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一

　

本
書
は
、
淑
徳
大
学
人
文
学
部
歴
史
学
科
の
中
世
史
担
当
教
員
と
し
て
、
戦
国
期

研
究
を
進
め
て
い
る
著
者
に
よ
る
は
じ
め
て
の
単
著
で
あ
る
。
本
書
の
紹
介
を
か
ね

て
、
以
下
に
ま
ず
章
立
て
を
記
す
。

序　

章　

本
書
の
視
角
と
概
要

一　

本
書
の
研
究
視
角
と
課
題

二　

本
書
の
概
要

第
Ⅰ
部

　
南
奥
羽
社
会
の
大
名
権
力

第
一
章　

大
崎
氏
の
歴
史
的
性
格

第
二
章　

大
崎
氏
の
権
力
構
造

第
三
章　

大
崎
氏
「
天
文
の
乱
」
の
一
考
察

第
Ⅱ
部
　
戦
国
大
名
間
の
外
交

第
一
章　

執
事
の
機
能
か
ら
み
た
大
崎
氏

第
二
章　

奥
羽
の
戦
争
と
伊
達
政
宗
の
母

第
三
章　

慶
長
五
年
の
最
上
氏
に
み
る
大
名
の
合
力
と
村
町

田
　
中
　
洋
　
平

【
新
刊
紹
介
】

遠
藤
ゆ
り
子
『
戦
国
時
代
の
南
奥
羽
社
会 

│ 

大
崎
・
伊
達
・
最
上
氏 

│ 

』

（
二
〇
一
六
年
三
月
　
吉
川
弘
文
館
）

　
（
書　

評
）
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二

て
、
戦
国
大
名
の
公
権
と
し
て
の
性
格
は
、
守
護
公
権
と
は
別
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
」

で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
、
大
名
同
士
の
外
交
を
考
察
す
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

　

課
題
の
四
点
目
は
、
本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
南
奥
羽
大
名
諸
氏
の
研
究
に

つ
い
て
、
現
状
で
の
研
究
史
を
整
理
し
た
う
え
で
、
こ
れ
ら
戦
国
大
名
の
権
力
構
造

に
か
か
る
研
究
が
他
地
域
に
比
べ
て
立
ち
後
れ
て
い
る
点
に
鑑
み
、「
奥
羽
に
お
い

て
も
戦
国
大
名
の
家
中
・
一
門
の
分
析
を
進
め
、
権
力
構
造
を
究
明
」
す
る
こ
と
の

必
要
性
を
提
示
し
て
い
る
。
加
え
て
、
こ
れ
ま
で
の
戦
国
大
名
研
究
の
成
果
に
よ
っ

て
、
大
名
領
国
が
、
大
名
に
よ
っ
て
直
接
支
配
さ
れ
る
領
国
、
支
城
領
国
、
従
属
す

る
国
衆
領
国
と
い
っ
た
、
重
層
的
で
複
合
的
な
い
く
つ
も
の
領
国
か
ら
構
成
さ
れ
て

お
り
、
こ
う
し
た
戦
国
大
名
領
国
を
「
惣
『
国
家
』」
と
定
義
し
て
い
る
先
行
研
究

を
う
け
て
、
有
力
な
戦
国
大
名
を
中
核
と
す
る
「
惣
『
国
家
』」
が
形
成
さ
れ
て
い

く
過
程
や
そ
の
動
向
実
態
に
つ
い
て
、
南
奥
羽
を
事
例
に
考
察
す
る
こ
と
を
第
五
の

課
題
と
し
て
い
る
。

　

六
点
目
の
課
題
と
し
て
、「
村
落
論
を
踏
ま
え
た
大
名
権
力
の
社
会
的
機
能
の
実

態
解
明
」
を
掲
げ
て
い
る
。
村
落
の
視
座
か
ら
大
名
権
力
の
機
能
を
追
求
す
る
と
い

う
視
点
は
、
奥
羽
地
域
が
領
主
制
の
発
達
が
遅
れ
た
地
域
で
あ
る
と
の
理
解
の
ゆ
え

に
、
充
分
に
深
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
近
年
、
断
片
的
な
が
ら
も

こ
の
地
域
に
お
け
る
村
請
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
第

六
点
目
の
課
題
が
、
そ
の
有
効
性
を
も
つ
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　

こ
う
し
た
課
題
を
提
示
し
た
う
え
で
、
本
書
で
の
論
述
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
そ
の
す
べ
て
の
章
に
つ
い
て
、
そ
の
要
旨
を
紹
介
す
べ
き
で
は
あ
る
が
、
紙

幅
の
関
係
上
、
自
ら
の
興
味
関
心
と
特
に
一
致
す
る
第
Ⅲ
部
第
三
章
に
焦
点
を
あ
て

る
こ
と
で
、
新
刊
紹
介
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
と
し
た
い
。

第
Ⅲ
部
　
南
奥
羽
の
地
域
社
会

第
一
章　

公
権
の
形
成
と
国
郡
・
探
題
職 

│ 

最
上
・
伊
達
両
氏
の
事
例
か
ら 

│

第
二
章　
「
塵
芥
集
」
用
水
規
定
を
通
し
て
み
る
戦
国
大
名

第
三
章　

戦
国
大
名
蘆
名
氏
の
成
立
と
山
野
境
目
相
論

付　

論　

奥
羽
仕
置
の
一
考
察 
│ 

小
林
清
治
『
南
奥
羽
仕
置
と
豊
臣
政
権
』・

　
　
『
南
奥
羽
仕
置
の
構
造 
│ 
破
城
・
刀
狩
・
検
地 

│ 

』
に
よ
せ
て 

│

あ
と
が
き
・
初
出
一
覧

　

本
書
で
は
、「
序
章
」
に
お
い
て
、
大
き
く
六
点
の
課
題
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
目
の
課
題
に
は
、「
従
来
の
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
中
近
世
の
大
名
権
力

が
も
つ
領
域
的
性
格
が
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
戦
国
大
名
が

平
和
と
和
睦
を
繰
り
返
す
戦
国
社
会
を
動
態
的
に
み
る
こ
と
で
、
そ
の
過
程
を
追
求

す
る
」こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。個
別
的
な
一
大
名
研
究
の
積
み
上
げ
で
は
な
く
、

近
隣
の
大
名
諸
領
国
を
含
む
意
味
で
の
「
地
域
社
会
」
を
設
定
し
、
そ
の
動
態
的
位

相
を
分
析
す
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
は
、
次
に
掲
げ
ら
れ
る
二
点

目
の
課
題
と
も
関
連
す
る
。
そ
の
第
二
点
目
と
は
、「
大
名
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て

領
国
の
平
和
と
秩
序
の
維
持
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
」
と
い
う
問
題
意
識

の
も
と
に
、「
大
名
同
士
の
関
わ
り
、
外
交
や
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
で
の
つ
き
あ
い
に

基
づ
く
働
き
か
け
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

第
三
点
目
の
課
題
と
し
て
、「
戦
国
大
名
が
守
護
職
・
探
題
職
を
も
つ
意
義
に
つ
い
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三

は
、
中
世
史
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
近
世
史
研
究
の
立
場
か
ら
も
示
唆
に
富
む
分
析

で
あ
る
。
例
言
す
る
な
ら
ば
、
本
書
か
ら
の
示
唆
を
う
け
て
、
筆
者
と
同
様
の
視
点

か
ら
、
近
世
大
名
や
旗
本
と
村
と
の
関
係
性
を
再
度
問
う
論
考
が
期
待
さ
れ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

以
上
、
筆
者
の
理
解
不
足
の
ゆ
え
、
充
分
に
意
を
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
新
刊

紹
介
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
御
寛
恕
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ま
た
、
日
々
の
忙
し
い
職
務
の
な
か
、
本
書
を
執
筆
さ
れ
た
著
者
に
敬
意
を
表
す
る

と
と
も
に
、
二
〇
一
六
年
一
月
に
発
刊
さ
れ
た
『
伊
達
氏
と
戦
国
争
乱
』（
遠
藤
ゆ

り
子
編　

吉
川
弘
文
館
）
と
併
せ
て
一
読
を
薦
め
た
い
。

平
成
二
十
八
年
十
月
十
五
日
受
付
　
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
三
日
受
理

た
な
か
　
よ
う
へ
い
：
淑
徳
大
学
　
人
文
学
部
　
助
教

　

同
章
「
戦
国
大
名
蘆
名
氏
の
成
立
と
山
野
境
目
相
論
」
で
は
、
一
五
世
紀
後
半
に

蘆
名
氏
が
戦
国
大
名
へ
と
転
換
し
て
い
く
こ
と
に
伴
い
、
新
規
の
軍
役
を
塔
寺
（
心

清
水
八
幡
宮
）
に
課
す
な
ど
、
領
内
で
新
た
な
権
限
を
行
使
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い

た
点
に
注
目
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
氏
が
従
来
の
「
会
津
地
方
の
守
護
」
か
ら

脱
却
し
、
戦
国
大
名
化
す
る
過
程
に
つ
い
て
、
新
規
の
権
限
行
使
が
ど
の
よ
う
に
執

行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
点
か
ら
論
究
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

こ
の
分
析
に
あ
た
っ
て
著
者
は
、
当
該
期
の
町
村
が
か
か
え
る
入
会
相
論
に
蘆
名

氏
や
そ
の
重
臣
が
如
何
に
関
わ
り
、
裁
定
を
下
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
点
を
丁
寧

に
論
じ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
蘆
名
氏
や
そ
の
重
臣
が
村
町
間
で
発
生
す
る
相
論
に
お

い
て
、
大
名
法
廷
を
開
放
し
、
領
内
の
秩
序
維
持
に
当
た
っ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、

武
力
行
使
を
抑
止
し
つ
つ
、
応
酬
の
繰
り
返
し
で
は
な
く
蘆
名
氏
へ
の
提
訴
機
会
を

も
つ
こ
と
で
争
い
を
解
決
す
る
道
を
選
択
し
て
い
た
と
の
分
析
結
果
を
得
て
い
る
。

併
せ
て
「
平
和
を
望
む
村
町
が
、
紛
争
解
決
主
体
と
し
て
の
戦
国
大
名
を
生
み
出
す

原
動
力
で
あ
っ
た
」
と
結
論
し
、
戦
国
大
名
の
権
力
創
出
の
背
景
に
村
町
の
成
立
と

定
着
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

こ
の
論
考
は
、
先
記
に
あ
げ
た
第
六
点
目
の
課
題
を
意
識
し
つ
つ
、
戦
国
期
に
表

出
し
て
く
る
村
の
存
在
と
戦
国
大
名
権
力
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
た
も
の
と
し
て
評

価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
近
年
の
自
治
体
史
刊

行
に
よ
っ
て
、
こ
の
地
域
を
め
ぐ
る
村
の
研
究
が
よ
う
や
く
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
そ

う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
最
新
の
研
究
成
果
や
そ
の
動
向
を
充
分
に
消
化
し
て
う

え
で
行
論
を
展
開
し
て
お
り
、
こ
の
地
域
を
研
究
対
象
と
す
る
後
学
者
に
と
っ
て
も

必
読
の
書
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
中
近
世
移
行
期
研
究
の
成
果
と
し
て
、
近
世

的
な
村
が
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
て
く
る
の
か
、
と
い
う
点
を
明
示
し
て
い
る
点


