
〔学
界
動
向
〕

は
じ
め
に

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
｣

-

北
の
中
世
史
研
究
に
寄
せ
て
-

開
催
に
あ
た
っ
て
の
問
題
意
識

一
九
九

〇
年

一
〇
月
二
〇
･
二

一
日
に

『今
'
歴
史
学
は
地
域
に
何
が
で
き
る
か
』

(-
)

と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
浪
岡
町
で
開
催
さ
れ
た
｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム
｣
(以

下

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
と
称
す
る
)
を
企
画

･
担
当
し
た
者
と
し
て
､
開
催
に
あ

た
っ
て
の
問
題
意
識
を
提
示
し
､
中
世
考
古
学
を
専
攻
す
る
学
徒
と
し
て
の
責
を
は

た
し
た
い
｡
な
お
､
｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
に
関
す
る
進
行
内
容
･発
表
内
容
お
よ
び

(2
)

討
議
内
容
の
成
果
報
告
書
は
後
日
発
刊
予
定
で
あ
る
た
め
'
記
述
の
重
複
を
さ
け
開

催
に
至
る
ま
で
の
筆
者
自
身
の

｢思
い
｣
を
中
心
に
述
べ
る
事
を
お
許
し
い
た
だ
き

た
い

｡｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
を
開
催
し
よ
う
と
思

っ
た
の
は
'

一
九
八
九
年

一
二
月
頃

浪
岡
町
役
場
企
画
課
の
職
員
か
ら
地
域
づ
-
り
対
策
費
が
あ
る
か
ら
何
か
考
え
て
-

れ
な
い
か
と
い
う
依
頼
が
あ

っ
た
時
で
あ
る
｡
浪
岡
町
が
例
の

｢
ふ
る
さ
と
創
生

一

億
円
｣
が
ら
み
の
住
民
討
議
を
-
り
返
し
お
こ
な
い
'
｢
み
ち
の
-
中
世
の
里
部
会
｣

な
る
町
民
レ
ベ
ル
の
議
論
が
白
熱
し
て
い
た
時
期
で
も
あ

っ
た
｡
｢中
世
の
里
｣
と
い

う
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
'
こ
れ
ら
住
民
レ
ベ
ル
で
の
わ
か
り
や
す
い
名
称
の
一
つ
で
あ
っ

た
訳
で
'
厳
密
に
学
問
的
意
味
か
ら
の
呼
称
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な

工

藤

清

春

が
ら
'
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
学
術
的
に
開
催
す
る
た
め
に
は
'
｢中
世
の
里
｣
の
定
義
が

必
要
と
な
っ
た
｡
新
年
度
に
入
り
､
予
算
が
確
定
す
る
と
あ
わ
て
て
要
項
案
を
作
輿

L
t
各
依
頼
者
の
感
触
を
探
る
こ
と
に
し
た
｡
と
こ
ろ
が
私
自
身
の
意
図
し
た
所
と

行
政
担
当
者
サ
イ
ド

(私
自
身
も
行
政
担
当
者
で
は
あ
る
が
)
意
志
統

一
が
な
さ
れ

な
い
ま
ま
'
か
な
り
無
理
を
し
い
ら
れ
た
点
が
あ
っ
た
事
も
事
実
で
あ
る
｡
行
政
担

当
者
に
学
術
シ
ン
ポ
開
催
の
意
義
を
語

っ
て
も
所
詮
馬
に
念
仏
の
面
が
あ
る
こ
と
は

性
が
な
い
と
し
て
も
'
そ
の
方
法
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
学
界
で
受
け
入
れ
る
だ
け
の

内
容
に
な
る
だ
ろ
う
と
'
淡
い
期
待
を
抱
き
な
が
ら
ヤ
ケ
の
ヤ
ン
パ
チ
で
始
め
た
と

い
う
の
が
本
音
な
の
で
あ
る
｡

以
下
､
ど
の
よ
う
に
事
態
が
進
行
し
て
い
っ
た
か
概
略
の
説
明
に
入
り
た
い
｡
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一
､
問
題
意
識
の
所
在

私
自
身
十
数
年
間
に
亘
る
浪
岡
城
跡
の
発
掘
調
査
を
担
当
し
て
き
て
'
常
に
頭
を

悩
ま
す
問
題
が
三
点
ほ
ど
あ
っ
た
｡

第

一
は
､
中
世
と
い
う
時
代
を
対
象
と
す
る
考
古
学
の
研
究
方
法
論
で
あ
る
｡
発

掘
調
査
を
し
て
検
出
さ
れ
る
遺
構
'
出
土
と
す
る
遺
物
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
中
世
と



い
う
時
代
背
景
を
あ
ら
わ
す

｢物
｣
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
､
｢物
｣

が
語
り
か

け
る
要
素
を
解
釈
し
提
示
で
き
る
状
況
に
な
け
れ
ば
歴
史
学
と
は
言
え
な

い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
そ
の
問
題
解
決
の
た
め
に
は
考
古
学
白
身
の
方
法
読

を
鍛
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
､
単
に
諸
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
る
こ
と

で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
｡

第
二
は
'
考
古
学
研
究
の
限
界
で
あ
る
｡
歴
史
学
に
お
け
る
資
料
の
範
囲
が
文
献
･

絵
画

･
考
古
資
料

･
民
俗
事
例

･
金
石
文

･
自
然
科
学
的
分
析
等
の
よ
う
に
､
使
え

る
も
の
は
ど
ん
な
も
の
で
も
使

っ
て
歴
史
を
組
み
た
て
て
ゆ
こ
う
と
す
る
方
向
に
な

る
と
､
考
古
学
と
い
う
学
問
領
域
に
固
執
し
て
い
て
は
将
来
的
志
向
を
歪
め
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
学
際
的
研
究
姿
勢
の
助
長

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
､
第

一
で
考
え
た
通
り
そ
れ
ぞ
れ
の
学
領
域
の
基
盤
が
し
っ

か
り
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
学
際
的
研
究
は
不
可
能
で
あ
り
､
つ
ま
み
食
い
は
け
っ

し
て
益
に
な
ら
な
い
｡

第
三
は
'
字
間
的
成
果
を
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
還
元
し
て
ゆ
-
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
｡
少
な
-
と
も
公
の
金
で
発
掘
調
査
を
し
て
､
そ
の
報
告
書
を
研
究
者

だ
け
に
配
布
す
れ
ば
学
問
的
で
あ
る
と
の
認
識
は
誤
り
で
あ
り
､
受
益
者

･
住
民
レ

ベ
ル
で
の
還
元
が
必
要
な
の
で
は
な
い
の
か
｡
も
し
'
そ
う
で
あ
れ
ば
学
問
的
に
ち

日
常
生
活
の
面
で
も
よ
り
高
次
な
段
階
に
至
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡

以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
'
｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣

開
催
に
あ
た
っ
て
私
は
自
分
な

(3
)

り
の
見
解
を
ま
と
め
諸
先
生
方

(講
師

･
発
表
者
等

)
に
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
.

『
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
開
催
に
あ
た
っ
て

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
が
､
｢中
世
の
里
｣

と
い
う
言
葉
を
付
し
た
の
は
そ

れ
な
り
に
意
味
が
あ
り
ま
す
｡
｢中
世
｣
と
い
う

時
代
性
､
｢里
｣
と
い
う
地
域
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性
が
全
国
各
地
の
市
町
村
の
中
で
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば

な
い
こ
と
で
す
が
､
｢中
世
｣
と
い
う
時
代
性
を
正
面
に
と
ら
え
､
｢里
｣
と
い

う
地
域
性
を
土
地
に
刻
み
こ
ん
で
い
る
事
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
こ
と
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
｡
地
域
活
性
化
な
ど
と
念
仏
の
よ
う
に
唱
え
る
現
代
社
会
の
な
か

で
､
我
々
研
究
者
は
今

一
度
､
時
代
性
と
地
域
性
を
問
い
直
す
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

何
故
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
立

っ
た
か
と
い
い
ま
す
と
､
歴
史
学
と
い
う

学
問
が
普
遍
的
に
有
し
て
い
る
時
間
と
空
間
の
概
念
は
､
今
日
の
住
民
生
活
を

考
え
る
う
え
で
た
い
へ
ん
貴
重
な
視
点
を
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

点
が
第

一
点
と
し
て
上
げ
ら
れ
ま
す
｡
そ
れ
は
行
政
主
導
の
社
会
運
営
が
､
ゴ

ミ
や
環
境
'
生
涯
学
習
な
ど
の
教
育
､
農
業

･
商
業
を
取
り
巻
-
国
際
化
の
流

れ
の
中
で
､
行
き
詰
り
状
況
を
呈
し
て
き
つ
つ
あ
る
と
思
わ
れ
､
人
間
個
人
の

生
き
方
と
と
も
に
地
球
人
と
し
て
の
生
き
方
が
今
後
の
重
要
課
題
と
し
て
浮
か

び
上
が

っ
て
き
て
い
る
と
考
え
ま
す
｡
そ
の
事
は
､
歴
史
的
に
歩
ん
で
き
た
人

間
社
会
の
進
む
べ
き
方
向
性
が
'
単
に
現
代
と
未
来
だ
け
に
存
在
す
る
の
で
は

な
-
､
過
去
の
人
間
事
象
す
な
わ
ち
人
間
の
歴
史
の
中
に
こ
そ
存
在
す
る
の
で

は
な
い
か
､
と
い
う
意
識
を
喚
起
す
る
の
で
す
｡
ち
な
み
に
､
地
域
の
中
に
存

在
し
た
規
範
や
信
仰
は
､
都
市
化

･
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
化
の
中
で
画

一
的
な
志
向

を
助
長
し
'
土
地
の
古
老
に
耳
を
傾
け
る
若
者
が
居
な
-
な
っ
た
事
実
か
ら
も

立
証
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡

第
二
点
と
し
て
､
住
民
が
参
加
す
べ
き
民
主
主
義
の
ル
ー
ル
が
あ
る
程
度
確

立
し
た
社
会
に
お
い
て
､
住
民
が
個
人
と
し
て
社
会
人
と
し
て

｢愛
す
べ
き
対

象
｣
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
対
応
さ
せ
る
の
か
と
い
う
問
題
点
で
あ
り
ま
す
｡

郷
土
と
い
う
言
葉
は

一
面
に
お
い
て
閉
鏡
的
な
意
味
を
有
し
ま
す
が
､
郷
土
が

存
在
す
る
事
実
を
冷
静
に
見
つ
め
直
す
と
郷
土
よ
り
広
い
世
界

(地
域
あ
る
い

は
国
家
)
が
存
在
し
､
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
広
い
世
界
と
の
共
存
に
よ
っ
て
､
｢郷

土
｣
そ
の
も
の
が
実
存
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
｡
こ
の
よ

う
な
視
点
は
､
地
域
と
国
家
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
の
か
､

さ
ら
に
当
地
北
日
本
地
域

･
津
軽
地
域
に
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
特
質
が
存
在
し

た
の
か
と
い
っ
た
歴
史
的
課
題
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
｡
そ

の
た
め
に
も

｢中
世
｣
と
い
う
時
代
性
と

｢
里
｣
と
い
う
地
域
性
を
理
解
す
る

こ
と
が
研
究
者
の
責
務
で
あ
り
､
理
解
の
後
の
住
民

へ
の
提
起
が
現
代
的
要
請

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡

以
上
二
点
を
住
民
の
側
に
立

っ
て
考
え
直
す
こ
と
が
本
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム
の

重
要
な
視
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
｡
現
在
､
中
世
史
研
究
は
文
献
の
み
の

解
釈
論
議
か
ら
､
考
古
資
料
に
基
づ
-
声
な
き
人
々
の
生
活
実
態
と
交
流
の
実

態
､
絵
画
資
料
に
よ
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
人
と
物
の
実
態
'
民
俗
資
料
に
よ
る
大

地
に
営
ま
れ
た
精
神
と
物
の
変
遷
､
建
築
史
や
職
人
史
的
観
点
か
ら
技
術
系
譜

と
し
て
の
位
置
付
け
等
､
多
岐
に
わ
た
る
研
究
分
野
が
進
展
し
始
め
て
い
ま
す
｡

そ
れ
ら
を
総
合
的
に
把
握
す
る
契
機
と
な
り
､
地
域
に
投
げ
か
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
れ
ば
本
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム
の
開
催
は
実
り
の
有
る
豊
か
な
も
の
に
な

る
で
し
ょ
う
｡
』

こ
の

一
文
に
関
し
て
､
あ
ま
り
に
も
観
念
す
ぎ
る
と
の
指
摘
は
あ
っ
た
も
の
の
､

お
お
む
ね
賛
意
を
得
れ
る
と
い
う
状
況
認
識
に
達
し
た
た
め
､
私
は
中
世
の
里
シ
ン

ポ
の
シ
ナ
リ
オ
づ
-
り
に
入
っ
た
｡
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tr

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
の
シ
ナ
リ
オ

ま
ず
､
北
日
本
の
中
世
社
会
の
原
点
を
平
泉
藤
原
氏
の
成
立
と
と
ら
え
､
平
泉
の

発
掘
調
査
の
現
状
を
理
解
し
ょ
う
と
考
え
た
｡
こ
れ
は
本
沢
慎
輔
氏
の
不
慮
の
事
態

の
た
め
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
､

一
九
九

〇
年
に
お
け
る
伝
平
泉
柳
之

御
所
跡
の
発
掘
調
査
及
び
そ
れ
に
付
随
す
る
諸
問
題
は
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
じ
て
広
-

理
解
さ
れ
て
い
た
た
め
研
究
者

へ
の
本
シ
ン
ポ
意
図
は
理
解
で
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
｡
さ
ら
に
､
私
個
人
と
し
て
は
平
泉
藤
原
氏
の
後
に
津
軽
安
藤
氏
の
諸
問
題

を
提
示
し
た
か
っ
た
｡
し
か
し
当
初
の
意
図
と
は
相
違
し
て
中
世
都
市
と
し
て
の
平

泉
を
再
度
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
､
や
は
り
北
日
本
の
中
世
史
に
お
け
る
津
軽

安
藤
氏
の
存
在
は
大
き
-
､
中
世
の
里
シ
ン
ポ
の
全
休
構
成
の
中
で
物
足
り
な
い
点

と
し
て
指
摘
で
き
る
は
ず
で
あ
る
｡

他
に
､
当
初
の
要
項
案
に
提
起
し
た
も
の
と
し
て
中
世
の
陶
磁
器
製
作
と
交
流
の

実
態
が
あ

っ
た
｡
こ
れ
も
シ
ン
ポ
の
日
程
調
整
等
の
た
め
没
に
な

っ
た
の
で
あ
る
が
､

中
世
考
古
学
の
分
野
の
う
ち
遺
物
論
が
ま
っ
た
-
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
事
を
反
省
す

る
と
と
も
に
'
あ
え
て

一
部
の
遺
物
プ
ロ
パ
ー
を
切
り
捨
て
た
事
が
文
献
史
学
と
考

古
学
の
接
点
を
兄
い
出
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
利
点
が
で
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
0

中
世
考
古
学
分
野
の
発
表
と
し
て
は
高
橋
与
右
衛
門
氏
に

｢建
物
｣
と
い
う
こ
と

で
話
し
て
い
た
だ
き
た
い
由
依
頼
し
快
諾
を
得
る
に
至

っ
た
が
､
発
掘
成
果
の
基
本

と
な
る

｢
ど
の
よ
う
な
建
物
が
あ

っ
た
の
か
｣
を
明
解
な
分
類
に
よ
っ
て
提
示
い
た

だ
い
た
こ
と
は
､
後
段
で
復
元
的
遺
跡
整
備
の
話
題
を
深
め
る
意
味
で
も
大
き
な
こ

と
と
考
え
て
い
る
｡
ま
た
地
元
浪
岡
城
の
話
題
は

｢中
世
の
生
活
｣
と
い
う
面
で
倭

頼
し
た
の
で
あ
る
が
､
実
際
に
出
て
き
た
内
容
は

一
九
八
八
年
ま
で
の
成
果
だ
け
で

あ
っ
て
そ
れ
以
降
の
分
析
が
ま
っ
た
-
な
さ
れ
て
い
な
い
､
不
十
分
な
内
容
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
｡
特
に
､
市
村
高
男
氏
の
浪
岡
城
に
関
す
る
検
討
､
中
世
前
半
か
ら

浪
岡
の
地
に
お
け
る
都
市
的
場
の
形
成
な
ど
､
地
元
の
人
間
が
提
示
で
き
な
い
所
に

残
念
な
点
が
あ

っ
た
｡

市
村
高
男
氏
の
発
表
は
当
初
の
予
定
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
､
浪
岡
城
と

勝
山
館
の
事
例
が
考
古
学
側
だ
け
の
発
表
で
終
止
す
る
よ
り
は
､
文
献
史
学
か
ら
の

発
表
も
必
要
だ
と
言
わ
れ
､
急
拠
依
頼
す
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
結
果
的
に
は
戦
国
城

館
の
と
ら
え
方
を
グ

ロ
ー
バ
ル
な
視
点
に
高
め
た
状
況
に
な
っ
た
た
め
､
最
良
の
方

向
に
進
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
の
認
識
に
至

っ
て
い
る
｡

私
自
身
､
最
後
ま
で
悩
ん
だ
点
は
松
崎
水
穂
氏
に
依
頼
し
た

｢史
跡
整
備
と
歴
史

研
究
｣
と
い
う
大
課
題
で
あ

っ
た
｡
現
実
的
に
こ
の
標
題
で
発
表
で
き
る
人
物
は
松

崎
氏
以
外
な
い
と
の
認
識
に
立

っ
て
の
依
頼
で
あ
り
､
残
務
整
理
中
に
た
び
た
び
電

話
を
い
た
だ
い
て
発
表
内
容
の
討
議
を
重
ね
た
こ
と
は
今
回
の
発
表
内
容
が
ま
さ
し

-
中
世
の
里
づ
-
り
の
指
針
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
､
氏
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い

と
思
う
｡

最
後
に
､
石
井
進
先
生
の
記
念
講
演
と
討
議
司
会
の
小
野
正
敏
先
生
は
､
私
自
分

こ
の
方
々
に
依
頼
し
な
け
れ
ば

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
の
目
的
を
見
失
な
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
と
い
う
､
絶
対
の
気
持
ち
で
の
依
頼
で
あ

っ
た
｡
小
野
先
生
は
以
前

に
も
浪
岡
に
来
町
し
浪
岡
城
の
出
土
遺
物
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
し
て
い
た
し
､
特
別
史

跡

一
乗
谷
朝
倉
氏
遺
跡
の
調
査
を
長
期
に
亘
っ
て
担
当
し
て
い
た
実
績
に
拠
る
と
こ

ろ
が
大
で
あ
っ
た
｡

石
井
先
生
の
依
頼
に
あ
た
っ
て
は
､
私
自
身
浪
岡
城
跡
出
土
銭
貨
の
事
で
便
り
を

さ
し
上
げ
た
時
､
懇
切
な
お
返
事
を
い
た
だ
き
大
変
恐
縮
し
た
事
や
､
文
献
史
学
の

74



立
場
に
立
脚
し
な
が
ら
若
輩
の
考
古
学
徒
に
も
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
け
る
事
､
さ

ら

に
一
の
谷
遺
跡
の
例
の
よ
う
に
遺
跡
の
保
存
に
関
し
て
各
種
の
提
言
が
い
た
だ
け
る

事
な
ど
が
強
-
私
自
身
の
心
を
引
き
付
け
る
要
因
で
あ

っ
た
｡
さ
ら
に
'
｢中
世
の
里

シ
ン
ポ
｣
の

一
ケ
月
前
に
事
前
に
浪
岡
を
下
見
な
さ
る
行
動
力
に
接
し
た
時
､
私
自

身
大
変
な
感
動
を
覚
え
た
も
の
で
あ
る
｡

以
上
の
布
陣
に
基
づ
き
､
最
終
的
に
討
議
を
ど
こ
ま
で
深
め
る
か
､
こ
の
事
は
秦

集
者
や
発
表
内
容
と
係
わ
る
た
め

l
〇
月

1
九
日
､
シ
ン
ポ
前
日
に
発
表
者
･司
会
･

顧
問
等
を

一
同
に
会
し
て
検
討
し
た
結
果
､

一
､
浪
岡
で
開
催
す
る

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
の
意
義
を
踏
ま
え
､
単
に
研
究

発
表
の
場
で
な
-
研
究
の
成
果
を
地
域
の
中
に
還
元
す
る
方
向
を
模
索
す
る
｡

二
､
そ
の
上
で
主
題
と
な
る
浪
岡
城
を
学
問
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
､

全
国
的
視
野
か
ら
北
日
本
的
な
地
域
論
ま
で
検
討
す
る
｡

三
､
そ
れ
ら
に
基
づ
き
､
史
跡
の
保
存
と
活
用
に
関
し
て
歴
史
事
実
を
ふ
ま
え

た
環
境
整
備

へ
の
方
向
性
を
探
り
､
住
民
対
応
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
討

議
を
深
め
る
｡

と
い
う
方
向
性
を
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
｡

こ
の
よ
う
な
事
前
の
シ
ナ
リ
オ
づ
-
り
の
正
否
は
別
に
し
て
､
｢中
世
の
里
シ
ン

ポ
｣
に
取
り
組
む
各
人
の
意
識
に
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
れ
､
共
通
の
合
意

が
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

三
､
｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
の
位
置

浪
岡
町
で
は

1
九
八
五
年

1
7
月
に
も

｢中
世
考
古
学
の
諸
問
題
-

浪
岡
城
跡

を
中
心
に
ー

｣
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
を
開
催
し
て
い
る
｡
こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ュ

ウ
ム
は
浪
岡
城
跡
北
館
の
発
掘
調
査
が

一
段
落
し
た
時
点
で
そ
の
成
果
を
内
外
に
公

開
し
よ
う
と
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
考
古
学
の
殻
を
脱
す
る
事
な

-
今
だ
歴
史
学
的
討
議
に
至
ら
ず
の
感
が
あ

っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
で
あ
る
｡

あ
れ
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
､
中
世
考
古
学
に
対
す
る
認
識
は
私
個
人
の
中
で
大

き
な
変
化
を
と
げ
た
｡
そ
れ
は
､

一
九
八
六
年
八
月
に
福
井
県
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ

ジ
ュ
ウ
ム

｢
1
東
谷
と
中
世
都
市

～
都
市
の
構
造
と
生
活
の
復
元
～
｣
に
参
加
し
た

事
に
よ
り
浪
岡
城
跡
に
対
す
る
視
点
の
変
革
を
う
な
が
さ
れ
た
要
因
が
大
き
い
｡
浪

●
●

岡
城
跡
は
軍
事
的

･
政
治
的
に
作
ら
れ
た
城
館
で
あ
る
と
の
認
識
に
立

っ
て
発
掘
調

査
を
続
け
て
き
た
者
に
と
っ
て
､
も
し
か
し
た
ら
城
下
町
の

一
部
か
も
し
れ
な
い
､

も
し
か
し
た
ら
経
済
交
易

エ
リ
ア
の

一
部
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
発
想
は
ま
さ
に
一

八
〇
度
の
方
向
転
換
と
も
言
え
る
｡
｢城
館
｣
と
は
何
な
の
だ
､
発
掘
調
査
で
現
出
し

た
遺
構

･
遺
物
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
､
と
い
う
意
識
が
渦
を
巻
い
て
わ
き
あ
が

っ
て
き
た
｡

こ
れ
ら
の
問
題
意
識
を
胸
中
に
い
だ
さ
な
が
ら
､
私
個
人
は
文
献
史
学
の
方
法
請

に
学
ぶ
べ
き
道
を
求
め
始
め
て
い
た
｡

一
九
八
七
年
二
月
に
鹿
角
市
で
開
か
れ
た
よ
ね
し
ろ
考
古
学
研
究
会
研
究
発
表
会

で
最
初
に
浪
岡
城
跡
北
館
に
お
け
る
遺
構
変
遷
案
を
提
示
し
て
か
ら
､

一
九
八
七
午

八
月

(東
京
)
第

一
回
東
国
中
世
土
器
研
究
集
会
､

一
九
八
九
年
八
月
に
第
六
回
全

国
城
郭
研
究
者
セ
ミ
ナ
ー
に
て
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム

『城
郭
の
構
成
要
素
を
考
え
る

ー

曲
輪
･堀
･虎
口
-

』
の
発
表
に
至
る
ま
で
､
浪
岡
城
跡
の
城
館
と
し
て
の
評

価
は
考
古
学
的
に
集
落
構
造
論
の
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ら
の
ベ

ー
ス
に
な
っ
た
の
は

一
九
八
七
年
三
月
に
ま
と
ま
っ
た

『史
跡
浪
岡
城
跡
環
境
整
備
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基
本
計
画
』
報
告
書
作
製
時
の
分
析
作
業
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
｡
-
し
-
も
｢中

世
の
里
シ
ン
ポ
｣
で
木
村
浩

一
氏
が
発
表
し
た
内
容
は
そ
の
報
告
書
の
焼
き
直
し
だ

っ
た
訳
で
､
｢浪
岡
城
は
津
軽
の
一
乗
谷
か
｣
と
い
う
問
題
意
識
が
発
想
の
原
点
に
な

っ
て
い
た
の
だ
と
思
う
｡

さ
ら
に
､

一
九
九

〇
年

一
月
に
は
大
阪
に
て

｢中
世
末
か
ら
近
世
の
ま
ち

･
む
ら

と
都
市
｣
の
テ
ー
マ
の
基
に
全
国
規
模
の
資
料
集
成
が
な
さ
れ

(第
27
回
埋
蔵
文
化

財
研
究
集
会
)､
同
年
四
月
に
は
山
梨
に
お
い
て
｢考
古
学
と
中
世
史
研
究
-

中
世

考
古
学
及
び
隣
接
諸
学
か
ら
ー

｣
と
題
し
て
考
古
学

･
文
献
史
学

･
民
俗
学
等
の

隣
接
学
等
が
結
集
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
も
開
催
さ
れ
る
に
至
っ
た

(山
梨
文
化
財

研
究
所
主
催
)
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
全
国
視
野
か
ら
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
に
肩
を
並

べ
る
事
は
で
き
な
い
し
､
ま
た
し
た
-
も
な
か
っ
た
の
が

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
で

あ
っ
た
｡

当
地
に
お
い
て
､
北
海
道
･東
北
史
研
究
会
が
主
催
す
る
｢北
か
ら
の
日
本
史
-

地
域

･
民
俗

･
国
家
｣
を
テ
ー
マ
と
す
る
函
館
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

(
一
九
八
六
年
七

月
)
･弘
前
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

(
一
九
八
八
年
七
月
)
･上
ノ
国
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム

(
1

九
九

〇
年
七
月
)
は
ま
さ
に
歴
史
学
の
大
道
を
ゆ
-
企
画
で
あ
る
が
､
も
っ
と
考
古

学
の
成
果
を
取
り
入
れ
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
は

一
九
八
九

年
八
月
に
発
刊
し
た

｢
よ
み
が
え
る
中
世
4
-

北
の
中
世

･
津
軽

･
北
海
道
｣
に

●
●

お
い
て
部
分
的
解
消
は
み
た
も
の
の
叙
述
内
容
に

『館
の
機
能
は
明
ら
か
に
と
り
で

と
し
て
理
解
で
き
よ
う
』
等
'
文
献
史
学
の
成
果
を
取
り
入
れ
ぬ
ま
ま
の
状
況
も
あ

り
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
た
も
の
で
あ
る
｡

文
献
史
学
の
立
場
か
ら
も
重
要
な
文
献
が
提
示
さ
れ
た
｡

一
九
九
〇
年
二
月
に
刊

行
さ
れ
た

『北
日
本
中
世
史
の
研
究
』
が
そ
れ
で
､
羽
下
徳
彦
教
授
は
序
に
お
い
て

｢中
世
日
本
の
支
配
権
力
の
複
合
性
､
地
域
社
会
の
交
叉
の
多
様
性
は
､
現
今
の
学

界
共
通
の
認
識
で
あ
り
､
こ
れ
を
地
域
の
視
座
に
お
い
て
致
究
せ
ん
と
す
る
研
究
､

殊
に
共
同
研
究
が
世
に
問
わ
れ
つ
つ
あ
る
｣
と
示
し
､
『北
か
ら
の
日
本
史
』
『中
世

東
国
史
の
研
究
』
を
例
示
し
て

｢北
日
本

･
中
世
｣
の
研
究
視
座
を
提
起
し
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
歴
史
学
の
動
向
の
中
で
､
｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
は
文
献
史
学
研
究
者

の
不
得
手
な

｢物
｣
と
考
古
学
研
究
者
の
不
得
手
な

｢精
神
｣
を
ど
の
よ
う
に
調
和

さ
せ
え
る
の
か
､
そ
の
事
が
重
要
課
題
で
あ
っ
た
｡
お
そ
ら
-
､
視
点
と
し
て

｢北

日
本

･
中
世
｣
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
関
東

･
西
国
以
上
に
考
古
資
料
を
活
用
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
､
多
大
な
資
料
を
岨
噴
し
き
れ
ぬ
ま
ま
論
を
進
め
る
研
究
者

も
居
り
､
行
政
的
発
掘
調
査
が
優
先
さ
れ
る
考
古
学
研
究
の
質
的
問
題
点
ば
か
り
で

な
-
､
学
問
の
相
互
情
報
交
換
と
い
う
日
常
的
問
題
点
と
深
-
係
わ
っ
て
い
る
印
象

が
あ
っ
た
｡
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お
わ
り
に

今
､
｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣
を
終
え
､
報
告
書
作
製
の
具
体
的
作
業
に
入
っ
て
い
る

時
に
気
に
か
け
ざ
る
を
え
な
い
書
籍
が
二
冊
ほ
ど
手
元
に
と
ど
い
た
｡

一
つ
は
､

一

九
九
〇
年

一
〇
月
刊
行
の

｢沈
黙
の
中
世
｣
(平
凡
社
刊
)､
今

一
つ
は

一
九
九
〇
年

一
二
月
発
行
の

｢月
刊
歴
史
手
帖
･小
特
集

よ
み
が
え
る
中
世
世
界
｣
(名
著
出
版

刊
)
で
あ
る
｡

前
書
は
､
網
野
善
彦

･
石
井
進

･
福
田
豊
彦
の
三
氏
に
よ
る
対
談
集
で
あ
る
が
､

｢銭
｣
｢北
｣
｢鉄
｣
｢歴
史
学
と
考
古
学
｣
と
い
う
四
大
テ
ー
マ
に
添
っ
て
語
り
合
う

内
容
は
中
世
考
古
学
研
究
者
必
読
の
書
で
あ
る
と
と
も
､
考
古
学
成
果
の
歴
史
学
的



提
示
で
あ
る
と
い
う
点
で
傾
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
｡
内
香

に
つ
い
て

1
つ
1
つ
言
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
｢沈
黙
｣
し
て
い
た
考
古
資
料

が
中
世
と
い
う
時
代
の
中
に
静
か
に
そ
し
て
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
な
が
ら
歩
み

始
め
た
と
い
う
こ
と
で
多
大
な
評
価
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
｢中

世
の
里
シ
ン
ポ
｣

と
の
関
連
で
言
え
ば

｢北
-
海

･
交
通

二

日
本
〕
｣
と

｢歴
史
学

と
考
古
学
｣

の
テ
ー
マ
は
'
ほ
ぼ
同

一
視
点
の
立
脚
と
言
え
る
し
､
近
年
の
過
剰
発

掘
に
よ
る
資
料
研
究
が
考
古
学
領
域
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
と
､
ど
の
よ
う
な

視
点
で
発
掘
資
料
を
見
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
明
確
な
解
答
を
与
え
て
い
る
よ
う
に

思

う
｡

後
書
は
､
一
九
九

〇
年
八
月
に
静
岡
県
磐
田
市
で
開
催
さ
れ
た
､
｢
よ
み
が
え
る
中

世
世
界
｣

シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム
の
要
旨
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
｡
私
自
身
は
出
席
し

て
い
な
い
た
め
会
場
の
雰
囲
気
に
つ
い
て
は
無
理
解
で
あ
る
が
､
現
今
の
中
世
遺
跡

に
対
す
る
研
究
視
点
を
明
確
に
反
映
し
て
い
る
内
容
と
考
え
ら
れ
る
｡
行
政
的
遺
跡

保
護
､
文
献
史
学
､
民
俗
学
､
考
古
学
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
発
表
を
中
心
に
｢中

世
史
の
よ
り
豊
か
な
構
築
の
た
め
に
､
今
､
何
を
な
す
べ
き
か
｣

を
テ
ー
マ
に
討
請

が
な
さ
れ
て
い
る
｡
磐
田
市
が

｢
一
の
谷
中
世
墳
基
群
｣

の
消
滅
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
代
償
が
何
で
あ

っ
た
の
か
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
時
､
浪
岡
町
が
浪
岡
城
跡
を
保

護
し
､
発
掘
調
査
し
､
環
境
整
備
し
て
ゆ
-
こ
と
が
､
現
在
に
生
き
る
私
た
ち
の
歴

史
的
い
と
な
み
な
の
で
は
な
い
か
､
そ
う
い
う
気
持
ち
が
起

っ
て
-
る
｡

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣

は
､
ま
さ
に
町
民
に
よ
る
文
化
財
保
護
を
考
え
る
場
と
し

て
設
定
し
た
つ
も
り
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
歴
史
学
研
究
を
無
視
し
た
文
化

財
保
護
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
､
そ
の
成
果
を
町
民
に
投
げ
か
け
､

ふ
た
た
び
も
ど
っ
て
-
る
た
め
に
は
､
ま
だ
ま
だ
時
間
と
費
用
が
か
か
る
は
ず
で
あ

る
｡
少
な
-
と
も
歴
史
学
が
目
指
す
現
代
社
会

へ
の
貢
献
は
､
中
世
史
の
中
で
芽
を

出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

｢中
世
の
里
シ
ン
ポ
｣

が
語
り
か
け
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡

証
(-
)
中
世
の
里
シ
ン
ポ
ジ

ュ
ウ
ム
の
日
程
は
次
の
通
り
開
催
さ
れ
た
｡

1
0
月
二
〇
日

一
〇
‥〇
〇

一〇
‥
三
〇

二

一
‥
〇
〇

二
二
‥
〇
〇

二
二
‥
二
〇

1
五
‥
三
〇

一
六

‥
四
五

一
八

‥
〇
〇

一
〇
月
二

一
日

九

‥
○
○

受
付
開
始

史
跡
浪
岡
城
跡

･
浪
岡
町
歴
史
資
料
館
見
学

昼

食
開
会
行
事

記
念
講
演

｢中
世
と
考
古
学
-
地
域
研
究
の
視
点
-

｣

石
井
進
氏

(東
京
大
学
文
学
部
教
授
)

基
調
発
表

用
｢
よ
み
が
え
る
中
世
都
市

･
平
泉
｣

斉
藤
利
男
氏

(弘
前
大
学
教
育
学
部
助
教
授
)

基
調
発
表

吻
｢発
掘
さ
れ
た
中
世
の
建
物
跡
｣

高
橋
与
右
衛
門
氏

(醐
㌍

朋
附
州

謂
謂

鯛
詞
書
貝)

懇
親
会

一
〇

‥○
○

基
調
発
表

刷
｢戦
国
期
東
国
の
城
郭
と
城
下
町
の
実
態

-

浪
岡
と
下
総
結
城
の
比
較
を
中
心
に

-
｣

市
村
高
男
氏

(中
央
学
院
大
学
教
養
部
専
任
講
師
)

基
調
発
表

㈲
｢浪
岡
城
跡
の
発
掘
調
査
成
果
か
ら
み
た
中
世
の



生
活
｣

木
村
浩

1
氏

(浪
岡
町
教
育
委
員
会
主
事
)

二

‥
○
○

基
調
発
表

㈲
｢史
跡
整
備
と
歴
史
研
究

-

勝
山
館
の
事
例
か
ら
-
｣

松
崎
水
穂
氏

(上
ノ
国
町
教
育
委
員
会
学
芸
員
)

二
二
〇
〇
昼

食

二
二
‥
○
○

質
疑
お
よ
び
討
議

司
会

小
野
正
敏
氏

(国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
助
教
授
)

工
藤
清
春
氏

(浪
岡
町
歴
史
資
料
館
主
査
)

1
七
‥
○
○

閉
会

(2
)
現
在
､
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
か
ら
発
刊
す
る
予
定
で
準
備
を

進
め
､

一
九
九

一
年
夏
頃
に
完
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

(3
)
中
世
の
里
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
､
村
越
潔
氏

(弘
前
大

学
教
育
学
部
教
授
)
･高
島
成
備
氏

(八
戸
工
業
大
学
助
教
授
)
･佐
藤
仁
氏

(弘

前
高
等
学
校
教
諭
)
･三
浦
貞
栄
治
氏

(浪
岡
高
等
学
校
教
諭
)
を
顧
問
と
し
て

委
嘱
し
諸
事
に
わ
た
っ
て
御
指
導
を
受
け
た
｡

(浪
岡
町
歴
史
資
料
館
主
査
)

78




