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地
域
の
民
衆
は
軍
隊
の
侵
攻
に
よ
り
食
事

や
人
馬
の
提
供
を
強
い
ら
れ
ま
す
。
と
は
い

え
た
だ
従
う
わ
け
で
は
な
く
、
新
政
府
・
旧

幕
府
両
方
の
勢
力
が
通
過
す
る
地
域
で
は
、

時
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
民
衆
は
生
き
残
る
た

め
に
〝
し
た
た
か
〟
に
状
況
を
判
断
し
、
行

動
し
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
古
文
書
な
ど
の
史
料
を
紐
解

き
、
客
観
的
に
過
去
の
出
来
事
を
明
ら
か
に

す
る
歴
史
学
の
手
法
が
、
実
証
主
義
史
学
で

す
。
た
だ
私
は
、
研
究
の
過
程
で
「
史
料
と

は
何
か
」と
い
う
疑
問
に
ぶ
つ
か
り
ま
し
た
。

史
料
を
書
い
た
人
物
と
、
そ
れ
を
後
世
に

な
っ
て
か
ら
読
む
研
究
者
の
間
に
は
当
然
な

が
ら
溝
が
あ
り
、
史
料
は
研
究
者
そ
れ
ぞ
れ

の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
読
ま
れ
る
た
め
、

解
釈
に
は
差
異
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
で
着
目

し
た
の
が
、「
文
書
と
は
何
か
」「
文
字
記
録
と

は
何
か
」
を
体
系
的
に
研
究
す
る
学
問
分
野

と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
学
で
す
。
18
～
19
世
紀
に
文
書
館
が
誕

生
し
た
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
な
ど
で
は
、

国
民
の
共
有
財
産
と
し
て
歴
史
的
文
書
が
認

知
さ
れ
て
お
り
、
文
書
管
理
の
専
門
職
で
あ

る
「
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
」
は
、
社
会
的
に
も
ス

テ
ー
タ
ス
が
高
い
存
在
で
す
。

一
方
日
本
で
は
、
１
９
８
０
年
代
後
半
以

降
に
よ
う
や
く
学
問
分
野
と
し
て
形
成
さ
れ

た
ば
か
り
で
、現
在
で
も
途
上
の
段
階
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
史
学
に
は
ア
ー
カ

イ
ブ
ズ
学
的
な
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る

余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
た
、
学
問
に
留
ま
ら
ず
国
会
な
ど
で
議

論
す
る
際
に
は
、
エ
ビ
デ
ン
ス
と
な
る
文
書

の
明
示
が
理
想
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
厳

格
な
文
書
管
理
が
不
可
欠
。「
記
憶
に
ご
ざ
い

ま
せ
ん
」
で
済
ま
せ
な
い
た
め
に
も
、
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
を
敷
衍
す
る
必
要
が
あ
る
の
で

す
。

歴
史
学
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
、

ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

た
と
え
ば
、
あ
る
町
役
場
で
古
い
公
文
書

が
発
見
さ
れ
た
と
し
ま
す
。
従
来
の
歴
史
学

で
は
、
そ
の
文
字
情
報
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
、

じ
っ
く
り
読
み
込
む
こ
と
で
内
容
の
理
解
に

努
め
ま
す
。一
方
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
で
は
、町

役
場
の
組
織
体
制
を
把
握
し
た
う
え
で
、
ど

の
部
署
で
作
成
さ
れ
、
な
ぜ
そ
の
文
書
が
必

要
だ
っ
た
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
町
の
人
々

の
生
活
と
文
書
の
関
係
ま
で
検
証
し
ま
す
。

当
然
な
が
ら
、
群
と
し
て
の
全
体
像
を
理
解

で
き
て
こ
そ
個
別
の
文
書
の
理
解
も
深
ま
り

ま
す
。
参
照
す
べ
き
資
料
は
多
く
な
り
手
間

も
増
え
ま
す
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
手
法

を
応
用
す
れ
ば
歴
史
学
の
研
究
も
深
く
な
っ

て
い
く
と
考
え
ま
す
。

現
在
、
歴
史
学
は
転
換
期
に
あ
り
、
歴
史

学
の
今
日
的
意
義
や
「
本
当
に
客
観
的
な
事

実
を
証
明
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
投

げ
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
旧
来
ど
お
り
の
実

先
生
の
ご
専
門
に
つ
い
て 

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

「
歴
史
学
」
と
「
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
」
と

い
う
二
つ
の
立
ち
位
置
か
ら
日
本
の
近
代
史

を
研
究
し
て
い
ま
す
。
専
門
的
な
研
究
を
志

し
た
原
点
は
、
学
生
時
代
の
指
導
教
授
で
あ

る
松
尾
正
人
先
生
と
の
出
会
い
。
松
尾
先
生

は
、
日
本
近
代
史
を
専
門
と
す
る
歴
史
学
者

で
中
央
大
学
名
誉
教
授
で
す
。
ゼ
ミ
で
歴
史

学
に
魅
力
を
感
じ
、
純
粋
に
「
も
っ
と
勉
強

し
た
い
」
と
思
い
続
け
て
今
に
至
り
ま
す
。

ま
た
、
博
士
論
文
提
出
前
か
ら
宮
内
庁
の

書
陵
部
と
い
う
部
署
で
公
文
書
を
管
理
す
る

業
務
に
携
わ
り
、
そ
の
後
、
国
文
学
研
究
資

料
館
と
い
う
研
究
機
関
で
は
、
公
文
書
だ
け

で
は
な
く
民
間
の
蔵
に
眠
っ
て
い
る
古
文
書

な
ど
を
保
存
・
活
用
す
る
た
め
の
研
究
業
務

に
従
事
し
ま
し
た
。
学
生
時
代
か
ら
の
学
問

的
な
関
心
と
実
務
経
験
が
リ
ン
ク
し
た
こ
と

で
、
歴
史
学
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
往
来
す

る
研
究
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
研
究

を
さ
れ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。

起
点
と
な
っ
た
研
究
テ
ー
マ
は
、
戊
辰
戦

争
と
明
治
維
新
で
す
。
私
は
旧
幕
府
軍
と
新

政
府
軍
の
政
治
闘
争
や
軍
事
抗
争
よ
り
も
、

民
衆
の
行
動
に
興
味
が
あ
り
、
新
た
な
史
料

を
探
し
出
し
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
事

実
を
集
め
、
分
析
を
進
め
て
い
き
ま
し
た
。

証
主
義
史
学
の
手
法
の
ま
ま
史
料
に
接
し
、

当
時
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
歴
史
学

は
次
の
ス
テ
ー
ジ
に
進
め
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

歴
史
の
見
方
そ
の
も
の
を 

考
え
直
す
必
要
性
が
あ
る
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
か
。

「
歴
史
学
の
意
味
」と
い
う
根
源
的
な
問
い

に
突
き
当
た
っ
て
私
が
考
え
た
の
は
、「
同
時

代
の
人
々
に
と
っ
て
の
意
味
」
と
「
現
代
の

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
意
味
」
の
両
方
を
考

え
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
私
は
、
明
治
維
新
が
こ
れ
ま
で
ど

の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
、
説
明
さ
れ
て
き
た
の

か
を
探
っ
て
み
ま
し
た
。

た
と
え
ば
、
１
９
６
８
年
に
は
「
明
治

１
０
０
年
」、
２
０
１
８
年
に
は
「
明
治

１
５
０
年
」
と
し
て
、
日
本
政
府
は
記
念
事

業
を
企
画
し
ま
し
た
。そ
の
な
か
で
政
府
は
、

「
明
治
維
新
に
よ
っ
て
日
本
は
近
代
化
に
成

功
し
、
豊
か
な
国
に
な
っ
た
」
と
振
り
返
る

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
日
本
が
急
速
に
近
代

化
し
、
帝
国
化
し
た
結
果
と
し
て
行
き
着
い
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彰
し
、神
社
や
顕
彰
碑
を
建
立
し
た
の
で
す
。

ま
た
、
地
域
単
位
で
も
独
自
に
明
治
維
新

を
振
り
返
る
動
き
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
明
治

維
新
を
主
導
し
た
と
自
負
す
る
地
域
で
は
、

地
域
へ
の
利
益
誘
導
を
目
的
に
、
政
府
に
寄

り
添
う
姿
勢
で
歴
史
を
ま
と
め
、「
我
が
郷
土

に
は
こ
れ
だ
け
天
皇
に
尽
く
し
た
人
材
が
い

た
」
と
強
く
外
部
向
け
に
ア
ピ
ー
ル
し
ま
し

た
。
一
方
で
、
政
府
へ
の
対
抗
意
識
が
あ
る

会
津
な
ど
で
は
、
戊
辰
戦
争
で
の
悲
劇
を
一

つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
、
よ
り

内
向
き
に
郷
土
意
識
を
高
め
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。
明
治
維
新
が
各
地
域
で
記
憶
さ
れ
、

語
ら
れ
て
い
っ
た
経
過
を
見
る
と
、
地
域
社

会
の
成
り
立
ち
や
、
現
在
に
も
残
る
独
自
の

地
域
性
が
形
成
さ
れ
た
背
景
の
理
解
に
役
立

つ
の
で
す
。

一
般
的
に
明
治
維
新
は
右
肩
上
が
り
の
サ

ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
描
か
れ
ま
す

し
、
旧
来
の
社
会
構
造
を
壊
し
た
こ
と
は
確

か
で
す
。た
だ
、す
ぐ
に
は
新
し
い
価
値
観
を

構
築
で
き
ま
せ
ん
。た
と
え
ば
、廃
藩
置
県
の

後
に
も
、
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と

し
て
藩
を
ベ
ー
ス
と
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

は
生
き
続
け
ま
し
た
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の

身
分
制
度
は
廃
止
さ
れ
ま
す
が
、
旧
来
の
身

分
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
人
々
も
少
な
か
ら
ず

存
在
し
て
い
ま
し
た
。
近
世
を
生
き
て
き
た

人
々
に
と
っ
て
、
自
己
の
価
値
観
や
拠
り
所

が
崩
壊
し
た
明
治
維
新
は
、
必
ず
し
も
喜
ば

し
い
変
革
と
は
限
ら
な
か
っ
た
と
解
釈
で
き

る
の
で
す
。

明
治
維
新
後
に「
国
史
」と
い
う
枠
組
み
が

生
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
人
々
を
「
日

本
国
民
」
に
す
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
た
か
ら

で
す
。
江
戸
時
代
に
は
、「
自
分
は
日
本
人
で

あ
る
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
誰

も
が
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
こ
か
ら
「
日
本
国
民
」
で
構
成
さ

れ
る
近
代
国
家
と
し
て
「
日
本
国
」
を
定
義

す
る
た
め
に
、
戸
籍
制
度
や
共
通
の
言
語
、

そ
し
て
共
通
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
が
大
前
提

と
な
っ
た
の
で
す
。

日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は 

現
在
ど
の
よ
う
な
状
況
に 

あ
り
ま
す
か
。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
難
し
さ
は
、
何
を
残

す
べ
き
か
と
い
う
文
書
の
評
価
・
選
別
で
す
。

た
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
で
の
敗
戦
で
す
。

そ
う
考
え
る
と
明
治
維
新
は
失
敗
だ
っ
た
と

い
う
評
価
も
で
き
る
の
で
す
が
、
政
府
は
そ

れ
に
は
触
れ
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
明
治
維
新

は
現
在
の
豊
か
な
日
本
を
つ
く
っ
た
ス
タ
ー

ト
地
点
」
と
語
り
ま
す
。
語
り
手
の
性
質
や

姿
勢
を
知
る
う
え
で
も
、
そ
の
時
代
の
歴
史

観
は
一
つ
の
材
料
に
な
る
の
で
す
。

ち
な
み
に
戊
辰
戦
争
の
直
後
に
も
当
時
の

新
政
府
が
「
明
治
維
新
と
は
い
か
な
る
も
の

だ
っ
た
か
」
を
ま
と
め
る
作
業
を
行
い
ま
し

た
。
も
ち
ろ
ん
新
政
府
は
「
明
治
維
新
は
天

皇
が
主
権
を
取
り
戻
し
た
変
革
で
あ
り
、
新

政
府
は
正
当
性
を
も
っ
て
成
立
し
た
」
と
自

ら
を
正
当
化
し
ま
す
。
ま
た
、
明
治
以
降
、

天
皇
に
尽
く
す
「
勤
王
」
の
精
神
で
亡
く

な
っ
た
人
や
、
旧
幕
府
に
処
刑
さ
れ
た
人
な

ど
、
明
治
維
新
の
殉
難
者
を
全
国
各
地
で
顕

歴
史
学
上
重
要
な
意
味
を
持
つ
史
料
が
、
行

政
側
の
視
点
で
い
と
も
簡
単
に
捨
て
ら
れ
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
市
民
の
立
場

で
は
、
ま
た
別
の
史
料
を
重
要
視
す
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
研
究
者
は
ど
ん
な
史
料

に
も
意
味
を
見
出
し
、
研
究
対
象
に
で
き
ま

す
の
で
、
極
論
す
れ
ば
す
べ
て
保
存
し
て
お

い
て
ほ
し
い
と
考
え
ま
す
。
要
は
正
解
が
な

い
か
ら
こ
そ
、
多
様
な
意
見
を
把
握
し
た
う

え
で
基
準
を
設
け
、
責
任
を
持
っ
て
判
断
で

き
る
専
門
職
と
し
て
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
が
必
要

な
の
で
す
。

実
は
、
明
治
維
新
を
推
し
進
め
た
新
政
府

の
要
人
た
ち
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
存
在
を

知
っ
て
い
ま
し
た
。
岩
倉
使
節
団
が
ヴ
ェ
ニ

ス
の
文
書
館
に
案
内
さ
れ
、
１
３
０
万
冊
に

も
及
ぶ
資
料
を
目
の
当
た
り
に
し
た
こ
と

は
、使
節
団
の
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
。つ
ま

り
、
知
っ
て
は
い
た
も
の
の
導
入
し
な
か
っ

た
の
で
す
。
彼
ら
は
官
僚
が
作
成
し
た
公
文

書
を
市
民
に
広
く
公
開
す
る
シ
ス
テ
ム
を
認

め
ず
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
つ
く
る
選
択
を
し

ま
せ
ん
で
し
た
。

戦
後
、
１
９
７
１
年
に
よ
う
や
く
日
本
に

も
国
立
公
文
書
館
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、

「
公
文
書
が
（
健
全
な
民
主
主
義
を
支
え
る
）

国
民
共
有
の
知
的
資
源
で
あ
る
」
と
明
記
さ

れ
た
の
は
、
２
０
１
１
年
の
公
文
書
管
理
法

で
す
。「
官
僚
が
つ
く
っ
た
文
書
は
官
僚
の
も

の
」
と
い
う
意
識
が
、
な
ん
と
１
５
０
年
近

く
も
続
い
て
い
た
の
で
す
。
近
年
は
国
会
で
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げ
て
い
く
姿
勢
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
の
で

す
。
研
究
者
も
批
判
し
合
わ
な
け
れ
ば
成
長

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
私
自
身
も
強
く
意
識
し

て
い
る
こ
と
で
す
。

ま
た
、
卒
業
論
文
の
作
成
で
は
、
専
門
的

な
成
果
と
し
て
新
発
見
が
あ
れ
ば
素
晴
ら
し

い
の
で
す
が
、
大
部
分
の
学
生
に
と
っ
て
大

事
な
の
は
、
論
文
作
成
の
過
程
で
す
。
批
判

的
な
目
を
養
い
、
国
内
外
で
資
料
を
探
し
出

す
行
動
力
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、

そ
し
て
自
分
の
考
え
を
発
表
す
る
力
、
最
終

的
に
論
文
と
し
て
活
字
に
ま
と
め
る
力
を
身

に
つ
け
る
手
助
け
を
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
、

研
究
者
で
あ
る
と
同
時
に
教
育
者
と
し
て
学

生
指
導
に
あ
た
る
私
の
責
務
だ
と
考
え
て
い

ま
す
。

も
公
文
書
改
ざ
ん
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
公
文
書
が
公
開
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。
昔
は
誰
も
閲
覧
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
改
ざ
ん
す
る
必
要
も
な

か
っ
た
の
で
す
。

今
後
の
研
究
テ
ー
マ
や
、 

社
会
還
元
に
関
す
る
考
え
を 

お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

現
在
関
心
が
あ
る
の
は
天
皇
制
で
す
。
私

は
１
９
８
２
年
に
生
ま
れ
、昭
和
天
皇
が「
崩

御
」
し
た
１
９
８
９
年
当
時
は
６
歳
で
し
た

が
、
わ
ず
か
な
が
ら
記
憶
に
あ
り
、
天
皇
が

日
本
に
と
っ
て
特
異
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と

を
初
め
て
感
じ
ま
し
た
。
そ
し
て
今
、
歴
史

の
研
究
者
と
し
て
日
本
の
近
代
史
を
考
え
る

う
え
で
、
天
皇
制
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い

き
ま
せ
ん
。最
近
で
も
皇
室
に
関
わ
る
話
題
、

特
に
皇
位
継
承
問
題
が
社
会
的
な
関
心
事
と

な
る
も
の
の
、
天
皇
制
や
皇
室
制
度
の
根
幹

に
迫
る
議
論
が
出
て
こ
な
い
の
は
不
思
議
に

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
社
会
が
天

皇
を
必
要
と
し
て
き
た
歴
史
的
背
景
や
、
天

皇
制
を
継
続
さ
せ
て
き
た
体
制
を
追
究
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

歴
史
学
は
、
医
学
や
工
学
の
よ
う
に
新
た

な
技
術
を
開
発
し
て
人
命
を
救
っ
た
り
、
利

便
性
を
高
め
る
た
り
す
る
よ
う
な
学
問
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、さ
ま
ざ
ま
な
情
報
が

氾
濫
す
る
な
か
で
、
人
々
が
自
ら
の
価
値
判

断
を
行
う
た
め
に
役
立
つ
研
究
成
果
を
発
信

す
る
こ
と
は
、
人
文
科
学
者
に
で
き
る
社
会

還
元
だ
と
思
い
ま
す
。
書
籍
や
論
文
、
学
会

や
講
演
な
ど
で
積
極
的
に
考
え
を
発
表
し
、

世
に
問
う
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

学
生
に
は
ど
の
よ
う
な
指
導
を 

な
さ
っ
て
い
ま
す
か
。

学
生
に
は
、
第
一
に
歴
史
や
過
去
を
振
り

返
る
自
分
を
考
え
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

目
先
の
実
利
的
な
課
題
の
解
決
に
は
役
立
た

な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
振
り
返
っ
た
結

果
は
あ
く
ま
で
も
個
々
の
解
釈
で
し
か
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
過
去
に
目
を

向
け
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
の
未
来
を
見
つ

め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
す
。

東
日
本
大
震
災
の
発
生
後
は
、
研
究
者
も

一
般
の
人
も
災
害
史
に
関
心
を
持
つ
人
が
増

加
し
ま
し
た
。
今
を
生
き
る
た
め
に
、
自
分

が
住
む
地
域
で
ど
の
よ
う
な
災
害
が
あ
っ
た

の
か
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
過
去

へ
の
興
味
は
、
今
の
自
分
を
見
つ
め
直
し
、

未
来
に
お
い
て
自
分
が
行
動
す
る
指
針
を
認

識
す
る
た
め
の
作
業
で
も
あ
る
の
で
す
。

日
々
の
勉
学
に
お
い
て
は
、
書
物
の
内
容

を
受
動
的
に
学
ぶ
の
で
は
な
く
、
能
動
的
に

批
判
し
な
が
ら
読
ん
で
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。「
な
る
ほ
ど
」「
い
い
本
だ
っ
た
」で
完
結

さ
せ
る
こ
と
な
く
、
批
判
的
な
思
考
に
よ
っ

て
興
味
・
関
心
を
広
げ
、
次
の
一
歩
に
つ
な

中
央
大
学
教
員
に

研
究
の
ア
レ
コ
レ
を
聞
く

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
シ
リ
ー
ズ

ま
る
ち
あ
ん
ぐ
る

大友皇子の墓は、宮内庁によって「弘文
天皇�長等山前陵」として滋賀県大津市
御陵町に治定された一方、千葉県君津
市では同市内の白山神社古墳に大友皇
子が埋葬されたと伝えられており、長ら
く異説が主張されてきた。近代日本にお
いて、人々が自らの居住地や出身地に
天皇陵が治定されることを望み、ときに
は執拗なまでに検証と主張を繰り広げる
歴史的背景を紹介する。

◉近著紹介
『天皇陵と近代�地域の中の大友皇子伝説』�
（平凡社）

過
去
を
紐
解
く
歴
史
探
訪
は

現
代
社
会
を
見
つ
め
る
鏡
と
な
る

Multi
Angle
vol.16

イギリス・リッチモン
ドにある国立公文書
館「The� Nat iona l�
Archives」と公文書の
表紙。イギリスやフラン
スなどには、アーカイブ
ズ学や文書管理の実務
ノウハウを学べる教育
機関も整備され、専門
職としてアーキビストが
養成されている。

イギリス国立公文書館
The�National�Archives
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