
不
干
渉
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3

を
決
め
た
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
対
応
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
そ
の
「
共
生
」
は
ど
れ
も
成
功
し
て
い
な
い
（
2
（

。
移
民
問
題
に
つ
い

て
は
多
文
化
主
義
に
も
と
づ
い
た
市
民
統
合
と
い
う
玉
虫
色
の
ゴ
ー
ル
を
設
定
す
る
の
が
標
準
的
な
解
決
策
と
な
っ
て
い
る
が
（
3
（

、
そ
の

実
現
は
け
っ
し
て
容
易
で
は
な
い
。

　

そ
の
移
民
で
成
り
立
っ
て
い
る
最
大
・
最
強
の
国
家
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
（
4
（

の
政
策
は
自
国
フ
ァ
ー
ス
ト
の
ト
ラ
ン
プ
政
権
（
二

〇
一
六
～
二
〇
二
一
）
の
政
策
の
も
と
で
こ
れ
を
否
認
す
る
方
向
に
傾
斜
し
た
。
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
移
民
と
こ
れ
を
排
除
す
る
国
境
の

「
壁
」
の
建
設
は
、
自
国
に
と
っ
て
不
都
合
な
他
民
族
の
流
入
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
現
代
ア
メ
リ
カ
を
象
徴
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
労
働
力
だ
け
搾
取
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
納
得
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
意
志
を
も
っ
て
ア
メ
リ
カ

社
会
に
存
在
し
て
い
る
（
5
（

。
資
本
主
義
経
済
の
急
激
な
進
展
と
こ
れ
に
よ
っ
て
錯
綜
す
る
移
民
の
問
題
は
ア
メ
リ
カ
一
国
に
限
定
さ
れ
ず
、

今
も
っ
と
も
切
実
な
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
シ
ュ
ー
と
な
っ
て
い
る
。
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
こ
の
難
局
に
宥
和
的
な
姿
勢
で
対
応
す
る
と
予

想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
問
題
が
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
現
代
の
国
際
政
治
の
基
調
が
形
成
さ
れ
た
二
〇
〇
〇
年
代
、
揺
れ
動
く
日
本
国
家
の
舵
を
と
っ
た
の
は
小
泉
純
一
郎
首

相
（
一
九
四
二
～
）
だ
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
二
〇
〇
六
年
九
月
二
十
六
日
ま
で
五
年
半
つ
づ
い
た
第
一
～
三
次
内

閣
で
は
新
自
由
主
義
経
済
・
市
場
原
理
主
義
を
意
識
的
、
結
果
的
に
促
進
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
が
実
施
さ
れ
た
。
自
己
責
任
論
と
い

う
言
説
を
一
般
化
し
た
小
泉
首
相
の
言
動
は
、
そ
の
よ
う
な
思
潮
を
本
流
と
す
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
こ
れ
を

国
家
行
政
や
首
相
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
問
題
に
矮
小
化
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

小
泉
内
閣
の
政
策
を
象
徴
す
る
郵
政
民
営
化
は
、
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と
直
結
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
身
近
な
政
治
の
選
択
と
し
て
認

識
さ
れ
た
。
国
政
は
一
気
に
劇
場
化
し
、
二
〇
〇
五
年
九
月
十
一
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
第
四
十
四
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
投
票
者
自

身
が
政
策
の
判
断
を
も
っ
と
も
明
確
に
意
識
し
た
選
挙
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
私
た
ち
「
国
民
」
の
選
択
で
あ
り
、
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先
の
問
題
の
本
質
も
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
小
泉
内
閣
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
規
制
緩
和
は
よ
り
利
便
性
の
高
い
社
会
を
私
た
ち
が
希
求

し
た
結
果
で
あ
り
、
現
在
の
日
本
が
そ
の
延
長
戦
上
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
同
時
期
に
お
け
る
世
界
史
の
潮
流
と
み
ご

と
に
一
致
し
て
い
る
。2　

日
本
に
お
け
る
移
民
問
題
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

　

そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
先
に
か
か
げ
た
欧
米
の
移
民
問
題
を
日
本
の
社
会
に
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
妥
当
な
課
題
設
定
で

あ
る
。
日
本
の
古
代
で
は
帰
化
人
・
渡
来
人
と
い
う
移
民
を
受
け
入
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
（
6
（

、
ま
た
、
近
代
に
お
い
て
は
朝
鮮
半
島
、

中
国
大
陸
へ
の
侵
略
の
歴
史
が
い
わ
ゆ
る
在
日
韓
国
人
・
在
日
朝
鮮
人
、
在
日
中
国
人
と
い
う
「
移
民
」
を
生
み
出
し
て
い
る
。
逆
に
、

近
世
初
期
に
は
朱
印
船
貿
易
の
展
開
に
よ
っ
て
東
南
ア
ジ
ア
各
地
に
日
本
町
が
形
成
さ
れ
、
明
治
時
代
以
降
は
多
く
の
日
本
人
が
北
米

大
陸
の
西
海
岸
や
太
平
洋
地
域
、
南
米
大
陸
、
中
国
東
北
部
（
旧
満
州
）
へ
移
住
し
て
い
る
（
7
（

。
日
本
は
歴
史
的
に
み
て
多
く
の
移
民
を

受
け
入
れ
、
そ
し
て
多
く
の
移
民
を
輩
出
し
て
い
る
国
で
あ
る
。

　

現
在
の
日
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
、
す
な
わ
ち
移
民
の
問
題
は
そ
う
い
っ
た
歴
史
の
延
長
線
上
で
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。
最

近
、
街
な
か
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
建
築
現
場
で
彼
、
彼
女
た
ち
を
目
に
し
な
い
こ
と
は
な
い
。
現
代
の
日
本
社
会
に
お
い
て

移
民
は
非
常
に
身
近
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
政
府
の
対
応
策
は
「
移
民
」
そ
の
も
の
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
頑
迷
な
も
の

で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
国
や
自
治
体
の
行
政
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
私
た
ち
の
意
識
に
も
ほ
と
ん
ど
変
化
が
み
ら
れ
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
で
の
問
題
は
け
っ
し
て
別
世
界
の
出
来
事
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
起
こ
り
う
る
未
来
の

日
本
社
会
の
問
題
な
の
で
あ
る
（
8
（

。
移
民
に
よ
る
多
文
化
社
会
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
歴
史
過
程
の
必
然
で
あ
り
、
今
後
の
日
本

は
そ
れ
を
意
識
的
に
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
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こ
の
問
題
に
そ
の
根
源
と
し
て
の
自
他
認
識
と
い
う
課
題
が
折
り
重
な
っ
て
く
る
。
目
の
前
で
生
活
す
る
他
民
族
の
存
在
は
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
問
題
を
私
た
ち
の
日
常
生
活
に
お
い
て
突
き
つ
け
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
と
他
者
と
の
区
別
を
何
の

思
考
も
経
過
せ
ず
に
民
族
や
国
家
に
安
易
に
求
め
た
場
合
、
本
質
で
あ
る
は
ず
の
自
己
へ
の
探
求
を
無
意
識
に
ペ
ン
デ
ィ
ン
グ
し
て
し

ま
う
。
自
分
自
身
に
対
す
る
思
惟
の
な
い
自
他
認
識
は
異
質
な
も
の
、
理
解
で
き
な
い
も
の
の
排
除
に
つ
な
が
り
、
そ
こ
に
他
者
と
の

対
立
を
誘
発
す
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
国
家
や
国
民
、
民
族
と
い
っ
た
観
念
と
自
己
に
対
す
る
認
識
を
明
確
に
区
分
し
つ
つ
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
の
双
方
を

誠
実
に
追
求
す
る
べ
き
で
あ
る
。
国
家
や
国
民
、
民
族
と
い
っ
た
概
念
は
流
動
的
か
つ
多
義
的
な
歴
史
上
の
観
念
で
あ
る
が
（
9
（

、
そ
の
よ

う
な
問
題
性
を
自
覚
し
た
う
え
で
、
錯
綜
す
る
現
代
の
国
家
と
民
族
、
社
会
の
な
か
で
私
た
ち
は
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
練
り

上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
自
分
自
身
と
社
会
や
国
家
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
切
り
結
ぶ
べ
き
な
の

か
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
構
築
は
非
常
に
個
人
的
な
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
す
ぐ
れ
て
社
会
的
・
国
家
的
な
課
題
な
の
で
あ
る
。

3　

現
代
国
家
に
お
け
る
史
書
研
究
の
意
味

　

戦
後
国
際
政
治
の
「
勝
者
」
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
が
そ
の
勢
力
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
国
の
支
持
す
る
新
自
由
主
義
経
済
・

市
場
原
理
主
義
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
推
進
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
、
政
治
・
外
交
的
に
は
協
調
主
義
路
線

を
と
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
経
済
が
同
じ
よ
う
に
推
移
す
る
と
は
思
え
な
い
。
社
会
主
義
国
家
群
に
勝
利
し
た
資
本
主
義
国

家
の
究
極
を
志
向
す
る
ア
メ
リ
カ
と
い
う
現
代
国
家
の
あ
り
方
は
、
そ
の
反
作
用
と
し
て
の
新
た
な
国
家
像
を
模
索
さ
せ
る
。
巨
視
的

な
視
野
に
も
と
づ
い
た
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
流
行
は
そ
の
歴
史
的
背
景
の
確
認
で
あ
り
（
（1
（

、
理
想
主
義
的
な
共
産
革
命
へ
の
憧

憬
や
ポ
ス
ト
資
本
主
義
社
会
の
議
論
は
そ
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
（
（（
（

。
現
代
に
お
い
て
国
家
の
意
味
は
反
転
的
に
上
昇
し
て
い
る
。
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一
見
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
問
題
は
シ
ス
テ
ム
的
に
は
国
家
が
回
収
す
る
し
か

な
い
。
国
境
を
こ
え
た
地
球
全
体
の
問
題
は
個
人
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
不
特
定
多
数
の
力
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
、
す
ぐ
れ
て
非
個
人
的
か
つ
社
会
的
・
国
家
的
な
課
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
っ
た
課
題
解
決
を
理
由
に
特
定

の
権
益
者
の
た
め
に
政
治
が
利
用
さ
れ
て
は
い
け
な
い
し
、
国
家
と
い
う
全
体
に
依
存
し
て
自
ら
思
考
し
な
い
個
人
を
生
み
出
し
て
も

い
け
な
い
（
（1
（

。

　

個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
の
生
い
立
ち
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
そ
の
歴
史
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
（
（1
（

。
ど
の
よ
う
な
国
家
も
必
ず
〈
神
話
〉
を
起
点
と
す
る
歴
史
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
〈
神
話
〉
が
時
代
に
よ
っ
て

読
み
か
え
ら
れ
て
現
実
の
政
治
・
社
会
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
（
（1
（

。
国
家
に
よ
る
史
書
は
そ
の
国
家
の
由
来
と
理
念
を
示
す
。
実
際
に

起
こ
っ
た
事
実
や
そ
の
意
味
を
目
的
に
応
じ
て
変
化
さ
せ
、
そ
れ
を
〝
史
実
〟
と
し
て
位
置
づ
け
て
共
有
す
る
記
述
方
法
は
史
書
と
い

う
書
物
の
も
つ
独
特
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。

　

私
た
ち
が
他
人
に
対
し
て
そ
の
存
在
を
認
識
す
る
場
合
、
そ
の
人
の
個
性
や
才
能
を
そ
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
。
し
か

し
、
相
手
に
関
す
る
そ
の
よ
う
な
情
報
や
認
識
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
、
現
実
的
に
は
そ
の
個
人
の
属
す
る
国
家
や
民
族
が
問
わ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
国
家
や
民
族
の
歴
史
は
他
者
に
と
っ
て
の
認
識
と
い
う
意
味
で
あ
る
程
度
一
般
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
か

ら
未
知
の
個
人
を
推
し
量
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
国
家
や
民
族
の
歴
史
を
あ
る
特
定
の
言
語
で
理
念
的
に
表
現
し
た
史
書
は

そ
の
縮
図
と
い
う
意
味
合
い
を
も
つ
の
で
あ
る
（
（1
（

。

　

し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
の
社
会
や
自
分
自
身
を
理
解
す
る
た
め
に
、
国
家
の
歴
史
と
そ
れ
を
記
し
て
き
た
史
書
を
知
る

必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
現
代
国
家
を
問
う
一
つ
の
視
座
が
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
の
考
え
る
古
代
史
書
を
現
代
社
会
に
お
い

て
考
究
す
る
意
味
は
以
上
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
け
っ
し
て
過
去
の
事
実
の
探
り
合
い
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
て
現
代
史
的
な
課
題
な
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の
で
あ
る
。

第
二
節　

本
書
の
構
成

1　

本
書
の
概
略

　

前
節
で
述
べ
た
問
題
意
識
を
も
と
に
、
本
書
は
七
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
の
古
代
史
書
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
れ
は
帝
紀
を

中
心
と
す
る
六
国
史
以
前
の
史
書
と
六
国
史
と
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
部
で
は
律
令
制
国
家
成
立
以
前
の
史
書
で
あ

る
天
皇
記
・
国
記
、『
上
宮
記
』、『
古
事
記
』
の
各
書
の
成
立
と
内
容
を
政
治
史
・
国
家
史
を
ベ
ー
ス
に
考
え
て
い
く
。
第
二
部
で
は

こ
れ
を
継
承
す
る
六
国
史
の
編
纂
体
制
に
つ
い
て
そ
の
資
料
や
作
業
と
い
っ
た
視
点
か
ら
基
礎
的
な
考
察
を
お
こ
な
い
、
最
後
の
第
三

部
で
六
国
史
の
う
ち
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』『
日
本
後
紀
』、
そ
し
て
『
日
本
三
代
実
録
』
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
史
料
の

残
存
度
に
よ
っ
て
第
一
部
と
第
二
・
三
部
の
考
察
方
法
は
大
き
く
異
な
る
が
、
国
家
が
歴
史
書
を
編
纂
し
、
こ
れ
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
支

配
に
用
い
た
と
い
う
視
点
は
共
通
し
て
い
る
。

2　

六
国
史
以
前
の
史
書

　

古
代
日
本
の
史
書
は
帝
紀
・
旧
辞
に
始
ま
る
が
、
そ
の
成
立
過
程
に
関
す
る
考
察
は
第
三
章
の
あ
と
に
置
い
た
コ
ラ
ム
「
帝
紀
・
旧

辞
の
成
立
」
に
お
い
て
略
述
し
て
い
る
（
（1
（

。
通
説
で
は
六
世
紀
中
頃
の
欽
明
朝
に
帝
紀
・
旧
辞
が
成
立
（
文
字
化
）
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
が
、
四
～
六
世
紀
に
は
高
句
麗
や
新
羅
・
百
済
で
史
書
の
編
纂
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
雄
略
朝
に
お
け
る
国
内
外
の
政

治
情
勢
と
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
分
析
か
ら
帝
紀
の
成
立
を
五
世
紀
後
半
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
せ
、
旧
辞
の
文
字
化
は
そ
れ
よ
り
遅
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く
推
古
朝
（
六
世
紀
末
～
七
世
紀
前
半
）
ま
で
引
き
下
げ
て
い
る
。
紙
幅
の
関
係
で
十
分
な
考
証
は
展
開
で
き
て
い
な
い
が
、
本
書
に

お
け
る
「
史
書
」
史
の
時
系
列
で
は
最
初
の
も
の
に
な
る
。

　

第
一
章
「
天
皇
記
・
国
記
考
」
は
推
古
朝
に
編
纂
さ
れ
た
史
書
で
あ
る
表
題
の
二
書
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
史
料
と
し
て
は

『
日
本
書
紀
』
皇
極
四
年
（
六
四
五
）
六
月
己
酉
条
、『
新
撰
姓
氏
録
』
序
が
重
要
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
依
拠
し
て
き
た
『
日
本
書
紀
』

推
古
二
十
八
年
（
六
二
〇
）
是
歳
条
は
皇
極
紀
を
補
完
す
る
条
文
で
あ
る
。
こ
の
史
料
操
作
に
よ
り
「
天
皇
記
」「
国
記
」
と
い
う
書

名
に
限
定
さ
れ
な
い
考
察
が
可
能
と
な
り
、
先
の
史
料
読
解
に
も
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
記
は

乙
巳
の
変
（
六
四
五
年
）
に
お
い
て
意
図
的
に
焼
却
さ
れ
た
蘇
我
系
の
帝
紀
で
あ
り
、
国
記
は
戸
籍
的
な
役
割
を
担
っ
た
氏
族
系
譜
で

あ
る
。

　

第
二
・
三
章
は
第
一
章
の
詳
論
で
あ
る
。
第
二
章
「
王
統
譜
と
し
て
の
天
皇
記
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
視
角
か
ら
言
及
さ
れ
た
天
皇
記
の

先
行
研
究
を
整
理
し
て
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
具
体
相
の
解
明
に
努
め
た
。
本
文
が
ま
っ
た
く
伝
わ
ら
な
い
天
皇
記
で
あ
る
が
、

こ
れ
を
帝
紀
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
正
倉
院
文
書
や
『
日
本
書
紀
』
の
分
注
な
ど
検
討
す
べ
き
史
料
は
複
数
見
出
せ
る
。
そ
れ
ら
を
分
析

す
る
と
天
皇
記
は
全
三
巻
で
神
代
か
ら
推
古
朝
ま
で
を
収
録
し
て
お
り
、
そ
の
記
述
は
漢
文
で
は
な
く
和
語
が
基
本
で
、
年
紀
も
な

か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
三
章
「
氏
族
系
譜
と
し
て
の
国
記
」
は
、
国
記
を
史
書
と
み
な
す
通
説
に
対
し
て
同
書
を
戸
籍
の
機
能
を
担
っ
た
氏
族
系
譜
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
。
五
世
紀
後
半
に
存
在
し
た
帝
紀
と
稲
荷
山
古
墳
出
土
鉄
剣
銘
の
よ
う
な
「
中
央
の
王
統
譜
―
地
方
の
氏
族
系
譜
」

と
い
う
関
係
は
そ
の
ま
ま
「
天
皇
記
（
帝
紀
）
―
国
記
（
氏
族
系
譜
）」
に
う
け
つ
が
れ
て
い
く
。
氏
族
系
譜
は
集
団
の
観
念
的
な
維
持

装
置
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
現
実
の
政
治
支
配
に
お
い
て
も
そ
の
機
能
を
発
揮
し
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
へ
の
外
征
を
展
開
し
た
推
古

朝
の
国
政
を
支
え
た
の
は
国
記
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
理
解
で
あ
る
。
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第
四
章
「
上
宮
記
考
」
は
後
世
の
史
料
か
ら
同
書
の
内
容
を
復
元
し
て
い
る
。『
上
宮
記
』
の
逸
文
は
平
安
時
代
の
『
日
本
書
紀
私

記
』
丁
本
、
鎌
倉
時
代
の
『
釈
日
本
紀
』『
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
』
な
ど
に
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
検
討
か
ら
同
書
は
〈
聖

徳
太
子
〉
に
仮
託
さ
れ
た
系
譜
（
史
書
）
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
室
町
時
代
の
『
太
子
伝
玉
林
抄
』
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
法

隆
寺
に
は
上
宮
記
を
天
皇
記
と
す
る
認
識
が
あ
り
、『
上
宮
記
』
は
上
宮
王
家
（
山
背
大
兄
王
・
舂
米
女
王
）
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
天

皇
記
の
異
本
と
考
え
ら
れ
る
。

　

第
五
章
「
古
事
記
再
考
―
そ
の
史
料
批
判
と
「
史
書
」
史
の
位
置
づ
け
―
」
は
、
序
偽
作
説
に
た
っ
て
『
古
事
記
』
が
天
皇
記
を
祖

本
と
し
た
七
世
紀
末
の
帝
紀
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
序
文
に
よ
れ
ば
『
古
事
記
』
は
和
銅
五
年
（
七
一
二
）
に
稗
田
阿
礼
が
誦

習
し
た
帝
紀
・
旧
辞
を
太
安
万
侶
が
筆
録
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
作
業
工
程
と
本
文
と
の
あ
い
だ
に
は
種
々
の
疑
問
が
あ

る
。
神
話
論
や
古
典
文
学
に
お
け
る
意
義
や
価
値
は
別
と
し
て
、
王
代
記
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
史
書
で
あ
る
『
古
事
記
』
を
批
判
的
に

検
討
す
る
こ
と
は
日
本
古
代
史
学
界
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
当
該
期
の
国
家
史
や
平
安
期
の
講
書
の
実
態
か
ら
み
て
「
記
紀
」
が
同

時
期
に
編
纂
さ
れ
、
等
し
い
価
値
を
有
し
た
と
は
や
は
り
考
え
に
く
い
。

　

付
章
1
「
日
本
と
朝
鮮
の
古
代
史
書
」
は
遠
藤
慶
太
氏
の
『
日
本
書
紀
』
に
関
す
る
諸
論
考
の
評
論
を
も
と
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る

問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
史
書
形
成
の
国
内
的
な
契
機
を
重
視
し
つ
つ
、
新
羅
・
高
句
麗
・
百
済
の
朝
鮮
三
国
の
史
書

の
成
立
過
程
を
概
観
し
て
い
る
。
近
年
で
は
律
令
制
の
導
入
を
新
羅
と
の
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
る
の
が
一
般
的
だ
が
、「
史
書
」
史

に
お
い
て
も
同
様
の
視
点
は
必
要
で
あ
ろ
う
。

3　

国
史
の
編
纂
作
業
と
実
録

　

第
六
章
「
国
史
の
編
纂
と
実
録
」
は
図
書
寮
の
恒
常
的
な
業
務
に
天
皇
の
一
代
記
で
あ
る
「
実
録
」
の
作
成
が
ふ
く
ま
れ
る
か
否
か
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を
検
討
し
て
い
る
。『
令
集
解
』
そ
の
他
の
史
料
解
釈
か
ら
実
録
編
纂
の
可
能
性
を
説
い
た
が
、
そ
の
後
に
発
表
し
た
第
七
章
お
よ
び

付
章
2
に
て
見
解
を
修
正
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
割
引
が
必
要
な
論
考
だ
が
、
実
録
編
纂
の
可
能
性
を
最
大
限
に
引
き
出
し
て
い
る
こ

と
、
実
録
の
存
否
に
関
す
る
先
行
研
究
と
そ
の
論
点
を
網
羅
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
本
書
に
収
録
し
た
。

　

第
七
章
「
国
史
編
纂
の
資
料
と
作
業
」
は
国
史
の
編
纂
体
制
に
お
け
る
原
資
料
の
あ
り
方
と
作
業
過
程
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
さ

い
に
論
点
と
な
る
の
が
実
録
の
存
否
だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
筆
者
は
実
在
説
に
立
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
国
史
編
纂
の
材
料
と
な

る
各
種
の
資
料
が
官
司
ご
と
、
年
代
順
に
集
積
さ
れ
て
図
書
寮
の
倉
庫
で
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
編
纂
作
業
で
は
担
当
者
制
が
と
ら

れ
て
い
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
分
析
だ
け
で
な
く
、
技
術
的
な
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
史
料
に
立
脚

し
た
議
論
が
成
立
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
（
（1
（

。

　

付
章
2
「
実
録
編
纂
に
関
す
る
補
考
」
は
第
六
・
七
章
の
追
考
で
あ
る
。
細
井
浩
志
氏
の
著
書
『
古
代
の
天
文
異
変
と
史
書
』（
吉

川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
の
書
評
を
通
じ
て
実
録
の
編
纂
に
つ
い
て
再
論
し
て
い
る
。
一
定
の
完
成
度
を
も
っ
た
実
録
が
恒
常
的
に

編
纂
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
ま
っ
た
く
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
思
え
な
い
。
現
在
は
、
そ

の
時
々
の
政
治
情
勢
に
よ
っ
て
国
史
の
編
纂
作
業
に
粗
密
が
あ
っ
た
と
い
う
理
解
に
い
た
っ
て
い
る
。

4　

六
国
史
の
研
究

　

第
八
章
「
戦
後
六
国
史
研
究
の
潮
流
」
で
は
六
国
史
に
関
す
る
研
究
を
整
理
し
て
そ
の
展
望
を
述
べ
て
い
る
。
六
国
史
の
研
究
は

『
日
本
書
紀
』
か
ら
始
ま
っ
て
順
に
進
展
し
て
い
く
が
、
研
究
が
前
半
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
史
書
研
究

は
そ
れ
の
み
で
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
史
料
学
の
進
展
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。「
史
書
」
史
の
研
究
は
各
書
の
確
実
な
基

礎
研
究
を
積
み
重
ね
た
う
え
で
比
較
文
化
論
や
国
家
史
の
問
題
と
し
て
広
く
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
り
、
本
書
全
体
の
視
座
も
そ
の
よ
う
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な
と
こ
ろ
に
設
け
て
い
る
。　

　

第
九
章
「
成
立
前
後
の
日
本
書
紀
」
は
『
日
本
書
紀
』
を
理
解
す
る
さ
い
に
も
っ
と
も
重
要
な
神
代
巻
の
「
一
書
」
に
つ
い
て
論
じ

た
。
本
文
の
秩
序
を
譲
ら
ず
に
さ
ま
ざ
ま
な
異
説
を
取
り
込
む
「
一
書
」
は
貴
族
制
的
要
素
の
強
い
日
本
の
古
代
国
家
を
象
徴
し
た
も

の
で
あ
り
、
現
代
に
い
た
る
天
皇
制
の
柔
構
造
を
象
徴
し
て
い
る
。
ま
た
、「
或
本
」「
旧
本
」「
別
巻
」
な
ど
は
『
日
本
書
紀
』
の
編

纂
過
程
で
作
成
さ
れ
た
稿
本
で
あ
り
、
同
書
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
の
前
後
か
ら
さ
ま
ざ
ま
形
で
存
在
し
て
い
た
。
中
世
日
本
紀

に
類
似
す
る
『
日
本
書
紀
』
の
読
解
は
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
存
在
し
た
の
で
あ
る
（
（1
（

。

　

第
十
章
「
続
日
本
紀
の
歴
史
認
識
―
長
屋
王
の
「
誣
告
」
記
事
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
長
屋
王
の
変
（
七
二
九
年
）
の
記
述
か
ら
『
続

日
本
紀
』
の
編
纂
過
程
に
お
け
る
歴
史
認
識
を
考
察
し
た
。
歴
史
上
の
事
件
で
あ
る
政
変
の
評
価
は
史
書
に
お
い
て
必
ず
し
も
一
定
し

な
い
。
史
書
の
編
纂
自
体
が
そ
の
評
価
の
連
続
で
あ
り
、
歴
史
は
過
去
に
存
在
し
た
事
実
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
々
々
に
お
け
る
歴
史

認
識
の
集
積
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
問
題
は
史
書
の
特
性
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

第
十
一
章
「
日
本
後
紀
の
可
能
性
」
は
大
平
和
典
氏
の
著
書
『
日
本
後
紀
の
研
究
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
八
年
）
の
書
評
を
通
じ

て
『
日
本
後
紀
』
の
史
書
と
し
て
の
可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。
史
料
そ
の
も
の
に
対
す
る
分
析
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
受
容
史
・
読

書
史
と
い
っ
た
視
点
は
古
代
史
書
研
究
の
射
程
を
広
げ
る
も
の
で
あ
り
、
残
存
巻
が
少
な
い
『
日
本
後
紀
』
だ
か
ら
こ
そ
提
示
で
き
る

視
点
や
考
察
方
法
が
あ
る
。
六
国
史
の
研
究
は
『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』
ま
で
順
調
に
進
ん
で
い
る
が
、
今
後
は
『
日
本
後
紀
』

以
降
の
研
究
に
よ
り
意
図
的
に
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

　

第
十
二
章
「
日
本
三
代
実
録
の
別
称
「
外
記
番
記
」」
は
六
国
史
の
最
後
で
あ
る
『
日
本
三
代
実
録
』
の
別
称
に
関
す
る
考
察
で
あ

る
。
通
説
で
は
こ
れ
を
「
外
記
番
記
」
と
す
る
が
、
そ
の
史
料
的
根
拠
で
あ
る
南
北
朝
時
代
の
『
惟
賢
比
丘
筆
記
』
に
は
書
写
過
程
で

の
誤
り
が
あ
り
、
両
者
は
無
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
名
称
の
問
題
で
は
な
く
、
国
史
の
編
纂
資
料
や
後
世
に
お
け
る
史
書
の
認
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識
の
問
題
に
関
係
し
て
く
る
。

　

第
十
三
章
「「
記
紀
」
以
外
の
古
代
史
書
―
『
大
倭
本
紀
』
と
『
仮
名
日
本
紀
』
を
中
心
に
―
」
は
奈
良
時
代
に
存
在
し
た
と
考
え

ら
れ
る
副
題
の
二
書
を
中
心
に
古
代
の
史
書
全
般
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
記
紀
」
に
は
多
く
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
が
、
今

後
は
そ
れ
以
外
の
史
書
の
存
在
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
記
紀
」
に
対
す
る
認
識
を
平
準
化
し
、
そ
れ
自
体
の
可
能
性

を
さ
ら
に
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、『
日
本
書
紀
』
の
講
書
に
関
す
る
考
察
も
重
要
で
、
そ
れ
は
古
代
に
お
け
る
同
書
の
受

容
史
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
な
る
。

5　

本
書
の
ま
と
め
と
課
題

　

終
章
「
古
代
国
家
の
形
成
と
史
書
」
は
右
の
各
史
書
の
研
究
を
国
家
史
の
流
れ
に
落
と
し
込
ん
だ
本
書
の
ま
と
め
で
あ
る
。
政
治
史

に
偏
る
き
ら
い
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
る
史
書
研
究
で
あ
る
が
（
（1
（

、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
史
書
の
編
纂
と
記
述
は
政
治
史
そ
の
も
の
で

あ
る
。
と
く
に
王
統
譜
で
あ
る
帝
紀
・
旧
辞
、「
国
史
」
と
呼
称
さ
れ
る
六
国
史
の
各
書
は
国
家
史
の
格
好
の
材
料
と
な
る
。
六
国
史

以
前
は
「
帝
紀
＋
氏
族
系
譜
」
と
い
う
構
成
だ
が
、
律
令
制
国
家
の
成
立
以
後
は
そ
れ
が
「
国
史
」
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
の
国
史
編
纂

の
企
画
の
終
焉
は
『
日
本
書
紀
』
の
講
書
の
終
わ
り
と
も
時
期
的
に
重
な
っ
て
お
り
、
史
書
が
国
家
の
展
開
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の
論
考
を
少
し
で
も
現
在
の
研
究
水
準
に
近
づ
け
る
た
め
、
各
章
に
は
［
補
記
］
を
設
け
て
そ
の
後
の
研
究
や
現
在
の
筆
者
の

考
え
を
追
加
し
、
注
で
引
用
し
た
文
献
の
典
拠
な
ど
を
更
新
し
た
。
ま
た
、
読
解
の
便
宜
を
考
慮
し
て
初
出
時
よ
り
節
題
を
改
め
て
項

を
新
設
し
た
章
が
あ
り
、
文
章
表
現
も
一
書
と
し
て
調
整
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
の
記
述
や
参
考
文
献
の
重
複
は
本
書
を
章
ご

と
に
読
む
こ
と
を
想
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
ご
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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第
三
部
「
六
国
史
の
研
究
」
に
お
け
る
『
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
三
代
実
録
』
に
関
す
る
考
察
は
両
書
の
核
心
に
迫
る
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
『
続
日
本
後
紀
』
と
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
に
関
し
て
言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
本
書
の
大
き
な
欠
点
で
あ
る
。
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

本
書
の
考
察
対
象
は
日
本
の
古
代
史
書
だ
が
、
そ
の
具
体
的
な
編
纂
や
保
管
の
方
法
、
歴
史
認
識
の
形
成
と
い
う
意
味
で
は
書
物
そ

の
も
の
に
対
す
る
考
察
で
も
あ
る
（
11
（

。
ま
た
、
第
二
・
三
部
の
コ
ラ
ム
で
は
武
家
政
権
に
よ
る
中
・
近
世
の
史
書
や
近
・
現
代
の
天
皇
実

録
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
そ
の
編
纂
作
業
や
資
料
、
事
業
の
途
絶
の
事
情
や
そ
の
稿
本
の
残
存
な
ど
、
そ
れ
ら
と
古
代
史
書
と
の
あ

い
だ
に
は
意
外
な
ほ
ど
多
く
の
共
通
点
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
「
史
書
」
史
全
体
の
特
徴
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
（
1（
（

。
序
章
を
終

え
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
右
の
二
点
を
古
代
史
書
に
限
定
さ
れ
な
い
本
書
の
意
義
と
し
て
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　

イ
タ
リ
ア
の
歴
史
哲
学
者
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
（
一
八
六
六
～
一
九
五
二
）
は
「
歴
史
」
が
徹
底
し
て
現
代
社
会
の
問
題
で

あ
る
こ
と
を
説
い
た
（
11
（

。「
す
べ
て
の
真
の
歴
史
は
現
代
の
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
と
も
に
、
そ
の
現
代
史
と
い
う
「
生0

か
ら
発

生
し
た
問
題
を
解
く
と
こ
ろ
の
認
識
が
ど
う
し
て
不
要
0

0

で
あ
り
得
よ
う
か
」
と
い
う
言
葉
は
と
て
も
あ
ざ
や
か
で
力
強
い
（
11
（

。
第
一
節
で

述
べ
た
問
題
意
識
は
筆
者
と
い
う
ご
く
小
さ
な
存
在
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
分
が
身
を
置
い
て
い
る
中
学
・
高

校
と
い
う
学
校
教
育
の
現
場
で
、
そ
し
て
多
少
な
り
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
研
究
と
い
う
世
界
で
、
本
書
に
よ
っ
て
そ
れ
が
何
ら
か
の

か
た
ち
で
他
者
と
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
本
懐
で
あ
る
。
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注
（
1
）　

フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ク
ヤ
マ
著
、
渡
部
昇
一
訳
『
歴
史
の
終
わ
り
』
上
・
下
（
知
的
生
き
方
文
庫
、
一
九
九
二
年
。
原
著
同
年
）。

（
2
）　

内
藤
正
典
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
イ
ス
ラ
ー
ム
―
共
生
は
可
能
か
―
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
四
年
）、
同
『
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
み
る
―
社
会
の
深
層
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
―
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
3
）　

永
吉
希
久
子
『
移
民
と
日
本
社
会
―
デ
ー
タ
で
読
み
解
く
実
態
と
将
来
像
―
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
4
）　

西
山
隆
行
『
移
民
大
国
ア
メ
リ
カ
』（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
六
年
）、
貴
堂
嘉
之
『
移
民
国
家
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
』（
岩
波
新
書
、

二
〇
一
八
年
）。

（
5
）　

田
中
研
之
輔
『
ル
ポ　

不
法
移
民　

ア
メ
リ
カ
国
境
を
越
え
た
男
た
ち
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
七
年
）。

（
6
）　

九
世
紀
の
日
本
の
氏
族
目
録
で
あ
る
『
新
撰
姓
氏
録
』
に
記
載
さ
れ
る
氏
族
の
約
三
〇
％
が
帰
化
人
系
で
あ
り
、
古
代
史
家
の
関
晃

氏
（
一
九
一
九
～
一
九
九
六
）
に
「
わ
れ
わ
れ
は
、
誰
で
も
古
代
の
帰
化
人
の
血
を
一
〇
％
や
二
〇
％
は
う
け
て
い
る
と
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）
帰
化
人
は
わ
れ
わ
れ
の
祖
先
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
る
（『
帰
化
人
―
古
代
の
政
治
・
経

済
・
文
化
を
語
る
―
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
、
一
二
頁
。
初
出
一
九
六
六
年
）。

（
7
）　

西
山
・
貴
堂
注
（
4
）
書
、
日
本
移
民
学
会
編
『
日
本
人
と
海
外
移
住
―
移
民
の
歴
史
・
現
状
・
展
望
―
』（
明
石
書
店
、
二
○
一

八
年
）、
木
村
和
男
ほ
か
『
カ
ナ
ダ
の
歴
史
―
大
英
帝
国
の
忠
誠
な
長
女　

1713-1982

―
』（
刀
水
書
房
、
一
九
九
七
年
）、
山
中
速

人
『
ハ
ワ
イ
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
三
年
）、
矢
口
祐
人
『
ハ
ワ
イ
の
歴
史
と
文
化
―
悲
劇
と
誇
り
の
モ
ザ
イ
ク
の
中
で
―
』（
中
公

新
書
、
二
〇
〇
二
年
）、
山
口
誠
『
グ
ア
ム
と
日
本
人
―
戦
争
を
埋
立
て
た
楽
園
―
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
年
）、
堀
坂
浩
太
郎

『
ブ
ラ
ジ
ル
―
跳
躍
の
軌
跡
―
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二
年
）、
二
松
啓
紀
『
移
民
た
ち
の
「
満
州
」
―
満
蒙
開
拓
団
の
虚
と
実
―
』

（
平
凡
社
新
書
、
二
〇
一
五
年
）。

（
8
）　

永
吉
注
（
3
）
書
終
章
「
移
民
問
題
か
ら
社
会
問
題
へ
」。

（
9
）　

ダ
ン
ト
レ
ー
ヴ
著
、
石
上
良
平
訳
『
新
装
版　

国
家
と
は
何
か
―
政
治
理
論
序
説
―
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
二
年
。
原
著
一
九

六
七
年
）
三
四
～
四
四
頁
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｃ
・
ス
コ
ッ
ト
著
、
立
木
勝
訳
『
反
穀
物
の
人
類
史
―
国
家
誕
生
の
デ
ィ
ー
プ
ヒ
ス
ト

リ
ー
―
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
一
九
年
。
原
著
二
〇
一
七
年
）
五
七
・
一
一
一
頁
、
ス
ー
ザ
ン
・
ス
ト
レ
ン
ジ
著
、
西
川
潤
・
佐
藤
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元
彦
訳
『
国
家
と
市
場
―
国
際
政
治
経
済
学
入
門
―
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
。
原
著
一
九
九
四
年
）、
塩
川
伸
明
『
民

族
と
ネ
イ
シ
ョ
ン
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
難
問
―
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
10
）　

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｈ
・
マ
ク
ニ
ー
ル
著
、
増
田
義
郎
・
佐
々
木
昭
夫
訳
『
世
界
史
』
上
・
下
（
中
公
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
。
原
著
一
九

九
九
年
）、
ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
著
、
倉
骨
彰
訳
『
銃
・
病
原
菌
・
鉄
』
上
・
下
（
草
思
社
文
庫
、
二
〇
一
二
年
。
原
著
一
九

九
七
年
）、
ユ
ヴ
ァ
ル
・
ノ
ア
・
ハ
ラ
リ
著
、
柴
田
裕
之
訳
『
サ
ピ
エ
ン
ス
全
史
―
文
明
の
構
造
と
人
類
の
幸
福
―
』
上
・
下
（
河
出

書
房
新
社
、
二
〇
一
六
年
。
原
著
二
〇
一
一
年
）。

（
11
）　

柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
構
造
』（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
一
五
年
。
初
出
二
〇
一
〇
年
）、
広
井
良
典
『
ポ
ス
ト
資
本
主
義
―
科
学
・

人
間
・
社
会
の
未
来
―
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
五
年
）。

（
12
）　

ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
著
、
幾
島
幸
子
・
村
上
由
見
子
訳
『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
―
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
正
体
を
暴
く
―
』

上
・
下
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）、
ハ
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
著
、
大
久
保
和
郎
ほ
か
訳
『
新
装
版　

全
体
主
義
の
起
源
』
一
～
三

（
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年
。
原
著
一
九
五
五
年
）。

（
13
）　

高
坂
正
堯
『
国
際
政
治
―
恐
怖
と
希
望
―
』
改
版
（
中
公
新
書
、
二
〇
一
七
年
。
初
版
一
九
六
六
年
）、
入
江
昭
『
歴
史
家
が
見
る

現
代
世
界
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
四
年
）。

（
14
）　

Ｅ
・
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
、
Ｔ
・
レ
ン
ジ
ャ
ー
編
、
前
川
啓
治
ほ
か
訳
『
創
ら
れ
た
伝
統
』（
紀
伊
國
屋
書
店
、
一
九
九
二
年
。
原
著
一

九
八
三
年
）、
ア
ン
ト
ニ
ー
・
Ｄ
・
ス
ミ
ス
著
、
巣
山
靖
司
ほ
か
訳
『
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
―
歴
史
社
会
学
的
考
察
―
』

（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
。
原
著
一
九
八
六
年
）、
古
川
隆
久
『
建
国
神
話
の
社
会
史
―
史
実
と
虚
偽
の
境
界
―
』（
中
公

選
書
、
二
〇
二
〇
年
）、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
著
、
熊
野
純
彦
訳
『
国
家
と
神
話
』
上
・
下
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
二
一
年
。
原
著
一
九
四
六

年
）。
こ
の
場
合
の
〈
神
話
〉
は
必
ず
し
も
神
々
の
物
語
に
限
定
さ
れ
な
い
。〈
神
話
〉
と
は
そ
の
国
家
の
根
源
を
支
え
る
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
で
あ
り
、
そ
れ
は
民
族
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
神
々
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
実
際
に
存
在
し
た
英
雄
や
建
国
者
で
も
か
ま
わ
な
い
。

（
15
）　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
著
、
白
石
隆
・
白
石
さ
や
訳
『
定
本
想
像
の
共
同
体
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
源
と
流
行
―
』

〈
社
会
科
学
の
冒
険
二
期
四
〉（
書
籍
工
房
早
山
、
二
〇
〇
七
年
。
原
著
一
九
九
一
年
）。

（
16
）　

拙
著
『
六
国
史
以
前
―
日
本
書
紀
へ
の
道
の
り
―
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）「
帝
紀
・
旧
辞
と
倭
王
権
―
五
・
六
世
紀
の
史
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書
―
」
の
章
で
や
や
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。

（
17
）　

拙
稿
「「
記
紀
」
の
成
立
」（
新
古
代
史
の
会
編
『
テ
ー
マ
で
学
ぶ
日
本
古
代
史
』
社
会
・
史
料
編
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
18
）　

拙
稿
「『
日
本
書
紀
』
の
読
書
史
と
『
古
事
記
』
―
『
日
本
書
紀
一
三
〇
〇
年
史
を
問
う
』『
読
み
替
え
ら
れ
た
日
本
書
紀
』
を
読
ん

で
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
一
〇
二
〇
、
二
〇
二
二
年
）
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
理
論
的
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

（
19
）　

丸
山
裕
美
子
「
古
代　

八
」（『
史
学
雑
誌
』
一
一
七
―
五
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
20
）　

書
物
史
全
般
に
つ
い
て
は
、
銭
存
訓
著
、
宇
都
木
章
ほ
か
訳
『
中
国
古
代
書
籍
史
―
竹
帛
に
書
す
―
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

八
〇
年
。
原
著
一
九
六
二
年
）、
呉
建
中
ほ
か
著
、
沈
麗
云
ほ
か
訳
『
中
国
の
図
書
館
と
図
書
館
学
―
歴
史
と
現
在
―
』（
京
都
大
学

図
書
館
情
報
学
研
究
会
、
二
〇
〇
九
年
）、
ラ
イ
オ
ネ
ル
・
カ
ッ
ソ
ン
著
、
新
海
邦
治
訳
『
図
書
館
の
誕
生
』（
刀
水
書
房
、
二
〇
〇

七
年
。
原
著
二
〇
〇
二
年
）、
小
杉
泰
・
林
佳
世
子
編
『
イ
ス
ラ
ー
ム
書
物
の
歴
史
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
年
）
な
ど

を
参
照
。

（
21
）　

五
味
文
彦
「
解
説
」（
坂
本
太
郎
『
日
本
の
修
史
と
史
学
―
歴
史
書
の
歴
史
―
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
二
〇
年
）
で
は
、
日
本

「
史
書
」
史
の
課
題
と
し
て
戦
国
期
の
歴
史
書
や
水
戸
藩
以
外
の
諸
藩
の
歴
史
書
、
戦
後
の
自
治
体
史
、
近
現
代
の
天
皇
実
録
の
分
析

が
説
か
れ
て
い
る
。

（
22
）　

ク
ロ
ォ
チ
ェ
著
、
羽
仁
五
郎
訳
『
歴
史
の
理
論
と
歴
史
』（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
。
原
著
一
九
一
五
年
）。

（
23
）　

ク
ロ
ォ
チ
ェ
注
（
22
）
書
一
七
、
二
〇
頁
。
傍
点
は
原
文
に
よ
る
。
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索引（書名・史料名）

索　　引

書名・史料名

　　帝紀・旧辞，�天皇記・国記は省略した。第一部のコラム，第 1～ 3 章，�
終章などを参照してもらいたい。なお、※印を付したものは逸書である。

289,�293
綏靖 2年正月条�…………………………280
安寧 3年正月壬午条�……………………280
崇神 10 年 9 月甲午条�……………………379
〃　60 年 7 月己酉条�……………………280
垂仁 2年是歳条�……………………………36
景行 2年 3月戊辰条�……………………280
仲哀 9年 2月丁未条�………………………73
応神元年正月朔条�………………………287
〃　16 年是歳条� …………………………45
允恭 4年 9月戊申条� ………………41,�380
〃　5年 7月己丑条� ……………………125
顕宗即位前紀�…………………………52,�96
〃　元年正月己巳朔条�…………………283
〃　3年是歳条�……………………………45
履中 4年 8月戊戌条�……………………184
〃　6年正月辛卯条� ……………………184
雄略 4年 2月条�…………………………146
〃　7年是歳条�……………………………45
〃　22 年 7 月条�…………………………284
武烈 4年是歳条�……………………………45
継体即位前紀�……………………………128
継体 25 年 12 月庚子条�……………283,�285
欽明 2年 3月条� ………42,�52,�96,�280,�381

『古事記』

序文�……………第 5章,�9,�81,�352,�367,�386
神代記�……………………………………358
綏靖段�……………………………………123
懿徳段�……………………………………123
孝元段�……………………………………124
開化段�……………………………………123
崇神段� …………………………89,�123,�379
仁賢段�…………………………………49,�60
顕宗段� ……………………88,�122,�123,�137
履中段� ………………………………52,�184
允恭段�………………………………145,�380
安康段�……………………………………128
雄略段�……………………………………146
継体段�………………………………123,�165
用明段�……………………………………127
崇峻段�……………………………………128
推古段�…………………………122,�123,�128

『日本書紀』

神代上（第 1～ 8段）�……159,�274,�276-279,�
281,�289,�290,�293,�356,�358

神代下（第 9～ 11 段）�………159,�275,�281,�
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欽明 12 年是歳条�…………………………45
〃　14 年 7 月甲子条�………42,�78,�191,�381
〃　30 年正月辛卯条�……………42,�79,�191
〃　〃　 4月条�…………………42,�79,�191
敏達 3年 10 月丙申条� ……42,�79,�191,�381
〃　12 年是歳条� …………………………45
〃　13 年是歳条� …………………………45
〃　14 年 6 月条�…………………………283
用明元年正月壬子条�……………………126
崇峻 5年 11 月乙巳条�……………………128
推古 2年 2月丙寅条�………………………68
〃　8年是歳条�……………………………45
〃　11 年 11 月己亥条�……………………68
〃　〃　�〃　�是月条�……………………68
〃　12 年 4 月戊辰条� ……………………68
〃　13 年 4 月辛酉条� ……………………69
〃　〃　�閏 7 月己未条� …………………69
〃　14 年 7 月条� …………………………69
〃　〃　�是歳条� …………………………69
〃　15 年 2 月甲午条� ……………………69
〃　16 年 6 月丙辰条� ……………………42
〃　17 年 4 月庚子条� ……………………42
〃　18 年 10 月丁酉条�……………………69
〃　20 年 2 月庚午条�…………………48,�75
〃　28 年 10 月条�…………………………81
〃　〃　�是歳条� ……第 1・3章,�8,�50,�62,�
　　　　106,�185,�186
〃　31 年 11 月条� ……………………69,�70
〃　〃　是歳条�………………………69,�70
〃　32 年 4 月戊申条� ……………………70
皇極元年是歳条� ……………………45,�110
〃　2年 10 月戊午条�……………………117
〃　〃　11 月丙子条�……………………118
〃　4年 6月己酉条� ……第 1・3章,�8,�50,�
　　　　191,�383
大化元年 8月庚子条�……………………384
〃　〃　�9 月丙寅条� �……………………45

〃　〃　�〃　戊辰条� �……………………45
〃　〃　�〃　丁丑条� ……………………45
〃　5年是歳条�……………………………45
斉明 2年是歳条�……………………………45
〃　3年是歳条�……………………………45
〃　4年正月条�……………………………45
〃　5年 7月戊寅条� ………………224,�362
白雉 5年 2月条� ………………58,�191,�382
天智 7年 2月戊寅条�………………………45
〃　10 年正月是月条� ……………………36
天武 5年是歳条�…………………………291
〃　10 年 3 月丙戌条�……………40,�60,�80,�
　　　　139-141,�191,�280,�284
〃　11 年 3 月丙午条� ……………………59
持統 5年 8月辛亥条� ………………36,�284

『続日本紀』

文武 4年 3月己未条�………………………76
慶雲元年正月癸巳条�……………………165
和銅 4年 4月壬午条�……………………165
〃　〃　�7 月甲戌条�……………………169
〃　5年 5月乙酉条� ……………………169
〃　7年 2月戊戌条�……169,�197,�199,�202,�
　　　　208,�218,�230
霊亀元年正月癸巳条�……………………165
〃　2年 9月乙未条� ……………………165
養老 7年 7月庚子条�……………………165
天平元年 2月癸酉条�……………………316
〃　〃　�4 月癸亥条�……………………317
〃　2年 9月庚辰条� ……………………316
〃　8年 11 月丙戌条�………………200,�215
〃　9年 12 月丙寅条�……………………300
〃　10 年 7 月丙子条�…………295,�300,�313
〃　12 年 9 月癸丑条�……………………315
天平宝字元年 6月甲辰条�……197,�202,�208
〃　　　〃　�7 月甲寅条�………………316
〃　　　〃　�〃　庚戌条�………………226
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索引（書名・史料名）

天平宝字 8年 10 月壬申条� ………217,�236
天平神護元年 10 月庚辰条�………………217
　〃　　〃�　11 月癸酉条�………………217
宝亀元年 5月壬申条�………………200,�215
〃　〃　8月丙午条� ……………………317
〃　3年 2月癸酉条� ……………………315
〃　〃　3月癸未条� ……………………316
〃　4年 10 月辛酉条�……………………316
〃　6年 4月己丑条� ……………………316
〃　11 年 12 月甲辰条� …………………317
延暦 4年 9月乙卯条�……………………285
〃　〃　�〃　丙辰条�……………………285
〃　〃　�〃　庚午条�……………………285
〃　〃　10 月庚午条�……………………316
〃　7年 6月甲申条� ……………………236
〃　8年 3月戊午条� ……………………236
〃　9年 7月辛巳条� ………………153,�199
〃　〃　〃　辛未条� ……………………236

『日本後紀』

延暦 13 年 8 月癸丑条� ……………223,�238
〃　16 年 2 月癸酉条�……………………221
〃　〃　 〃　己巳条�……………………223
〃　18 年 12 月戊戌条�………………31,�351
大同 4年 2月辛亥条�……………………150
弘仁元年 9月丁未条�……………………285
〃　3年 6月戊子条� ……………………153

『日本文徳天皇実録』

序文�………………………………………221
斉衡 2年 2月丁卯条�……………………221

『日本三代実録』

序文�………………………………………221
元慶 7年 11 月 29 日壬辰条�……………226
貞観 5年 5月 20 日壬午条�………………316
仁和 3年 8月 26 日丁卯条�………………343

その他の国内史料

『吾妻鏡』（東鑑）�……………………250-253
『伊吉連博徳書』※� ………………224,�362
『惟賢比丘筆記』� …………第 12 章,�11,�220
『因幡国伊福部臣古志』�………38,�41,�75,�86
『宇比山踏』�………………………………372
『内舎人日誌』……………………………347
『栄花物語』�………………………………385
『延喜式』� ……………………………90,�354
『大鏡』�……………………………………385
『懐風藻』� ……………………………37,�298
『仮名日本紀』※�……第 13 章,�12,�100,�101,��

118,�143,�158,�172,�287,�289
『寛政重修諸家譜』�………………………251
『官曹事類』※� ……………………228,�266
『勘仲記』�…………………………………119
『看聞日記』�………………………………325
『玉葉』�………………………………250,�341
『金槐和歌集』�……………………………250
『琴歌譜』�……………………………147,�148
『公望私記』※……………………………371
『公卿補任』�………………………………310
『百済記』※…………………………178,�180
『百済新撰』※………………………179,�180
『百済本記』※………………………179,�180
『群書類従』………………………………253
『外記日記』※……220,�221,�233,�235,�241,�

332,�342,�343
『外記番記』※�………第 12 章,�11,�220,�343
『源氏物語』�………………………………250
『孝明天皇紀』�……………………………345
『古語拾遺』�……134,�152,�156,�171,�184,�294,�

333,�334,�354,�369
『古事記裏書』…………………357,�369,�374
『御日記』�…………………………………251
『籠名神宮祝部丹波国造海部直等之本記』�
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…………………………………………86
『山家最要略記』�……………………334,�336
『三宝絵』� ………………………102-105,�116
『侍従日記』�………………………………346
『侍従日誌』�………………………………347
『氏族志』※�………………………………31
『七代記』�……………………………………25
『四天王寺縁起』�…………………………116
『釈日本紀』�………9,�49,�60,�93-95,�112,�128,�

145,�147,�148,�287,�288,�291,�325,�328,�
　　349,�356,�357,�361,�364-366,�368,�369,�
　　374,�375
　秘訓三・欽明�…………………………363
　述義三・神代上�…………………291,�356
　述義四・神代下�………………………358
　述義八・雄略� ………………85,�146,�285
　述義九・欽明�……………………114,�363
　述義十・斉明�……………………287,�362
『上宮記』※� ……第 4章,�1,�7,�9,�57,�60,�61,�

91,�121,�143,�158,�160,�161,�172,�350,�
353-356,�369,�389

　一云�……………49,�60,�94-96,�98,�116,�128
巻下「注云」�…………49,�60,�97,�103,�111

『上宮聖徳法王帝説』� …………51,�126,�127
『上宮太子御記』�…………………………104
『聖徳太子伝暦』� ………25,�61,�97,�104,�107
『聖徳太子平氏伝雑勘文』� ……9,�49,�57,�60,�

93,�97,�99,�103,�108,�112,�116
『昭和天皇実録』�……………………347,�348
『書紀集解』� ………………………37,�52,�53
『諸道勘文　神鏡』�………………………373
『新儀式』�………………………210,�217,�229
『新国史』（続三代実録）※�………240,�242,�

253,�259,�266,�341,�342,�344,�385
『新撰亀相記』� ……………90,�152,�156,�171
『新撰姓氏録』�………14,�30,�31,�39,�150,�152,�

153,�156,�322,�351

　上表文�……………………………………31
　序� ………第 1章,�8,�30-32,�34,�40,�41,�50,�
　　　　72-74,�149,�383
『神別記』※�………………………………359
『神代正語』�………………………………372
『続群書類従』� …………………333-336,�343
『続徳川実紀』�………………………252,�253
『政事要略』� ……………………59,�147,�148
『先代旧事本紀』�………25,�86,�100,�101,�116,�

134,�142,�143,�147,�148,�156,�157,�161,�
　　171-173,�334,�350-352,�354,�357-359,�369
醍醐寺本『諸寺縁起集』�…………………309
『太子伝玉林抄』�………9,�19,�57,�61,�99,�107,�

117,�118
『大正天皇実録』� ……………………346-348
『大進帝紀』※�……………………………56
『大日本古文書』
　3巻 84-91 頁�……………………………54
　7 巻 8-32 頁� ……………………………56
　24 巻 378・379 頁� …………………55,�369
『高橋氏文』�………………151,�152,�156,�171
『多氏古事記』※�…………85,�145,�146,�148
『玉勝間』�……………………………290,�372
『丹後国風土記（逸文）』�……………284-286
『帝王編年記』�……………………………125
『帝王本紀』※�……………52,�53,�60,�96,�98
『帝記』�※……………………………………51
『帝紀二巻』※��……………………54-56,�65
『訂正　古訓古事記』�……………………170
『天寿国曼荼羅繡帳縁起勘点文』

……102,�103,�116
『天長格抄』※� ……………………228,�266
『天台座主記』�……………………………250
『東宝記』�…………………………………322
『徳川実紀』（御実紀）�………………250-253
『内記日記』※�…………………220-222,�230
『難波吉士男人書』※……………………224
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『日本逸史』�…………………………321,�323
『日本紀問答』※� ………………………119
『日本紀略』� ……147,�240-242,�259,�285-288,�

306,�309,�321,�323,�344,�363
　反正即位前紀�…………………………286
　延暦 4年 9月庚申条�…………………316
　〃　〃　〃　乙卯条� …………………285
　〃　〃　〃　丙辰条� …………………285
　〃　〃　〃　庚子条� …………………285
　大同 2年 11 月乙酉条�…………………316
　〃　〃　〃　�乙未条�…………………316
『日本書紀私記』
　甲本�……100,�150,�153,�155,�157,�171,�350,�
361,�366

　弘仁私記序（甲本）� ……31,�33,�100,�147,�
149,�150,�153-155,�157,�158,�281,�350,�
351,�353,�359,�366,�371,�384

　乙本・丙本
……100,�350,�361,�365,�366,�368

　丁本�……9,�60,�99-101,�103,�119,�142,�143,�
149,�155,�157,�159,�161,�171,�172,�
350-356,�360,�361,�368,�374,�375,�381

『日本書紀通証』�………………………52,�53
『日本書紀通釈』�……………………………52
『日本逸史』�…………………………321,�323
『日本帝記一巻』※�…………55,�56,�65,�356
『日本霊異記』�…………………104,�134,�316
　巻上・5縁�………………………………38
　巻中・1縁� …………………302,�304,�310
『女官日誌』�………………………………347
『後鑑』�………………………………250,�252
『百錬抄』�…………………………………344
『武家補任』�………………………………251
『扶桑略記』�……………………323,�361,�385
『譜第』※�……………………52,�96,�98,�370
『風土記』� ……59,�134,�159,�281（出雲国）,�

289,�380（常陸国）,�380,�389（播磨国）

『平家物語』�………………………………250
『法隆寺伽藍縁起幷流記資材帳』�…………38
『本朝月令』�……………………147,�148,�151
『本朝書籍目録』�…………359,�366,�370,�374
『本朝世紀』� ……………………341-344,�385
『本朝法家文書目録』�……………………228
『万葉集』�………132-134,�147,�148,�169,�286,�

288,�292,�363,�368,�370
　巻 1-44 番歌�……………………………286
　巻 2-90 番歌�……………………………144
　巻 9-1740 番歌�…………………………284
　巻 13-3263 番歌�………………………145
『水鏡』�………………………………309,�323
『明月記』�…………………………………250
『明治天皇紀』� ………………………345-348
『大倭本紀』（大和本紀）※�………第 13 章,�

12,� 100,� 101,� 118,� 143,� 158,� 172,� 289,�
291

『養老五年私記』※…………………366,�371
『養老律令』
　公式令 82 案成条�………………………226
　〃　　83 文案条�………………………230
　考課令最条 37�…………………………206
　〃　　　　38�……………………205,�206
　〃　　　　39�…………………………216
　雑令 8秘書玄象条

……197,�198,�204,�226,�231
　職員令 3中務省条
� ……197,�198,�204,�225,�226,�231
　〃　　 6図書寮条

……196-198,�201,�202,�230,�231
『令条記』�…………………………………251
『令義解』（義解）……18,�199,�203-206,�220,�

226
『令集解』（集解）� ……10,�18,�147,�148,�198,�

199,�202,�204-206,�216,�225,�231
『類聚歌林』※………………………144,�145
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『類聚国史』� ……18,�207,�221,�259,�266,�321,�
323,�344

『類聚三代格』�…………………271,�288,�344
『類聚符宣抄』�……………………………344
『類聚日本紀』�………………………320,�323
『倭漢惣歴帝譜図』※� ……………150,�151

金石文資料・木簡

『稲荷山古墳出土鉄剣銘』�………7,�8,�17,�88,�
99,�124,�378,�381,�383,�388

『太安万侶墓誌』�………………130,�165,�166
『元興寺塔露盤銘』� …………………99,�118
『嶋評戸口変動記録木簡』�…………………87

中国・朝鮮の史料

『漢書』�…………………………142,�203,�225
『漢書叙例』�……………………………42,�53
『魏書』�………………………………………33
『芸文類聚』�………………………………237
『後漢書』� ……………………………19,�142
『五経正義』�…………………………237,�247
『三国遺事』�………………………………185
『三国志』�…………………………………142
『三国史記』� ……………………19,�185,�190
　列伝�………………………………182,�191
　新羅本紀�…………………………178,�182
　高句麗本紀�………………………182,�190
　百済本紀�……………………183,�184,�191
　雑志�………………………………184,�191
『史記』� ………………………………27,�142
『修文殿御覧』�……………………………225
『新集』（高句麗）※
� ……49,�183,�184,�190,�192
『晋書』� …………………………52,�142,�236
『隋書』�…………………………………19,�57
『唐律疏義』�………………………………134
『文選』�……………………………………134

『留記』（高句麗）※�………………183,�184



7

索引（研究者名）

ア行

青木和夫� ……42-44,�163,�165,�168-170,�260,�
291,�314,�316,�317

青木周平�……………167,�170,�289,�290,�372
明石一紀�…………………………………290
浅尾広良�…………………………………372
浅野啓介�………………………………45,�83
阿部泰郎�…………………………………116
網野善彦�……………………………247,�268
嵐　義人�……………………………170,�173
有坂秀世�……………………………166,�167
飯田瑞穂�……………………18,�113,�115-117
家永三郎�…………………………………258
生田敦司�…………93,�106,�114-116,�292,�369
池田　温�………196,�197,�200,�214-216,�218,�
229,�389

池田昌広�……………………………292,�370
石井公成�…………………………………118
石井　進�…………………………………269
石上英一� ………64,�114,�215,�261,�263,�269
石川日出志�………………………………344
石崎正雄�…………………………………270
石塚晴通�…………………………………263
石原道博�……………………………………19
石母田正� ………………43,�44,�63,�168,�388
出雲路修�…………………………………116
磯前順一�……………………………………42
伊藤　聡�…………………114,�292,�328,�369
伊藤匡芳�………………………………81,�82

稲岡耕二�……………………………167,�261
犬飼　隆� …………………62,�166,�168,�173
井上　薫�………………………217,�332,�390
井上幸治�……………………………235,�236
井上秀雄�……………………………190,�191
井上光貞� …………………81,�163,�169,�258
井上　亘�………………………268,�327,�344
荊木美行�……………………………170,�294
岩橋小弥太 ………41,�42,�44,�45,�196,�197,�

214-217,�229,�230,�291,�328,�370,�371
岩宮隆司�……………………………………83
上田正昭�……44,�45,�135,�163,�168,�170,�173,�
291,�379,�389

上野　誠�…………………………………290
請田正幸�…………………………………247
内田順子�……………………………………41
梅澤伊勢三�……………82,�83,�164,�290,�390
榎　英一 ………43-45,� 62,� 72,� 81,� 83,� 84,�
173,�187,�191

榎本淳一�……………………………190,�292
榎村寛之�……………………………290,�369
遠藤慶太�……付章 1,�9,�45,�81,�83,�121,�137,�
163,�164,�196-198,�200,�201,�214-218,�
229,�230,�235,�236,�245-249,�267-271,�
289,�291,�292,�315,�317,�326-328,�369,�
390

及川智早�…………………………………170
大隅和雄�…………………………………344
大島信生�…………………………………290
太田晶二郎� …………………………64,�119

研究者名

　序章は日本古代・中世史分野に限定し，あとがきは省略した。
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太田　亮� ……………………………86,�389
太田善麿�………………………………41,�44
大津　透�……………………………………84
大野　晋�…………………133,�167,�171,�258
大野　透�…………………………………167
大橋信弥�……………………………………64
大平和典� …………………第 11 章,�11,�271
大平　聡� ……………63,�164,�189,�379,�389
大町　健�…………………………………268
大山誠一�…………………114,�116,�118,�314
大和岩雄� ……………………………85,�163
岡田精司�………………………164,�173,�388
岡田米夫�…………………………………170
岡村秀典�…………………………………391
小川　徹�…………………………………290
小川豊生�…………………………………368
沖森卓也� ……………………………17,�18
荻原千鶴� ………………………63,�173,�291
小口雅史�……………………………235,�249
小倉慈司� ………………………245,�247-249
大日方克己�…………………………240,�247
小野田光雄� …………………………19,�369
小山田和夫�…………234,�328,�332,�342,�343
折口信夫�……………………………………64

カ行

角林文雄
……41,�42,�44,�45,�63,�293,�379,�389

笠井純一�………………………268,�269,�327
葛西太一�…………………………………293
粕谷興起�……………………………170,�171
加藤　晃�…………………………………216
加藤謙吉� ………………………83,�117,�293
加藤友康�………………………261,�268,�269
加藤陽子�…………………………………348
門脇禎二�…………………………49,�63,�165
鐘江宏之�………………………………85,�87

金井清一�………………………166,�167,�169
金井塚良一�………………………………117
狩野　久�………………………………83,�84
鎌田純一�……18,�41,�48,�49,�62,�63,�156,�157,�
172,�173,�369

鎌田元一� ……45,�46,�48,�62,�81,�83,�84,�115,�
169,�189,�247,�260,�318

鎌田宣之�…………………………………117
亀井輝一郎�………………………………117
川口勝康�………………………114,�379,�389
川尻秋生�……………………………118,�344
川副武胤�……………138,�166,�168,�169,�290
川田順造�…………………………………389
河鰭公昭�…………………………………242
河野貴美子� …………64,�114,�292,�368,�371
川本芳昭�…………………………………390
神崎　勝�……………………………………63
神田秀夫� ……………………………166-168
菊地照夫�…………………………………291
岸　俊男�……45,�83,�208,�216,�218,�237,�238
北　康宏� ………………43,�44,�49,�63,�81-84
木田章義�……………………………166,�169
北川和秀�………116,�171,�172,�260,�368,�371
北原糸子�…………………………………247
北村文治� ……………196,�197,�214-216,�229
北山茂夫�…………………………………343
鬼頭清明�………………………208,�216,�236
木下礼仁�……………………………179,�189
木村茂光�………………………267,�270,�344
木本好信�………………………235,�292,�318
久保木秀夫�………………………………370
工藤　浩� ……………………18,�86,�170-173
熊谷公男�………………………45,�81-83,�388
蔵中しのぶ�………………………………291
蔵中　進�…………………………………262
倉野憲司� …………81,�90,�91,�170,�290,�291
倉本一宏�………………50,�64,�236,�314,�390
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栗原朋信�…………………………………189
黒田達也�……………………………………63
黒板伸夫�…………………………………262
黒板昌夫�……………………………217,�332
久禮旦雄� ………………………46,�270,�291
呉　哲男�…………………………………168
河内春人�………………………164,�190,�317
神野志隆光……42,�48,�62,�64,�119,�136,�138,�

165,�168-171,�292,�365,�368-371,�390
神戸航介�…………………………………373
小路田泰直� …………………………81,�115
小島荘一� ……………………………82,�370
小島憲之� ………………………64,�261,�292
小谷博泰�………………………166,�167,�290
小林敏男� ………43,�44,�49,�63,�82,�379,�389
小林茂文�……………………………268,�318
小林宣彦�……………………………………65
小林洋介�………………………………44,�45
小林芳規�……………………………172,�371
小峯和明�…………………………………327
五味文彦� ……………16,�114,�253,�368,�370
小宮秀陵�……………………………………84
今野真二�…………………………………344

サ行

佐伯有清� ………………18,�41,�82,�331,�332
佐伯梅友�……………………………172,�371
西郷信綱�……90,�91,�164,�166,�173,�174,�191
西條　勉�………115,�159,�162,�167,�174,�372
齋藤　融�…………………………………328
斎藤英喜� ………85,�114,�172,�173,�249,�271,�
292,�328,�369,�371-373,�390

酒井芳司�…………………………………117
坂上康俊� ………………………87,�169,�270
栄原永遠男�………………………64,�84,�189
榊原史子�…………………………………116
坂本太郎�………16,�41-46,�48,�62,�63,�83,�85,�

169,�171,�196,�197,�200,�214,�215,�217,�
218,� 229,� 230,� 235,� 246,� 253,� 258-260,�
264,� 265,� 268-270,� 290,� 291,� 327,� 332,�
365,�370,�371

坂元義種�…………………………………191
鷺森浩幸�…………………………………117
桜井直文�…………………………………371
笹川尚紀�………41,�43-45,�48,�62,�72,�73,�81,�
82,�84,�85,�115,�271

佐々木一紀� ………………………41,�44,�80
佐々木恵介�………………………………270
佐々田悠� ………………………63,�291,�318
笹山晴生� ………81,�200,�215,�218,�237,�261,�
269,�315,�317

佐藤謙三�……………………………271,�328
佐藤　信�……………168.�247,�249,�268,�318
佐藤宗諄�…………………………………237
佐藤長門�………………………388,�391,�392
佐藤洋一�……………………………114,�369
志田諄一�…………………………………164
篠川　賢� ………81,�115,�121,�132,�163,�167,�
378,�388

篠原啓方�…………………………………190
篠原幸久� ………………………63,�115,�164
志水正司�…………………………………114
志水義夫�…………………………………167
下垣仁志�…………………………………391
下鶴　隆�………53,�62,�64,�85,�114,�137,�168,�
171,�368,�369

下出積與�…………………………………292
白藤禮幸�…………………………………261
新川登亀男……42,�44,�45,�50,�64,�81,�82,�84,�
189,�271,�289,�328,�390

末松保和� ………………………19,�189-191
菅野雅雄�…………………………………292
杉田建斗�…………………………………373
杉本一樹� …………………………………64
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鈴木啓之�…………………………………170
鈴木正信� ……………………………86,�173
鈴木靖民� ……………42,�192,�377,�388,�389
鈴木　豊�…………………………………371
須原祥二� ……………………………83,�268
住吉朋彦�……………………………114,�368
関　　晃� ………14,�42,�43,�45,�85,�118,�371
関　雄二�…………………………………391
瀬間正之

……116,�134,�135,�167,�168,�170,�292
相馬　充�……………………………242,�247
薗田香融

……49,�63,�64,�82,�115,�117,�165,�191
曾根正人� …………………………………80

タ行

高嶋弘志�……………………………196,�214
高取正男�…………………………………316
高橋　亨�…………………………………372
竹内理三�……………………………………18
武田幸男�…………………………………190
武田佐知子� ……………………63,�114,�368
武田祐吉

……64,�81,�164,�170,�271,�328,�379,�389
武光　誠� ………………41,�62,�84,�113,�117
多田圭介�……………………………249,�271
多田　元�…………………………………170
田名網宏� ………………………………43-45
田中史生�……………………………………42
田中　卓……49,�63,�82,�113,�114,�135,�168,�
171,�173,�369

田中嗣人�……………41,�43-45,�114,�160,�174
田中俊明�…………………………………190
田中良之�…………………………………390
谷川清隆�……………………………242,�247
田村圓澄�………………………………48,�62

柄　浩司�……………………………207,�216
塚口義信

……113,�114,�164,�165,�379,�389,�391
告井幸男�…………………………………271
土田直鎮�…………………………………235
津田左右吉……44,�80,�82,�88,�91,�137,�168,�

178,�189,�271,�290,�379,�380,�389
津田博幸� …………………116,�171-174,�368
寺川真知夫� …………………………65,�163
寺崎保広�………………………269,�314,�316
藤堂明保� …………………………………19
藤堂かほる�………………………………317
東野治之� ……………18,�168,�237,�269,�327
遠山美都男�……41,�44,�80,�83,�113,�116,�117
徳光久也�……………………………………65
友田吉之助�………………………………370
虎尾俊哉�…………………………………268

ナ行

直木孝次郎……43-46,�63,�64,�135,�147,�164,�
168,�170,�216,�260,�261,�268,�327

永井紀代子�………………………………114
中川　收�……………………………第 10 章
中西康裕……第 10章,�86,�195-197,�200,�207,�
209,�213-217,�229,�230,�235,�236,�242,�

　　245,�247,�248,�268,�269
中野高行�…………………………………247
中林隆之�……………………………………64
中村憲司�…………………………………329
中村友一�……………………………………83
中村啓信�…………………………………290
長山泰孝�…………………………………389
西岡和彦�…………………………………373
西田長男�…………………44,�64,�82,�83,�117
西宮一民� ………18,�165-167,�170,�171,�262,�
289,�368,�369,�371

西本英夫�…………………………………237
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西本昌弘�………234,�235,�266,�269,�308,�309,�
316,�327,�344

仁藤敦史�………46,�81-83,�85,�115,�117,�192,�
218,�270,�390

野口武司�…………………………………290

ハ行

橋本進吉�…………………132,�133,�135,�166
橋本義彦�………………………235,�327,�343
長谷部将司�………43,�44,�171,�177,�189,�196,�
　　214,� 236,� 247,� 292-294,� 317,� 327,� 328,�
372

旗田　巍�…………………………………190
濱田耕策�……………………………190,�387
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