
歴

史

の

発

掘

中

村

直

勝

一

歴
史
学
の
狙
う
と

こ
ろ
は
、
過
去

に
起

っ
た
事
件
を
研
究
し
て
、
そ
の
年
月

日
や
関
係
人
物
の
氏
名
を
正
確
に
探
知
し
、
事
件
の
推
移
を
的
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
今
日
ま
で
の
歴
史
学
者

の
多
く
は
、

そ
の
任
務

に
忠
実

で
あ

っ
た
。

そ
の
た
め
に
、
出
来

る
だ
け
努
力
し
て
根
本
史
料
を
探
索
し
、
そ
れ
に
正
鵠
な
判
断
解
釈
を
加
え
、
高
度

の
常
識
を
も

っ
て
、
そ
の
史
料
か
ら
歴
史
を
組
立
て
て
、
歴

史
事
実
を
伝
え
ん
と
、
懸
命

に
精
進
し
て
来

た
の
で
あ

っ
た
。

然
る
に
、
そ
う
し
た
努
力
精
進
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
歴
史
は
、
何
と
な
く
冷
た
く
、
何

と
な
く
味
気
な
く
、
人
間
の
向
う
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
か
に
も
思

え
、
も
う

一
つ
迫
力

に
敏

い
て
お
る
や
に
思
え
た
。
何
の
故
で
あ
ろ
う
か
。
強

い
て
言
え
ば
、
把
握
探
知
さ
れ
た
歴
史
は
微
に
入
り
細
を
穿

っ
て
お
り
は
す
る
が
、
何
と

な
く
虚
事
で
あ
る
か
に
聞
え
、
他
人
の
物
語
で
あ

る
か
に
感
取
せ
ら
れ
、
従

っ
て
歴
史
学
と
は
棒
暗

記
の
学

問
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
て
、

一
種
の
敬
意
を
払
わ
れ
た
だ
け

で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、
勿
論
、
歴
史
学
徒

の
力

が
不
足
し
て
お
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
な
ら
ば
、
歴
史

の
学
問
に
参
与
し
て
お
る
者
と
し
て
、
そ
れ
を
棋
手
傍
観
、
ぼ
ん
や
り
と
同
調
し
て
お

っ
て
も
、
良

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

歴
史
と
言
う
学
問
を
、
も

っ
と
生

か
せ
ぬ
も
の
か
。
史
上
に
活
躍
す
る
人
物

に
、
も

っ
と
人
間
味
を
持
た
せ
ぬ
も

の
か
。
仏
性
や
人
間
味
を
持

た
せ
て
は
、
歴
史
の
学

問
の
堵
外
に
立

つ
こ
と
と
な
る
も

の
か
。

わ
れ
わ
れ
史
学
の
徒

の
持

つ

一
つ
の
大
き
い
悩
み
は
、
歴
史

の
学
徒
は
ど

こ
ま
で
史
料
に
即
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
ど
こ
ま
で
も
史
料
以
外

へ
の
飛
躍

は
許
さ
れ
な
い

歴

史

の

発

掘



も

の

か

、

歴

史

の

発

掘

の
点

に
あ

っ
た
。

二

歴
史

の
舞
台
で
活
躍
し
て
お
る
人
の
こ
と
、
例
え
ば
源
頼
朝

の
こ
と
を
話
し
て
お
る
と
き
、
話
す
人
の
脳
裡
に
は
そ
の
頼
朝
の
年
令
、
容
貌
、

そ
の
時
の
服
装
、

そ
の

日
の
天
候
や
時
候
、
そ
の
場
所
の
情
景
、
も
し
彼
に
同
行
者
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
数
、
そ
の
服
装
等
を
、
悉
く

一
応
心
に
描
い
て
、
話
を
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う

さ
れ
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
、
生
き
生
き
と
し
た
歴
史
が
語
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
歴
史
を
教
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
を
覚
え
る
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
の
胸

の
ど
こ
か
に
、
そ
の
舞
台
を
描
き
、
そ
こ
に
活
躍
す
る
人
の
動
作
を
想
像
し
、

そ
の
対
話
の
有
様
に
想
到
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
容
易

に
、
且

つ
明
瞭
に
、
す
べ
て

が
イ
メ
ー
ジ
と
な

っ
て
、
心
中
に
確
か
に
残
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
だ
単
に
活
字

に
植
え
ら
れ
て
お
る
書
物

の
表
面
だ
け
で
、
歴
史
を
解
釈
す
る
か
ら
、
す
ぐ

に
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
無
味
乾
燥
、
死
者
に
等
し
い

歴
史
し
か
残
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
点
で
は
、
も
し
言
う
な
ら
ば
、
平
家
物
語
を
声
を
出
し
、
節
を
附
け
て
、
読
み
上
げ
る
な
ら
ば
、
諸
行
無
常
で
あ
る
か
に
見
え
る
歴
史

の
底
に
、
流
れ
る
人
生
が

生
き
生
き
と
し
て
再
生
す
る
の
で
は
な
い
か
。
後
白
河
法
皇
が
大
原
に
御
幸
あ

っ
て
、
建
礼
門
院
の
白
衣
姿
を
御
覧
に
な
る
と
き
に
、
秋
草
の
咲
き
こ
ぼ
る
る
山
寺
の
佗

び
し
さ
が
、
し
み
じ
み
と
眼
底
に
浮
ん
で
来

る
の
で
は
な
い
か
。

『
太
平
記
』
は
黙
読
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
朗
読
さ
れ
る

べ
き
で
あ

っ
て
、

眼
か
ら
覚
え
な
い
で
、
声

か
ら
覚
え
る
歴
史

に
は
、
生
命
が
あ

る
。

嘗

っ
て
私
は
、
利
休

の
自
筆
書
状
を
、
年
次
順
に
読
み
上
げ
、
読
み
上
げ
、

そ
こ
に
書
か
れ
て
お
る

「
秀
吉
」
と
の
関
係
を
、
把
握
し
て
見

よ
う
と
試
み
て
、
成
功
し

た
こ
と
が
あ

っ
た
。

利
休
と
秀
吉
と
は
、

も
と
は
、

共
に
織
田
信
長
に
仕
え
た
同
僚

で
あ

っ
た
。

寧
ろ
利
休

の
方
が
先
輩

で
あ
り
、
文
化
人
で
あ

っ
た
。

そ
れ
が
、
本
能
寺
の
変

に
よ

っ

て
、

一
転

し
て
、
利
休
は
秀
吉
に
仕
え
る
身
分
に
替

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
れ
か
ら
、
月
日
と
共
に
、
主
従
の
区
別
は
確
立
し
、
時
に
は
利
休
は
秀
吉

の
願
使
に
甘
ん
ぜ
ね

ば
な
ら
な
い
身
分
と
な

っ
た
。

利
休

の
手
紙
に
現
わ
れ
る
秀
吉
は
、
藤
吉
郎
ど
の
か
ら
秀
吉
公
に
変

っ
た
。
利
休
の
手
紙
に
見
え
る
藤
吉
郎
ど
の
に
は
、
親
愛
と
慈
育
の
心
が
篭
る
が
、
秀
吉
公
に
は

一2一



敬
意

の
底
に
、
軽
視

の
気
心
が
ひ
そ
む
や
に
思
え
た
。
大
声
を
揚
げ

て
、
徐
う
に
よ
ん
で
お
る
と
、
そ
う
し
た
微
細
な
心
の
波
動
が
耳
朶
に
ひ
び

い
て
来
る
。

常
に
私
は
学
生
に
対
し
て
、
古
文
書
を
取
扱

い
、
史
料
を
研
究
す
る
と
き
は
、

そ
れ
を
大
声

で
幾
度
も
幾
度
も
読
み
揚
げ
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
強
い
言
葉
で
態
憩

し
て
来
た
。

一
二
の
例
を
示
し
て
見
よ
う
。

後
醍
醐
天
皇
の
場
合
を
例
示
す

る
。

被
論
言
像
、
辛
酉
之
支
干
者
、
古
今
之
所
慎
也
、
本
朝
術
数
、
錐
不
當
革
命
之
厄
運
、
中
古
以
来
、
猶
有
致
毎
度
之
祈
謝
。
就
中
、
今
年
二
星
合
、
連
月

三
ケ
度
、

其
外
、
天
変
重
畳
、
日
慎
無
柳
、
若
非
仏
法
之
護
持
者
、
争
得
皇
朝
之
安
全
乎
。
殊
抽
懇
懐
、
宜
令
祈
申
之
由
、
可
有
御
下
知
興
福
寺
者
、
論
旨
如
此
、
以
此
旨
、

可
令
申
沙
汰
給
、
循
執
啓
如
件
。

三
月
十

二
日

春

宮

大

進

季

房

謹

上

左

少

弁

殿

〔春

日
神
社
文
書
〕
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欄

東
洋
の
古
代
天
文
学

に
よ
る
と
、
年
号
を
数
え
る
に
十
干
と
十

二
支
を
組
合
せ
て
、
甲
子
に
初
ま
り
癸
亥
に
終
る
六
十
年
間
を
、

一
組

の
年
次
と
考
え
た
。
そ
し
て
最

初

の
甲
子
の
年
は
、
物

の
初
め
で
あ
る
か
ら
、
年
次
の
上
に
お
い
て
も
、
め
で
た
き
年
次
で
あ
ろ
う
と
解
し
、
五
十
八
年
目
の
辛
酉
年
に
な
る
と
、
世
紀
末
の
気
分
が
流

れ
、
物
事
が
だ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
年
次
に
な
る
と
、
気
分
を
引
締
め
る
べ
き
必
要
が
あ
る
と
し
た
。

そ
の

一
方
便
と
し
て
、
甲
子
の
年
次
に
も
、
辛
酉

の
年

次
に
も
、
年
号
を
新
た
に
制
定
す
る
こ
と
を
必
須
で
あ
る
、
と
言
う
理
論
を
立

て
た
。
そ
れ
を
甲
子
革
令
辛
酉
革
命
と
い
う
表
現
を
用

い
た
。

わ
が
国
に
も
、

そ
の
思
想
は
、
醍
醐
天
皇

の
時
に
移
入
さ
れ
た
。
昌
泰
四
年

(九
〇

一
)
辛
酉

の
歳
、
延
喜
元
年
と
改
元
し
、
村
上
天
皇
康
和
四
年

(九
六
四
)
甲
子

歳

を
康
保
元
年
と
改
め
、
爾
来
孝
明
天
皇
の
萬
延
二
年

(
一
八
六

一
)
辛
酉
を
文
久
元
年
、
文
久
四
年

(
一
八
六
四
)
甲
子
を
元
治
元
年
と
改
元
す
る
ま
で
、

一
二
の
例

歴

史

の

発

掘

剛



歴

史

の

発

掘

外

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
こ
と
が
佳
例
で
あ
り
、
恒
例
で
あ
る
と
し
て
、
辛
酉
と
甲
子
の
改
元
は
確
保
せ
ら
れ
た
。

後
醍
醐
天
皇
即
位
三
年
目
の
元
応
三
年

(
=
三

=

)
が
辛
酉
に
相
当
し
た
。
二
月
廿
三
日
に
元
亨
元
年
と
改
元
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
三
月
十
二
日
に
春
宮
大
進
で
あ
っ
た
万
里
小
路
季
房
が
、
後
醍
醐
天
皇

の
論
命
を
う
け
て
南
都
興
福
寺
に
皇
朝

の
安
全
を
祈
願
す
べ
き
こ
と
を
、
興
福
寺
担
当
の

南
曹
弁
に
伝
達
し
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。
そ
れ
を
読
ん
で
見
る
と
、
文
意
は
極
め
て
堂
々
と
し
て
お
り
、
今
年
は
辛
酉

の
年
に
当

っ
た
が
、
本
朝

の
歴
史
で
は
辛
酉
革

命
と
言

っ
た
悲
哀
も
な
か

っ
た
か
ら
、
必
ず
し
も
中
国
思
想
を
格
守
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
が
、
そ
れ
で
も
中
古
以
来

の
恒
例

に
よ

っ
て
、
改
元
し
て
お
い
た
が
、
こ
の

上
は
な
お
仏
法

の
護
持
は
希
い
た
い
が
、
こ
れ
は
心
安
め
の
た
め
で
あ
る
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
語
勢
で
あ
る
。

後
醍
醐
天
皇
が
胸
を
張

っ
て
腐
堂
に
立
た
れ
た
時

の
気
宇
が
溢
れ
る
。
こ
の
翌
年
後
宇
多
上
皇
の
院
政
も
罷
み
て
、
後
醍
醐
天
皇

の
親
政
が
、
久
振
り
に
朝
廷
に
光
輝

を
見
せ
る
時
で
あ
る
。
強
め
て
言
え
ば
、
仏
教
何
す
る
も
の
ぞ
、
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
論
言
で
あ
る
。
雄
々
し
い
声
が
聞
え
る
。
然
る
に
。

四

被
論
旨
像
、
右
、
以
王
道
之
再
興
者
、
専
神
明
之
加
護
也
、
殊
當
社
之
冥
助
、
欲
致
四
海
之
太
平
、

官
軍
戦
勝
之
利
、
可
帰
朝
廷
静
誼
之
化
旨
、
凝
精
誠
、
可
祈
申
、
勅
願
令
成
就
、
勧
賞
可
依
請
者
、

元
弘
三
年
三
月
十
四
日

杵

築

社

神

主

館

侃
退
逆
臣
、
為
令
復
正
理
、
挙
義
兵
、

依

天
気
状
如
件
。左

中

将

(花
押
)

所
被
企
征
伐
也

速
得

一一一4

 

〔
杵
築
大
社
文
書
〕

は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
後
醍
醐
天
皇
が
関
東
の
北
条
氏
幕
府
を
討
滅
せ
ん
と
ひ
そ
か
に
画
策
さ
れ
つ
つ
あ

っ
た
こ
と
が
漏
れ
て
、
京
都
六
波
羅
探
題
が
急
遽
宮
中
を
襲
う

た
の
で
、
天
皇
は
東
大
寺
に
難
を
避
け
、
鷲
峰
山
を
通

っ
て
笠
置
山
に
行
在
さ
れ
た
。
元
弘
元
年

(
=
三
一二

)
八
月
廿
七
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

九
月
廿
八
日
笠
置
は
陥
り
、
十
月
三
日
に
は
天
皇
は
六
波
羅
に
幽
閉
さ
れ
、
翌
二
年
三
月
七
日
は
隠
岐

に
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

隠
岐
の
波
路
に
遠
行
せ
ら
れ
る
こ
と

一
年
。
元
弘
三
年

(
=
二
三
三
)
閏
二
月
廿
四
日
天
皇
は
隠
岐

の
行
在
を
出
御
。
廿
八
日
に
は
伯
老
日
船
上
山
に
移
御
に
な

っ
た
。

名
和
長
年

の
忠
勤
に
ょ
り
て
、
天
皇
は
将
に
再
び
京
都
の
天
地
に
復
帰
し
よ
う
と
さ
れ
た
。
そ
の
三
月
十
四
日
、
出
雲

の
杵
築
大
社
に
出
さ
れ
た
後
醍
醐
天
皇
の
勅
命
が



こ
の

一
通
で
あ
る
。

そ
れ
は
左
中
将
の
署
名
に
な

っ
て
お
る
。
左
中
将

の
筆

の
よ
う
に
見
せ
て
あ
る
が
、

そ
の
筆
蹟
か
ら
見
る
と
後
醍
醐
天
皇
の
御
親
筆

に
な
る
も
の
ら
し
く
、
並

々
の
勅

書
と
は
思
わ
れ
ぬ
威
風
が
あ
る
。

然
る
に
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
何
と
な
く
弱
々
し
い
輩
音
が
す

る
。

「
王
道

の
再
興
」
と
仰
せ
ら
れ

「
義
兵
を
挙
げ
る
」

と
揚
言
し
、

「
官
軍
戦
勝
の
利
」
と
言
わ

れ
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
し
て
天
皇
の
親
兵
を
、
天
皇
御
自
身
が
義
兵
と
か
官
軍
と
か
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
。
い
う
必
要
が
あ
る
の
か
。
四
海
の
太
平
を
致
す
た
め
に
は

逆
臣
を
退
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
言

っ
て
、
最
後
に
、
勧
賞

は
申
出
に
依
り
て
下
賜
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
附
言
し
、

一
種

の
利
得
を
も

っ
て
、
皇
軍
を
扶
翼
す
る
よ
う
な
勧

誘
を
す
る
言
辞
は
、

ど
う
だ
ろ
う
。

一
天
万
乗

の
大
君
の
叡
旨
と
し
て
は
、
神
気
の
足
ら
ざ
る
も
の
を
思
う

で
あ
ろ
う
。

も
う

一
通
、
掲
出
す
る

敬

白立

願

事

一

天
野
社
、
就
垂
跡
本
地
、
可
奉
甚
深
法
楽
事

一

行
幸
高
野
山
、
可
興
密
宗
事

一

為
當
山
、
仏
法
紹
隆
、
興
寺
領
、
可
寄
田
地
事

右
条

々
、
天
下
静
誼
之
時
、
可
果
遂
之
状
、
如
件
。

延
元
元
年
十
二
月
廿
九
日

天
ア
尊
治

敬
白

一5-一

噺

隠
岐
か
ら
の
後
醍
醐
天
皇
は
元
弘
三
年

(
=
三
三
二
)

殿
上
に
輝

い
た
。

と
こ
ろ
が
、
間
も
な
く
論
功
行
賞
に
対
す
る
不
平
が
、

歴

史

の

発

掘

六
月
五
日
京
都

に
還
御
。
建
武
中
興

の
政
治
を
実
現
し
て
八
月
五
日
に
は
論
功
行
賞
が
あ

っ
た
。
英
姿
は
紫
辰

天
下
翁
然
と
し

て
起
り
、
不
手
際

が
目
立

っ
た
。
足
利
尊
氏
の
反
旗
と
な
り
、
湊
川
合
戦

の
失
敗

と
な

っ
て
、



歴

史

の

発

掘

延
元
元
年

(
=
二
三
六
)
十
二
月
廿

一
日
に
天
皇
は
京
都
御
所
を
御
脱
出
、
廿
七
日
に
吉
野
山
に
行
幸
に
な

っ
た
。
そ
の
翌

々
日
附
を
も

っ
て
、
天
皇
は
震
翰
を
親
し
く

し
て
、
高
野
山

の
天
野
社

に
こ
の
立
願
を
さ
れ
た
。
小
さ
な
切
紙
を
使
用
し
て
お
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
察
す
る
と
、
密
使
は
こ
の
勅
書
を
、
髪
か
襟
の
中
に
で
も
潜
ま

せ
て
吉
野
か
ら
高
野
に
走

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
勅
書
に
つ
い
て
は
、

「
天
子
尊
治
」
の
御
自
署
が
あ
る
こ
と
が
気
に
な
る
。
今
迄
は
、
こ
の
勅
書
は
、
京
都
で
は
尊
氏
の
圧
力
に
よ
り
て
迎
立
さ
れ
た
光
明
天
皇

が
あ
ら
せ
ら
れ
る
こ
と
を
、
少
し
も
お
認
め
に
な
ら
な
い
聖
慮

の
立
派
さ
で
、
そ
れ
が

「
天
子
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
お
る
も
の
、
と
解
釈
さ
れ
て
来
た
の
で
あ

る
が
、
果
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

寧
ろ
、
天
皇
が
親
ら
を

「
天
子
尊
治
」
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
暗
雲
が
漂
う
と
見
て
は
悪
い
だ
ろ
う
か
。
天
r
尊
治
の
御
署
名
に
不
自
然
さ
を
感
取
す
る
。

吉
野
山

に
逃
避
し
た
け
れ
ど
も
天
下
の
天
子
は
自
分

で
あ
る
、
と
仰
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
言
わ
ず
も
の
発
言
で
は
な
か
ろ
う
か
。

御
意

の
ど
こ
か
に
、
虚
声
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

一
陣

の
寒
風
が
震
襟
を
悩
ま
し
て
や
し
な
い
か
。

御
意
を
も
う
少
し
掘
り
さ
ぐ

っ
て
ほ
し
い
。

五

一6一

勺

足
利
尊
氏
の
場
合
を
見
よ
う
。

伊
勢
国
凶
徒
退
治
算
、
事
書

一
通
、
進
之
候
、
守
此
旨
、
可
令
致
沙
汰
候
、
恐
々
謹
言
。

元
弘
三
年
五
月
廿
四
日

前

治

部

大

輔

高

氏

御
判

謹

上

吉

見

殿

〔
光
明
寺
残
篇
〕

隠
岐
を
発
輿
に
な

っ
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
船
上
山
か
ら
山
陰
山
陽
を
通

っ
て
京
師

に
還
御
さ
れ
よ
う
と
し
た
。
元
弘
三
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府

の
執
権
北
条
高
時
は
、
そ
の
部
将
足
利
高
氏
に
命
じ
て
天
皇
を
途
中
に
擁
し
て
京
都
還
御
を
実
現
せ
し
め
ざ
ら
ん
と
し
た
。
高
時
は
高
氏
の
去
就
を
疑
う
て

そ
の
子
息
を
人
質
と
し
て
幕
府
に
提
出
せ
し
め
た
。
足
利
氏
は
、
そ
の
家
柄
か
ら
言

っ
て
後
醍
醐
天
皇
に
臣
事
す
べ
き
因
縁
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
高
時
は
そ
れ
を
見
抜



き
、
高
氏
の
行
動
を
恐
れ
た
か
ら

で
あ

っ
た
。

天
皇
の
東
帰
を
阻
止
す

べ
く
東
海
道
を
西
上
し
た
足
利
高
氏
は
、
果
し
て
三
河

の
辺
ま
で
来

た
時
に
、
隠
岐

の
天
皇
か
ら
密
使
を
受
け
、
密
旨

を
承

っ
て
、
天
皇

の
軍

に
味
方
す

べ
き
決
心
を
し
た
。
九
州
山
陽
あ
た
り
の
武
士
に
急
使
を
派
し
て
お
る
。

船
上
山
を
発
進
さ
れ
た
天
皇
は
五
月
十
七
日
、
隠
岐
御
遠
行
中
に
京
都
で
即
位
さ
れ
た
光
厳
天
皇
は
廃
位
さ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
、
天
下
に
宣
言
さ
れ
た
。
そ
の
五

月
廿

一
日
に
は
鎌
倉

の
北
条
高
時
は
新
旧
義
貞

に
ま

っ
て
討
滅
さ
れ
た
。
三
日
後
の
廿
四
日
に
{口同
氏
は
、
こ
の
御
教
書
を
出
し
て
能
登
国
の
豪
族

の
吉
見
頼
隆
に
、
伊
勢

国

に
あ
る
北
条
氏
配
下
の
兵
を
討
伐
す
べ
き

こ
と
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
伊
勢
国
凶
徒
討
治
」
と
い
う
七
字
に
、
非
常
な
る
語
勢
が
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇

の
勅
命
を

う
け
て
勤
皇
に
転
向
し
た
自
分
を
、
誇
ら
し
げ
に
、
衆
に
示
し
た
揚

々
さ
が
あ
る
。

い
そ
い
そ
と
し
た
嬉
し
さ
が
含
ま
れ
て
お
る
で
は
な
い
か
。

「
吉
見
殿
」
と
か

い
た

平
凡
さ
に
、
却

っ
て
力
量
が
溢
れ
て
お
る
や
に
思
え
る
。

こ
れ
で
は
吉
見
殿
は
、
そ
の
命
に
応
じ
て
伊
勢
凶
徒
討
滅
に
参
加
せ
ざ
る
を
得
ま
い
。
事
も
な
げ
に
、
易

々
と
書

い
た

「
事
書

]
通
、
進
之
候
、
守
此
旨
」

の
十
字

に

千
万
無
量

の
迫
力
が
あ
る
で
は
な

い
か
。
足
利
高
氏
得
意

の

一
通
で
あ
ろ
う
。

奉
寄

石
清
水
社

播
磨
国
福
田
保
地
頭
職
事

右
、
今
度
挙
義
兵
之
本
意
者
、
義
貞

巳
下
之
逆
臣
、
就
事
、
識
邪
黎
庶
方
外
之
生
民
、
幾
如
欲
亡
。
因
薙
、
諸
国
令
鼓
動
、
四
海
不
砥
満

之
間
、
速
揆
華
夏
之
乱
、

将
致
朴
素
之
治
也
。
愛
尊
氏
萄
稟
當
社
之
廟
塵
、
懲
備
武
関
之
棟
梁
、
依
有
神
之
加
被
、
大
功
不
日
而
成
　

(中
略
)
衡
寄
進
之
状
、
如
件
。

建
武

三
年
正
月
八
日

源

朝

臣

(花
押
)

〔
中
村
直
勝
蔵
〕

足
利
尊
氏
自
筆
の
寄
進
状
で
あ

る
。

建
武
中
興
の
論
功
行
賞
に
は
足
利
高
氏
は
天
皇
御
諦

の

一
字
さ
え
も
賜
わ

っ
て
、
尊
氏
と
改
名
す
る
の
光
栄
を
得
た
の
で
あ
る
が
、
よ
く
考
え
て
見
る
と
、
下
賜
さ
れ

た
土
地
は
、
下
野
下
総
等
、
京
都
か
ら
遥
け
き
関
東
地
方

の
土
地
で
あ
る
。
御
謁

の

一
字
も
、
名
与
に
は
相
違
な
い
が
、
実
収

に
到

っ
て
は
、
空

々
莫

々
た
る
も
の
で
あ

る
。
よ
く
考
え
て
見
る
と
空
名
を
与
え
て
実
収
は
な
く
、
た
し
か
に
敬
遠
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

歴

史

の

発

掘

一7一
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歴

史

の

発

掘

尊
氏

の
心
中
に
は
む
ら
む
ら
と
湧
き
登
る
不
満
の
暗
雲
が
あ

っ
た
。

そ
の
他
の
事
情
が
纒
綿
し
て
、
終
に
反
天
皇

の
旗
を
挙
げ
、
鎌
倉
か
ら
入
京
し
て
来
た
。

建
武
三
年
正
月
早

々
、
洛
南
三
牧

で
新
田
義
貞
や
楠
木
正
成
等
と
相
争
う
た
。
そ
の
時
に
石
清
水
八
幡
宮
に
戦
勝
を
祈
念
し
、
福
田
保
地
頭
職
を
寄
進
す
る
と
言

っ
た

願
文
を
奉

っ
た
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
前
後
数
百
言
、
極
め
て
謹
直
の
文
字
で
も

っ
て
、
黙

々
と
筆
を
運
ん
だ
ぎ
ご
ち
な
き
自
筆
願
文

で
あ
る
が
、

こ
の
時
の
尊
氏

の
内

心
に
些
か
の
邪
心
あ
り
と
は
見
え
ぬ
。

が
、
熟
読
玩
味
し
て
見
る
と
二
三
な
ら
ず
空
空
し
い
用
語
が
あ
る
。

「
挙
義
兵
之
本
意
」
と
言
え
る
言
葉
は
、
何
と
な
く
響
き
が
弱
い
。
強
さ
が
な
い
。
尊
氏
は
自
ら

自
分
自
身
の
弁
護
士
を
勤
め
て
お
る
や
の
感
が
あ
る
。
更
に

「
筍
く
も
当
社
の
廟
塵
を
稟
け
、
悉
ぢ

い
に
武
関

の
棟
渠
に
備
わ
る
」
と
言

っ
て
、
当
然

に
神
助
の
あ
る
べ

き
身
分
を
提
示
し

「
神
の
加
被
あ
る
に
依
り
て
、
大
功
、
日
な
ら
ず
し
て
成
ら
ん
　
」
と
言

っ
て
お
る
言
声
も
、
虚
声
で
あ
り
、
空
声

で
あ
る
。
少
し
文
句
が
多
き
に
す

ぎ
る
。
内
心
の
動
揺
は
疑
う

べ
く
も
な
い
。
自
分
を
義
兵
と
言

い
、
義
貞
以
下
を
逆
臣
と
言

っ
て
お
る
が
、
果
し
て
尊
氏
自
分
、
十
全

の
自
信
を
も

っ
て
こ
の
言
を
吐
い

た
ろ
う
か
。
忙
し
い
戦
陣
巾
に
、
こ
の
お
し

ゃ
べ
り
を
し
て
お
る
尊
氏

の
体
温
は
、
上
騰
し
て
や
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
の
足
利
直
義
の
御
教
書
と
照
合
し
て
ほ
し
い
。

楠
木
判
官
正
成
去
月
廿
五
日
於
湊
河
、
令
討
取
畢
。
新
田
義
貞
已
下
凶
徒
等
、
逃
篭
山
門
之
問
、
可
加
諌
伐
之
由
、
所
被
成

院
宣
也
。
依
之
、
差
遣
討
手
之
処
、

高
尾
寺
衆
徒
等
、
令
与
力
義
貞
、
構
城
増
云
々
、
早
可
注
申
実
否
、
若
令
同
意
高
尾
、
不
注
進
子
細
者
、
可
被
処
重
科
之
状
、
如
件
。

建
武
三
年
六
月
十

日

(花
押
)
。
直
義

栂

尾

寺

々

僧

中

〔
栂
尾
寺
文
書
〕

さ
き
の
尊
氏
御
教
書
に
見
え
た
正
月
の
合
戦
は
、

一
旦
は
尊
氏

の
戦
勝
で
入
京

の
目
的
を
遂
げ
た
が
、
新
田
楠
木
の
皇
軍
に
襲
わ
れ
て
、
京
都

の
止
住
も
叶
わ
ず
、
兵

庫
打
出
浜
か
ら
西
遁
し
た
。
そ
し
て
巧
み
に
九
州
地
方

の
武
士
を
蒐
め
て
東
上
。

尊
氏
自
ら
は
海
軍
の
将
と
な
り
、

弟
直
義
が
陸
兵
を
率
い
て
、

延
元
元
年

(建
武

三

年
)
五
月
廿
五
日
湊
川
で
会
戦
。
楠
木
氏
は
正
成
以
下

の

一
族
は
す

べ
て
戦
死
。
義
貞
は
生
田
森
の
陣
を
引
い
て
逃
走
。
叡
山
に
閉
篭

っ
た
。

い
ま
、
そ
れ
を
討
伐
す
べ
く
直
義
が
、
高
雄
山
神
護
寺
及
び
栂
尾
寺

に
御
教
書
を
出
し
て
、
山
僧
が
義
貞
に
同
調
せ
ざ
る
こ
と
を
需
め
た
時
の
も
の
が
、
こ
の

一
通
で

あ
る
。
直
義
が
冒
頭
に
楠
木
正
成
を

「
湊
河
で
討
取
ら
し
め
畢
ぬ
」
と
揚
言
し
、

つ
い
で
逃
げ
た

「
新
田
義
貞
已
下
凶
徒
等
」

と
侮
視
し
た
言
葉
を
使

っ
て
お
る
と
こ
ろ

8一



は

、
如
何

に
も
得

意
満
面

の
言

葉

で
は
な
か
ろ
う

か
。
若

し

栂
尾

が
高
尾
山

神

護
寺

に
同

意
し
、

「
子
細

を
注
進

せ
ざ

る
に
お

い
て
は
、
重
科

に
処

せ
ら

る

べ
し
」

と
断

言

せ
る
と

こ
ろ
、
明
ら

か
に
戦

を
有
利

に
し
た
足
利

勢

の
自
信

が
見
え

る

で
は
な

い
か
。

行

間
や
語
感

に
漂
う
軍
陣

の
気

分

が
、

こ
う
し

た
御
教

書

を
、
高
声

で
読

み

上
げ

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
掴

み
出
せ

る

の
で
は

な

い
か
。

近

頃
入
手

し
た

一
通
か
ら
も

、
何
か
掘

り
出
し

て
見

よ
う
。

六

昨

年

の
暮

で
あ

っ
た
。
反
古

の
よ
う

に
軽

く
取
扱

わ
れ

て
お
る

一
通

の
文

書

を
見

た
。

正
徳
六

年

(
一
七

}
六
)

の
年

号
が
端
書

に
あ

る

の
で
、
却

っ
て
徳

川
時
代

の
文
書

と

し

て
軽
視

さ
れ
た
も

の
か
も
知

れ
な

い
。

そ

の
⊥
、

一
見

し
た
と

こ
ろ
覚

束

な

い
よ
う
な
小
供
小
供

し
た
仮
名
文

字

で
あ
る

の
で
、

却

っ
て
単

な
る
女
房

文

と
し
て
、
重

き
を
お

か

れ
な
か

っ
た
か
も
知

れ
な

い
。

だ

が
、

そ
れ
は
、

ま
ぎ
れ
も

な

い
中
御
門
天

皇

の
震
翰

の
御
消
息

で
あ

る
。
文
字

に
天
皇

の
御
筆

く

せ
が
よ
く
現

わ
れ

て
お
る
。

奉
書
紙

を

二
枚

用

い
た
仮
名

書
御
消

息

で
、

わ
ざ

と
女
房
文

で
あ

る
か

に
粧

い
、
女

房
奉
書

の
形

式
を
採

用

さ
れ

て
お
る
も

の
で
あ

る
。

よ
み
下
し

て
見
る

(写

真
参

照
を
乞
う

)

将
軍

家

よ
り
、

八
十

の
宮

の
御

か
た

へ
、
此

た

ひ
の
、
御

し
ゆ

う
き
申

さ
れ
候
御
使

と
し
て
、

忍

の
侍

従
を

の
ほ

せ
ら

れ
候
。

さ
ん
内

の
事

に
て
、

め

て
た

さ
、

こ

と

に
、
守
次

の
御

太
刀
、

わ
う

こ
ん
三
百
両

、

二
か
三
し
ゆ
、

し

ん
上

、
お

は
し

ま
し
候

て
、

ま

こ
と

に
、

い
く
久
し
く
、

万

々
せ

い
と
、
欣

入
ら

せ
お
わ

し
ま
し

候
。
此

よ
し
を
、

よ
く
よ
く
御

心
え
候

て
、

つ
た

へ
ら
れ
候
や

う

に
、

心
え
候

て
、
申

と
て
候

。

か

し

こ

(
引
点

)

右

大

将

と

の

へ

庭

田
前

大
納
言

と

の

へ

「
仰
ユ
諜

」

女
房
奉
書
の
約
束

に
よ
る

「
仰
書
」
が
あ
る
の
で
、

こ
れ
は
正
徳
六
年
二
月
計

日
の
中
御
門
天
皇
の
勅
旨
を
、
側
君
に
侍
べ
れ
る
内
侍
が
承
わ
り
て
、
権
大
納
言
正
二

歴

史

の

発

掘
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位
近
衛
右
大
将

で
あ

っ
た
徳
大
寺
公
全
と
、
正
二
位
前
大
納
言
の
庭
田
重
條
と
に
、
伝
宣

し
た
も

の
で
あ
る
、
と
す

る
形
式

の
も
の
で
あ
る
。
二
人

の
宛
名
を
ず

っ
と
下

の
方
に
書

い
て
あ
る
こ
と
も
、
こ
の

一
通
が
天
皇
の
親
書
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る

一
証
で
あ
る
。

正
徳
四
年

(
一
七

一
四
)
八
月
廿
二
日
第
百
十
二
代
霊
元
天
皇

の
皇
女
八
十
宮
吉
子
内
親
王
御
降
誕
。
時

の
天
皇

は
第
百
十
四
代
中
御
門
天
皇
で
あ

っ
た
。
天
皇
は
霊

元
天
皇

の
皇
子
第
百
十
三
代
東
山
天
皇
の
皇
子
で
あ
り
、
元
禄
十
四
年
の
御
降
誕

で
あ

っ
た
か
ら
、
正
徳
四
年
に
は
御
十
四
才

で
あ

っ
た
。

翌
五
年
九
月
廿
九
日
八
十
宮

(御
年
二
才
)
は
徳
川
七
代
将
軍
家
継

(九
才
)
と
の
間
に
婚
約
が
調
う
た
。

六
年
閏

二
月
十
八
日
め
で
た
き
御
納
幣
が
あ

っ
た
。
家
継
十
才
、
八
十
宮
三
才
。

本
書
は
そ
の
前
月

二
月
計
日
の
も
の
で
、
御
納
幣

の
準
備

に
忍
城
主
侍
従
が
上
洛
し
て
、
万
事
の
御
準
備
を
整
え
た
。
そ
の
と
き
忍
侍
従

は
参
内
し
て
、
御
嘉
詞
を
申

述
べ
、
そ
の
奉
納
品
と
し
て
、
天
皇

に
、
守
次

の
大
刀

一
振
、
二
荷
三
種
の
酒
肴
の
外
に
、
黄
金
三
百
両
を
進
納
し
た
。
天
皇
の
御
満
悦
は
そ
の
極
に
達
し
た
。

黄
金
三
百
両
は
相
当

の
金
額
で
あ
る
。
そ
れ
が
御
祝
儀
の
し
る
し
と
し
て
、
納

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
信
幣
物

の
納
入
が
、
ど
の
位

の
高
額
で
あ

っ
た
ろ
う

か
、
推
定
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。

八
十
宮
は
そ
こ
で
三
月

に
江
戸
に
下
向
さ
れ
た
が
、
不
運
に
し
て
、
将
軍
家
継

は
四
月
計
日
に
逝
去
し
て
し
ま

っ
た
。
十
歳
で
あ

っ
た
。
急
に
八
代
将
軍
吉
宗
が
迎
え

ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
婚
儀
が
、
形
式
だ
け
の
も
の
で
あ

っ
た
か
は
、
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

中
御
門
天
皇
こ
の
時
、
玉
算
十
六
。
御
若

々
し
い
青
春
の
御
年
頃
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
ま
だ
し
も
の
御
年
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
こ
の
小
供
小
供
し
い
展
翰
は
、
寧
ろ
御
立
派
で
あ
る
と
称
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

か
く
し
て
中
御
門
天
皇
若
書
き
の
震
翰

一
通
が
、
単
な
る
女
房
文
と
し
て
、
反
古
紙
の
取
扱

い
を
う
け
、
視
界
か
ら
消
失
し
た
か
も
知
れ
な
い
の
に
、
拾

い
上
げ
ら
れ

た
こ
と
は
、
歓
喜
す
べ
き

こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
重
大
な
る
こ
と
は
、
八
十
宮

の
御
婚
儀
に
お
い
て
、
宮
中
に
黄
金
三
百
両
が
湧
出
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ

が
御
手
許
を
如
何
に
祐
富
豊
満
に
潤
わ
し
た
か
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
も
う
少
し
皮
肉
な
歴
史
も
、

こ
れ
か
ら
掘
り
起
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に
味
気
な
い
表
現
は
公
開
し
た
く
な
い
の
で
、
わ
ざ
と
こ
こ
で
筆
を
閉
ぢ
る
。
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(一)中 御 門 天 皇 震 翰(前 半)
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(二)中 御 門 天 皇 親 翰(後'卜)


