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萩
原
三
雄
さ
ん
は
中
世
の
歴
史
考
古
学
者
と
し
て
県
内
外
か
ら
高
い
評
価
を
受
け
、
と
く
に
中
世
城
郭
や
鉱
山
史
の
研
究
で
は
全
国
に

も
名
を
馳
せ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
山
梨
県
内
で
は
帝
京
大
学
文
化
財
研
究
所
長
と
し
て
、
そ
の
運
営
に
卓
越
し
た
見
識
と
実
行
力
を
発
揮

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
山
梨
県
考
古
学
協
会
、
山
梨
郷
土
研
究
会
、
武
田
氏
研
究
会
等
、
地
域
の
歴
史
研
究
の
深
化
と
発
展
に
も
貢
献

さ
れ
ま
し
た
が
二
〇
二
二
年
二
月
十
九
日
、
七
十
五
歳
で
ご
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。

　
萩
原
さ
ん
は
、
山
梨
県
甲
府
市
東
光
寺
三
丁
目
八
―
一
〇
番
地
に
、
一
九
四
七
年
八
月
二
十
五
日
に
お
生
ま
れ
に
な
ら
れ
一
九
六
五
年

甲
府
市
第
一
高
等
学
校
を
卒
業
、
一
九
六
七
年
早
稲
田
大
学
第
一
法
学
部
に
入
学
、
一
九
七
一
年
同
大
学
を
卒
業
さ
れ
、
同
年
四
月
甲
府

市
役
所
市
議
会
事
務
局
に
奉
職
さ
れ
ま
し
た
が
、
二
〇
〇
一
年
に
財
団
法
人
山
梨
県
文
化
財
研
究
所
に
研
究
部
長
と
し
て
就
職
さ
れ
二
〇

一
四
年
十
二
月
に
帝
京
大
学
文
化
財
研
究
所
長
、
さ
ら
に
は
同
大
学
院
教
授
に
栄
進
さ
れ
全
国
の
大
学
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
た
研
究
活
動

を
広
げ
て
こ
ら
れ
た
の
で
す
。

　
萩
原
さ
ん
は
学
生
時
代
か
ら
山
梨
の
遺
跡
の
見
学
な
ど
を
通
し
て
山
梨
の
歴
史
に
関
心
を
も
た
れ
、
大
学
卒
業
後
は
甲
府
市
役
所
に
勤

務
の
傍
ら
一
九
七
三
年
萩
原
さ
ん
が
中
心
に
な
っ
て
甲
斐
丘
陵
考
古
学
研
究
会
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
年
の
十
二
月
に
は
勝
沼
氏
館

跡
の
発
掘
調
査
を
勝
沼
町
よ
り
依
頼
さ
れ
上
野
晴
朗
氏
の
指
導
の
も
と
で
行
い
ま
し
た
。

　
勝
沼
氏
館
跡
の
発
掘
調
査
な
ら
び
に
保
存
運
動
は
本
県
の
史
跡
に
対
す
る
本
格
的
な
保
存
運
動
第
一
号
と
し
て
当
時
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

萩
原
さ
ん
は
勝
沼
氏
館
跡
の
発
掘
調
査
を
足
が
か
り
に
中
世
の
城
館
の
研
究
に
も
手
を
染
め
、
小
学
館
の
『
日
本
の
城
』
巻
末
「
山
梨
県
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城
郭
一
覧
」
を
作
成
、
引
き
続
い
て
山
梨
大
学
の
磯
貝
正
義
先
生
の
も
と
で
丘
陵
の
メ
ン
バ
ー
と
『
日
本
城
郭
大
系
8
巻
』
山
梨
県
の
分

野
を
執
筆
さ
れ
、
こ
の
道
の
研
究
者
と
し
て
仲
間
入
り
を
し
た
の
で
し
た
。

　
萩
原
さ
ん
は
山
梨
郷
土
研
究
に
お
い
て
も
、
若
く
し
て
会
の
活
動
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
だ
き
新
進
気
鋭
の
研
究
者
と
し
て
卓
越
し
た

手
腕
、
力
量
を
発
揮
さ
れ
、
歴
史
学
、
民
俗
学
な
ど
の
領
域
を
越
え
た
学
際
的
な
研
究
手
法
を
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
郷
土

研
究
会
の
伝
統
行
事
で
あ
っ
た
新
夏
草
道
中
の
復
活
や
研
究
例
会
が
定
期
的
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
こ
の
頃
全
国
的
に
市
町
村
史（
誌
）の
出
版
ブ
ー
ム
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
甲
府
市
史
を
は
じ
め
県
内
の
市
町
村
史（
誌
）発
刊
に

も
若
手
の
研
究
者
を
中
心
に
企
画
、
編
さ
ん
を
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
山
梨
郷
土
研
究
会
の
事
務
局
を
県
立
図
書
館
か
ら
文
化
財
研
究
所
に

移
し
機
能
的
に
活
動
が
行
わ
れ
、
一
九
八
七
年
に
は
甲
州
市
恵
林
寺
境
内
武
田
信
玄
公
宝
物
館
に
設
立
さ
れ
た
「
武
田
氏
研
究
会
」
の
事

務
局
も
氏
の
好
意
に
よ
っ
て
文
化
財
研
究
所
に
移
し
山
梨
県
の
学
術
研
究
の
向
上
を
諮
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
山
梨
県
の
考
古
学
協
会
は
来
年
設
立
四
十
五
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ
の
会
は
一
九
七
九
年
十
月
、
上
の
平
方
形
周
溝
墓
群
が
発
見
さ
れ

そ
の
保
存
運
動
を
機
会
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
行
っ
て
き
ま
し
た
い
く
つ
か
の
県
内
研
究
団
体
や
個
人
の
研
究
者
を
一
つ
に
団
結
し

「
山
梨
県
考
古
学
協
会
」
と
し
て
設
立
し
ま
し
た
。
萩
原
さ
ん
は
当
初
か
ら
創
設
の
中
心
に
あ
っ
て
組
織
作
り
を
進
め
、
設
立
後
も
事
務

局
長
と
し
て
会
の
企
画
、
運
営
、
活
動
を
勤
め
、
同
時
に
日
本
考
古
学
協
会
全
国
委
員
と
し
て
全
国
の
文
化
財
保
護
に
も
関
わ
っ
て
ま
い

り
ま
し
た
。
晩
年
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
は
山
梨
県
立
考
古
学
博
物
館
の
館
長
も
務
め
ら
れ
、
本
県
の
考
古
学
研
究
や
普
及

活
動
に
も
専
念
さ
れ
た
の
で
す
。

　
萩
原
さ
ん
が
最
も
大
き
な
転
機
を
迎
え
ら
れ
た
の
は
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
の
山
梨
文
化
財
研
究
所
長
と
し
て
帝
京
大
学
の
信
頼
の
も

と
、
大
学
系
列
の
研
究
所
長
と
し
て
県
内
は
も
と
よ
り
全
国
の
大
学
と
手
を
携
え
研
究
活
動
を
行
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
萩
原
さ
ん

は
日
本
中
世
史
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
網
野
善
彦
、
石
井
進
、
五
味
文
彦
各
先
生
方
を
お
招
き
し
、
そ
の
ご
指
導
の
も

と
「
考
古
学
と
中
世
史
研
究
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
を
一
九
九
〇
年
か
ら
九
十
五
年
ま
で
六
回
開
催
し
ま
し
た
。
報
告
書
に
よ
り
ま
す
と
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毎
回
全
国
か
ら
二
百
数
十
名
の
研
究
者
が
山
梨
に
集
い
、
二
日
間
に
わ
た
り
充
実
し
た
研
究
討
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
考
古
学
と
文
献
史
学
、
さ
ら
に
隣
接
諸
学
と
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
た
数
々
の
問
題
点
を
新
進
気
鋭
の
研
究
者
た
ち
が
活
発
に
討
論
す

る
場
と
な
り
、
停
滞
傾
向
に
あ
っ
た
中
世
史
研
究
の
方
法
を
見
直
す
大
き
な
契
機
と
し
て
、
全
国
的
に
評
価
を
受
け
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
日
本
歴
史
研
究
の
う
え
で
、
中
世
考
古
学
の
い
ち
じ
る
し
い
研
究
成
果
を
得
た
こ
と
は
、
所
長
で
あ
り
ま
し
た
萩
原
さ
ん

の
大
き
な
功
績
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
他
に
も
県
文
化
財
保
護
審
議
会
々
長
と
し
て
文
化
財
全
体
の
調
査
、
保
存
運
動
に
も
努
め
ら
れ
た
ほ
か
、
県
立
博
物
館
建
設
運
動

の
推
進
、
山
梨
県
史
の
調
査
編
纂
、
富
士
山
の
世
界
文
化
遺
産
登
録
な
ど
、
い
く
つ
も
の
要
職
を
務
め
ら
れ
、
萩
原
さ
ん
が
か
か
わ
り
積

み
上
げ
て
こ
ら
れ
た
功
績
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
く
、
こ
こ
に
幾
多
の
ご
功
績
に
対
し
深
甚
な
る
謝
意
を
表
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
萩
原
さ
ん
は
多
く
の
著
書
を
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
最
後
に
私
共
に
残
し
て
頂
い
た
『
戦
国
期
城
郭
と
考
古
学
』『
金
山
衆
と
中
世
の
鉱

山
技
術
』
の
二
冊
は
ま
さ
に
萩
原
さ
ん
が
生
涯
を
か
け
て
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
歴
史
考
古
学
と
し
て
の
集
大
成
で
あ
り
ま
す
。

　
萩
原
さ
ん
の
こ
う
し
た
業
績
を
讃
え
る
べ
く
氏
の
学
恩
に
対
し
こ
の
た
び
「
萩
原
三
雄
氏
追
悼
論
集
刊
行
会
」
を
立
ち
あ
げ
、
萩
原
さ

ん
が
自
ら
取
り
組
ん
で
こ
ら
れ
た
中
世
史
研
究
に
焦
点
を
当
て
た
追
悼
論
集
を
萩
原
さ
ん
の
三
回
忌
を
目
途
に
編
集
、
刊
行
い
た
し
ま
し

た
。
幸
い
に
十
八
名
の
研
究
者
か
ら
ご
執
筆
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
萩
原
さ
ん
の
幅
広
い
ご
研
究
を
示
す
に
ふ
さ
わ
し
い
本
書
が
本
県
の

歴
史
考
古
学
の
研
究
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
萩
原
さ
ん
の
ご
霊
前
に
お
供
え
し
ま
す
。

　
な
お
本
書
の
刊
行
に
あ
た
り
、
ご
尽
力
い
た
だ
い
た
高
志
書
院
に
た
い
し
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　
　
　
　
令
和
六
年
二
月
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