
1　はじめに

の
文
献
上
の
初
見
は
、『
蒙
古
襲
来
絵
詞
』
の
文
永
の
役（
一
二
七
四

年
）の
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
発
掘
成
果
に
よ
る
と
、
息
浜

は
一
一
世
紀
に
は
す
で
に
陸
地
化
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
約
二
世
紀
の
タ
イ
ム
ラ
グ
が
存
在
す
る
。
こ

う
し
た
タ
イ
ム
ラ
グ
や
資
料
と
し
て
の
性
格
の
差
を
認
識
し
な
が
ら
、

両
者
の
関
係
を
考
え
、
そ
の
上
で
歴
史
の
総
合
化
を
図
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。
本
企
画
は
、
そ
う
し
た
試
み
の
一
つ
で
も
あ
る
。

本
巻
で
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
お
け
る
武
士
の
拠
点
に

焦
点
を
当
て
た
。
中
世
九
州
の
武
士
た
ち
の
多
様
性
を
感
じ
取
っ
て

い
た
だ
き
た
い
。

佐
伯
弘
次

は
じ
め
に

本
シ
リ
ー
ズ
は
、
考
古
学
と
文
献
史
学
の
融
合
を
目
指
し
て
い
る
。

考
古
学
の
調
査
で
は
、
生
活
の
場
や
遺
物
そ
の
も
の
が
出
土
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
中
世
の
文
献
史
料
は
、
権
力
者
側
が
記
す
史
料
が

大
半
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
掘
資
料
と
文
献
史
料
は
ま
っ
た
く

性
格
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
総
合
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
な

か
な
か
難
し
い
。
ま
た
、
考
古
資
料
に
は
、
編
年
や
形
式
分
類
な
ど

固
有
な
方
法
が
あ
り
、
文
献
史
料
に
は
、
古
文
書
学
・
古
記
録
学
と

い
っ
た
史
料
学
が
存
在
す
る
。
歴
史
の
復
元
と
い
う
観
点
か
ら
み
て

も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
意
な
分
野
と
不
得
意
な
分
野
が
あ
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
人
々
の
生
の
痕
跡
で
あ
る
こ
と
は
共
通
す
る

し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
と
す
る
分
野
の
成
果
を
持
ち
寄
り
、
そ
れ
ら

を
総
合
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
包
括
的
で
豊
か
な
歴
史
像
が

復
元
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

た
だ
言
う
は
易
く
、
行
う
の
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
中
世
の
博

多
に
は
、「
息
浜
」（
お
き
の
は
ま
）と
い
う
地
名
が
存
在
し
た
。
そ
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よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
と
い
う
逆
の
視
点
が
必
要
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
鎌
倉
幕
府
が
九
州
と
い
う
地
域
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
視
点
を
軸
に
、
幕
府
の
九
州
に
対
す
る

諸
政
策
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
他
地
域
に
は
な
い
九
州
の
特
徴
を
探

っ
て
い
き
た
い
。

　
　
　
1
　
治
承
・
寿
永
の
内
乱
と
九
州

　
九
州
は
平
氏
の
強
力
な
勢
力
基
盤
で
あ
っ
た
。
平
清
盛
・
頼
盛
は

大
宰
府
を
実
質
的
に
統
べ
る
大
宰
大
弐
を
歴
任
す
る
こ
と
で
大
宰
府

を
支
配
し
、
日
宋
貿
易
を
掌
握
し
た
が
、
特
に
、
仁
安
元
年（
一
一

六
六
）一
〇
月
、
大
弐
と
な
っ
た
頼
盛
が
慣
例
を
破
っ
て
自
ら
現
地

に
赴
任
し
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
頼
盛
赴
任
の
二
か
月
後
に
は
、

　
　
　
は
じ
め
に

　
中
世
と
い
う
時
代
、
京
都
や
関
東
か
ら
は
る
か
遠
く
離
れ
た
九
州

の
動
向
が
、
幾
度
と
な
く
時
代
の
節
目
と
な
り
、
こ
の
国
の
歴
史
に

大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
九
州
の
特
徴
の
一
端
を

明
ら
か
に
す
る
に
は
、
鎌
倉
幕
府
と
九
州
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
知

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
北
条
氏
に
よ
っ
て
西

国
守
護
の
独
占
、
専
制
化
が
な
さ
れ
、
鎌
倉
幕
府
が
積
極
的
に
九
州

を
支
配
し
て
い
っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
鎌
倉
幕
府
は
、
本
当
に
九
州
を
支
配
す
る
こ
と
を
望
ん
だ

の
だ
ろ
う
か
。
幕
府
に
よ
る
上
か
ら
の
九
州
支
配
と
い
う
視
点
だ
け

で
は
な
く
、
九
州
と
い
う
地
が
、
幕
府
あ
る
い
は
こ
の
時
代
に
ど
の

鎌
倉
幕
府
と
九
州
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（
武
藤
）・
大
友
・
島
津
・
千
葉
・
宇
都
宮
氏
な
ど
の
守
護
級
の
勢
力

を
も
つ
も
の
の
ほ
か
に
、
深
堀
・
安
富
・
伊
東
・
小
代
・
相
良
・
渋

谷
・
二
階
堂
氏
な
ど
の
東
国
の
地
名
を
姓
と
す
る
一
族
が
あ
げ
ら
れ

よ
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
下
に
「
小
地
頭
」
と
し
て
存
在
し
た
の
が
鎌

倉
幕
府
成
立
以
前
か
ら
の
在
地
の
武
士
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
中
に

は
、
菊
池
・
大
村
・
高
来
・
草
野
氏
な
ど
の
よ
う
に
御
家
人
身
分
を

獲
得
し
た
も
の
も
い
た
。
鎌
倉
時
代
の
九
州
の
武
士
た
ち
の
支
配
構

造
は
非
常
に
複
雑
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
九
州
に
と
っ
て
政
治
的
に
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
が

モ
ン
ゴ
ル
戦
争（
文
永
・
弘
安
の
役
）で
あ
る
。
こ
の
対
外
戦
争
に
お

い
て
最
前
線
と
な
っ
た
筑
前
・
長
門
国
は
、
異
国
警
固
番
役
に
よ
っ

て
集
ま
っ
た
御
家
人
や
近
隣
荘
園
の
住
人
た
ち
に
よ
っ
て
急
速
に
防

備
が
固
め
ら
れ
た
。
こ
の
異
国
警
固
番
役
の
勤
仕
は
、
在
地
の
武
士

　
　
　
は
じ
め
に

　
南
北
朝
の
内
乱
は
日
本
史
上
に
お
い
て
最
も
広
域
化
・
長
期
化
し

た
内
乱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
し
て
は
、
社
会
の
広
汎
な

階
層
が
分
裂
・
対
立
し
、
そ
の
紛
争
が
朝
廷
の
分
裂
や
幕
府
の
内
訌

と
い
う
形
で
顕
在
化
し
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
九
州
も
当
然
そ
の

影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
九
州
に
は
他
の
西
国
諸
国
同
様
に
、
承
久
の
乱
を
経
て
次
々
に
東

国
武
士
が
所
領
を
得
て
入
部
し
、
彼
ら
は
「
西
遷
御
家
人
」
と
よ
ば

れ
た
。
な
か
で
も
九
州
に
移
っ
た
御
家
人
た
ち
は
他
の
在
地
領
主
と

は
区
別
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

　
九
州
の
西
遷
御
家
人
と
し
て
勢
力
を
拡
大
し
た
武
士
に
は
、
少
弐

南
北
朝
内
乱
と
九
州
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ほ
ぼ
間
違
い
な
く
豊
後
国
守
護
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。

　
た
だ
、「
大
友
家
文
書
録
」
や
『
大
友
興
廃
記
』
な
ど
江
戸
時
代

に
編
さ
ん
さ
れ
た
歴
史
書
で
は
、
豊
後
国
守
護
と
な
っ
た
能
直
が
建

久
七
年（
一
一
九
六
）三
月
、
家
臣
古ふ
る
し
ょ
う庄

重し
げ
よ
し能

を
先
発
隊
と
し
て
派

遣
し
た
と
こ
ろ
、
大
野
郡
の
武
士
大
野
泰や
す
も
と基
が
神じ
ん

角か
く（

大
野
郡
）に
本

城
を
構
え
て
反
乱
を
起
こ
し
、
平
定
後
、
能
直
自
身
が
豊
後
へ
入
国

し
た
と
す
る
が
、
能
直
と
親
秀
と
も
に
豊
後
国
に
下
向
し
、
居
住
し

た
事
実
は
な
い
。
し
か
し
、
守
護
本
人
は
下
向
し
な
く
と
も
、
守
護

と
し
て
の
役
目
は
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
古
庄
重
能
が
下
向
し
、

そ
の
子
孫
で
あ
る
小
田
原
氏
が
守
護
代
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
能
直

の
代
官
＝
守
護
代
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
古
庄
氏
が
、
権
限
を
行
使
す

る
た
め
に
構
え
た
で
あ
ろ
う
拠
点
が
置
か
れ
た
場
所
は
不
明
で
あ
る

　
　
　
1
　
鎌
倉
時
代
の
豊
後
府
中

　
守
護
所
と
国
衙

　
大
友
氏
と
豊
後
国
の
関
係
を
語
る
時
、
常
套
句
的
に
「
大
友
氏
は
、

鎌
倉
時
代
初
め
に
初
代
能よ
し

直な
お

が
豊
後
国
守
護
と
な
っ
て
以
来
、
戦
国

時
代
に
至
る
ま
で
約
四
〇
〇
年
間
豊
後
国
を
支
配
し
た
」
と
い
わ
れ

る
。
か
く
い
う
筆
者
も
、
公
務
で
担
当
す
る
簡
単
な
解
説
文
や
歴
史

講
座
な
ど
で
、
幾
度
と
な
く
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
使
用
し
て
き
た
。
し

か
し
、
初
代
大
友
能
直
と
そ
の
子
二
代
親ち
か

秀ひ
で

が
豊
後
国
守
護
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
す
史
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
初
代
大
友
能
直
が
豊
後
国
守
護
と
な
っ
て
以
来
」
と
の
表
現
が
許

さ
れ
る
の
は
、
関
係
史
料
が
示
す
状
況
証
拠
に
よ
り
、
初
代
能
直
は

大
友
氏
の
拠
点
　
豊
後
府
中（
府
内
）　
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