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万
世
一
系
の
皇
位

皇
太
子
殿
下
が
皇
位
を
践
ま
れ
て
、
新

帝
陛
下
の
元
号
「
令
和
」
が
施
行
さ
れ
た
。

新
元
号
は
『
萬
葉
集
』
巻
五
の
「
梅
花
の

歌
三
十
二
首
并あ

は

せ
て
序
」、「
初
春
の
令
月

に
し
て
、
気
淑よ

く
風
和や
は
らぎ

」
か
ら
の
引
用

と
い
ふ
こ
と
で
、
長
い
元
号
の
歴
史
の
中

で
、
初
め
て
漢
籍
に
拠
ら
ず
に
、
日
本
の

古
典
か
ら
選
ば
れ
た
。

産
経
新
聞
の
社
説
に
は
、「
漢
籍
は
今

回
、
元
号
の
典
拠
と
な
ら
な
か
っ
た
が
中

国
の
み
な
ら
ず
東
洋
、
ひ
い
て
は
世
界
の

文
化
財
だ
。
国
書
と
並
ぶ
日
本
文
化
の
礎

で
あ
り
、
ど
ち
ら
が
ど
う
と
い
う
関
係
に

は
な
い
」
と
あ
っ
た
。
そ
の
通
り
だ
と
思

ふ
し
、
か
ね
て
か
ら
漢
籍
（
と
く
に
『
論

語
』）
に
関
心
を
抱
い
て
き
た
私
だ
っ
た

が
、
や
は
り
日
本
人
の
血
が
流
れ
て
ゐ
る

か
ら
だ
ら
う
か
、『
万
葉
集
』
が
直
接
の

典
拠
と
知
っ
て
嬉
し
く
思
っ
た
。

言
ふ
ま
で
も
な
く
天
皇
は
天
孫
降
臨
に

連
な
る
「
万
世
一
系
の
皇
位
」
を
継
が
れ

る
方
で
あ
り
、
歴
代
の
天
皇
は
自
ら
を
厳

し
く
律
し
て
徳
を
み
が
い
て
こ
ら
れ
た
。

『
論
語
』
に
は
、
国
を
治
め
る
に
は
、

徳
が
元
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
説
い
た
章

句
が
多
く
あ
る
。

古
来
、
政
治
は
「
ま
つ
り
ご
と
」（
祭

事
）
と
い
ひ
、
国
の
安
定
と
民
の
幸
せ
を

願
っ
て
、
神
々
に
祈
り
占
ふ
営
み
だ
っ
た

と
言
は
れ
る
。
そ
の
根
本
は
為
政
者
の

「
徳
」
に
あ
っ
た
。

為
政
篇
一
に
は
左
の
や
う
に
あ
る
。

子
曰
く
、
政

ま
つ
り
ご
とを
為な

す
に
徳
を
以
て
す

れ
ば
、
譬
へ
ば
北ほ

く

辰し
ん

の
其
の
所
に
居
て
、

衆
星
の
之
に
共む

か

ふ
が
如
し
。

　

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「
徳
あ
る
人
が

世
を
治
め
れ
ば
、
北
極
星
（
北
辰
）
が
そ
の

中
心
に
居
て
、
星
々
が
そ
の
周
り
を
め
ぐ
る

や
う
に
、
人
々
が
慕
ひ
寄
り
、
円ま

る

く
治
ま
る

こ
と
が
出
来
る
」。

ま
さ
に
天
皇
を
中
心
に
続
い
て
き
た
日

本
の
国
柄
を
示
す
や
う
な
一
節
で
あ
る
。

こ
の
ほ
ど
福
沢
諭
吉
に
代
っ
て
「
新
一

繋
が
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

　

ま
ご
こ
ろ
を
詠
ん
だ
詩
歌

『
論
語
』
為
政
篇
二
に
は
、
詩
に
つ
い

て
述
べ
た
次
の
や
う
な
一
節
が
あ
る
。

子
曰
く
、
詩
三
百
、
一い

ち

言げ
ん

以
っ
て
之
を

蔽
ふ
、
曰
く
、
思
ひ
邪

よ
こ
し
ま

無
し
。　

　

先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
。「『
詩
経
』
に
収

め
ら
れ
た
三
百
の
詩
は
、
一
言
で
言
へ
ば
、

ど
れ
も
有
り
の
ま
ま
の
心
で
、
飾
ら
う
と
す

る
思
ひ
が
無
い
、
さ
う
い
ふ
詩
で
満
ち
て
ゐ

る
」。

「
詩
」
と
は
、
中
国
最
古
の
詩
集
『
詩

経
』
の
こ
と
で
、
殷
の
世
か
ら
春
秋
時
代

ま
で
の
詩
、
約
三
百
篇
を
集
め
た
も
の
で

あ
る
。
日
本
で
い
へ
ば
、『
萬
葉
集
』
が

そ
れ
に
相
当
す
る
。「
邪
」(

よ
こ
し
ま)

と
は
、
自
分
を
偽
っ
て
良
く
見
せ
よ
う
と

し
て
飾
ら
う
と
す
る
心
の
こ
と
だ
ら
う
。

明
治
天
皇
の
御
製
に

か
ざ
ら
む
と
思
は
ざ
り
せ
ば
な
か
な
か

　

に
う
る
は
し
か
ら
む
人
の
こ
こ
ろ
は　

と
あ
る
。
ま
た
、

ま
ご
こ
ろ
を
う
た
ひ
あ
げ
た
る
言
の
葉

　

は
ひ
と
た
び
き
け
ば
わ
す
れ
ざ
り
け
り

と
い
ふ
お
歌
も
あ
る
。

ま
ご
こ
ろ
か
ら
の
表
現
、
つ
ま
り
自
分

を
飾
ら
う
し
な
い
「
ま
こ
と
の
心
」
を
詠

ん
だ
詩
歌
は
読
む
者
の
心
打
つ
と
い
ふ
こ

と
だ
と
拝
し
申
し
上
げ
て
ゐ
る
。

御
代
替
り
に
際
会
し
て
、
改
め
て
わ
が

「
日
本
の
国
柄
」
を
思
は
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。

 （
寺
子
屋
石
塾
主
宰
）
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万
円
札
」
の
肖
像
に
決
っ
た
渋
沢
栄
一
は
、

著
書
『
論
語
と
算
盤
』
の
中
で
、「
も
し

孔
子
が
日
本
に
来
て
万
世
一
系
の
我
が
国

体
を
見
聞
し
た
な
ら
ば
、
ど
れ
位
賛
嘆
し

た
か
し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。

　

徳
は
得
な
り

そ
れ
で
は
「
徳
」
と
は
何
か
。
白
川
静

博
士
の
『
字
統
』
に
は
「
徳
は
得
な
り
」

と
あ
る
。「
徳
あ
る
人
」
と
は
人
に
「
得

を
与
へ
ら
れ
る
人
」
と
言
へ
ば
よ
く
分
る
。

得
と
は
物
質
的
な
「
得
」
だ
け
で
は
な
く
、

精
神
的
な
「
得
」
で
も
あ
る
。
里
仁
篇
二

十
五
に
も
、「
子
曰
く
、
徳
は
孤
な
ら
ず
、

必
ず
隣
有
り
」
と
あ
る
が
、
徳
あ
る
人
は
、

孤
立
し
な
い
必
ず
共
鳴
者
を
得
る
と
い
ふ

こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
や
う
に
、
天
皇
の
重
要
な
お
務

め
と
し
て
、
国
中
が
穏
や
か
に
、
そ
し
て

国
民
が
栄
え
る
や
う
に
、
皇
室
の
御
祖
先

や
八
百
万
の
神
々
に
祈
ら
れ
る
宮
中
祭
祀

が
あ
る
。
ま
さ
に
「
政
」
は
「
祭
事
」
で

あ
る
。

ま
た
、
歴
代
の
天
皇
は
和
歌
を
お
詠

み
に
な
っ
て
を
ら
れ
る
。
和
歌
は
古
来
、

「
敷
島
の
道
」
と
言
は
れ
、「
日
本
古
来
の

道
」「
日
本
人
の
道
」「
和
歌
の
道
」
を
意

味
す
る
が
、
そ
れ
は
言
葉
を
正
し
く
表
現

す
る
中
で
、「
ま
ご
こ
ろ
を
磨
く
道
」
と

い
ふ
こ
と
だ
と
思
ふ
。
さ
う
し
た
「
ま
ご

こ
ろ
を
磨
く
道
」（
無
私
の
徳
）
を
修
め
よ

う
と
さ
れ
る
天
皇
を
「
国
の
中
心
」
に
仰

い
で
き
た
こ
と
が
、
国
の
纏
り
と
安
定
に

　
日
本
の
国
柄
と
『
論
語
』
の
章
句

　
　
　—

「
令
和
」の
御
代
を
迎
へ
て —
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