
′.

北
東
全
盛
期
の
歴
史

書

田
鹿

治

著

昭
和
十
六
年
十
月
三
十
日

弘
文
数
発
行

A
う
判
二
二

一
貫

定
借
参
園
式
拾
銭

た
し
か
大
撃

一回
生
の
初
め
頃
だ
つ
た
と
軍

霊

そ
の
頃
'
讃
.S
漁
つ

～I.?

た
宋
代
に
関
す
る
諸
種
の
論
文
の
う
ち
で
'
未
だ
に
印
象
の
沿
え
な
い
も

の
の
t
つ
と
し
て
苫
田
清
治
氏
の

｢北
乗
に
於
け
る
裳
零
の
主
因
に
つ
い

て
し
(歴
史
と
担
理
三
二
ノ
四
)
が
あ
る
｡
そ
れ
は
北
宋
時
代
の
襲
撃
を
儒

学
閥
の
封
立
と
'
政
治
家
の
出
身
地
の
関
係
iiり
観
ん
と
し
た
も
の
で
'

よ
-
経
っ
た
論
文
で
あ
り
'
私
は
こ
れ
か
ぢ
色
々
な
意
味
で
少
な
か
ら
ず

示
唆
を
-
け
た
こ

と
を
記
憶
し
て
ゐ
る
｡

爾
来
'
氏
と
し
て
ほ
そ
の
他
に
飴
り
研
究
を
顎
表
さ
れ
た
の
を
見
な
か

っ
た
と
こ
ろ
'
最
近
に
至
っ
て
非
常
な
勢
作
を

L7
つ
の
腹
っ
大
里
行
本
と

し
て
低
に
間
ほ
れ
た
｡
そ
れ
が
今
葛
に
紹
介
せ
ん
と
す
る

r
北
宋
全
盛
期

の
歴
史
｣
で
あ
る
｡
同
氏
の
年
寒
の
研
究
が
壇
を
結
ん
だ
の
で
あ
ら
-
0

そ
の
苦
心
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
'

1
人
の
著
者
の
手
に
な
る
宋
代
通
史
の

出
現
が
待
望
さ
れ
て
ゐ
た
折
柄
'
こ
の
壱
は
た
と
へ
そ
れ
が
宋
代
前
年
だ

け
の
歴
史
と
は
言
へ
､
学
界
へ
事
典
す
る
と
こ
ろ
少
し
と
し
な
い
｡

さ
て
本
書
は
著
者
が
政
治
史
方
面
を
得
意
と
さ
れ
る
関
係
上
へ
本
書
を

1
賞
し
て
流
れ
て
ゐ
る
一
つ
の
特
色
は
'
赦
禽
史
的
よ
り
も
む
し
ろ
政
治

史
的
な
角
度
に
､
経
済
史
的
な
立
場
よ
り
も
む
し
ろ
儒
教
的
な
立
場
に
立

脚
し
っ
･̂
被
治
者
の
赦
倉
よ
り
も
.よ
り
多
-
治
者
の
世
界
を
'
数
多
の
庶

民
の
社
食
よ
り
も
少
数
政
治
家
の
世
界
を
描
出
す
る
に
重
粘
が
竃
か
れ
て

■

ゐ
る
｡
即
ち
末
書
は
ど
ち
ら
か
と
冨
へ
ぼ
北
宋
政
治
史
と
で
も
貰
ふ
べ
き

概
教
書
で
あ
り
.
そ
の
意
味
に
於
け
る

｢北
宋
全
盛
期
の
藍
史
｣
が
え
が

､ゝ
れ
て
ゐ
る
び
従
っ
て
赦
寧

経
苧

財
政
の
立
場
を
強
く
重
ん
ず
る
人
達

に
は
或
は
多
少
の
物
足
ら
な
さ
を
感
せ
し
め
る
か
も
知
れ
な
い
｡
従
来
'

5
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宋
代
折
発
着
に
は
ど
ち
ら
か
と
言

へ
ば
野
心
的
に
社
食

･
経
済
の
諸
間
接

を
好
ん
で
と
り
上
げ
'
鞄
味
な
政
治
思
想
や
文
化
方
面
の
探
究
は
妙
に
之

を
敬
遠
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
｡
け
れ
ど
も
宍
代
史
の
課
題
が
た
ゞ
さ
-
い

ふ
分
野
に
の
み
限
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
わ
け
で
な
い
｡
そ
の
意
味
か
ら
本

書
の
如
き
通
史
も
大
い
に
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
｡
壁
土
の
参
考
文
献

は
巻
末
に
も
附
託
さ
れ
て
ゐ
る
様
に
'
十
五
六
を
敬
へ
る
が
'
北
東
時
代

の
連
記
銀
と
も
言
ふ
べ
き
緯
賛
治
通
鑑
長
編
を
着
賓
に
通
讃
し
て
'
こ
れ

を
骨
子
と
さ
れ
た
も
の
の
如
く
'
他
の
讐
富
な
栗
の
資
料
は
必
琴
に
し
て
1

且
つ
充
分
な
る
程
度
に
参
考
し
っ
1

'
恨
重
に
史
論
を
す
1

め
ら
れ
て
ゐ

る
の
が
好
感
を
興
へ
る
｡

以
上
は
本
書
の
第

1
印
象
で
あ
る
が
'
宴
は
私
が
本
書
を
手
に
し
た
と

き
'
著
者
が
何
れ
の
時
期
を
も
っ
て

｢北
宋
の
全
盛
期
｣
と
さ
れ
た
の
か

に
大
な
る
興
味
を
撃
に
た
｡
結
局
著
者
は
'
仁
宗

･
紳
宗
の
時
代
即
ち
詣

仲
掩
･
王
安
石
の
二
政
治
家
の
出
る
時
代
を

｢
全
盛
期
｣
と
さ
れ
る
､
こ

れ
は
岡
崎
博
士
の
巻
頭

｢導
冨
｣
に
も
明
言
さ
れ
て
ゐ
る
が
､
更
に
も
う

7
歩
進
ん
で
冨
ふ
と
'
紳
宗
時
代
よ
か
も
i･,!
仲
轡
を
中
心
と
す
る
慶
暦
時

代
の
方
に

｢全
盛
期
｣
を
署
か
-
と
さ
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る
｡
本
番
の
内

容
を
紹
介
す
る
に
嘗
り
'
主
と
し
て
著
者
の
い
は
ゆ
る
全
盛
期
詮
の
論
接

を
ぎ
ぐ
る
こ
と
を
も
併
せ
許
さ
れ
た
い
｡

{.

本
書
は
全
篇
を
分
つ
こ
と
十
九
｡
-
ち
腎

五
'
入
,
十
三
,
十
六
,

十
七
の
玉
章
は
主
と
し
て
滞
仲
港
･
靴
陽
僻

･
王
要
石
三
政
治
家
の
博
代

及
び
個
人
叙
述
の
た
め
に
葦
を
さ
き
'
対
外
関
係
に
つ
い
て
は
二
､
六
､

七
･.
十
八
の
望
早
を
,jれ
に
あ
て
'
そ
の
確
り
の
九
等
を
対
内
的
な
諸
事

項
文
蓮
の
興
隆
'
科
挙
'
兵
制
へ
窯
雫
等
に
関
し
て
概
訟
し
て
ゐ
る
.
ラ

ち
財
政
綬
帝
に
つ
い
て
は
確
立
せ
る
葦
を
設
け
る
こ
と
僅
か
七

二

即
ち

｢
仁
宗
期
の
財
政
及
び
塵
帝
｣
あ
る
の
み
で
あ
る
｡

全
鰻
と
し
て
こ
れ
と
言
っ
て
目
新
し
い
所
詮
も
な
い
が
'
発
き
に
㊨

7

冒
し
た
樺
に
全
盛
時
代
の
政
治
家
の
政
治
思
想
を
な
る
べ
く
詳
し
く
論
じ

よ
-
と
さ
れ
て
ゐ
る
｡
な
か
で
も
王
安
石
以
上
に
よ
り
く
ほ
し
く
'
帯
仲

俺
を
あ
ら
ゆ
る
角
渡
か
ら
観
察
し
て
見
よ
ト
と
し
て
ゐ
る
｡
恐
ら
く
著
者

の
蒜

‥蒜

察
は
過
去
の
い
づ
九
の
史
家
よ
り
も
詳
細

･
綿
密
･
叩
噂
を

一

施
め
て
ゐ
る
で
あ
ら
-
｡
そ
し
て
結
論
と
し
て
著
者
が
到
達
し
得
た
満
仲

.兄

J

掩
観
は
彼
が
絶
蒼
に
値
す
る
政
治
家
で
あ
っ
た
と
い
や
=･,で
あ
る
｡
即

f

ち
朱
子
の

｢
天
地
問
晃
第

1
流
の
<
物
し
な
る
語
を
そ
の
ま
1
採
倒
し
た

後
'
彼
こ
そ
は

｢博
大
高
明
'
天
資
忠
孝
の
士
｣
や
あ
り

｢
大
粒
に
挿
絵

L
I･-
･･･
剛
大
清
純
の
士
｣
で
あ
り
､
｢開
番
を
論
議
す
る
に
至
急
の
心
を

以
っ
て
す
る
1
舷
の
風
潮
は
彼
に
i･iつ
で
開
か
れ
た
｣
へ六

1
頁
)
と
言

ひ
'
ま
た
彼
は

｢
六
篠
の
大
義
を
融
化
鰭
碍
せ
る
規
模
潤
大
の
思
想
｣
の

持
主
で
~
(
六
二
見
)
同
時
に

｢綬
俄
的
な
色
彩
が
強
く
｣
へ同
素
2..Y｢
臣

道
と
し
.て
上
は
君
を
誠
に
L
t
謀
は
民
を
誠
に
す
る
に
あ
っ
て
'
彼
自
ら

を
誠
に
L
要
に
常
民
を
誠
に
し
､
人
を
以
う
て
天
地
に
重
し
,
大
中
至
誠
｣

1J.ら
し
め
ん
と
努
め
た
も
の
で
あ
-
,
彼
の
信
念
は
こ
1

に
あ
り
,
潜
動
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の
源
泉
で
あ
っ
た
｡
彼
こ
そ
は
天
地
人
の
理
を
究
む
る
哲
人
で
あ
り
､
乗

ね
て
古
今
治
乱
の
原
を
明
察
す
る
経
世
家
で
あ
っ
た
｣
〓
ハ
三
頁
)
と
皐
上

級
の
形
容
詞
を
も
っ
て
形
容
し
て
ゐ
る
｡
要
す
る
に
蒐
仲
俺
は
個
人
と
し

て
も
公
人
と
し
て
も
全
く

一
瓢
の
非
の
-
ち
ど
こ
ろ
も
な
き
が
如
き
立
沢

な
政
治
家
と
し
て
締
富
さ
れ
て
ゐ
る
｡
而
し
て
彼
の
時
代
の
治
政
は

｢政

府
の
威
令
は
厳
酷
に
失
す
る
所
な
く
'
ゆ
と
り
あ
る
支
配
を
雷
し
た
.
歴

暦
の
政
治
の
よ
さ
が
こ
1
に
在
っ
た
｣
(
1
二
二
貢
)と
慶
暦
時
代
を
弼
歌

し
た
後

｢慶
暦
に
比
L
t
照
琴
の
地
方
官
が

7
鮫
に
徳
塞
が
と
ぽ
し
く
士

風
の
劣
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
｣

(
一
二
七
‥且
)
と
も
述
べ
'
賓
に
進
ん
で

｢支
那
の
歴
史
で
は
中
央
政
府
が
地
方
政
治
に
甚
だ
干
渉
せ
ぬ
場
合
に
､

地
方
親
民
官
の
菩
政
が
現
は
る
⊥
場
合
が
多
-
'
地
方
官
も
民
政
に
力
め

し
人
は
可
と
L
t
然
ら
ず
ん
ば
民
情
に
従
っ
て
治
め
'
辞
を
守
る
宴
は
艮

ヽ
ヽ
､ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

治
を
致
し
た
と
思
は
れ
る
｡
こ
の
蝕
に
於
て
慶
暦
の
政
治
は
沿
道
の
要
諦

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

に
ふ
る
ゝ
所
あ
つ
た
と
言
ひ
得
む
歎
｣
(
一
二
二
某
)
と
慶
暦
政
治
を
も
っ

て
拾
道
の
理
想
型
だ
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
.

7
方
王
安
石
に
封
し
て
は
'
そ
の
革
新
政
治
を
許
し
て
}｢之
が
迭
行
に

替
り
劃

1
的
候
約
主
義
に
よ
っ
た
所
に
観
念
論
の
弊
宅
を
看
取
出
来
る
｣

へ二
一
二
頁
)
と
言
ひ
'
｢政
策
の
茸
施
に
於
て
幾
多
の
矛
盾
'
弊
害
を
伴

わ
た
｣
二

八
入
貢
)と
言
ひ
'
個
人
の
性
格
に
つ
い
て
も

｢事
を
急
ぐ

1

徹
の
性
格
｣

(同
上
貢
)
の
持
主
で
あ
っ
た
と
の
べ
て
ゐ
る
｡
ま
た

｢普

噂

1
艇
の
周
家
経
済
戟
念
に
比
L
t
敏
り
に
進
歩
隔
絶
せ
る
も
の
が
も
つ

七
｣
二

九
九
1tq
)と
も
許
し
'･
そ
の
革
新
の
賓
施
は
紳
宗
の
信
任
を
も
っ

で
あ
っ
た
｣
(二
｣
五
貰
)
と
も
言
っ
て
ゐ
る
｡
か
く
の
如
-
慶
暦
'
整
琴

の
二
大
革
新
家
及
び
そ
の
政
策
に
上
下
優
劣
の
差
を
お
か
-
と
し
.で
ゐ
る

●

事
が
ほ
つ
き
佃
諌
め
ら
れ
る
｡

･量

以
上
へ
著
者
の
い
は
ゆ
る

｢
北
宋
全
盛
期
の
歴
史
｣
な
る
も
の
は
ま
さ

し
-
紳
宗
の
時
代
に
あ
ら
ず
し
て
仁
宗
時
代
'
慶
暦
時
代
に
あ
つ
た
と
見

放
し
て
差
支
な
い
わ
け
で
あ
る
が
'
し
か
し
乗
の
戦
場
財
政
や
融
合

]
殻

の
状
態
等
を
鷺
際
考
慮
に
入
れ
る
と
'
著
者
は
北
天
時
代
就
中
仁
宗
時
代

を
少
し
聖
殿
的
に
観
て
ゐ
ら
れ
ほ
し
な
い
か
と
い
ふ
床
な
気
特
が
す
る
.

ま
た
哉
仲
碓
個
人
の
人
格
や
政
治
に
つ
い
て
も
宋
代
否
近
世
の
士
大
夫
の

内
面
的
観
察
を
今
少
し
行
へ
ば
t
も
-
少
し
ち
が
つ
た
結
論
が
出
て
来
る

の
で
は
な
か
万
-
か
.
ま
た
著
者
も
明
言
さ
れ
て
ゐ
る
如
-
二

呪
仲
袴
に

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

･｢
嘗
行
力
が
と
ぼ
し
か
っ
た
｣
の
で
あ
れ
ば
'
俄
は
夢
す
る
に
平
和
的
時

ヽ

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

代
で
は
立
沢
な
革
新
政
治
家
た
り
え
て
も
'
宋
代
の
如
き
､
い
.払
ゞ
撃

迭
行
中
の
日
本
に
於
け
る
が
如
-

(
し
か
.4
繁
は
負
け
い
-
さ
ば
か
り
し

て
ゐ
た
)
よ
り
強
力
的
な
政
治
の
出
現
が
待
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
∵

観
念
論
的
な
飴
化
に
保
つ
雷
故
老
の
仁
政
や
道
義
的
な
解
着
流
の
態
治
政

一

策
だ
け
で
は
追
ひ
っ
か
な
い
の
で
は
あ
る
せ
い
か
O

こ
の
頃
の
士
大
夫
は
結
局
貴
族
化
し
て
し
ま
っ
て
'
床
に
麿
民
の
た
め

に
粉
骨
砕
身
し
て
政
治
に
は
げ
む
だ
抄
の
気
概
の
あ
.む
政
治
家
は
少
な
か

_'53-
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っ
た
｡
彼
等
政
治
家
の
目
標
は
結
局
彼
等
白
身
の
詰
め
の
自
己
耕
護
で
あ

っ
た
｡
結
局
い
か
に
名
論
卓
説
を
は
い
て
も
琴
什
力
の
伴
は
ぬ
政
治
家
の

み
で
は
宋
代
の
危
機
は
到
底
切
り
風
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
ほ
あ
る
ま
い

か
｡以

上
で
批
評
紹
介
を
終
る
｡
最
後
に
本
書
は
非
常
な
勢
作
で
あ
り
好
著

で
あ
る
こ
と
を
繰
返
へ
し
力
説
し
て
置
く
｡
長
編
'
宋
禽
要
を
は
じ
め
膨

大
な
栗
の
根
本
資
料
に
基
け
る
粘
が
特
に
隼
-
ま
た
漢
文
を
平
易
な
日
本

､

譜
に
よ
み
下
し
漢
文
の
引
用
句
が

一
つ
も
な
い
事
な
ぞ
'
目
に
見
え
な
い

苦
心
が
ほ
ら
ほ
れ
て
ゐ
る
｡
小
さ
い
こ
と
で
は
あ
る
が
敬
服
す
べ
き
で
あ

a=.

る
｡

〔荒
木
敏
Jl
]

′

～.Jーy
-†｣ち4




