
周
縁
民
衆
史
の
視
座

昨
年
、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
一
冊
と
し
て
、
「
文
明
開
化
と
差
別
』

を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
。
少
年
時
代
は
、
京
都
の
紙
閣
と
被
差
別
部
落
の

中
間
地
域
に
育
っ
た
私
に
は
、
学
校
教
育
と
「
伝
統
芸
能
」
か
ら
の
逃
避
が
、

日
常
生
活
の
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
私
が
、
「
登
校
拒
否
教
師
」
と
は

い
え
大
学
で
教
鞭
を
取
り
、
芸
能
民
を
テ
1
マ
に
し
た
本
を
書
く
と
は
、
な

ん
と
も
皮
肉
な
め
ぐ
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
し
か
し
、
な
、
ぜ
こ
の
よ
う
な
本
を

書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
現
在
私
が
考
え
て
い
る
幾
つ
か
の
間
題
を
紹
介

し
て
ハ
今
後
の
展
望
を
述
べ
て
み
た
い
。

周
縁
民
衆
史
と
「
階
級
闘
争
史
」
一
九
七
八
・
七
九
年
の
西
川
長
夫
と
色

川
大
吉
と
の
歴
史
文
学
「
論
争
」
の
な
か
で
、
西
川
は
、
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク

ス
の
「
プ
リ
ュ

1
メ
ル
一
八
日
』
の
「
ル
ン
ペ
ン
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
論
を

批
判
し
な
が
ら
、
「
階
級
史
観
的
な
把
握
が
民
衆
の
内
在
的
な
理
解
の
障
害
に

な
り
か
ね
な
い
」
と
い
う
重
大
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
(
「
歴
史
研
究
の
方

法
と
文
学
」
『
歴
史
学
研
究
』
四
五
七
号
)
。

ま
た
安
丸
良
夫
は
、
「
犯
罪
、
病
気
、
精
神
疾
患
、
社
会
的
脱
務
者
な
ど
の

な
か
に
は
、
健
康
で
平
均
的
な
生
活
者
た
ち
の
う
ち
に
は
容
易
に
発
見
す
る

乙
と
の
で
き
な
い
人
間
性
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
真
実
が
明
瞭
な
か
た
ち
で
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表
現
さ
れ
て
い
る
」
(
「
前
近
代
の
民
衆
像
」
吋
方
法
と
し
て
の
思
想
史
』
校
倉
書
房
)

こ
と
を
、
評
伝
「
出
口
な
お
』
(
朝
日
新
聞
社
)
な
ど
を
通
し
て
見
事
に
具
体
化

し
て
い
る
。

の
ち
に
安
丸
は
、
エ
リ
ッ
ク
・
ホ
ブ
ズ
ボ

l
ム
の
よ
う
な
、
伝
統
社
会
の

民
衆
運
動
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
階
級
闘
争
の
先
駆
的
な
形
態
と
と
ら

え
る
研
究
に
対
し
て
、
そ
の
な
か
か
ら
カ
ル
ト
的
な
集
団
が
生
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
説
い
た
ノ
1
マ
ン
・
コ
ー
ン
の
研
究
を
対
比
さ
せ
て
い
る
(
「
一
挟
・

監
獄
・
コ
ス
モ
ロ
ジ
l
』
朝
日
新
聞
社
)
。
私
た
ち
も
そ
ろ
そ
ろ
、
伝
統
社
会
の

民
衆
運
動
を
、
単
純
に
近
代
の
階
級
闘
争
の
先
駆
形
態
と
す
る
ド
グ
マ
か
ら

解
放
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
し
て
伝
統
社
会
の
周
縁
民
衆
世
界
を
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
近
代
の
労
働
者

階
級
の
形
成
史
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
彼
ら
が
都
市
の
周
縁
部
に
ス
ラ

が
ん
に
ん
ご
う
む
ね
ゅ

ム
や
被
差
別
部
落
を
形
成
し
、
「
願
人
・
乞
胸
・
非
人
な
ど
の
歴
史
的
系
譜
を

も
っ
た
貧
民
街
は
、
比
較
的
早
い
時
期
に
縮
小
・
解
体
し
て
い
く
」
の
に
対

し
て
、
「
問
機
多
身
分
の
場
合
は
、
そ
の
後
も
外
部
か
ら
の
流
入
者
を
抱
え
こ

ん
で
、
縮
小
す
る
ど
こ
ろ
か
逆
に
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
く
」
(
馬
原
鉄

男
「
日
本
都
市
下
層
社
会
研
究
覚
書
」
吋
部
落
問
題
研
究
』
七
四
輯
)
こ
と
を
考
え



て
み
る
必
要
が
あ
る
。
「
文
明
開
化
と
差
別
』
は
、

究
で
あ
る
。

そ
の
た
め
の
準
備
的
な
研

そ
の
「
下
層
社
会
」
の
民
衆
と
労
働
者
と
の
歴
史
的
な
対
立
や
、
「
下
層
社

会
」
か
ら
ぬ
け
だ
し
た
労
働
者
が
、
「
下
層
社
会
」
の
人
び
と
を
ど
の
よ
う
に

見
て
い
る
の
か
九
と
い
う
問
題
も
次
に
考
え
て
み
た
い
課
題
で
あ
る
。
戦
前

し
よ
う
け
ん

の
労
働
運
動
や
水
平
運
動
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
平
野
小
錦
は
、
「
或
る
夜

の
こ
と
」
と
い
う
文
章
の
な
か
で
、
仲
間
の
労
働
運
動
の
活
動
家
た
ち
が
、

「
特
殊
部
落
に
は
美
し
い
女
が
多
い
そ
う
だ
と
去
ふ
が
真
実
か
ね
。

i
iど

う
だ
ろ
う
社
会
運
動
者
に
一
人
々
々
世
話
を
し
な
い
か
:
:
:
。
」
(
略
)

「
朝
鮮
の
女
や
支
那
の
娘
よ
り
は
、
い
く
ら
か
気
持
が
よ
い
だ
ろ
う
生
活
様

式
も
変
っ
て
い
な
い
か
ら
ね
:
f
:
」

と
発
一
一
一
目
す
る
の
を
聞
い
て
、
「
俺
は
そ
の
後
、
殆
ど
集
会
に
顔
を
出
さ
な
く
な

っ
た
」
ノ
と
回
想
し
て
い
る
(
『
水
平
運
動
論
叢
』
世
界
文
庫
)
。

労
働
運
動
の
指
導
者
た
ち
の
な
か
に
さ
え
、
こ
の
よ
う
な
部
落
差
別
、
ア

ジ
ア
差
別
、
女
性
差
別
が
存
在
す
る
。
日
本
社
会
の
「
重
層
的
な
差
別
」
の

構
造
や
民
衆
の
差
別
意
識
・
帝
国
意
識
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
る

の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
、
も
う
少
し
国
民
国
家
や
文
明
化

が
、
ど
の
よ
う
な
差
別
を
つ
く
り
だ
し
強
化
し
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題

を
、
少
な
く
と
も
ア
ジ
ア
地
域
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
察
し
て
み
た
い
と

患
っ
て
い
る
。

「
第
一
一
一
の
性
」
ま
た
、
す
で
に
一
九
七

0
年
代
に
、
広
末
保
は
、
「
歌
舞
伎

は
な
ぜ
女
形
と
い
う
虚
構
の
性
を
必
要
と
し
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
を
発
し

て
い
る
。
氏
は
、
「
遊
女
歌
舞
伎
が
禁
止
さ
れ
、
つ
い
で
若
衆
歌
舞
伎
も
禁
止

さ
れ
、
そ
の
た
め
女
形
の
出
現
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
と
り
う
「
教
科
書
的

女
形
成
立
論
」
を
批
判
し
て
、
「
弾
圧
に
た
い
す
る
巧
み
な
揺
晦
的
抵
抗
が
、

そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
論
理
や
虚
構
の
方
法
を
発
見
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
あ

る
だ
ろ
う
」
が
、
「
女
形
と
い
う
虚
構
の
性
こ
そ
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と

し
て
受
け
入
れ
育
て
る
潜
在
意
識
が
、
悪
所
の
意
識
と
し
て
本
来
あ
っ
た
れ

ば
こ
そ
、
そ
の
橋
晦
は
積
極
的
な
可
能
性
へ
転
換
さ
れ
た
」
と
す
る
(
「
歌
舞

伎
の
思
想
」
吋
近
世
文
学
に
と
っ
て
の
俗
』
影
書
房
)
。
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私
が
、
本
書
で
歌
舞
伎
役
者
の
寅
売
春
や
悪
所
の
「
恥
貯
」
と
い
う
〈
世
間

F
口
ギ
ユ
ヌ
見

性
具
有
〉
を
問
題
に
し
た
の
は
、
こ
の
広
米
の
一
一
一
日
う
「
虚
構
の
性
」
が
念
頭

に
あ
っ
た
の
と
、
い
ま
ひ
と
つ
は
最
近
よ
く
話
題
に
な
っ
て
い
る
「
第
三
の

性
」
が
気
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
が
七
年
前
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
っ

た
時
、
最
初
に
驚
か
さ
れ
た
の
は
、
雑
誌
に
よ
く
で
て
く
る
「
ト
ラ
ン
ス
嬢
」

の
写
真
で
あ
る
。
「
ト
ラ
ン
ス
嬢
」
と
い
う
の
は
、
ど
乙
か
ら
見
て
も
女
性
で

あ
る
が
、
男
性
の
性
器
だ
け
を
つ
け
た
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。

最
近
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
る
と
、
ア
ジ
ア
の
な
か
で
も
こ
の
「
ト
ラ

ン
ス
嬢
」
が
流
行
し
て
い
る
。
私
が
現
在
住
ん
で
い
る
韓
国
で
は
、
ハ
リ
ス

と
い
う
性
転
換
手
術
を
し
た
「
美
女
(
美
男
?
と
の

C
D
付
き
写
真
集
が
、

「
イ
ブ
に
な
っ
た
ア
ダ
ム
」
と
い
う
コ
ピ

i
で
売
り
出
さ
れ
て
い
る
。
李
朝
の

ナ
ム
サ
グ
ン

男
寺
党
(
旅
芸
入
)
の
男
色
は
あ
る
が
パ
儒
教
道
徳
の
厳
し
か
っ
た
韓
国
も
、

五
年
前
に
一
年
住
ん
だ
時
と
は
、
大
き
く
様
変
わ
り
し
て
き
で
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
近
年
や
っ
と
「
性
向
一
性
障
害
」
や
ト
ラ
ン
ス
・
ジ
ェ
ン

ダ
i
の
問
題
と
し
て
日
本
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

実
は
歴
史
的
に
根
深
い
問
題
で
あ
る
。
写
真
家
の
石
川
武
志
は
、
吋
ヒ
ジ
ユ
一
ブ

l
iイ
ン
ド
第
三
の
性
」
(
背
弓
社
)
の
な
か
で
、
ヒ
ン
ド
ゥ

1
諮
で
「
半
陰

陽
(
真
性
半
桧
賜
こ
の
意
味
を
も
っ
ヒ
ジ
ュ
ラ
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
が
、
イ
ン

ド
・
パ
キ
ス
タ
ン
・
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
で
四

O
万
人
か
ら
五

O
万
人
い
る
と

語
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
に
「
半
陰
陽
」
の
人
が
自
然
に
多
い
わ
け
は
な
い
の

で
、
自
ら
男
性
の
性
器
を
去
勢
し
て
ヒ
ジ
ュ
ラ
と
な
り
、
カ

l
ス
ト
社
会
の

外
に
生
き
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ジ
ュ
ラ
も
、
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ン
な
ど
で
は
「
聖
な
る
存
在
」
と
し
て
崇
め

ら
れ
て
い
る
者
か
ら
、
カ
ル
カ
ッ
タ
や
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
よ
う
に
、
貿
売
春

に
従
事
し
、
物
乞
い
を
し
て
ス
ラ
ム
に
住
ん
で
、
「
不
浄
の
存
在
」
と
さ
れ
て

い
る
者
ま
で
、
そ
の
存
在
形
態
は
多
様
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ヒ
ン
ド
ゥ

1
教

で
は
、
シ
ヴ
ァ
神
自
体
が
王
蛇
パ
ー
ル
ヴ
ァ
テ
ィ
と
合
体
し
た
両
性
具
有
神

で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
タ
ヒ
チ
の
マ
ホ

1
(玄
岱
0
0
)

〔
マ
フ
〕
と
呼
ば

れ
、
女
装
し
て
女
性
と
向
じ
生
活
を
す
る
人
び
と
や
、
や
は
り
女
装
し
て
「
中

間
者
」
の
呪
術
師
日
医
者
と
し
て
生
き
る
、
北
米
先
住
民
の
ベ
ル
タ

l
シ
ュ

な
ど
が
有
名
で
あ
る
。
最
近
で
は
、
オ
マ

l
ン
の
ハ
ン
ニ

1
ス
な
ど
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
ブ

l
コ
1
流
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ま
さ
に
近
代
社
会
と

は
「
お
前
は
何
者
か
」
を
常
に
問
う
社
会
で
あ
る
。
近
代
的
「
自
我
」
ゃ
っ
主

体
」
と
い
う
神
話
と
と
も
に
、
男
性
と
女
性
の
性
差
が
厳
し
く
関
わ
れ
、
「
男

ら
し
き
」
と
「
女
ら
し
き
」
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
日
本
人
」
と
「
外

国
人
」
が
峻
別
さ
れ
、
「
日
本
人
ら
し
さ
」
が
強
制
さ
れ
る
社
会
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
神
話
も
、
わ
ず
か
百
数
十
年
で
崩
壊
し
て
き
で
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
近
代
の
「
神
話
」
が
崩
壊
す
る
な
か
で
、
伝
統
社
会
の
な
か

の
〈
両
性
具
有
〉
や
「
虚
構
の
性
」
が
、
も
う
少
し
見
直
さ
れ
て
も
い
い
の

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本
人
の
帝
国
意
識
の

形
成
と
、
廓
の
歴
史
と
娼
妓
「
解
放
令
」
を
書
く
の
が
、
次
の
私
の
研
究
課

題

で

あ

る

。

(

い

ま

に

し

は
じ
め
・
日
本
近
代
史
)

文
明
開
化
と
差
別

今

商

工

者

〈

歴

史

文

化

ラ

イ

ブ

ラ

リ

ー

m〉
四
六
判
/
一
七

O
O
円
〈
税
別
)
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