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むらい・やすひこ 年山口県生まれ

京都大文学部卒 同大学院博士課程修了 京

都市歴史資料館長 京都市美術館長など歴

任 年から現職 国際日本文化研究セン

ター 滋賀県立大各名誉教授 著書は 古代

国家解体過程の研究 など多数

（
「
日
本
人
の
忘
れ
も
の
」
は
、
京
都
新
聞
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
） 原

田

裕
子
さ
ん

竹
中
木
版

竹
笹
堂

六
代
目
摺
師

■

分
業
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

明
治
政
府
が
、
そ
れ
ま
で
の
旧
暦
を
現

在
の
新
暦
に
改
め
て
、
こ
と
し
で
１
４
０

年
に
な
り
ま
す
。
「
来
る

月
３
日
を
以

て
１
８
７
３
（
明
治
６
）
年
１
月
１
日
と

す
る
」
。
改
暦
の
布
告
は
明
治
５
年

月

９
日
、
突
然
に
飛
び
出
し
ま
し
た
。

こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
改
暦
す
る
と
、
新

・
旧
暦
の
性
質
上
、
官
吏
の
俸
給
を
２
カ

月
分
支
払
わ
な
く
て
済
む
「
曲
芸
」
が
可

能
で
し
た
。
同
時
に
旧
暦
の
六
曜
（
大
安

な
ど
）
、
十
二
直
と
い
っ
た
暦
注
は
迷
信

と
さ
れ
、
使
用
が
禁
じ
ら
れ
ま
し
た
。

京
都
・
南
座
で
３
日
か
ら
開
演
中
の
前

進
座
公
演
「
明
治
お
ば
け
暦
」
（
山
本
む

つ
み
作
）
は
、
改
暦
を
め
ぐ
る
当
時
の
世

相
を
描
い
た
興
味
深
い
お
芝
居
。
１
４
０

年
前
、
庶
民
が
被
っ
た
迷
惑
と
混
乱
は
相

当
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

改
暦

年

新
し
く
入
っ
た
妹
弟
子
が
四
代
目
に
色

の
調
合
の
仕
方
を
聞
く
。
「
ア
イ
ニ
ナ
メ

ル
ホ
ド
シ
ュ
ー
ウ
ッ
テ
」
。
四
代
目
の
返

答
に
、
ま
る
で
初
め
て
聞
く
外
国
語
の
よ

う
に
、
ぽ
か
ん
と
し
た
妹
弟
子
の
顔
。
助

け
舟
を
出
す
。

「
藍
色
に
、
舐

な

め
る
ほ
ど
僅

わ
ず

か
な
朱
を

う
つ
ん
や
で
」
。
そ
れ
で
も
、
相
変
わ
ら

ず
浮
か
な
い
表
情
。
「
シ
ュ
ヲ
ウ
ツ
、
っ

て
何
で
す
か
？
」

仕
事
を
し
て
い
る
と
、
お
の
ず
と
そ
こ

で
通
用
す
る
表
現
を
身
に
つ
け
る
。
は
じ

め
は
、
何
を
言
っ
て
い
る
か
分
か
ら
な
く

て
も
、
一
緒
に
過
ご
し
て
い
る
う
ち
に
、

理
解
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

伺
う
間
合
い
や
「
ち
ょ
っ
と
」
な
ど
の
形

容
さ
れ
る
分
量
な
ど
も
、
推
し
量
れ
る
よ

う
に
な
る
。

私
が
伝
統
木
版
画
の
世
界
に
入
っ
て
十

年
に
な
る
。
先
代
か
ら
の
継
承
と
分
業
で

成
り
立
っ
て
い
る
伝
統
工
芸
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
が
と
て
も
重
要

だ
。
伝
え
あ
う
の
を
わ
ず
ら
っ
た
り
、
時

に
そ
の
意
味
の
相
違
が
失
敗
を
ま
ね
い
た

り
す
る
こ
と
を
経
験
し
な
が
ら
学
ん
で
い

く
。決

し
て
腕
の
技
だ
け
で
成
立
し
な
い
か

ら
こ
そ
、
伝
統
工
芸
は
今
に
根
強
く
あ
る

の
だ
ろ
う
。
京
都
に
息
づ
く
伝
統
と
は
、

と
て
も
人
間
く
さ
い
も
の
で
あ
る
。

（
次
回
１
月

日
の
リ
レ
ー
メ
ッ
セ
ー

ジ
は
、
ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
武
智

美
保
さ
ん
で
す
）

茶
室
へ
の
渡
り
廊
下

ほ
の
か
な
灯
り
に
一
期
一
会
の
思

い
が
重
な
る

京
都
市
上
京
区
・
四
君
子
苑

あ
な
た
の
座
右
の
銘
は
な
ん
で
す
か
と
問
わ

れ
た
ら
、
紫
式
部
が
『
源
氏
物
語
』
蛍
巻
の
な

か
で
、
光
源
氏
の
口
を
か
り
て
述
べ
て
い
る
言

葉

「
日
本
紀
な
ど
は
た
だ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
。

こ
れ
ら
（
物
語
）
に
こ
そ
道
々
し
く
詳
し
き
こ

と
は
あ
ら
め
」
（
歴
史
の
書
に
は
わ
ず
か
の
こ

と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
物
語
に
こ

そ
世
の
中
の
道
理
が
く
わ
し
く
語
ら
れ
て
い
る

の
だ
）
を
、
歴
史
研
究
者
の
一
人
と
し
て
自
戒

の
念
を
も
っ
て
持
ち
続
け
て
い
る
、
と
答
え
て

き
た
。
式
部
の
言
は
、
「
歴
史
と
文
学
」
に
つ

い
て
の
、
今
日
で
も
通
用
す
る
論
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

取
り
換
え
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
最
近
好
き

な
言
葉
は「
一

い
ち

座
ざ

建

こ
ん

立

り
ゅ
う

・
一

い
ち

期
ご

一
い
ち

会
え

」で
あ
る
。

人
々
の
寄
り
合
い
が
気
持
ち
よ
く
成
り
立
つ
た

め
に
は
一
期
一
会
の
思
い
が
大
切
で
あ
る
、
と

い
う
意
で
あ
る
。利
休
の
弟
子
で
あ
り
、か
つ
、

同
僚
と
し
て
秀
吉
に
仕
え
、
利
休
賜
死
の
十
一

カ
月
前
、
秀
吉
に
惨
殺
さ
れ
た
山
上
宗
二
の
茶

書
（
『
山
上
宗
二
記
』
）
に
、
茶
会
に
お
け
る

亭
主
・
客
人
の
心
得
と
し
て
書
か
れ
た
一
文
に

見
え
る
言
葉
だ
が
、
最
近
こ
の
四
字
熟
語
を
い

ろ
い
ろ
な
場
面
で
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
こ
と
に
な
ん
の
異
論
も
な
い
が
、
気
に
な

る
の
は
、
使
い
方
が
い
さ
さ
か
安
易
と
思
わ
れ

る
点
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
写
真
展
で
の
評
に
、
撮
影

に
は
一
期
一
会
の
出
会
い
を
持
つ
こ
と
が
大
切

で
あ
る
、
と
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
一
期
一
会
は

シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
の
「
決
定
的
瞬
間
」
の

こ
と
の
よ
う
だ
。

ま
た
近
頃
よ
く
見
か
け
る
使
わ
れ
方
。
「
こ

の
前
、
誰
そ
れ
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
雑
踏
の
中

で
バ
ッ
タ
リ
出
会
っ
た
。
ま
さ
に
一
期
一
会
の

出
会
い
だ
っ
た
よ
」
と
い
っ
た
類
。
こ
の
一
期

一
会
と
は
「
奇
遇
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
し
か
に
一
期
は
人
間
の
一
生
、
一
会
は
一

回
会
う
こ
と
だ
か
ら
、
一
瞬
の
出
会
い
や
奇
遇

は
本
人
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
一
期
一
会
で
あ
ろ

う
。使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
十
六
世
紀
、
こ

の
言
葉
が
歴
史
的
名
辞
と
し
て

登
場
し
た
時
の
使
わ
れ
方
と
は

違
う
の
で
あ
る
。

山
上
宗
二
は
こ
う
言
っ
て
い

る
。茶

会
で
は
一
座
建
立
を
心
掛

け
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
毎
日
寄
り

合
え
る
間
柄
で
あ
っ
て
も
、

一
生
に
一
度
の
会
の
よ
う
に

思
い
（
明
日
は
会
え
な
い
か

も
知
れ
な
い
、
そ
う
思
う
こ

と
で
）
、
相
手
を
敬
い
大
事

に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
一
回

き
り
の
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
常
的
な
関

係
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
瞬
に
凝
縮
す

る
こ
と
で
心
を
つ
な
ぐ
、
つ
な
が
り
合
う
と
い

う
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
つ
な
が
り
は
、

家
族
の
絆
、
地
域
の
人
々
の
絆
に
も
通
じ
る
も

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
さ
し
く
そ
れ
は
、
昨
年
未
曾
有
の
大
震
災

で
被
災
さ
れ
た
方
々
が
、
助
け
合
い
結
び
合
わ

れ
た
あ
の
姿
こ
そ
、
一
期
一
会
そ
の
も
の
で
あ

り
、そ
の
極
致
だ
っ
た
と
思
う
。そ
れ
ゆ
え
に
、

日
本
人
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
人
々
の
心
を
打

っ
た
の
で
あ
る
。

私
は
い
ま
改
め
て
、
一
期
一
会
の
持
つ
意
味

を
か
み
し
め
て
い
る
。
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⊃

戦
後
、
日
本
人
は
物
の
豊
か
さ
と
引
き

換
え
に
大
切
な
も
の
を
忘
れ
て
き
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
人
が
忘
れ
つ
つ

あ
る
価
値
観
が
今
も
生
き
続
け
る
千
年
の

都
・
京
都
か
ら
温
故
知
新
の
知
恵
を
発
信

す
る
。
（
毎
週
日
曜
日
に
掲
載
し
ま
す
）
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