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〔
要
約
】
爾
北
朝
時
代
の
研
究
は
、
社
会
の
構
造
研
究
の
深
化
に
よ
っ
て
急
速
の
進
展
を
み
せ
た
が
、
こ
の
時
代
の
研
究
は
史
料
の
制
約
に
よ
っ
て
必
ず

　
し
も
満
足
し
う
べ
き
成
果
を
期
待
で
き
な
い
憾
が
あ
っ
た
。
本
稿
は
筆
者
が
太
平
記
の
綜
合
的
研
究
の
過
程
に
お
い
て
、
従
来
の
史
料
の
不
足
を
補
っ
て
、

　
太
平
記
が
こ
の
時
代
を
戦
い
抜
い
た
領
主
層
の
動
向
を
知
る
史
料
た
り
う
る
こ
と
に
想
到
し
、
こ
れ
を
分
析
し
て
そ
の
結
果
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
に
よ
れ
ぽ
、
畿
内
と
辺
境
に
差
異
の
あ
る
こ
と
、
史
料
の
少
い
畿
内
及
び
そ
の
周
辺
地
域
の
領
主
層
乃
至
戦
力
が
相
当
明
瞭
な
形
で
抱
餐
で
き
る
こ
と
、
し

　
か
も
畿
内
と
畿
内
周
辺
に
お
い
て
も
若
干
の
ず
れ
を
認
め
う
る
こ
と
、
太
平
記
そ
の
も
の
の
性
絡
を
明
ら
か
に
し
う
る
こ
と
、
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
こ
れ
は
果
し
て
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
か
を
、
従
来
の
研
究
と
関
連
せ
し
め
て
畿
内
戦
力
の
歴
塑
的
な
織
縞
を
究
明
し
、
そ
れ
に
よ
つ
て

”　

?
北
朝
隠
代
の
研
究
に
一
側
光
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

太導筏紀と領童揺（井上）

一
　
序

言

　
申
撤
に
お
け
る
土
豪
蘇
在
地
領
主
層
の
研
究
が
、
日
本
0
封
建
祉

会
の
歴
史
的
理
解
に
最
も
重
要
な
課
題
の
一
つ
ぞ
あ
る
こ
と
は
、
農

民
層
の
成
長
と
政
治
過
程
の
連
関
の
鍵
を
握
る
も
の
と
し
て
、
夙
に

注
目
せ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
土
豪
研
貌
は
個
別
的
な
輿

料
や
、
荘
園
文
書
に
よ
っ
て
相
当
に
進
展
し
て
い
る
。
け
れ
ど
竜
そ

の
存
在
形
態
は
史
料
の
残
存
状
態
に
よ
り
未
解
決
の
問
題
を
残
し
て

い
る
。
基
・
本
的
に
は
内
部
溝
…
造
の
究
明
、
下
か
ら
の
畏
地
層
の
向
上

と
い
う
面
か
ら
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
土
豪
が
ど
の
よ
う
に

活
躍
し
た
か
と
い
う
硯
象
の
面
評
決
し
て
ゆ
る
が
ぜ
に
し
て
は
な
ら

な
い
。
両
者
相
ま
つ
て
そ
の
全
貌
を
と
ら
え
う
る
の
で
あ
る
。
以
下

（1）1



在
来
の
構
造
研
究
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
薗
北
朝
時
代
の
戦
力
と
い
う
現

象
面
を
ほ
り
下
げ
て
み
た
い
。

　
こ
の
意
味
に
お
い
て
南
北
朝
時
代
の
武
士
の
戦
に
加
わ
っ
た
姿
熊

を
生
彩
あ
る
筆
致
で
、
政
治
と
歴
典
の
推
移
の
も
と
に
大
き
く
鳥
指

図
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
太
平
記
の
こ
の
方
面
へ
の
利
用
は
如
何
ぞ
あ
ろ

う
か
。
以
下
従
来
愛
料
と
し
て
こ
の
面
に
利
用
す
る
こ
と
を
危
惧
し

た
点
を
吟
直
し
つ
つ
分
析
し
て
問
題
を
提
起
し
た
。
い
わ
ば
試
論
の

域
を
脱
し
な
い
が
、
他
の
根
本
皮
料
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
問
題
の

益
タ
深
ま
る
を
認
め
、
本
論
は
主
と
し
て
、
領
主
層
の
地
域
的
研
究

へ
の
方
向
づ
け
を
問
題
と
し
た
。

二
　
太
平
記
の
史
料
的
価
値

　
太
平
記
に
お
け
る
領
主
層
の
分
析
に
入
る
に
当
っ
て
、
解
決
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
太
平
記
が
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
動
向
を
物

語
る
有
力
な
史
料
た
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
太
平
洋
よ
り
外
に

適
当
な
史
料
が
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
後

述
に
ふ
れ
る
と
し
て
、
前
者
を
検
討
し
て
み
！
よ
う
。

　
明
治
以
後
の
実
証
皮
学
が
「
史
学
に
手
な
し
」
と
酷
評
し
て
よ
り
、

或
は
そ
れ
に
反
対
し
、
或
は
そ
れ
に
同
調
す
る
経
緯
は
あ
っ
た
に
せ

よ
、
太
平
記
の
如
き
戦
記
文
学
が
他
の
根
本
史
料
と
同
一
視
す
る
を

え
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
太
平
記

が
な
か
っ
た
な
れ
ば
南
北
朝
期
の
理
解
は
ぞ
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う

と
い
わ
れ
る
こ
と
も
、
太
平
記
に
多
く
の
価
値
を
認
め
て
い
た
か
ら

に
外
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
太
平
記
に
お
け
る
虚
構
乃
至
摸
倣
が
何
れ

の
面
に
多
く
、
何
れ
が
真
実
を
語
っ
て
い
る
か
を
、
若
し
決
定
し
う

れ
ば
、
太
平
記
を
南
北
朝
変
革
期
の
全
貌
を
う
か
が
う
・
聖
料
と
し
て
、

利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
ぞ
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
そ
の
詳
細
は
他
筆
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、

本
論
に
入
る
に
必
要
な
点
の
み
を
検
討
し
よ
う
。

　
先
ず
第
一
に
太
平
記
は
平
家
物
語
の
叙
述
，
構
想
を
模
倣
し
て
い

る
た
め
に
、
虚
構
、
誇
張
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

具
体
例
を
示
せ
ば
、

D｛6）　（5）　（4）　C3）　C2）　（

巻
∴
i
二
門
甲
山
偲
緑
購
鳥
ヲ
射
ル
事
」
一
平
家
督
薔
四
「
鶴
漏

二
十
－
轟
ハ
　
「
本
問
孫
漏
郎
遠
矢
ノ
事
扁
」
平
家
コ
飼
の
的
」

巻
十
五
「
園
城
寺
戒
蟄
事
」
一
源
平
盛
衰
記
「
頼
豪
祈
繊
皇
子
事
」

巻
＋
六
百
本
朝
敵
事
」
・
i
平
家
巻
五
「
朝
敵
揃
事
」

巻
二
十
一
門
塩
冶
照
刊
・
同
一
i
源
平
盛
衰
記
「
菖
蒲
前
の
事
二

番
ゐ
1
八
　
一
一
筥
四
脚
白
一
所
扁
－
平
家
「
小
楓
凹
」

等
は
最
も
落
し
い
も
の
で
あ
り
、
部
分
的
な
平
家
物
語
の
叙
述
取

2（2・）



太平爵琶と領譲三圧｝（井上）

材
は
非
常
に
多
い
。

（11）　（10）　（9）　（8）　（7＞’　
等
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

て
、潤

色
の
た
め
に
な
さ
れ
た
竜
の
ぞ
あ
っ
て
、
南
北
朝
の
歴
史
の
基
本

的
な
事
実
に
対
し
て
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
と
す
る
に
足
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
尊
氏
の
篠
村
八
幡
の
願
文
は
原
文
が
存
在
し
て
い

て
、
太
平
記
に
比
し
て
簡
素
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
む
し
ろ
そ
の
尊

氏
の
奉
納
の
史
実
を
裏
書
す
る
も
の
で
あ
る
。
作
者
も
ま
た
史
実
を

素
材
と
し
つ
つ
、
虚
構
の
潤
色
が
却
っ
て
効
果
あ
ら
し
め
る
よ
う
・
な

事
件
に
の
み
模
倣
を
用
い
、
歴
史
の
推
移
を
誤
ら
し
め
て
い
る
事
は

少
い
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
、
太
平
記
に
中
国
の
故
事
の
多
い
の
は
、
そ
の
故
事
に
暗

示
を
え
た
物
語
を
太
平
認
に
摸
倣
し
、
虚
…
構
を
述
べ
ん
と
し
た
た
め

で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
久
米
博
士
の
「
愛
学
に
益
な
し
」
の

長
崎
新
左
衛
門
意
見
－
平
家
「
教
訓
の
蘂
」

天
下
怪
異
事
－
平
家
「
法
印
問
答
」

八
才
寓
御
歌
纂
一
…
平
家
「
阿
古
屋
の
松
」

高
運
篠
村
八
幡
黒
文
一
…
平
家
「
木
雷
の
願
書
」

結
城
入
道
地
獄
堕
一
…
↓
半
家
「
入
道
遡
去
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
諸
例
に
お
い

注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
太
平
記
の
平
家
模
倣
は
、
文
学
的

論
点
の
中
心
も
そ
れ
に
あ
っ
た
。

＠＠＠＠　CD　＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
ち
、

児
島
高
徳
桜
樹
の
詩
は
、
史
記
孫
譲
の
樹
を
削
る
故
慕

楠
木
正
威
の
チ
劔
破
城
は
周
の
牽
孝
寛
玉
壁
塗
舎
戦
の
模
写

後
醍
醐
天
皇
の
夢
は
、
股
の
高
宗
伝
巌
の
夢
よ
り
（
皮
細
殿
本
紀
）

三
浦
大
多
和
合
戦
意
見
は
史
記
項
羽
本
紀
十
返
置
酒
高
会
の
条

大
塔
宮
最
後
は
眉
間
尺
物
語
（
太
平
記
所
引
）

龍
馬
進
奏
事
は
、
白
糖
文
集
国
王
八
駿
図

　
　
　
　
　
　
②

等
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
煮
も
大
塔
宮
の
最
期
、
正
成
の
濡
躍
等
そ
の
屯

の
の
輿
実
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
に
関
す
る
潤
色
に

す
ぎ
な
い
と
み
て
よ
く
、
　
（
児
島
高
徳
の
存
在
に
つ
い
て
は
後
述
）
手
後

醍
醐
天
皇
の
夢
の
如
く
真
実
で
な
い
面
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ら

を
削
除
し
て
も
、
歴
史
と
し
て
太
平
記
は
存
在
し
う
る
と
考
え
ら
れ

る
。
従
来
喧
伝
さ
れ
た
太
平
記
模
倣
論
の
数
多
の
挙
例
は
、
実
は
太

平
記
の
周
辺
の
文
学
的
装
飾
に
過
ぎ
な
い
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
第
三
に
、
し
か
ら
ば
太
平
記
の
特
徴
的
な
記
述
、
作
者
の
意
見
の

如
き
点
は
果
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

①
　
轍
岬
礼
講
の
こ
と
は
花
園
院
｛
辰
記
に

3　（3）



②
　
申
興
政
治
へ
の
批
判
は
二
条
峻
峰
落
苗
に

③
　
雲
景
豪
来
記
は
「
山
門
の
記
録
」
と
あ
る
娘
く
、
風
聞
を
も
と
と
し
た

　
細
断
の
思
想
の
表
縄
、
北
野
通
山
蔓
〃
物
語
も
軽
口
糠
。

④
天
下
時
勢
繋
の
佐
条
響
の
乱
妨
鱗
堕
。
臨

⑤
護
頼
遠
の
狼
藩
中
堕
。
器
・
毒
院
記
蜘
・

の
如
く
太
平
記
が
そ
の
特
色
と
も
い
う
べ
き
記
述
に
関
し
て
は
、
模

倣
で
は
な
く
史
料
の
あ
と
づ
け
を
す
る
こ
と
も
禺
来
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
、
更
に
太
平
記
に
お
び
た
だ
し
い
武
士
の
出
現
を
如
何
に
み

る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
太
平
記
領
主
層
分
析
の
根
拠
も
、
こ
の
・
全

国
の
武
士
達
が
、
己
が
期
待
す
る
方
向
に
従
っ
て
行
動
す
る
事
忌
と
、

そ
の
武
将
名
が
決
し
て
仮
面
の
も
の
で
な
く
、
太
平
記
作
者
の
確
笑

な
素
材
立
脚
に
よ
る
記
述
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
今
そ
の
著
し
い

例
を
あ
げ
る
と
、

①
　
北
条
時
益
の
近
江
番
場
自
害
の
際
の
四
百
…
二
十
二
人
の
武
士
は
、
　
（
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
際
の
武
±
名
は
七
十
数
入
）
蓮
蘂
寺
過
去
帳
に
一
致
す
る
。

②
　
越
前
の
戦
に
新
紹
方
に
て
活
罐
す
る
畑
六
郎
左
衛
門
時
能
（
武
蔵
住
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
と
い
う
悪
党
的
な
勇
戦
描
写
は
、
得
江
文
藻
に
よ
り
立
証
さ
れ
る
。

③
畑
の
輩
下
に
あ
っ
た
鶴
沢
源
蔵
人
と
い
う
名
も
な
き
武
士
は
、
鶴
沢
城

　
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
、
鶴
沢
の
土
豪
で
畑
の
許
に
集
っ
た
看
と
考
え
ら

　
　
　
⑦

　
れ
る
。

④
太
平
記
三
三
丑
「
仁
木
京
劇
ノ
博
マ
レ
タ
ル
梧
一
揆
ヲ
初
ト
シ
テ
、
宗

　
徒
ノ
勇
士
五
図
面
二
二
、
揮
賀
服
部
河
合
一
族
馳
掬
テ
…
」
と
あ
る
が
、

　
　
こ
の
「
服
都
、
河
合
ノ
一
族
」
と
い
う
簡
単
な
寵
述
が
決
し
て
附
掴
的
な

　
も
の
で
な
く
、
黒
田
悪
党
に
加
劃
し
た
膚
名
な
当
国
名
誉
大
悪
覚
張
本
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
畠
右
衛
門
太
郎
λ
道
持
法
則
ち
服
部
持
法
の
一
族
で
あ
ろ
う
。
或
は
東
大

　
寺
文
書
に
前
守
護
仁
木
智
覚
の
輩
下
と
し
て
持
法
を
記
し
て
い
る
か
ら
、

　
服
都
一
族
も
持
法
と
そ
の
…
族
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
太
平
馬
の
土

　
豪
ク
ラ
ス
の
資
名
の
正
確
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
児
島
高
徳
を
問
題
に
し
よ
う
、
高
徳
黒
帯
論
は
太
平
記
無
益
論
と
共
に

　
久
し
い
。
し
か
し
児
島
高
徳
個
人
に
つ
い
て
は
、
確
認
し
え
な
い
が
、
児

　
島
氏
の
一
族
、
今
木
、
大
富
、
和
田
、
中
西
、
等
は
備
前
邑
久
郡
の
土
豪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
よ
い
。
児
島
氏
の
一
族
今
木
、
大
富
は
、
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
大
寺
領
備
前
国
爾
北
条
以
下
の
寺
領
や
、
火
繊
法
院
傾
備
前
国
豊
原
庄
内

　
に
悪
覚
を
働
い
て
い
る
。
酉
源
院
本
が
、
児
島
高
徳
と
せ
ず
、
今
木
高
徳
、

　
或
は
和
田
高
徳
、
と
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
た
い
。

　
こ
う
し
て
太
平
記
記
載
の
武
士
の
活
動
は
、
そ
の
活
動
描
写
の
誇

張
、
模
倣
（
例
え
ば
桜
樹
の
詩
）
の
如
き
は
あ
っ
て
竜
、
武
士
そ
の

も
の
の
存
在
は
相
当
に
正
．
確
ぞ
あ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
第
五
、
し
か
し
太
平
記
に
お
け
る
武
士
が
す
べ
て
正
確
で
あ
る
と

い
い
え
な
い
し
、
叉
年
月
黛
、
地
名
等
の
誤
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
こ

4　（4）



太平諮己と領三麹彫｝（井上）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
事
は
今
川
了
俊
が
「
此
記
は
十
が
八
、
九
、
つ
く
り
事
に
や
」
と

酷
評
し
た
事
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
、
了
俊
の
酷
評

が
戦
乱
参
加
の
武
士
で
名
の
連
ね
て
い
る
者
に
不
当
の
例
あ
り
と
し

て
い
る
根
拠
は
、
主
と
し
て
今
川
氏
一
族
の
活
躍
し
た
時
に
、
　
一
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

内
の
武
士
名
が
脱
落
し
て
い
る
点
が
難
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
逆
に
太
平
記
が
当
時
如
何
な
る
点
に
興
味
を
も
た
れ
て
受
け

入
れ
ら
れ
た
か
を
示
す
竜
の
ぞ
、
武
将
の
活
躍
描
写
に
意
を
用
い
、

読
者
の
関
心
を
ひ
こ
う
と
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

竜
作
者
は
今
川
、
緬
川
等
の
豪
族
の
行
動
よ
り
も
、
正
成
、
高
徳
、

畑
時
能
等
、
未
だ
名
竜
な
か
っ
た
土
豪
の
活
躍
に
璽
点
を
お
い
た
こ

と
、
そ
れ
が
当
時
の
読
者
に
受
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
太
平
記
異
本
の
存
在
も
多
く
は
こ
こ
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

了
俊
が
い
う
勢
揃
に
多
数
の
武
士
を
加
え
た
事
も
理
由
の
あ
る
こ
と

で
、
そ
れ
は
ま
た
南
北
朝
時
代
に
圧
倒
的
に
多
い
軍
記
状
と
も
関
連

す
る
と
こ
ろ
ぞ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
に
よ
っ
て
太
平
記
は
如
何
な
る
点
に
史
料
的
価
値
を
絶
す
る

か
略
立
証
し
え
た
。
勿
論
太
平
記
が
武
士
の
活
躍
を
描
く
こ
と
の
み
・

を
目
的
と
し
た
の
ぞ
は
な
く
、
太
平
の
世
を
現
揖
す
る
過
程
を
歴
史

の
纂
実
を
通
し
て
、
文
学
的
に
述
べ
た
も
の
ぞ
あ
っ
て
み
・
れ
ば
、
歴

史
と
政
治
情
勢
の
推
移
に
も
意
を
用
い
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
在
来
の
既
に
指
摘
し
利
用
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
っ
て
こ
こ
に

多
く
触
れ
る
を
要
し
な
い
。

　
こ
う
し
て
太
平
記
に
お
け
る
領
主
層
の
分
析
は
、
南
北
朝
時
代
の

研
究
に
素
材
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
浮
び
上
っ
て
く
る
。
特
に
こ

の
時
代
の
史
料
は
後
に
も
触
れ
る
が
、
畿
内
や
そ
の
周
辺
地
区
に
少

く
、
辺
．
境
に
多
い
こ
と
は
、
歴
史
の
主
要
舞
台
が
い
ず
こ
に
あ
っ
た

か
を
思
う
と
き
、
太
平
記
が
そ
れ
と
は
反
対
に
畿
内
や
そ
の
周
辺
に

詳
細
且
つ
正
確
で
あ
る
こ
と
が
、
何
よ
り
も
大
き
な
史
料
的
価
値
を

も
つ
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
　
こ
う
し
た
丈
献
の
比
較
研
究
は
、
高
木
乱
文
阿
士
、
　
（
平
家
物
語
と
太
平

　
詑
と
の
関
係
「
わ
か
竹
」
八
ノ
四
）
津
田
左
右
吉
博
士
（
文
学
に
現
わ
れ

　
た
る
我
が
園
［
平
門
想
の
研
突
）
紳
襖
簾
…
丹
三
夏
国
士
（
…
戦
詑
丈
学
の
研
究
）
に

　
劇
評
述
さ
れ
て
い
る
。
特
に
後
藤
陣
櫨
U
士
の
研
究
は
配
評
細
で
あ
る
。

②
　
久
米
邦
武
博
士
「
太
平
記
は
史
学
に
益
な
し
」
　
（
史
学
雑
誌
第
二
一
漏
一

　
七
i
二
二
）
津
霞
博
士
前
掲
害
。

③
大
貝
本
史
料
六
ノ
六
暦
応
三
、
十
、
穴

命
…
）
　
関
凹
右
　
　
　
　
　
論
ハ
ノ
七
口
尿
ふ
小
一
兀
、
　
十
二
、
　
一

⑤
門
近
江
国
番
揚
宿
蓬
藥
寺
過
去
帳
L
（
群
書
類
従
雑
部
）
太
平
紀
巻
九

⑥
得
江
丈
六
、
大
日
本
史
料
六
ノ
六
、
瞥
応
訴
、
＋
一
、
太
平
記
巻
＋
九
、

　
一
＝
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⑦
熊
谷
丈
書
、
平
、
泉
澄
博
士
「
鶴
沢
偏
（
芸
林
竃
ノ
ニ
）
、
太
平
詑
巻
二
一

⑤
東
田
寺
文
誉
、
讐
等
親
、
四
、
十
八
、
東
大
寺
衆
徒
群
議
事
書
。

⑨
　
藤
井
駿
氏
「
児
島
高
徳
の
㎝
党
た
る
今
木
、
大
冨
爾
氏
に
つ
い
て
」
（
典

　
潮
十
　
ノ
三
）
児
島
高
徳
に
関
し
て
存
在
説
と
し
て
は
、
八
代
国
治
博
士

　
が
皇
蜜
御
額
〔
豊
原
庄
と
の
関
係
か
ら
論
及
さ
れ
た
も
の
が
注
日
H
し
て
よ
い

　
（
園
史
叢
説
）

⑩
　
　
富
爪
ゐ
人
三
文
誰
｝
兀
徳
三
、
　
正
、
　
十
｝
。
　
六
波
羅
㍗
卜
知
状
案
。

⑪
難
太
平
記
。

⑩
　
了
俊
は
今
煩
一
拓
涙
の
名
を
…
腕
し
て
い
る
凱
戦
は
、
手
越
の
戦
で
あ
る
と
し

　
て
、
そ
の
氏
名
の
脱
落
…
を
補
っ
て
い
る
。
九
州
の
戦
記
が
謬
あ
り
と
す
る

　
の
は
、
太
平
記
の
作
出
個
と
の
関
連
か
ら
考
う
べ
き
で
あ
る
。

⑬
太
平
記
は
後
半
に
な
る
程
勢
揃
の
武
士
名
は
多
く
な
る
。
ま
た
天
正
本

　
の
如
き
は
、
南
北
朝
時
代
の
記
録
に
よ
っ
て
附
加
し
て
い
る
。
了
俊
は
難

　
太
平
記
に
、
太
平
記
作
者
に
昏
武
将
が
八
戸
の
戦
功
を
持
寄
っ
て
附
伽
世

　
し
め
た
と
記
し
て
い
る
。
　
（
拙
稿
「
太
平
記
と
梅
松
論
」
　
（
史
学
研
究
四

　
八
号
）
参
照
。

三
　
太
平
一
記
に
お
け
る
領
主
層

　
A
、
領
、
王
雇
の
分
析
　
先
ず
領
主
層
…
を
分
析
、
集
録
す
る
に
当
っ
て
、

諸
本
の
中
何
れ
を
基
本
と
す
る
か
、
こ
れ
ら
の
書
誌
学
的
な
点
は
別

稿
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
旧
形
を
と
ど
め
た
完
本
、
罪
源
院

本
に
よ
9
、
異
本
は
付
加
す
る
方
針
を
と
っ
た
。

　
「
第
一
表
」
は
太
平
記
に
お
い
て
、
一
応
戦
力
の
単
位
と
な
っ
た

も
の
を
国
別
に
し
、
夏
に
こ
れ
を
巻
次
次
に
集
録
し
た
も
の
ぞ
あ
る
。

（
本
表
に
は
巻
次
を
省
略
し
て
、
工
二
巻
の
前
後
に
わ
け
た
）
。
　
問

一
の
者
が
各
巻
に
亙
っ
て
何
回
も
爵
現
す
る
の
は
、
撮
現
度
数
と
し

て
集
計
と
対
比
し
て
か
か
げ
た
。
こ
れ
は
両
者
の
差
に
よ
っ
て
、
国

別
の
傾
向
を
み
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
出
硯
す
る
主
要
武
士
名

は
、
こ
れ
が
凡
て
で
は
な
く
、
適
当
に
と
り
あ
げ
、
特
に
太
平
記
の

叙
述
の
中
で
、
領
主
層
の
現
わ
れ
方
を
知
る
た
め
に
、
即
ち
勢
揃
の

中
に
一
回
、
名
を
連
ね
て
い
る
者
と
、
特
に
活
動
に
力
を
注
い
ぞ
い

る
者
を
区
別
し
て
、
詳
し
い
記
述
あ
る
者
を
指
摘
し
た
。
な
お
武
士

の
外
に
戦
力
と
し
て
、
野
伏
、
郷
属
、
働
者
、
国
人
、
ご
撲
、
党
を

付
加
し
た
が
、
こ
れ
は
、
武
士
と
野
伏
の
現
れ
方
を
み
る
た
め
で
、

こ
れ
を
別
表
に
し
た
の
が
、
第
こ
表
、
及
び
第
一
二
表
で
あ
る
。
第
こ

表
は
野
伏
の
表
ぞ
あ
る
が
、
郷
民
、
盗
者
、
堅
田
の
「
者
共
」
等
は

大
体
同
様
と
し
て
、
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
三
表
は
一
揆
の
巻

別
出
現
度
数
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
国
別
に
す
る
こ
と
が
函
難
な
た
め

に
度
数
の
み
に
し
て
例
を
か
か
げ
た
。

B
、
問
題
点

概
括
的
に
著
し
い
点
を
先
ず
例
議
す
る
と
、

ω
鐵
現
度
数
の
上
位
の
中
で
は
、
畿
内
周
辺
の
播
磨
、
備
前
、
丹
波
、
紀
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太平記と領主層（井上）

（第1表）太平紀における領主層の邸縢計

度
撒
順
位

国名 禺堤度数
武
士
数

巻撫21現

ﾈ度
O数

巻幽
Q3現

ﾈ匪
辮

禺現する主要武士表，び戦力，一一

ﾍ太平妻己に詳しい記述ある竜の
備　　考

1 播磨 ！1ユ 67 56 55

小寺　八木　衣笠　禾寺　肥塚　　　　　　　　　　　例　　…　｝

得平妻鹿　宇野　別癬　後藤　　　㎝　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

海老名魚住　曾弥　内海　野中　　　　　　　　　　　　一

吉川　（野伏足軽溢者）

2 傭前 88 56 ’73 15 今木大軍　和照　藤井　児島
（流＋12） 　　　　　｝　……?吉　頓宮　射越　松原　中西一　　　　　　　　　　　　　…

石戸　梶原福林寺加持佐々木　　　　　　　　　　　『　一

松曲松霞　田中　薬師寺一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　一　一　＿

（国人）

3 近江 79 30 21 5S 佐々木及一族　伊瀦　目竪（目

賀田）馬淵　多賀　儀峨　江見

箕浦河原（山立強盗下津
野伏足軽○○ノ者共）

4 越前 67 35 63 4 　　｝Z生・大聖寺由岸　河鵡　気比 加若狭

一今庄　曲譜　野尻　黒丸　浅倉

一鶴沢　天野（溢者　野伏　足軽

白由衆徒）

5 武蔵 63 50 29 34 河越　入見　本間　児鍋　江戸

『所　横lll阿保　猪俣　　畑

　力灯用　熊谷　勅使河原

（党一揆）

6 紀伊 58 19 22 35 熊野隅田　高橋野長瀬湯浅　　　　牽　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿

貴志　閏辺　雑賀　湯川

（党　野伏　根来高野衆徒）

7 （北嶺） 56 46 55 1 票誉　快実　鄭全　玄尊

殿法印良忠木寺豪壮祐覚
圏　一　i　i　罰　」　」　L罰　L　」…　國　」」　…　　　　　罰　…　…

全村今木隆賢（犬神人　悪僧
大衆）

8 下野 54 34 30 24 那須字都宮小山　氏家　芳賀 除足利
（党）

9 丹波 44 24 31 13 波多野俊治　荻野　足立　久下
一　　　　　　　　　一

申二丁閏酒井漸々伯部
酌　ヒ　　｝　一　＿

碓井酒井灘臼（野伏）
ユ0 河内 3S 14 ユ3 25 楠木　和田　平野　橋本福塚　　　一　…　　　　　　　　　　　　一

加和泉

（野伏足軽）
ミ
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匪
数
腋
位

國名 禺現震撒
武
士
数

巻禺
Q1現
ﾈ夏
O脳

巻繊
Q3翼
ﾈ度
繼|

繊現する主要武士及び戦力，一

ﾍ太亭記に二詳しい記逓ある竜の
備　　考

u 因幡 35 32 13 22 糟屋　名和　金持　土屋　小幡　　　一　　皿

加伯潜

矢部浅沼笹垣藤山
…

〈國人）
｝

12i備後 35 18 21 14 二三　陶慮小見山広沢江賦　　　　　一　㎜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

弓

［

（一揆）

！3 美濃 32 27 13 19 土岐多治見斎藤　明智　根尾

藤下　内海（一揆）

14 備中 31 16 19 12 佐々木　新見　成合　庄　莫壁　　　　　　　　　　　『

野木　暗躍　多治部　槍院
（国入）

14 伊予 31 22 13 18 河野　土居　得能　大森　三木
16 絹模 29 13 24 5 餓浦渋谷本間葛西酒匂
17 莫作 28 11 16 12

広戸　鷹取　大野　角田

！8 常饒 23 12 21 2 小田　佐竹寒河　長沼　結城
19 肥後 22 11 11 11

菊池　川尻　鹿子木阿蘇穴宮司｝

20 信濃

（流＋3）　20

11 12 8 諏訪　小笠原　祝部　勅使河原
〃 大虚 20 13 14 6

片岡　竹原　芋瀬　西阿　開地　　　一

越智（郷艮　足軽　野伏　国風

神人衆徒）
22 越後 18 18 ユ婆 4 里見　鳥幽　長尾　大井岡
〃 讃岐 18 8 4 ユ4

筒松　香西｝　　闇　〔

24 越中 16 10 9 7 醜草　二宮　倉満（国人）

〃 摂津 16 13 6 10
奴可神綺　多田　伊丹河原林『

26 薩摩 14 13 6 7 島津渋谷土持谷山　牛糞 加大隅
〃 出雲 14 13 14 0 力汀石見

28 筑前 i2 11 3 8 少弐　宗像原国　大宰 力訂筑後

〃 加賀 ユ2 6 8 4 激地　山岸　上木　　　一
力訂能登

30 ：豊後 11 6 6 5 大友　詫鷹

〃 岩城 11 8 11 0 岩域　絹馬

〃 三三河 11 10 8 3 足助　西郷　星野㎝　｝

加遠江1

33 安芸 10 9 7 3 小早河　熊谷　毛利

〃 甲斐 10 7 玉0 o 武国の一族

” 尾張 10 7 8 2 熟田大宮司　荒尾

36 肥前 9 4 4 5 松浦及松浦党

〃 長門 9 6 6 3 大内　厚東　逸見 却周防
〃 下総 9 4 8 1 千葉相馬
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太平翫玉と嶺買主頽（井上）

度
徴
甑
位

属名繊現度数

路
賀

淡
伊

奥
馬
城

山
但
山

土佐

0
0
Q
U

（北＋1）

ピ
ひ
5
9
一

1

武
士
数

O
O
　
　
∩
0

3
2
0
』1

掛
帯
度
数

巻
2
3
以
後

田
現
度
撒

巻
2
1
以
前

4
　
　
0
む
　
　
2

1

－
り
創
0

e

出現する主要武士及び戦力，一

は太平記に詳しい魏述ある竜の

阿間　小笠原

名張　愛曾　服部　河合

伊達

長井　太閃

深栖（足軽甲乙人野伏溢者
盗賊○○ノ者共）

有井

備　　考

加伊勢

（附註）　流一〇流布本北一u北条本　十12は，12人増加の意，足利，綿珂は除外，足利

　　69，薪陽しの武士数。安房，上総，阿波，口向，豊新等は未詳但し殆どない。

　　何れの国に属するか不閥の者は集録しなかったが，これが全体の傾向を変える程

　　廣ではない。

〔第2i表〕　野伏郷戻i等の集計

∵越、 巻　次　別　掛　現　度　数

213 4　］　5 6 7　1　8 9 10

河
大
陶
近
播
紀
越
摂
丹

和
城
江
磨
伊
祷
津
波

6

7
（s）　I

g　l

8

26　1

17，

3s　1

g　1　26

7

9

（9）

：16（流）L

　3E

　18

　38
s1

21

　9

（15）

29

34

（2・　7）

34

（2S）

　9

（26）

38

34

（3e）

　9

（32）

34

（34）

（14）

（32）

36

3tl

（17）

36

34

（17）

（36）

3Li 8
4

0
0
0
0

（附議⇒　　（　）　は郷炭；，溢旛’，者共等を示し，他は野伏，

　　等は巻次を示す。

（流）1は流布本。6，9，26

〔第3表〕 揆

巻
ik　1　26　i　27　1　2・s　i　2・g　1　30　1　3i　1　32　1　33　1　34　i　3er　1　36　i　37　1　3s　1　3g　1　tio

度 数 6 o O
．
臼

4 1 9 Ω
泊 。 3 7 9

粛
o 1 2 o

（附識）　備中河津裾義旗一一揆，備中白旗一揆，土岐核梗一揆，佐々木黄一撲，平一揆，

　　白旗一摸（安保）仁木蠣払一六，摂津中白一揆，等が主要癒もの。

　　巻26以前には硯われ’ない。
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傍
、
近
江
、
越
前
が
多
い
。

ω
　
東
国
の
武
蔵
、
下
野
、
栢
模
等
は
多
い
が
、
東
國
の
場
合
は
国
に
よ
つ

　
て
、
差
が
著
し
い
。

㈲
畿
内
周
辺
で
も
尾
張
、
美
濃
、
一
工
河
等
は
西
国
周
辺
に
比
し
て
少
い
。

　
　
（
こ
れ
は
太
平
記
の
偏
向
に
よ
る
の
も
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
）

㈲
　
畿
内
で
は
、
山
城
、
摸
三
等
は
少
く
、
比
較
的
多
い
河
内
等
も
、
補
木

　
の
活
躍
を
記
す
た
め
で
、
入
数
の
順
位
は
下
位
に
な
る
。
こ
れ
は
紀
伊
、

　
近
江
の
場
合
も
同
じ
逸
気
で
あ
る
。

㈲
　
九
州
、
中
部
、
奥
羽
等
の
地
域
は
少
い
。

こ
う
し
た
諸
点
を
考
慮
し
つ
つ
、
問
題
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　
第
一
に
、
数
的
に
多
い
地
域
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
は

太
平
記
そ
の
も
の
の
偶
然
性
に
よ
る
も
の
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
国
に
お
い
て
、
合
戦
の
あ
っ
た
場
合
、
国
内
の
土
豪
や
、
近
国
、

或
は
他
国
の
武
士
が
参
加
し
て
、
そ
れ
が
集
計
に
現
わ
れ
た
と
い
え

る
。
播
磨
、
備
前
、
近
江
、
越
前
、
武
蔵
等
は
、
南
北
朝
時
代
の
戦
揚

と
な
っ
た
国
［
女
ぞ
あ
る
。
し
か
し
戦
場
と
な
り
な
が
ら
少
い
地
域
が

あ
る
。
特
に
由
城
、
摂
津
を
甘
心
に
河
内
等
、
及
び
九
州
、
尾
張
、
美

濃
方
面
も
戦
に
関
係
は
あ
っ
た
が
、
案
外
に
少
い
。
こ
れ
は
太
平
記

作
者
の
偏
っ
た
情
報
入
手
に
よ
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
そ
れ
の
み
ぞ

は
解
決
し
え
な
い
点
が
あ
る
。
少
く
と
も
山
城
の
如
く
太
平
記
作
者

の
近
辺
（
作
者
は
や
は
り
京
都
に
関
係
深
い
と
み
る
）
が
少
い
の
は

何
故
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
み
・
る
と
播
磨
、
備
前
、
丹
波
の
多
い
の

は
、
決
し
て
偶
然
性
の
み
に
帰
せ
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
し
か
し
な
が
ら
単
な
る
数
的
傾
向
の
み
・
で
は
本
質
を
見

失
う
嫌
が
あ
る
。
質
的
な
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
武

士
す
な
わ
ち
領
主
層
の
性
格
が
問
題
ぞ
あ
る
つ
太
平
記
に
現
わ
れ
る

領
主
層
は
大
別
し
て
、
二
類
型
に
わ
け
う
る
と
思
う
。
そ
の
一
は
鎌

倉
的
守
護
豪
族
層
と
も
い
う
べ
き
北
条
氏
政
権
下
の
守
護
グ
ラ
ス
の

武
士
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
地
域
的
土
豪
層
で
あ
る
。
関
東
の
諸
豪

族
、
足
利
、
新
田
等
が
前
者
に
、
楠
木
、
赤
松
、
児
島
等
が
後
者
に

属
す
る
わ
け
ぞ
あ
る
。
こ
れ
を
第
∴
蓑
の
太
平
記
に
詳
し
い
記
述
あ

る
武
士
名
と
対
比
す
る
時
、
足
利
、
新
田
等
を
除
く
と
、
播
磨
、
備

前
、
丹
波
等
の
土
豪
－
聖
日
〃
、
妻
廉
、
今
木
、
申
吉
、
久
下
、
中
・

沢
等
1
が
多
い
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て

量
的
に
出
　
現
度
数
の
多
か
っ
た
、
播
磨
、
備
前
、
丹
波
等
は
、
質
的

に
は
、
そ
の
国
の
土
豪
層
が
、
多
く
且
つ
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
こ

と
を
知
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
太
平
記
に
お
け
る
領
主
層
の
問
題

は
、
畿
内
西
国
周
辺
の
土
豪
層
の
問
題
に
焦
点
の
U
つ
が
し
ぼ
ら
れ

て
く
る
の
ぞ
あ
る
。
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：太平記と領主暦（井上）

　
第
三
に
、
山
城
、
河
内
、
摂
津
、
大
和
、
等
の
少
い
地
域
は
、
戦

場
で
な
か
っ
た
国
々
と
同
列
、
も
し
く
は
以
下
で
あ
る
の
は
、
こ
の

地
域
が
戦
乱
の
中
心
で
あ
っ
た
だ
け
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

ぞ
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
解
決
す
る
一
つ
の
鍵
は
第
二
表
の
野
伏
の
表

ぞ
あ
る
。
野
伏
が
活
躍
す
る
の
は
、
山
城
、
河
内
、
大
和
等
の
畿
内

中
心
部
に
多
く
、
周
辺
部
の
丹
波
、
近
江
、
紀
伊
、
播
磨
、
越
前
等

に
も
若
干
出
現
す
る
の
み
で
、
そ
の
他
の
国
々
に
は
み
ら
れ
な
い
。

武
士
の
出
現
の
殆
ど
な
い
山
城
に
も
、
史
料
に
よ
れ
ば
革
・
島
等
が
存

在
し
、
足
利
方
に
加
わ
っ
た
記
録
が
あ
る
が
、
野
伏
の
活
躍
が
く
わ

し
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
、
し
か
も
太
平
記
作
者
は
野
伏
に
つ
い

て
は
、
　
一
部
を
除
き
、
決
し
て
く
わ
し
い
叙
述
を
な
し
て
い
る
わ
け

ぞ
竜
な
く
、
又
同
情
的
筆
致
で
は
な
く
、
合
戦
に
、
特
徴
的
な
も
の

と
し
て
あ
げ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
み
ら
れ
る
。
従
っ
て
畿
内
地
域

に
最
も
特
徴
的
な
戦
力
の
単
位
と
な
っ
た
も
の
は
、
野
伏
、
前
者
、

郷
民
等
で
あ
っ
た
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
土
豪
と
野
伏
の
地
域

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

的
な
重
な
り
と
若
干
の
ず
れ
に
つ
い
て
は
、
畿
内
周
辺
土
豪
を
考
え

る
揚
繭
に
同
時
に
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
第
三
表
の
一
撲
で
あ
る
。
　
一
揆
は
巻
二
六
以
後
即
ち
既

に
守
護
領
国
制
の
確
立
せ
ん
と
す
る
頃
、
主
に
豪
族
的
領
主
層
（
こ

の
場
合
建
武
期
頃
の
・
土
豪
例
え
ば
細
川
、
仁
木
等
は
内
乱
の
進
展
と

共
に
守
護
大
名
に
上
昇
し
て
い
る
者
を
ふ
く
む
）
に
特
に
多
い
よ
う

ぞ
あ
る
が
、
彼
等
が
集
団
合
戦
に
優
位
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
た
め

の
戦
闘
隊
形
を
ご
撲
と
い
っ
て
い
る
。
豪
族
領
主
下
の
諸
氏
族
が
族

的
な
も
の
を
こ
え
て
一
揆
す
る
傾
向
の
あ
っ
た
も
の
が
、
戦
場
に
こ

う
し
た
形
で
現
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
太
平
記
に
お
け
る
一
撲
は
武

士
の
一
揆
で
あ
り
、
農
民
や
野
伏
な
ど
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
毘
来

　
①な

い
。
野
伏
に
比
し
て
太
平
記
に
お
い
て
は
内
乱
の
後
期
に
顕
著
で

東
国
武
士
に
多
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
二
三
の
小
問
題
を
あ
わ
せ
て
の
べ
よ
う
。
先
ず
巻
次
別

に
み
れ
ば
、
備
・
甲
、
備
後
、
播
磨
は
全
巻
を
通
じ
て
平
均
し
て
い
る

が
、
備
前
、
北
嶺
等
は
前
半
に
多
く
、
後
半
に
従
っ
て
減
少
す
る
。

因
幡
、
伯
書
も
後
半
、
山
名
の
行
動
に
よ
っ
て
特
に
多
く
、
全
般
的

に
巻
三
十
位
か
ら
守
護
大
名
の
活
動
の
記
述
に
入
る
が
、
そ
の
輩
下

の
勢
揃
い
の
中
に
多
く
の
武
将
名
が
付
加
さ
れ
る
如
き
形
態
を
と
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

特
殊
な
土
豪
的
武
士
の
描
写
は
減
少
し
て
く
る
こ
と
。

　
次
に
太
平
記
に
よ
る
国
別
集
録
と
史
料
に
よ
る
集
録
と
の
対
比
が

当
然
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
在
ま
で
に
集
め
え
た
竜
の
に
よ

れ
ば
、
太
平
記
の
領
主
層
が
史
料
に
よ
り
大
体
跡
づ
け
う
る
事
と
、
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そ
の
分
布
は
、
太
平
記
と
は
逆
に
な
っ
て
、
申
国
西
部
、
九
州
、
奥

羽
等
が
多
く
、
畿
内
及
周
辺
は
少
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

史
料
の
残
存
の
仕
方
に
よ
る
こ
と
が
そ
の
主
因
で
あ
ろ
う
が
、
太
平

記
の
性
格
に
も
関
連
し
て
考
察
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

　
太
平
記
の
性
格
を
考
え
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
な
い
か
ら
豊
野

に
ゆ
ず
る
が
、
領
主
層
の
地
域
的
集
録
に
よ
る
土
豪
層
の
特
殊
な
現

わ
れ
方
は
、
太
平
記
作
者
と
の
何
等
か
の
関
連
を
示
す
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
、
北
嶺
が
播
磨
、
備
前
等
と
共
に
非
常
に
多
い
こ
と
も
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

愛
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

①
　
松
本
新
八
郎
氏
「
中
世
宋
期
に
お
け
る
社
会
的
変
動
」
に
は
一
揆
一
絹
封

　
建
的
小
曲
炭
機
蒜
鋼
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

②
　
本
分
析
は
内
乱
期
の
時
間
的
推
移
を
見
る
た
め
に
な
さ
れ
た
が
、
本
縮
…

　
で
は
所
論
を
展
諭
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

③
相
田
二
郎
氏
「
H
本
の
古
文
書
上
」
に
よ
れ
ば
畿
内
武
士
の
伝
存
交
轡

　
は
辺
境
に
比
し
て
少
い
。
大
日
本
史
料
六
篇
に
よ
れ
ば
、
武
士
の
麗
わ
れ

　
方
は
九
州
な
ど
が
多
く
、
太
平
記
と
逆
に
な
る
。

④
　
「
太
平
記
の
社
会
的
基
盤
」
　
と
し
て
他
稿
に
ゆ
ず
る
。
し
か
し
太
平
憩

　
の
作
蟻
磁
に
つ
き
、
最
近
二
目
巾
入
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
傾
向
が
あ

　
る
。
桜
井
好
朗
氏
（
欝
本
歴
史
一
九
五
四
、
八
月
号
、
同
一
九
菰
六
、
九

　
見
号
）
永
積
安
贋
氏
「
太
平
至
論
㎏
　
（
丈
学
、
一
九
五
六
、
九
月
号
）
全

　
面
的
に
反
対
で
は
な
い
が
、
承
認
し
難
い
面
が
多
い
。

四
　
畿
内
及
び
畿
内
周
辺
の
戦
力

　
建
武
政
変
の
戦
力
は
畿
内
領
主
層
が
先
鞭
を
つ
け
、
こ
れ
に
応
じ

て
東
国
豪
族
層
が
、
北
条
氏
政
権
を
打
倒
し
た
の
は
周
知
の
事
実
ぞ

あ
る
が
、
今
こ
れ
を
先
述
の
問
題
点
の
う
ち
、
畿
・
内
戦
力
の
問
題
に

し
ぼ
っ
て
若
干
の
考
察
を
し
よ
う
。
畿
内
及
び
畿
内
周
辺
地
域
に
お

い
て
内
乱
期
を
戦
い
ぬ
い
た
戦
力
は
、
①
土
豪
－
一
地
域
的
領
主
層
、

⑨
土
豪
一
代
官
的
名
主
層
⑧
名
主
百
姓
の
三
つ
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
の
土
豪
ー
ー
地
域
的
領
主
層
は
鎌
倉
時
代
よ
り
成
長
し
つ
つ
あ

っ
た
封
建
的
領
主
で
あ
り
、
地
頭
的
領
主
と
い
わ
れ
て
い
る
。
第
一

表
に
よ
っ
て
明
ら
か
ぞ
あ
る
如
く
、
太
平
記
が
赤
松
、
今
木
、
楠
木
、

久
下
、
中
沢
等
を
仁
心
に
、
最
も
生
彩
あ
る
筆
致
で
描
い
た
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
領
主
層
は
畿
内
よ
り
も
そ
の
周
辺
、
特
に

播
磨
、
備
前
、
丹
波
等
に
顕
著
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
土
豪
の
性
絡
…

に
つ
い
て
は
、
土
豪
や
、
荘
園
を
中
必
と
す
る
研
究
に
よ
っ
て
次
第

　
　
　
　
　
　
①

に
明
確
に
な
っ
た
。
さ
れ
ば
在
地
の
構
造
農
民
層
の
講
成
等
に
つ
い

て
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
太
平
記
と
の
関
連
の

も
と
に
二
三
の
特
質
を
あ
げ
よ
う
。
こ
れ
は
次
の
代
官
的
名
主
層
に

も
通
じ
る
点
も
あ
る
が
、
先
ず
族
的
結
合
の
性
格
で
あ
る
。
太
平
記
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太擁穣巴と令頁主晒（井上）

に
赤
松
氏
の
活
動
が
薯
し
い
の
は
、
そ
の
一
族
の
多
面
的
な
行
動
を

詳
細
に
叙
述
し
た
か
ら
で
あ
る
。
赤
松
一
族
は
、
則
村
の
子
範
資
、

軸
壁
、
則
祐
、
氏
範
は
勿
論
、
宇
野
（
佐
用
郡
宇
野
）
上
月
　
（
佐
用
郡

上
月
）
佐
用
（
佐
用
庄
）
柏
原
（
佐
用
郡
柏
原
）
得
平
（
佐
用
郡
得
平
名
）

等
の
赤
松
氏
を
中
心
と
す
る
周
辺
の
土
豪
は
す
べ
て
一
族
で
あ
る
と

ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
別
断
（
印
南
郡
罰
所
）
、
小
寺
（
飾
磨
郡
御
着
）
、

八
木
（
美
作
国
）
、
衣
笠
（
備
前
和
気
郡
）
等
の
如
く
、
赤
松
氏
と
は
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

較
的
離
れ
た
地
域
の
土
豪
竜
そ
の
一
族
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら

は
姻
戚
関
係
、
…
鎌
倉
期
以
来
の
廉
子
の
分
派
土
着
、
或
は
擬
性
的
慮

縁
に
よ
る
主
従
関
係
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
備
前
児
島
氏
の
今
木
、

大
蜜
、
和
田
、
松
崎
、
申
西
や
、
河
内
楠
木
氏
の
楠
木
、
和
田
、
橋

本
等
も
こ
う
し
た
族
的
な
結
合
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
畿
内

の
代
宮
的
名
主
に
電
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
族
分
派
の
範
囲
は
非
常

に
狭
い
。
ま
た
地
勢
的
な
影
響
な
ど
ぞ
紀
伊
国
の
如
く
、
湯
浅
党
や
、

隅
田
党
な
ど
党
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
同
族
団
的
構

成
は
、
惣
領
制
下
の
東
国
武
士
を
は
じ
め
、
荘
園
的
名
主
に
至
る
ま

ぞ
未
だ
相
当
に
強
く
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
同
族
活

動
を
申
心
と
し
つ
つ
さ
ら
に
畿
内
周
辺
部
土
豪
が
最
竜
そ
の
機
動
的

な
動
き
を
み
せ
た
の
は
、
彼
等
の
地
域
的
な
連
帯
乃
至
悪
党
的
活
動

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
東
国
武
士
の
未
だ
源
平
合
戦
当
時
の
如
き
動
き

や
、
代
全
級
名
主
の
・
な
お
武
力
化
の
幼
稚
さ
に
比
し
て
、
内
乱
期
の

封
建
領
主
の
最
も
典
型
的
な
戦
力
活
動
で
あ
り
、
、
領
主
化
の
捷
径
を

ゆ
く
姿
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
畿
内
特
に
周
辺
地
域
は
こ
う
し
た

領
主
の
生
成
に
適
応
し
た
地
盤
が
形
成
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

土
豪
一
族
内
部
の
結
合
は
そ
の
活
動
範
囲
の
拡
大
と
共
に
、
土
豪
相

互
の
連
け
い
、
或
は
小
土
豪
の
被
窟
化
乃
至
擬
性
的
同
族
化
が
促
進

せ
ら
れ
て
ゆ
く
。
例
え
ば
播
磨
矢
野
庄
の
有
名
な
寺
田
悪
覚
は
東
寺

領
よ
り
敗
退
し
た
が
、
内
乱
と
共
に
前
船
法
念
の
甥
、
坂
越
庄
地
頭

飽
間
光
泰
は
、
寺
田
の
護
を
う
け
て
赤
松
被
官
と
し
て
則
祐
等
と
行

　
　
　
　
　
③

動
を
共
に
す
る
。
美
作
の
菅
家
一
族
も
、
有
元
、
福
見
、
殖
月
、
原

田
江
見
等
は
族
的
結
合
を
な
し
っ
っ
、
赤
松
氏
と
終
始
同
一
の
連
帯

　
　
　
　
④

行
動
を
と
る
。
戦
乱
の
場
合
に
限
ら
ず
、
荘
園
侵
略
の
悪
党
的
活
動

で
竜
同
様
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、

交
名
注
文

注
進
東
炉
塞
酒
樽
播
磨
国
大
部
落
濫
乱
放
火
殺
害
刃
傷
人
等
交
名
事

　
　
　
合

罐
學
葵
翻
籠
肥
前
守
憂

加
難
太
郎
牒
脇
舞
岡
太
肇
廊
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長
浜
七
郎
左
衛
門
尉
丼
一
族
国
入
等
播
州
住
人

八
袋
太
郎
嬬
国
譲
左
近
入
費
曇
難

名
子
孫
五
郎
購
同
茜
郎

昔
進
乾
干
入
道
鱗
青
瑳
郎
魍

羽
床
聾
糀
乾
霧
孫
太
郎
同
圏

太
塁
孫
治
郎
難
国
紀
氏
藤
誤
記
譜
進
之

風
早
八
郎
次
郎
　
江
見
彦
四
郎
井
家
人
等
美
作
住
人

岸
野
次
郎
兵
衛
□
口
同
彦
次
郎

　
　
　
（
下
略
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
右
は
東
大
寺
領
播
磨
国
大
部
庄
に
悪
党
を
働
い
た
交
名
で
あ
り
、

す
で
に
内
乱
の
中
期
（
貞
和
年
問
）
に
あ
た
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば

赤
松
一
族
と
し
て
の
上
月
を
は
じ
め
、
美
作
の
江
見
、
但
馬
の
八
代
、

太
田
垣
等
数
ケ
国
に
わ
た
る
土
豪
の
連
合
で
あ
る
こ
と
、
守
護
代
の

支
配
の
下
に
動
き
、
し
か
も
長
浜
一
族
、
紀
氏
一
族
（
蔭
山
覚
）
等
、

族
的
結
合
の
ま
ま
参
加
し
て
い
る
こ
と
、
更
に
家
人
、
国
人
を
動
員

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
上
述
の
土
豪
の
地
域
的
連
帯
の

性
絡
…
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
大
部
庄
に
は
永
仁
誤
聞
に
悪

党
を
働
い
た
「
河
内
楠
入
道
し
な
る
者
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
楠
木
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

成
の
翠
嵐
は
祖
父
に
当
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
楠
木

氏
が
悪
覚
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
河
内
国
の
土
豪
が
播
磨

大
部
庄
に
関
連
を
も
ち
、
　
「
宗
円
房
」
等
と
共
に
行
動
し
た
点
を
注

　
　
　
　
　
　
⑦

目
す
べ
き
で
あ
る
。
太
平
記
に
お
い
て
「
謀
反
ノ
武
士
」
が
直
ち
に

近
国
の
武
士
と
策
謀
し
て
い
る
こ
と
、
例
え
ば
コ
ご
宅
、
荻
野
謀
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

事
」
は
備
前
児
島
氏
と
丹
波
荻
野
氏
の
結
托
で
あ
り
、
楠
木
と
桜
山

慈
俊
の
呼
応
は
、
梢
儒
を
お
き
難
い
と
す
る
も
、
赤
松
円
心
の
「
苔

縄
ノ
城
ヨ
リ
打
禺
」
（
太
平
記
巻
七
）
し
た
の
は
「
楠
木
が
城
ツ
ヨ
ク

シ
テ
」
と
あ
る
如
く
、
両
者
に
何
等
か
の
連
け
い
を
予
想
せ
し
め
る

も
の
が
あ
る
。
又
児
島
高
徳
は
赤
松
氏
の
一
族
宇
野
と
親
類
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
⑨

あ
っ
た
と
す
る
事
も
、
同
じ
く
赤
松
氏
の
一
族
衣
笠
が
備
前
国
よ
り

起
る
と
す
る
点
な
ど
、
児
島
氏
と
赤
松
氏
の
播
磨
、
備
…
前
に
ま
た
が

る
連
け
い
も
肯
定
し
う
る
。
楠
木
、
和
田
氏
と
大
和
の
西
阿
、
開
地

心
等
も
同
様
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
土
豪
連
は
予
想
外
の
行

動
半
径
を
も
ち
、
紀
伊
、
河
内
、
摂
津
、
丹
波
、
播
磨
、
美
作
、
備

前
、
備
申
等
は
、
常
に
連
帯
行
動
を
な
し
う
る
状
態
に
あ
っ
た
と
い

え
よ
う
。
こ
う
し
た
在
地
領
主
層
の
地
域
的
連
合
を
一
揆
と
い
う
こ

と
は
差
支
え
な
い
が
、
当
時
一
揆
と
通
称
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
少
く

ま
た
太
平
記
の
党
一
気
も
東
国
的
な
も
の
が
多
く
、
ま
た
畿
内
の
も

の
で
も
、
内
乱
後
期
に
多
い
こ
と
や
、
そ
の
性
格
に
こ
の
領
主
の
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

合
と
必
ず
し
も
同
一
視
し
え
な
い
点
が
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
行
動
を
可
能
な
ら
し
め
た
土
豪
の
内
部
構
造
を
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
ぞ
に
多
く
の
成
果
が
お

さ
め
ら
れ
て
い
る
。
典
型
的
な
地
頭
的
領
主
、
丹
波
大
山
庄
の
久
下
、

中
沢
、
播
磨
矢
野
庄
の
悪
党
寺
田
氏
と
そ
の
後
の
飽
聞
氏
、
和
泉
に

あ
っ
て
な
お
古
代
的
な
同
族
支
配
形
態
を
も
と
ど
め
た
と
さ
れ
る
和

田
氏
、
代
官
級
名
主
宗
綱
一
族
の
悪
党
的
行
動
に
常
に
悩
ま
さ
れ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
細
川
被
官
と
し
て
活
動
し
た
田
代
単
為
、
そ
の
様
相
は
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
が
、
荘
園
領
主
の
圧
制
の
比
較
的
少
い
、
こ
れ
ら
の
在
地
領

主
層
が
、
名
主
百
姓
、
す
な
わ
ち
農
奴
制
生
成
の
動
き
に
対
応
し
て

領
主
制
を
進
展
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
第
二
に
、
代
官
的
名
主
層
と
名
主
百
姓
に
つ
い
て
で
あ
る
。
畿
内

地
域
に
お
い
て
は
六
宮
的
名
主
も
、
一
村
一
叢
に
お
け
る
土
豪
で
あ

る
が
、
こ
う
し
た
封
建
的
領
主
に
上
昇
し
よ
う
と
す
る
名
主
上
層
は
、

第
一
表
、
第
二
表
を
見
て
明
ら
か
な
る
如
く
、
太
平
記
に
は
そ
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
現
わ
れ
て
い
な
い
。
大
鳥
庄
宗
親
、
宗
綱
。
太
良
庄
の
禅
勝
実
円
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

平
野
殿
庄
清
重
（
後
の
曾
歩
女
々
氏
）
、
　
上
久
枇
庄
公
丈
真
板
氏
、

等
は
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
革
島
氏
も
地
頭
的
系
譜
を
も
つ

が
同
列
と
考
え
う
る
。
革
島
氏
は
そ
の
所
領
十
二
名
九
町
五
段
六
十

歩
を
所
有
す
る
土
豪
ぞ
あ
っ
た
が
、
嘉
暦
二
年
「
近
衛
家
領
革
島
南

　
⑳

庄
図
」
に
よ
れ
ば
、
同
庄
は
、

　
1
、
散
在
し
た
名
田
畠
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
、

　
2
、
革
島
名
田
畠
に
高
野
山
、
法
性
寺
、
賀
蔑
祉
、
山
科
、
西
園

　
　
寺
、
三
条
等
の
寺
社
、
公
家
社
領
が
混
在
し
て
い
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

が
し
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
散
在
的
な
領
有
形
態
と
そ
の
倭
小
さ
は
革

島
氏
の
一
円
支
配
的
封
建
領
主
と
し
て
の
成
長
を
は
ば
み
、
下
部
の

名
主
百
姓
の
独
立
性
は
革
島
氏
を
し
て
領
地
を
離
れ
て
転
戦
し
え
な

い
理
由
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
そ
の
後
の
革
島
氏
が
名
主
百
姓
と
一

体
と
な
っ
て
由
城
国
衆
の
一
と
な
り
土
一
揆
の
先
頭
に
立
ち
つ
つ
、

一
面
高
利
貸
に
よ
る
土
地
集
積
に
努
力
し
、
得
分
的
小
土
豪
と
な
り

終
っ
た
こ
と
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。

　
ソ
　
　
フ
　
ソ
　
　
フ

　
曾
歩
女
女
は
東
寺
領
大
和
国
平
野
殿
庄
に
お
け
る
相
伝
下
司
職
を

電
ち
、
領
内
八
町
域
の
地
主
と
し
て
の
小
土
豪
で
あ
る
が
、
永
仁
年
間

よ
り
興
福
寺
農
人
と
し
て
の
地
位
を
た
の
み
、
下
司
清
重
は
興
福
寺

使
入
部
を
理
由
に
数
年
に
亙
り
年
貢
抑
留
を
な
し
、
し
か
馬
周
辺
の

下
司
と
共
謀
し
て
悪
党
張
本
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
や
が
て
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

家
の
介
入
に
よ
っ
て
落
着
し
た
。
東
寺
は
こ
の
縫
よ
り
初
め
て
下
司

を
預
所
（
即
ち
地
下
預
所
）
と
し
て
領
内
の
収
拾
に
当
ら
し
め
ね
ば
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な
ら
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
庄
内
に
お
け
る
若
干
の
地
主
興
名
主
は

預
所
と
対
立
し
て
再
び
雌
ハ
福
寺
使
入
部
を
理
由
に
年
貢
の
半
減
を
期

　
　
　
　
⑲

し
争
論
し
た
。
こ
う
し
て
曾
歩
女
女
氏
は
、
鎌
倉
末
期
領
主
化
す
る

に
は
な
お
困
難
な
条
件
が
あ
っ
て
、
単
な
る
地
主
的
な
性
格
を
も
ち

つ
づ
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
竜
河
内
国
御
家
人
高
安
氏
と
働
け

い
す
る
よ
う
な
地
位
に
あ
っ
た
。
曾
歩
々
々
氏
の
こ
の
よ
う
な
性
格

は
恐
ら
く
積
極
的
に
は
南
北
朝
内
乱
に
は
参
加
し
え
な
か
っ
た
と
思

　
　
　
⑨

わ
れ
る
。
同
氏
が
領
主
一
興
福
寺
国
民
と
し
て
活
躍
す
る
の
は
室
町

申
期
以
後
で
あ
り
、
応
仁
の
乱
頃
よ
り
は
周
辺
の
平
群
新
、
片
岡
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
共
に
国
民
と
し
て
在
地
性
を
揚
棄
し
た
と
み
ら
れ
る
。
曾
歩
女
々

信
勝
が
応
永
年
間
東
寺
よ
り
乱
妨
の
た
め
領
内
追
却
を
命
ぜ
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

縛
、
庄
民
が
宥
免
を
訴
え
た
事
も
同
氏
の
地
主
的
小
土
豪
的
性
格
…
を

窺
い
う
る
愛
料
で
あ
ろ
う
。
大
和
国
衆
徒
国
昆
竜
そ
の
規
模
は
さ
ま

ざ
ま
で
あ
り
、
越
智
、
西
阿
、
開
地
井
等
を
除
い
て
は
内
乱
に
参
加
し

て
い
る
も
の
は
比
較
的
少
い
。
一
般
に
畿
内
に
お
け
る
代
官
的
名
主

層
は
そ
れ
よ
り
も
上
級
の
土
豪
の
被
官
と
な
っ
て
戦
列
に
参
加
す
る

よ
り
は
、
自
己
が
領
主
化
す
る
た
め
に
宗
綱
の
如
く
田
代
氏
を
牽
制

し
、
自
己
営
ら
も
広
汎
な
活
…
動
を
な
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
Q
し
か

し
畿
内
は
常
に
戦
場
に
な
っ
た
。
戦
の
あ
っ
た
地
域
の
者
は
戦
闘
に

参
加
し
た
の
ぞ
あ
る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
形
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
太
平
記
に
お
け
る
野
伏
の
分
布
（
第
二
表
）
を
こ
々
ぞ
顧
み
ね
ば

な
ら
ぬ
。
野
伏
が
如
何
な
る
内
部
構
造
を
竜
つ
か
と
い
う
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

全
く
今
後
の
課
題
ぞ
あ
る
が
、
　
一
般
に
地
域
的
領
主
層
鮭
土
豪
の
活

睡
の
少
い
山
城
、
大
和
、
河
内
に
多
く
、
次
第
に
嗣
辺
に
及
び
、
そ

れ
以
外
に
及
ば
な
い
こ
と
、
第
二
表
の
如
く
ぞ
あ
る
。
野
伏
が
農
民

兵
ぞ
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
如
何
な
る
農
民
で
あ
ろ
う
か
、
そ

れ
に
つ
い
て
の
史
料
も
ま
こ
と
に
少
い
が
、
一
、
二
の
寓
昌
の
皮
船

を
あ
げ
れ
ば
、

菅
浦
沙
汰
人
野
臥
以
下
未
向
建
直
、
相
墨
画
被
申
候
、
宮
方
製
塩
な
か
く

出
塁
恩
讐
兵
鞍
を
被
沙
汰
候
了
、
猶
も
宮
方
へ
心
中
潔
候
て
将
軍
方
へ
不
可

被
出
候
者
、
急
速
注
進
聡
警
申
候
也

（
正
平
七
）
五
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
引
綱
（
花
押
）

　
　
　
　
　
⑳

　
浅
弁
西
郡
鄭
使

こ
れ
は
近
江
守
護
馬
淵
平
平
が
浅
井
西
部
使
に
命
じ
た
野
伏
の
催
促

ぞ
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
り
う
る
こ
と
は
、

　
1
、
野
伏
の
催
促
を
守
護
よ
り
鳥
籠
に
命
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ

　
　
は
野
伏
が
戦
力
た
り
う
る
こ
と
を
証
す
る
。
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太平記と領主癩（井上）

　
2
、
野
伏
は
守
謹
の
催
促
に
竜
応
ぜ
ず
、
　
「
猶
も
宮
方
へ
」
心
を

　
　
よ
せ
、
反
対
に
将
軍
方
に
催
促
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
野
伏
に

　
　
自
主
性
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
。

　
3
、
沙
汰
人
、
野
臥
以
下
と
あ
っ
て
野
伏
が
代
官
級
名
主
の
下
に

　
　
お
け
る
名
主
ク
ラ
ス
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

　
4
、
し
か
・
も
な
お
野
臥
以
下
と
い
う
の
は
、
璽
に
下
層
の
百
姓
が

　
　
参
加
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
こ
と
。

　
5
、
野
伏
は
甲
羅
、
兵
書
沙
汰
を
し
た
事
。

　
6
、
野
伏
は
沙
汰
人
等
（
庄
官
的
名
主
）
の
命
に
よ
っ
て
一
体
的

　
　
行
動
を
し
た
ら
し
い
事
。

　
7
、
菅
浦
の
惣
の
形
体
、
メ
ン
バ
ー
を
考
え
る
と
野
伏
の
主
体
は

　
　
惣
の
名
主
上
層
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
み
る
と
、
内
乱
期
土
豪
の
活
躍
の
少
い
畿
内
に
お
け
る
戦
力
は
、

太
平
記
に
み
る
野
伏
に
よ
る
特
殊
的
形
態
を
と
っ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
近
江
国
に
は
太
平
記
に
お
い
て
、
山
立
、
強
盗
、
盗
者
、

野
伏
の
活
躍
が
み
・
ら
れ
る
。
山
城
の
国
の
野
伏
が
山
野
に
充
満
し
、

そ
の
「
野
伏
ノ
頭
目
」
は
武
士
と
組
打
ち
を
や
っ
て
こ
れ
を
組
ふ
せ

た
り
、
天
皇
の
行
幸
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
こ
と
は
余
り
に
も
有
名
で

あ
る
が
、
楠
木
正
成
の
用
兵
が
野
伏
を
使
っ
た
新
戦
術
に
あ
っ
た
こ

と
も
周
知
の
逓
り
で
あ
る
。
正
平
七
年
の
男
山
八
幡
の
合
戦
に
は
付

近
の
牧
、
片
野
の
郷
民
が
野
伏
兵
糧
を
萬
し
て
い
る
。
（
太
平
記
巻
三

一
園
太
暦
正
平
七
、
閏
二
、
二
四
）
か
く
み
れ
ば
野
伏
な
る
言
葉
が
な
く

て
も
「
土
蛮
軍
忠
」
と
い
う
内
乱
期
庄
園
文
書
に
み
ら
れ
る
事
実
は
、

ま
た
野
伏
の
行
動
を
示
す
も
の
と
み
ら
れ
る
。
山
城
寺
田
郷
住
民
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

軍
忠
と
称
し
て
東
大
寺
へ
の
料
足
好
配
を
な
し
、
東
寺
八
幡
宮
領
山

城
国
久
世
庄
で
も
公
文
広
世
が
軍
忠
と
称
し
て
年
貢
抑
留
を
な
し
、

建
武
二
年
、
山
城
国
吉
富
庄
下
司
良
済
弊
土
民
が
甲
羅
と
称
し
て
年

　
　
　
　
　
　
　
⑳

貢
抑
留
を
し
た
こ
と
等
は
、
上
述
の
野
伏
と
し
て
の
軍
陣
参
加
を
物

語
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
こ
れ
ら
の
野
伏
の
活
羅
は
さ
き
の
周
辺
土
豪
と
異
っ
て
、

一
村
或
は
数
ケ
村
に
亙
る
行
動
半
径
の
戦
力
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
は
後
の
国
一
撲
の
製
造
に
連
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
農
民

層
の
階
層
分
化
の
比
較
的
早
い
畿
内
に
嵐
早
し
、
中
心
部
に
密
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

周
辺
部
に
お
い
て
梢
少
く
な
る
ず
れ
は
、
や
は
り
名
主
百
姓
1
1
農
奴

農
昆
の
成
長
の
度
合
を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
封
建
的
体

制
の
早
く
成
長
し
て
い
る
畿
内
が
、
そ
の
周
辺
部
よ
り
も
、
内
乱
期

及
び
そ
れ
以
後
に
お
い
て
在
地
封
建
領
主
の
成
長
と
活
動
に
乏
し
い

の
な
、
単
に
荘
園
領
主
権
力
の
強
大
と
い
う
理
由
の
み
で
は
解
決
し
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ル
　
ル

え
な
い
が
、
と
も
か
く
畿
内
周
辺
地
域
に
お
い
て
は
、
野
伏
の
ず
れ

と
は
逆
に
、
在
地
領
主
層
の
活
動
が
め
ざ
ま
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
周
辺
土
豪
の
悪
党
的
活
動
が
一
国
及
び
数
ケ
国
に
及
ぶ
に

反
し
て
、
畿
内
小
土
豪
及
び
野
伏
の
悪
党
的
活
動
は
一
村
本
革
数
ク

村
に
亙
る
少
規
模
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
悪
党
に
お
い
て
も
畿

内
と
周
辺
と
の
地
域
差
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
黒
田
悪
党
が
叡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

山
、
吉
野
と
結
ん
だ
行
動
や
、
先
述
の
大
部
庄
悪
党
に
比
し
て
、
平

野
殿
庄
や
、
大
鳥
庄
悪
党
は
数
佃
大
字
の
集
合
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

大
和
の
悪
党
と
し
て
「
大
方
悪
タ
ウ
ノ
事
、
イ
ツ
レ
モ
オ
ト
ラ
ス
、

ヲ
・
キ
ク
候
ト
落
盤
ヘ
ト
モ
、
コ
レ
ホ
ト
ノ
ヲ
ソ
ロ
シ
キ
」
悪
党
は

「
日
本
中
ニ
ハ
ヨ
モ
御
渡
候
シ
モ
ノ
オ
」
と
い
わ
れ
た
悪
党
が
、
二

三
反
や
三
十
数
人
の
乱
妨
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
葡
。
け
れ
ど
も

こ
の
小
規
模
の
悪
党
は
、
そ
の
頭
目
は
小
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
動

は
自
主
性
が
あ
り
、
そ
の
構
成
は
よ
り
下
層
の
者
も
参
加
し
た
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
近
江
三
川
悪
党
に
浪
人
等
の
多
数
参
加
し
て
い
る
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

実
に
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
名
主
百
姓
の
戦
力
は
内
乱
期

に
決
定
的
な
力
を
竜
つ
も
の
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
階
級
的

な
背
後
の
深
さ
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
土
豪
l
i
悪
党
一
野
伏
の
も
つ
地
域
差
、
そ
れ
は
太
平
記
領
主

層
の
分
析
と
関
連
し
て
、
畿
内
戦
力
の
性
格
と
そ
の
差
異
を
示
す
も

の
で
あ
P
、
封
建
体
制
進
化
に
お
け
る
凝
望
期
と
し
て
の
南
北
朝
時

代
を
理
解
す
る
一
つ
の
方
法
を
提
供
し
え
た
と
恩
う
。

　
以
上
太
平
託
領
主
層
の
分
析
に
主
眼
を
蔚
き
つ
つ
、
そ
れ
か
ら
論

及
し
う
る
畿
内
戦
力
に
つ
い
て
、
在
来
研
究
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し

理
解
す
る
か
を
問
題
に
し
た
。
粗
描
に
過
ぎ
、
梢
内
乱
前
期
に
傾
い

た
嫌
が
あ
る
が
太
平
記
分
析
の
問
題
点
を
深
め
る
機
縁
と
な
れ
ば
幸

ぞ
あ
る
Q
（
一
九
五
六
、
八
、
三
〇
）

①
　
宮
頭
隠
氏
、
播
膳
撚
国
鳥
野
山
比
「
帥
不
払
実
氏
庄
樹
村
柵
漁
の
灘
凱
廻
」
圓
｝
氏
申

　
世
丹
波
地
方
の
土
豪
の
動
向
（
丹
波
史
談
）
永
原
慶
二
氏
「
守
護
領
国
制

　
の
贋
関
己
、
（
社
会
経
済
史
学
一
七
ノ
ニ
）
な
お
本
・
稿
に
お
い
て
は
土
豪
一

　
在
地
篤
い
主
隅
周
と
い
う
苗
断
鞍
不
を
用
い
、
嗣
一
人
隅
　
と
い
う
の
を
用
い
な
か
っ
た
。

　
こ
わ
は
建
武
期
頃
に
は
未
だ
熟
し
た
薄
葉
で
は
な
く
、
太
平
記
の
第
…
表

　
に
竜
極
く
少
い
こ
と
、
ま
た
必
ず
し
二
二
入
と
い
う
の
は
規
模
、
性
絡
に

　
お
い
て
蜜
町
中
幾
頃
程
の
明
瞭
な
い
概
念
を
も
つ
竜
の
と
考
え
ら
れ
な
い
こ

　
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。

②
　
赤
松
系
図
（
続
群
書
類
従
）

③
太
平
紀
二
八
、
な
お
飽
闘
光
泰
が
正
野
二
年
寺
田
純
兼
よ
り
談
ら
れ
た

　
所
領
け
M
（
東
寺
百
回
ム
P
轟
久
弐
月
へ
）

　
一
、
播
磨
圏
矢
野
庄
重
藤
名
地
頭
職
、
田
畠
由
林
例
名
公
丈
職
、
大
僻
宮

　
獅
当
神
主
祝
師
職
等
蛮
。
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太等4謬己と奮頁薫三1鱒』 i井上）

　
～
、
恩
国
坂
越
庄
内
圧
勝
堤
木
津
認
証
弐
丁
地
頭
職
纂
。

　
「
、
同
国
福
弊
庄
東
保
上
村
地
頭
職
内
小
河
原
屋
敷
田
畠
鄭
。

　
　
、
備
前
国
光
延
瞬
富
両
名
内
屋
傲
壱
町
弁
田
畠
坪
付
在
罫
紙
築
。

　
「
、
摂
津
国
頭
陀
寺
地
頭
職
内
憂
定
四
郎
両
名
事
。

　
　
と
あ
っ
て
、
東
国
の
領
主
層
の
如
く
全
国
に
散
在
は
し
て
い
な
い
が
、

　
　
播
磨
、
備
前
、
摂
津
に
ま
た
が
る
領
有
形
態
を
示
し
て
い
て
、
こ
れ
は

　
　
相
当
広
汎
な
活
動
の
前
提
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
田
悪
党
の
構
成

　
　
亀
嗣
様
に
地
頭
御
家
人
の
連
合
勢
力
で
あ
る
（
宮
川
氏
蕾
掲
書
）

④
太
平
詑
巻
八
。

⑤
東
大
寺
文
書
こ
四
ノ
一
二
、
大
部
庄
悪
党
交
名
単
磁
。

⑥
東
大
寺
文
書
二
四
、
中
村
直
勝
博
士
「
荘
闘
の
研
究
」

⑦
　
林
屋
一
調
一
二
郎
氏
は
、
こ
の
㎜
同
題
を
晶
聖
水
僻
黙
寳
倒
と
丘
ハ
に
散
所
の
躍
饗
苓
の
研

　
究
か
ら
瓢
刷
し
い
解
釈
ハ
を
し
て
お
ら
れ
る
。
数
所
…
そ
の
発
生
と
展
開
「
士
口
代

　
国
家
の
解
体
一
。

⑤
　
太
平
記
（
西
源
院
本
）
巻
二
五
、
　
「
高
徳
濤
二
使
出
4
5
ヲ
遭
シ
テ
蘇
州
リ

　
ケ
ル
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
「
舐
…
園
出
船
行
一
日
記
」
に
｛
秋
野
の
叛
と
し
て
説
さ

　
移
て
い
る
。

⑨
太
平
詑
慧
十
六
、
こ
の
記
事
は
流
布
本
の
み
に
あ
っ
て
西
門
院
本
に
は

　
な
い
。

⑩
　
松
本
薪
八
郎
氏
は
党
、
　
一
揆
を
封
建
約
小
農
民
と
さ
れ
る
が
（
中
世
社

　
会
の
研
究
）
稽
飛
躍
の
齢
伽
が
あ
る
。
ぺ
氷
原
爵
慶
二
氏
は
こ
れ
を
訂
正
溌
期
せ

　
し
め
て
、
惣
紳
槻
…
刷
的
宙
小
国
的
な
一
柿
妖
一
遇
一
と
畿
内
の
在
地
轄
ハ
主
［
増
の
一
揆

　
に
分
ち
、
京
都
近
く
に
は
惣
、
周
辺
に
は
｛
揆
が
多
い
と
さ
れ
在
来
研
究

　
を
よ
く
整
理
せ
ら
れ
て
い
る
。
　
（
藤
本
封
建
社
会
論
）
し
か
し
氏
の
あ
げ

　
ら
わ
た
欝
晒
内
一
揆
の
例
証
は
少
く
、
実
質
的
に
認
隅
内
と
い
い
難
い
、
、
後
の

　
騨
＝
揆
的
な
亀
の
に
攣
る
小
流
…
緯
…
な
園
一
人
一
揆
は
晶
聴
圃
に
み
・
r
P
れ
る
が

　
（
例
え
ば
建
武
以
来
追
加
や
若
狭
［
園
太
良
庄
、
井
ケ
田
些
事
氏
柴
瞬
実
氏

　
晶
闇
掲
鍛
“
）
内
視
期
の
戦
力
の
旧
婚
含
、
濾
欄
内
領
主
の
精
含
を
一
揆
と
し
て
一

　
括
し
う
る
か
疑
問
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
土
豪
一
在
地
領
主
の
結
含
を

　
｝
揆
と
総
称
し
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
太
平
・
記
の
よ
み
と
り
に
竜
関
連

　
し
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
永
瑞
桝
安
明
氏
の
「
太
平
記
弥
醐
」
　
（
交
巌
剛
一
九
五

　
六
、
九
月
号
）
で
は
松
本
氏
の
党
、
　
一
揆
の
影
響
で
、
悪
党
、
党
、
　
「
揆

　
を
同
｝
と
み
て
、
し
か
竜
太
平
詑
の
漁
児
、
　
一
揆
の
表
現
の
猛
方
の
網
異
を

　
あ
げ
て
、
稽
混
侃
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

⑪
和
田
丈
書
、
閏
代
文
欝
参
照
。

⑫
　
黒
田
俊
雄
～
氏
若
狭
門
国
太
良
庄
（
柴
即
実
氏
庄
中
村
網
綱
の
薄
輝
炬
）
。

⑱
　
永
原
優
二
氏
荘
園
解
体
期
に
お
け
る
農
園
麟
の
分
解
と
農
民
闘
争
の
形

　
態
）
歴
史
評
論
四
四
、
四
五
）
伺
氏
、
　
「
口
本
封
建
社
食
傷
」
。

⑭
　
革
島
丈
欝
、
宝
月
圭
吾
氏
外
、
　
「
中
世
土
豪
の
土
地
所
有
形
態
に
逃
す

　
る
｝
史
料
」
　
（
歴
史
学
研
究
一
三
八
号
）
。

⑮
領
地
の
散
在
と
典
に
名
主
百
姓
の
散
り
懸
り
約
錯
圃
形
態
に
つ
い
て

　
は
、
宮
川
満
氏
「
中
世
村
落
に
お
け
る
農
践
と
地
侍
」
　
（
史
学
研
究
記
念

　
論
叢
）
、
同
氏
「
郷
村
制
鹿
と
検
地
」
　
（
臼
本
影
研
究
｝
九
）
。

⑯
霞
河
本
東
寺
百
含
本
書
、
竹
内
理
三
氏
「
毒
領
庄
園
の
研
究
」
所
引
。

⑰
東
寺
百
禽
文
書
と
八
五
ノ
三
六
、
四
五
、
五
二
。

⑲
　
側
右
、
誓
事
、
十
五
・
二
八
、
と
一
〇
一
。

⑲
消
穐
的
な
理
由
で
は
あ
る
が
、
門
経
殿
庄
の
動
瀞
は
東
寺
交
書
に
は
な

　
い
。
な
お
大
熱
ド
罵
庄
園
の
妨
ハ
小
隊
、
小
土
豪
に
つ
い
て
は
渡
辺
滞
｝
夫
氏
の

　
近
蟻
壁
「
継
脳
内
命
擁
圃
「
の
晶
愈
礎
縫
蝋
お
｝
」
が
多
く
の
闇
一
題
を
郵
駅
供
す
る
。

⑳
大
二
院
寺
社
．
雑
事
艶
塵
正
三
年
、
曾
歩
々
ゐ
氏
は
國
民
と
し
て
は
じ
め
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て
あ
ら
わ
れ
、
そ
れ
以
前
の
鑓
民
に
は
そ
の
名
を
現
わ
し
て
い
な
い
。

⑧
東
寺
買
合
丈
書
み
三
ニ
ノ
典
籍
。
な
お
平
磐
殿
庄
に
凄
し
て
は
永
島
福

　
太
郎
氏
の
競
肌
、
福
寺
と
寅
　
寺
の
争
の
立
場
か
ら
の
齢
潤
が
あ
る
（
関
凹
氏
奈
良
丈

　
化
の
伝
流
）
。
　
私
も
別
仙
禍
に
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。

⑳
　
野
伏
を
燕
壮
…
子
壷
轟
☆
と
㎜
闘
悼
懲
づ
け
た
研
究
は
誠
に
少
い
、
濾
止
水
一
二
男
氏
の

　
「
建
武
・
甲
飯
ハ
と
村
“
活
扁
　
（
欝
本
中
世
の
村
落
）
は
出
色
の
も
の
で
あ
る
が

　
な
お
未
解
…
決
の
問
題
が
多
い
。

⑳
　
菅
浦
丈
書
。

⑭
　
　
審
爪
大
識
サ
丈
書
。
　
　
（
ム
八
僻
本
史
料
轟
ハ
ノ
山
ハ
、
　
八
七
九
賀
訊
）
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程

「
丹
波
国
宮
圏
庄
の
研
究
扁
補
遺

　
本
誌
黒
九
巻
四
品
詞
丹
波
国
宮
田
庄
に
つ
い
て
発
表
し
た
。
し
か
し
そ

の
後
重
要
な
史
料
を
窺
逃
し
て
い
た
こ
と
に
気
附
い
た
の
で
こ
こ
に
前
稿

を
補
足
訂
摂
し
た
い
。
　
「
二
、
宮
鐡
庄
の
支
配
形
態
」
に
於
て
当
庄
の
預

所
職
の
継
承
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
主
と
し
て
預
所
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た

長
範
以
下
の
…
族
に
つ
い
て
不
明
の
箇
所
が
少
く
な
か
っ
た
。
こ
の
…
族

に
つ
い
て
は
尊
卑
分
脈
、
藤
原
利
仁
流
の
内
に
見
え
て
い
る
こ
と
を
発
見

し
た
。
　
（
四
ノ
八
九
頁
）
即
ち
長
簸
（
証
寂
）
…
長
高
（
冤
寂
）
一
長
成

（
道
証
）
一
重
成
（
顕
、
証
）
と
い
う
系
譜
が
明
か
に
な
っ
て
、
前
編
で
不

明
の
点
が
明
瞭
に
な
る
と
共
に
、
前
稿
…
と
の
矛
盾
や
推
測
の
誤
っ
て
い
た

働
　
來
寺
文
諜
射
…
ノ
…
…
…
。
　
ρ

⑳
　
購
中
足
窯
氏
所
蔵
交
書
「
藤
原
兼
妙
詰
丈
」
．

⑳
　
東
大
寺
丈
書
十
九
巻
、
暦
応
爺
卯
月
翻
心
寺
衆
徒
事
書
集
。

⑳
　
春
欝
神
社
丈
論
…
、
五
一
九
頁
、
某
起
訪
状
。

⑳
明
王
院
爆
口
竺
、
文
保
二
、
五
、
矧
。
「
錦
川
根
本
住
人
寒
孫
交
名
注

　
進
」乙2

　　器

　　誓

　　謙

　　籍

　　講

　　蕩

　　籍

　　黎

　　量

　　蕎

　　霧

　　肇

　　あ

．
　
、

田

中

稔

箇
所
も
生
じ
て
来
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
当
然
書
改
め
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
詳
細
に
記
す
と
多
く
の
紙
面
を
必
要
と
す
る
の
で
他
日
に
譲
っ
て
、

こ
こ
で
は
反
省
す
べ
き
史
料
を
示
し
て
諸
賢
の
御
門
講
に
待
ち
た
い
と
思

う
。
尚
こ
れ
に
よ
っ
て
長
範
一
族
の
家
柄
が
明
瞭
に
な
っ
た
。
長
篇
よ
り

蹴
批
の
携
成
道
は
方
上
四
郎
大
央
と
号
し
て
い
る
が
、
こ
の
方
上
は
殿
下

渡
傾
越
前
国
方
上
庄
の
こ
と
で
あ
る
。
長
成
と
方
上
庄
の
関
係
は
前
稿
に

も
述
べ
た
が
、
こ
の
一
族
と
方
上
庄
と
の
閥
の
関
係
の
古
い
こ
と
、
従
っ

て
又
摂
関
家
と
の
関
係
の
古
く
且
つ
密
接
な
こ
と
が
こ
の
葱
卑
分
脈
の
記

載
の
各
彫
か
ら
窺
わ
れ
る
。

（　fie　）
・
2
0



Taiheiki（太平記）and　the　Military　Feudal　Lords；

　　　　on　the　military　strength　in　Kinai（畿内）

　　　　　　　at　the　Nanbokucho　（爾北朝）　period

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Yoshinobu　lnoue

　　Many　have　remained　to　be　solved，　mainly　because　of　the　lack

of　sources，　in　the　historical　research　for　the　Nanbokucho　（南北朝）

period，　althou．crh　a　fast　and　significant　progress　was　recently　dQne

in　teriins　of　social　structures．　The　author　tries　a　new　method　of

approach　since　he　has　found　in　the　course　of　a　comprehensive

study　of　Talheiki（太平言己）that　in　fac乞the　book　is　available　as　a

historical　source　for　the　movements　of　the　military　lords　at　that

period．　It　is　pointed　out　that　moveinents　in　I（inai（畿内）are　diffe－

rent　from　tliose　in　distant　places，　the　strength　of　military　lords　in

KiRai　and　its　periphery　can　be　rather　clearly　traced，　difference　is

recognizable　even　between　th．e　military　strength　of　Kinai　and　that

of　the　periphery，　and　that　these　piecemeal　studies　finall’y　come

bacl〈　to　a　further　clarification　of　the　very　character　of　Taiheiki．

The　author　cannot　fail　to　comPare　these　assumptions　or　conclusi－

ons　with　the　heretofore　interpyetations　from　other　sources　on　the

same　subject．

Mo－li－chitn（墨離軍）and　the　Policy　of　Liao（遼）

　　　　　　　　　　　　　toward　lzsi三舞（西域）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

Seiro　Okazaki

　　The　theory　of　Dr．　Kiyoshi　Wada（和田清）on　Mo・li（墨離）is

that　the　tribe　forming　the　Mo－li　division　under　Ho－hsi　Tsieh－tu－

s励（河西節度使）at　the　T‘ang（唐）Dynasty　is　the　ancester　of

M∫θ海ん‘o－li（一．巳克力），　branch　of　Pei－lu（北虜），　active　in　the　middle

Ming（明）Dynasty．　The　origin　of£his　tribe　can　be　traced　back

to　£he　early　T‘ang　Dynasty，　and　that　the　same　tribe　occupies　the

〈88）


