
1

はじめに

　
　
　
は
じ
め
に

　
本
書
は
戦
国
期
古
文
書
学
の
論
文
集
で
あ
る
。
ま
た
、
戦
国
期
古
文
書
学
の
入
門
書
で
も
あ
る
。

　
戦
国
期
古
文
書
学
の
入
門
書
で
は
あ
る
が
、
中
世
前
期
古
文
書
学
の
論
文
も
織
田
信
長
・
豊
臣
秀
吉
期
の
古
文
書
学
の
論
文
も
収
め
、

中
世
前
半
か
ら
織
豊
期
・
近
世
初
期
の
古
文
書
学
の
動
向
を
見
通
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
い
る
。

　
戦
国
期
は
各
地
で
権
力
の
自
立
が
起
こ
る
時
代
で
発
給
文
書
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
権
力
の
支
配
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
九

州
・
畿
内
・
北
陸
・
東
国
・
東
北
の
特
徴
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
構
成
し
た
。
各
地
の
武
家
権
力
が
発
給
す
る
判
物
・
印
判
状
の
研
究
論

文
だ
け
で
は
な
く
、
興
福
寺
発
給
文
書
・
本
願
寺
発
給
文
書
の
研
究
論
文
も
収
め
て
い
る
。
女
性
発
給
文
書
の
研
究
論
文
、
料
紙
論
・
検

地
帳
論
の
論
文
も
収
め
て
い
る
。

　
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
文
書
を
そ
の
ま
ま
掲
げ
、
す
べ
て
で
は
な
い
も
の
の
文
書
の
読
み
下
し
を
付
け
た
。
ま
た
、
掲
げ
た
文
書
の
一
部

に
つ
い
て
は
写
真
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
文
章
で
説
明
し
た
文
書
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
実
感
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

　
序
章
は
、
戦
国
期
文
書
論
の
前
提
と
な
る
中
世
前
期
を
中
心
と
し
た
文
書
論
で
あ
る
。

　
高
橋
一
樹
「
中
世
前
期
に
お
け
る
書
状
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
的
考
察
」
は
、
武
士
階
層
と
の
か
か
わ
り
を
意
識
し
な
が
ら
、
書

状
様
式
を
め
ぐ
る
論
点
の
整
理
と
事
例
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
1
部
　
判
物
・
奉
書
と
権
力
は
、
六
本
の
論
文
か
ら
な
る
。

　
小
谷
利
明
「
判
物
と
折
紙
―
三
好
長
慶
文
書
の
研
究
―
」
は
、
武
家
権
力
の
発
給
文
書
が
ど
の
よ
う
に
呼
ば
れ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
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し
て
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
分
析
方
法
に
よ
り
、
三
好
長
慶
関
係
文
書
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
田
中
慶
治
「『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
記
さ
れ
た
奉
書
に
関
す
る
一
考
察
」
は
、
日
記
中
に
文
書
が
記
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
前

後
の
日
記
の
記
述
に
よ
り
当
該
文
書
が
発
給
さ
れ
た
背
景
、
文
書
発
給
者
及
び
受
給
者
の
意
思
が
明
確
に
な
る
こ
と
か
ら
、『
大
乗
院
寺

社
雑
事
記
』
に
記
さ
れ
た
奉
書
を
中
心
に
、
当
時
の
文
書
が
ど
の
よ
う
に
認
識
、
呼
称
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

　
森
田
真
一
「
戦
国
期
東
国
に
お
け
る
奉
書
式
印
判
状
の
成
立
」
は
、
奉
書
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
「
奉
」
あ
る
い
は
「
奉
之
」
の
文

言
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
経
緯
を
経
て
奉
書
式
印
判
状
が
成
立
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
矢
田
俊
文
「
戦
国
期
北
陸
に
お
け
る
権
力
構
造
と
判
物
」
は
、
戦
国
期
北
陸
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
発
給
さ
れ
た
判
物
等
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
主
義
的
に
文
書
を
理
解
す
る
こ
と
が
地
域
の
権
力
構
造

の
解
明
に
い
か
に
有
効
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
村
井
良
介
「
戦
国
期
大
友
氏
勢
力
圏
に
お
け
る
判
物
発
給
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
十
六
世
紀
に
本
格
化
す
る
判
物
の
発
給
は
新
た
な
「
公

的
」
秩
序
の
形
成
と
関
係
し
て
い
て
、
判
物
発
給
と
い
う
行
為
の
持
つ
意
味
を
追
究
す
る
こ
と
は
「
公
的
」
秩
序
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

解
明
す
る
上
で
有
効
な
手
が
か
り
と
な
る
と
考
え
、
九
州
北
部
の
大
友
氏
勢
力
圏
を
対
象
と
し
て
判
物
発
給
の
状
況
を
分
析
し
、「
公
的
」

秩
序
と
の
関
係
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
播
磨
良
紀
「
織
田
信
長
印
判
状
論
」
は
、
信
長
発
給
文
書
は
室
町
幕
府
将
軍
・
戦
国
大
名
の
影
響
を
受
け
て
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
と

考
え
、
発
給
文
書
を
「
直
状
」・
書
状
の
二
つ
に
大
別
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
信
長
印
判
状
の
変
化
と
そ
の
も
つ
意
味
を
考
察
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
第
2
部
　
様
式
・
形
と
機
能
は
六
本
の
論
文
で
構
成
さ
れ
る
。

　
高
橋
　
充
「
戦
国
期
奥
羽
の
書
状
の
形
態
を
め
ぐ
っ
て
―
「
竪
紙
・
竪
切
紙
書
状
」
の
展
開
―
」
は
、
料
紙
の
形
状
、
紙
面
の
使
い
方
、
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折
り
方
、
封
じ
方
な
ど
、
書
状
の
ル
ー
ル
や
作
法
に
関
す
る
事
項
を
検
討
し
、
戦
国
期
奥
羽
の
書
状
の
形
態
的
な
特
徴
を
明
ら
か
に
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
片
桐
昭
彦
「
戦
国
期
の
過
所
・
伝
馬
宿
送
手
形
と
印
判
状
」
は
、
戦
国
期
の
印
判
状
と
過
所
・
伝
馬
宿
送
手
形
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
、

室
町
幕
府
の
過
所
、
お
よ
び
戦
国
期
越
後
に
お
け
る
上
杉
輝
虎
・
景
勝
の
過
所
や
伝
馬
宿
送
手
形
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る

　
川
岡
　
勉
「
戦
国
期
守
護
の
寺
社
統
制
と
幕
府
・
朝
廷
―
大
内
氏
分
国
を
中
心
に
―
」
は
、
戦
国
期
の
大
内
氏
分
国
に
お
け
る
寺
社
統

制
や
寺
社
関
連
相
論
を
通
じ
て
中
央
と
地
方
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
国
期
に
お
い
て
守
護
の
分
国
支
配
と
分
国
を
超
え
る

秩
序
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た
か
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
西
尾
和
美
「
戦
国
・
織
豊
期
毛
利
氏
妻
室
の
文
書
と
署
名
―
「
つ
ほ
ね
」
呼
称
・
候
名
・
実
名
―
」
は
、
戦
国
・
織
豊
期
か
ら
近
世
初

期
に
お
け
る
武
家
妻
室
の
文
書
に
つ
い
て
毛
利
隆
元
室
尾
崎
局
、
同
輝
元
室
清
光
院
を
中
心
に
、
女
性
の
文
書
の
差
出
者
と
し
て
の
署
名

や
、
女
性
宛
の
文
書
の
宛
所
に
見
え
る
「
つ
ほ
ね
」
呼
称
、
候さ
ぶ
ら
い
な名
、
実
名
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
安
藤
　
弥
「
戦
国
期
本
願
寺
文
書
の
一
考
察
―
顕
如
期
を
事
例
と
し
て
―
」
は
、
本
願
寺
文
書
の
う
ち
顕
如
発
給
文
書
を
考
え
る
際

に
基
礎
と
な
る
法
宝
物
裏
書（
本
願
寺
住
職
が
門
末
に
下
付
す
る
法
宝
物
の
裏
書
）、
法
名
状（
門
末
へ
の
法
名
下
付
状
）、
書
状（
檄
文
・
大
坂
退

去
・
懇
志
受
取
状
）の
具
体
的
実
態
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
谷
口
　
央
「
太
閤
検
地
帳
史
料
論
―
検
地
規
定
の
変
遷
と
名
請
人
の
理
解
を
目
指
し
て
―
」
は
、
豊
臣
秀
吉
が
定
め
た
太
閤
検
地
規
定

（
検
地
条
目
）が
時
期
を
経
て
ど
の
よ
う
な
変
異
を
遂
げ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
太
閤
検
地
規
定（
検
地
条
目
）を
受
け
て
作
成

さ
れ
た
検
地
帳
は
ど
の
よ
う
な
形
で
把
握
内
容
に
変
化
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
名
請
人
把
握
認
識
を
中
心
に
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
歴
史
学
の
基
礎
は
理
論
と
史
料
で
あ
る
。
本
書
は
史
料
の
う
ち
の
文
書
を
研
究
対
象
と
し
た
論
文
集
で
あ
る
。

　
二
○
○
四
年
に
は
『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』（
高
志
書
院
）を
刊
行
し
て
い
る
。
本
書
と
は
性
格
の
こ
と
な
る
本
な
の
で
こ
ち
ら
も
お

読
み
い
た
だ
き
た
い
。『
戦
国
期
の
権
力
と
文
書
』
は
文
書
論
だ
け
で
は
な
く
文
書
論
か
ら
権
力
を
考
え
る
論
考
も
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
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に
対
し
、
本
書
は
文
書
論
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
た
論
文
集
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
検
討
対
象
が
別
な
の
で
あ
る
が
、

戦
国
期
の
文
書
論
に
と
っ
て
共
通
の
重
要
な
論
点
を
導
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

　
そ
の
戦
国
期
文
書
論
の
重
要
な
論
点
を
私
の
言
葉
で
ま
と
め
る
と
、
書
き
止
め
文
言
が
書
状
様
式
の
文
書
で
あ
っ
て
も
判
物
と
す
べ
き

で
あ
る
。
戦
国
期
に
な
っ
て
は
じ
め
て
登
場
す
る
文
書
様
式
は
な
く
、
戦
国
期
の
前
の
時
期
に
す
で
に
そ
の
様
式
は
用
意
さ
れ
て
い
る
。

文
書
名
は
文
書
・
日
記
に
記
さ
れ
た
文
書
名
か
ら
考
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
文
書
の
様
式
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
文
書
の
署
判
者

を
中
心
に
文
書
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
ら
の
論
点
は
戦
国
期
特
有
の
こ
と
で
は
な
く
、
中
世
の
す
べ
て
の
時
期
を
通
し
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
ま

と
め
に
お
さ
ま
ら
な
い
貴
重
な
成
果
も
多
く
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
書
を
じ
っ
く
り
と
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

　
中
世
文
書
は
文
書
を
発
給
す
る
側
で
は
な
く
、
文
書
を
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
益
を
得
る
も
の
を
中
心
に
内
容
を
読
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
文
書
を
出
す
こ
と
を
要
望
さ
れ
て
署
判
を
し
た
者
が
い
か
な
る
者
な
の
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
中
世
の
時
期
に
同
一
内
容
の
文
書
を
一
斉
に
発
給
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
考
え
が
た
い
。
し
か
し
、
本
書
の
安
藤
論
文
は
他
の
武
家
権

力
と
は
こ
と
な
り
、
一
斉
に
同
一
内
容
の
大
量
の
文
書
を
本
願
寺
が
発
給
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
安
藤
氏
は
絵
像
本
尊
の
下
付
を

う
け
る
た
め
門
徒
は
大
坂
本
願
寺
ま
で
上
山
し
て
持
ち
帰
っ
た
こ
と
、
使
者
が
顕
如
発
給
文
書
を
携
え
て
西
国
に
下
向
し
各
地
の
門
徒
集

団
を
廻
っ
た
こ
と
な
ど
の
丁
寧
な
検
討
を
行
っ
た
う
え
で
、
一
斉
に
同
一
内
容
の
大
量
の
顕
如
の
文
書
が
発
給
さ
れ
た
こ
と
の
重
要
性
を

指
摘
し
て
い
る
。

　
一
斉
に
同
一
内
容
の
大
量
の
顕
如
発
給
文
書
が
各
地
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
届
け
ら
れ
た
の
か
。

こ
の
本
願
寺
に
よ
る
同
一
内
容
の
大
量
の
一
斉
文
書
発
給
は
戦
国
期
社
会
の
あ
り
方
を
変
え
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
。
興
味
深
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　
歴
史
学
の
基
礎
の
一
つ
の
史
料
論（
本
書
で
は
文
書
論
）が
変
れ
ば
、
個
々
の
歴
史
像
を
変
え
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
各
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地
域
の
文
書
を
具
体
例
に
よ
っ
て
示
し
な
が
ら
文
書
論
と
し
て
検
討
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
。
戦
国
期
の
九
州
か
ら
東
北
ま
で
の
各
地
域
、

そ
し
て
織
豊
期
の
歴
史
像
に
変
更
を
迫
る
研
究
が
文
書
論
で
あ
る
。

　
本
書
を
手
が
か
り
に
各
地
の
文
書
を
検
討
し
、
新
た
な
歴
史
像
を
つ
く
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
二
〇
一
九
年
八
月
三
十
一
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
矢
田 

俊
文




