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吉
重 

丈
夫 

著

歴
代
天
皇
で
読
む 
日
本
の
正
史



　

こ
の
度
、
吉
重
丈
夫
様
が
大
著
『
日
本
の
正
史
』
を
上
梓
な
さ
い
ま
し
た
こ

と
を
、
心
か
ら
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
書
は
建
国
前
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
、
初
代
神
武
天
皇
か
ら
第
一
二
一
代
孝

明
天
皇
に
至
る
ま
で
の
、
我
が
国
の
天
皇
の
歴
史
を
、
主
に
正
史
を
軸
に
し
て
、

歴
代
天
皇
の
代
毎
に
ま
と
め
た
本
で
す
。
ま
さ
に
『
日
本
の
正
史
』
と
称
す
る

に
相
応
し
い
も
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
「
正
史
」
と
は
、
国
家
が
編
纂
し
た
公
式
な
歴
史
書
の
こ
と
で
、

我
が
国
に
お
い
て
は
神
代
か
ら
第
四
一
代
持
統
天
皇
ま
で
を
記
し
た
『
日
本
書

紀
』
か
ら
始
ま
り
、『
続
日
本
紀
』『
日
本
後
紀
』『
続
日
本
後
紀
』『
日
本
文
徳

天
皇
実
録
』『
日
本
三
代
実
録
』
と
、
第
五
八
代
光
孝
天
皇
ま
で
の
歴
史
が
綴

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
正
史
編
纂
事
業
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
歴
代

天
皇
実
録
や
『
大
日
本
史
料
』
な
ど
が
「
正
史
」
の
穴
埋
め
を
す
る
史
料
と
な

り
、
現
在
で
も
編
纂
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
成
二
十
六
年
に
『
昭
和
天
皇

実
録
』
が
公
開
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
正
史
編
纂
に
準
じ
る
国
家
事
業
で
あ

り
、
実
質
的
に
は
「
正
史
」
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
も
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
膨
大
な
分
量
が
あ
り
、
し
か
も
大
抵
は
漢
文
で

書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
読
み
込
む
の
は
研
究
者
で
な
い
限
り
無
理
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
が
、
本
書
は
通
読
す
る
だ
け
で
、
我
が
国
の
「
正
史
」
の
全
体
像
を
把

握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
一
般
人
が
「
正
史
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
本

と
し
て
、
大
き
な
価
値
が
あ
り
ま
す
。

　

本
来
、
学
校
で
は
「
正
史
」
を
機
軸
と
し
て
国
史
（
日
本
史
）
を
教
え
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
吉
重
様
の
信
念
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
戦
後
の
学

校
教
育
に
お
い
て
は
、
幕
府
や
政
治
家
か
ら
見
た
政
治
史
を
日
本
史
と
称
し
て

教
え
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。
こ
れ
で
は
、
我
が
国
の
軸
と
な
る
も
の
が
見
え

て
き
ま
せ
ん
。
あ
た
か
も
、
幕
府
が
変
わ
る
度
に
革
命
が
起
き
て
別
の
国
が
出

現
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
さ
え
与
え
る
も
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
歪
ん
だ
教
育

を
施
す
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
本
書
は
価
値
が
あ
る
の
で
す
。

　

吉
重
様
は
、
正
史
や
そ
の
他
の
膨
大
な
史
料
か
ら
、
丹
念
に
記
事
を
抽
出
し
、

歴
代
天
皇
毎
に
重
要
事
項
を
書
く
の
み
な
ら
ず
、
未
解
決
の
論
点
に
独
自
の
見

地
か
ら
解
説
を
施
し
て
い
る
た
め
、
本
書
は
読
者
に
新
た
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
ま
す
。
本
書
は
四
十
万
字
を
越
え
る
分
量
が
あ
り
ま
す
が
、
幕
末
ま
で
の

一
二
一
代
の
天
皇
の
歴
史
を
総
攬
す
る
本
に
し
て
は
、
実
に
簡
潔
に
分
か
り
や

す
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
本
書
を
通
読
す
る
こ
と
で
、
我
が
国

の
歴
史
を
貫
く
一
筋
の
線
が
見
え
て
く
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

執
筆
に
あ
た
り
、
吉
重
様
に
は
大
変
な
ご
苦
労
が
あ
っ
た
こ
と
と
拝
察
い
た

し
ま
す
。
学
説
が
分
か
れ
る
点
で
は
、
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
き
ど
の
立
場
に

立
つ
か
、
自
問
自
答
の
繰
り
返
し
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
本

書
は
歴
代
天
皇
に
つ
い
て
基
本
事
項
が
網
羅
さ
れ
て
い
て
、
史
料
が
多
数
引
用

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
研
究
者
に
と
っ
て
、
常
に
近
く
に
置
い
て
お
き
た
い
一

冊
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
執
筆
に
当
た
っ
て
の
ご
苦
労
を
偲
び
、
刊
行
に

寄
せ
て
、
最
大
の
敬
意
を
表
し
た
く
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
吉
重
様
に
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
大
阪
竹
田
研
究
会
幹
事
長
と
し
て
、

竹
田
研
究
会
の
運
営
に
多
大
な
る
ご
尽
力
を
頂
い
て
お
り
ま
す
。
吉
重
様
は
、

い
つ
も
行
事
な
ど
で
、
日
本
人
と
し
て
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
大
切
な
こ

と
を
、
若
者
た
ち
に
熱
心
に
お
話
し
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
国
を
憂
う
お

気
持
ち
が
、
こ
の
本
と
し
て
結
実
し
た
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
こ
れ
か
ら
も
、

未
来
を
担
う
若
者
た
ち
に
正
し
い
方
向
を
指
し
示
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

吉
重
様
の
ご
健
康
を
祈
念
し
て
、
結
び
の
言
葉
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

『
日
本
の
正
史
』
刊
行
に
寄
せ
て 

竹
田 

恒
泰

推薦のことば


