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章

第
四
章

第
二
章

第
一
章

第
一
部

序
章

〈
書
評
〉

岩
城
卓
二
著

本
書
は
、
日
本
近
世
史
の
な
か
で
畿
内
近
国
支
配
を
中
心
に
、
精
力
的
な
研
究

活
動
を
展
開
す
る
著
者
が
初
め
て
単
著
と
し
て
成
果
を
ま
と
め
た
論
文
集
で
あ

る
。
ま
ず
は
、
目
次
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

畿
内
・
近
国
支
配
構
造
研
究
の
課
題

ー
非
領
国
論
•
幕
府
領
国
論
・
支
配
国
論
が
提
起
し
た
も
の
ー

軍
事
拠
点
大
坂
と
譜
代
大
名

在
坂
役
人
と
大
坂
町
人
社
会

ー
大
御
番
頭
・
大
御
番
衆
•
加
番
を
中
心
に
ー

雛
府
畿
内
・
近
国
支
配
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
役
割

ー
摂
津
国
尼
崎
藩
と
和
泉
国
岸
和
田
藩
を
中
心
に
ー
~

第
三
章

町
奉
行
所
広
域
支
配
と
尼
崎
藩

明
和
六
年
尼
崎
藩
領
上
知
考

幕
末
期
に
お
け
る
尼
崎
藩
の
軍
事
的
役
割

第
三
章

士
口
五
口

糸―-＝ロ
書
名
に
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
序
章
で
は
著
者
の
大
き
な
研
究
課
題
で
あ

る
近
匪
の
畿
内
近
国
支
配
に
関
す
る
成
果
と
課
題
を
述
べ
、
第
一
部
で
は
軍
事
に

注
目
す
る
と
い
う
大
義
か
ら
、
大
坂
と
そ
の
近
隣
に
位
置
す
る
譜
代
大
名
の
関
係

と
そ
の
役
割
が
、
第
二
部
に
は
大
坂
地
域
の
河
川
支
配
や
、
政
治
権
力
と
民
衆
の

媒
介
的
存
在
で
あ
っ
た
用
達
や
郷
宿
の
研
究
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
前
者
で
は

支
配
構
造
の
大
枠
を
と
ら
え
、
後
者
に
お
い
て
は
そ
の
内
実
に
お
い
て
重
要
な
存

在
と
な
る
「
御
用
請
負
人
」
の
実
像
を
鋭
く
描
き
出
す
と
い
う
、
バ
ラ
ン
ス
の
と

れ
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
章

第
二
章

第
一
章

第
二
部

『
近
世
畿
内
・
近
国
支
配
の
構
造
』

（
柏
書
房
、
―

-
0
0
六
年
六
月
刊
、

A
5
版
、
四
一
九
頁
、
六
八

0

0
円）

広
域
支
配
と
民
衆

畿
内
・
近
国
の
河
川
支
配

大
坂
町
奉
行
所
と
用
達

一
橋
家
領
の
用
達

訴
願
と
用
達
・
郷
宿 荒

ー
大
和
川
堤
防
を
中
心
に
ー

武

臣又
只

朗
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本
書
が
提
示
し
た
論
点
は
、
分
厚
い
研
究
史
と
の
対
比
を
含
め
て
実
に
多
彩
で

あ
る
が
、
評
者
の
気
づ
い
た
点
を
中
心
に
概
要
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

序
章
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
つ
い
て
著
者
な
り
の
評
価
が
加
え
ら
れ
、
本
書

の
進
む
べ
き
方
向
性
が
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
研
究
史
の
流
れ
に
つ
い
て

ょ、

一
九
五
0
年
代
以
降
、
畿
内
・
近
国
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
安

岡
重
明
の
「
非
領
国
論
」
、
八
木
哲
浩
の
「
幕
府
領
国
論
」
、
そ
し
て
藪
田
貫
の

「
支
配
国
論
」
を
中
心
に
置
き
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
村
田
路
人
、
水
本
邦
彦
、
熊

谷
光
子
の
所
論
を
論
者
ご
と
に
整
理
し
て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
安
岡
の
非
領

国
論
以
降
、
ど
の
よ
う
な
形
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
か
を
振
り
返
り
、
研

究
の
到
達
点
を
明
確
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
重

要
な
問
題
点
を
指
摘
す
る
が
、
本
書
で
は
地
域
内
に
お
け
る
譜
代
大
名
の
存
在
、

お
よ
び
幕
府
広
域
支
配
権
の
検
討
が
不
可
欠
だ
と
し
、
先
行
研
究
の
精
査
か
ら
、

と
り
わ
け
八
木
の
視
角
を
高
く
評
価
し
た
。
ま
た
近
年
の
研
究
動
向
に
つ
い
て

は
、
豊
か
な
歴
史
的
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
一
方
、
新
し
い
視
角
が
提
示
で
き

た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
旨
を
指
摘
す
る
。
文
中
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
問
題

は
な
ぜ
、
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
の
か
」
(
―
一
四
頁
）
と
い
う
本
源
的
な
問
い
か
け

が
魅
力
的
で
あ
り
、
「
畿
内
・
近
国
の
論
じ
方
」
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
著
者
の

こ
だ
わ
り
が
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
著
者
の
目
的
を
整
理
す
る
と
、
次
の
大

き
な
二
点
が
注
目
で
き
よ
う
。
ま
ず
一
点
目
は
、
「
幕
藩
体
制
に
お
け
る
畿
内
の

位
置
を
考
え
る
」
（
二
五
頁
）
、
第
二
に
は
畿
内
を
経
済
拠
点
と
し
て
位
置
づ
け
る

だ
け
で
な
く
、
軍
事
拠
点
と
し
て
の
畿
内
・
近
国
、
そ
の
中
心
に
位
置
す
る
大
坂

「
ば
ら
つ
き
」
も
目
立
つ
。

第
一
部
で
は
、
軍
事
拠
点
・
大
坂
と
周
辺
譜
代
大
名
の
関
係
に
力
点
を
置
い
て

論
述
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
軍
事
の
観
点
か
ら
大
坂
、
お
よ
び
周
辺
地
域

を
分
析
す
る
視
角
は
、
大
変
斬
新
な
印
象
を
持
つ
。
こ
れ
ま
で
の
大
坂
地
域
と
い

え
ば
、
「
天
下
の
台
所
」
と
称
さ
れ
、
経
済
都
市
、
も
し
く
は
全
国
的
な
経
済
先

進
地
帯
の
中
核
と
い
う
語
り
方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
大
坂
城
の
軍
事
的
機

能
、
尼
崎
藩
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
周
辺
譜
代
大
名
領
を
視
野
に
入
れ
、
大
坂
町

奉
行
所
の
広
域
支
配
を
合
わ
せ
た
検
討
に
力
を
注
い
で
い
る
。
こ
れ
は
広
く
史
料

収
集
•
分
析
に
携
わ
っ
て
き
た
著
者
で
あ
る
が
ゆ
え
の
成
果
で
あ
ろ
う
。

第
一
章
で
は
、
軍
事
拠
点
と
さ
れ
る
大
坂
在
駐
の
幕
府
役
人
に
つ
き
、
そ
の
構

成
や
役
割
が
詳
し
く
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
行
政
・
裁
判
権
に
向
け
ら
れ

が
ち
で
あ
っ
た
先
行
研
究
に
対
し
、
大
坂
城
守
衛
に
関
わ
る
者
た
ち
が
多
数
を
占

め
て
い
た
こ
と
を
論
拠
に
、
城
代
ー
町
奉
行
系
統
以
外
の
機
構
論
を
提
示
し
た
。

さ
ら
に
、
町
人
社
会
と
の
関
係
性
に
着
目
し
、
大
坂
の
都
市
史
研
究
に
も
示
唆
を

与
え
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
史
料
的
制
約
と
い
う
障
害
に
よ
っ
て
か

ら
か
、
時
期
の
変
遷
に
注
意
が
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
引
用
史
料
の

第
一
―
章
は
、
畿
内
・
近
国
研
究
の
な
か
で
軽
視
さ
れ
て
い
た
譜
代
大
名
の
軍
事

的
役
割
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
著
者
が
「
幕
府
領
国
論
」
の
方
向
性
に
共
鳴
す
る

姿
勢
と
も
重
な
り
、
「
支
配
国
論
」
が
十
分
配
慮
し
な
か
っ
た
と
す
る
課
題
で
も

あ
る
。
具
体
的
に
は
摂
津
国
尼
崎
藩
、
和
泉
国
岸
和
田
藩
を
素
材
と
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
が
大
坂
防
衛
、
お
よ
び
周
辺
地
域
の
動
静
監
察
を
行
う
と
い
う
役
割
を
持
っ

て
い
た
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

第
三
章
は
、
大
坂
町
奉
行
所
の
広
域
支
配
と
尼
崎
藩
と
の
関
係
を
、
享
保
年
間

の
把
据
を
行
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
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か
ら
明
和
年
間
に
至
る
時
期
を
対
象
に
分
析
を
試
み
て
い
る
。
幕
府
（
江
戸
）
、

大
坂
町
奉
行
所
か
ら
尼
崎
藩
領
に
通
達
さ
れ
る
触
書
・
諸
政
策
を
丹
念
に
追
い
、

そ
れ
は
明
和
年
間
に
ひ
と
つ
の
転
換
期
を
迎
え
る
と
の
重
要
な
学
説
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
畿
内
・
近
国
に
限
ら
ず
、
幕
・
藩
の
関
係
を
如
実
に
表
す
も

の
で
あ
り
、
「
幕
藩
体
制
」
や
全
国
的
な
幕
府
諸
政
策
の
展
開
を
考
え
る
う
え
で

も
有
効
な
成
果
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
は
、
明
和
六
年
(
-
七
六
九
）
年
二
月
に
幕
府
が
行
っ
た
尼
崎
藩
領
海

岸
部
の
上
知
（
幕
府
領
化
）
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
上
知

は
、
尼
崎
藩
、
西
摂
津
地
域
、
そ
し
て
大
坂
を
含
む
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
事
件

で
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
そ
の
一
連
の
動
向
や
背
景
な
ど
を
詳
し
く
明
ら
か
に

し
た
研
究
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
な
研
究
成
果
ヘ

結
び
つ
く
基
礎
的
な
作
業
と
し
て
も
評
価
さ
れ
よ
う
。

第
五
章
は
、
畿
内
・
近
国
論
の
弱
点
と
も
い
う
べ
き
、
幕
末
期
の
軍
事
拠
点
大

坂
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
、
当
該
期
の
尼
崎
藩
の
軍
事
的
役
割
を
具
体
的
に
分
析

し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
大
坂
城
守
衛
の
役
目
を
与
え
ら
れ
て
い
た
尼
崎
藩

は
軍
事
の
形
骸
化
、
明
和
上
知
に
よ
る
領
地
分
断
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
軍
事
力
は

脆
弱
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
大
阪
湾
海
防
問
題
が
浮
上
す
る
が
、
幕
府

は
当
初
の
尼
崎
藩
を
含
め
た
畿
内
・
近
国
諸
藩
に
よ
る
警
衛
か
ら
、
長
州
な
ど
西

国
外
様
諸
藩
を
加
え
た
体
制
へ
と
移
行
す
る
。
こ
れ
は
幕
府
の
外
圧
へ
の
危
機

感
、
お
よ
び
畿
内
・
近
国
守
衛
構
想
の
転
換
と
い
う
流
れ
の
な
か
で
理
解
さ
れ
る

が
、
一
方
で
幕
末
期
に
至
っ
て
尼
崎
藩
（
お
よ
び
畿
内
・
近
国
諸
藩
）
が
軍
事
的

に
地
位
を
低
下
さ
せ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
浮
上
し
た
。

第
二
部
は
「
広
域
支
配
と
民
衆
」
と
冠
し
て
、
広
域
支
配
の
問
題
と
、
「
用
達
」

•
「
郷
宿
」
を
中
心
と
し
た
政
治
権
力
と
民
衆
の
結
節
点
を
詳
し
く
述
べ
た
も
の

第
二
章
は
、

で
あ
る
。
こ
の
課
題
が
本
書
に
お
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
大
坂
町
奉

行
所
の
広
域
支
配
や
、
幕
府
の
統
治
戦
略
、
お
よ
び
畿
内
・
近
国
に
お
け
る
支
配

機
構
の
実
像
な
ど
に
つ
い
て
重
要
な
論
点
が
示
さ
れ
た
。

第
一
章
は
、
河
川
支
配
を
検
討
す
る
な
か
で
、
大
和
川
付
け
替
え
、
お
よ
び
堤

防
の
維
持
・
管
理
に
注
目
し
、
畿
内
・
近
国
に
対
す
る
幕
府
の
基
本
方
針
を
解
明

し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
根
幹
に
は
大
坂
治
水
を
最
優
先
課
題
と
考
え
る
幕
府
が
あ

り
、
大
坂
と
つ
な
が
り
を
持
つ
河
川
は
国
役
普
請
の
対
象
、
そ
れ
以
外
に
幕
府
は

主
体
的
な
施
策
を
積
極
的
に
打
ち
出
さ
な
い
と
い
う
論
理
が
よ
り
明
確
と
な
っ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
幕
府
広
域
支
配
は
支
配
国
内
を
同
一
論
理
で
位
置
づ
け
て
い

な
い
と
い
う
主
張
も
強
調
さ
れ
る
。

一
八
世
紀
半
ば
以
降
、
町
奉
行
所
・
個
別
領
主
・
民
衆
の
三
者
を

つ
な
ぐ
役
割
を
担
う
用
達
の
存
在
と
、
基
本
的
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
役

割
の
な
か
で
用
達
触
の
通
達
を
詳
し
く
解
析
し
、
ま
た
用
達
が
権
力
、
民
衆
の
媒

介
的
機
能
と
し
て
不
可
欠
な
存
在
に
成
長
す
る
過
程
を
論
じ
て
い
る
。

第
三
章
は
、
畿
内
・
近
国
の
全
般
的
な
用
達
を
取
り
上
げ
た
前
章
に
対
し
、

橋
家
領
に
お
け
る
川
口
役
所
用
達
に
焦
点
を
絞
り
、
と
く
に
用
達
の
持
つ
御
用
宿

の
機
能
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
二
•
第
四
章
と
も
重
ね
て
「
大
坂
御
役
便
録
」
や

「
大
坂
便
用
録
」
な
ど
の
書
物
を
紐
解
く
こ
と
で
、
都
市
・
周
辺
を
問
わ
ず
、
こ

の
地
域
全
体
に
お
け
る
用
達
の
存
在
形
態
に
迫
る
作
業
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

第
四
章
は
、
民
衆
の
訴
願
活
動
を
支
え
る
用
達
・
郷
宿
・
下
宿
の
姿
を
と
ら

え
、
村
の
都
市
拠
点
と
し
て
利
用
さ
れ
る
側
面
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
内
容
そ

の
も
の
に
つ
い
て
も
緻
密
な
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
寛
政
年
間
の

納
宿
廃
止
や
幕
府
（
大
坂
町
奉
行
所
）
の
諸
政
策
を
関
係
部
分
だ
け
抽
出
す
る
の

で
は
な
く
、
同
時
期
の
諸
政
策
を
分
野
の
違
い
に
関
わ
ら
ず
取
り
上
げ
、
時
期
性
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を
重
視
し
た
手
法
は
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

全
体
と
し
て
ま
ず
評
価
さ
れ
る
べ
き
は
、
畿
内
・
近
国
の
多
様
な
あ
り
方
を
新

た
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
幕
府
在
坂
役
人
に
お
け
る
番
方
の
存
在
を
明
確

に
位
置
づ
け
た
こ
と
、
あ
る
い
は
権
力
と
民
衆
を
つ
な
ぐ
存
在
（
用
達
・
郷
宿
）

が
地
域
運
営
を
円
滑
に
行
う
う
え
で
重
要
視
さ
れ
た
こ
と
な
ど
は
畿
内
・
近
国
研

究
の
な
か
で
も
画
期
的
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
そ
の
存
在
は
早
く
か
ら
明
ら
か
に

な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
著
者
の
精
力
的
な
史
料
収
集
•
分
析
に
よ
っ
て
精

緻
な
実
証
が
行
わ
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
自
説
を
裏
付
け
る
素
材
と
な
っ

た
史
料
も
幅
広
い
も
の
で
、
領
主
、
村
方
、
あ
る
い
は
出
版
物
な
ど
に
至
る
多
彩

な
要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

先
行
研
究
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
と
し
て
、
大
坂
周
辺
の
譜
代
大

名
領
へ
の
注
目
も
成
果
の
ひ
と
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
。
今
か
ら
三

0
年
ほ
ど
前
に
発

表
さ
れ
た
、
秀
村
選
一
ニ
・
桑
波
田
興
•
藤
井
譲
治
「
藩
政
の
成
立
」
（
『
岩
波
講
座

日
本
歴
史
10

近
憔

2
』
一
九
七
五
年
）
に
は
、
「
非
領
国
に
お
け
る
藩
領
で
は

摂
•
河
•
泉
を
本
国
と
す
る
藩
が
き
わ
め
て
少
な
く
、
多
く
は
遠
国
諸
藩
の
飛
地

で
あ
り
、
そ
の
た
め
藩
政
史
の
研
究
そ
れ
自
体
と
し
て
は
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い

な
い
」
と
あ
る
。
本
書
は
藩
政
史
研
究
で
は
な
い
が
、
大
坂
と
の
関
係
を
視
野
に

入
れ
な
が
ら
大
名
領
に
関
す
る
分
析
を
深
め
ら
れ
、
ま
た
諸
政
策
の
通
逹
な
ど
に

お
い
て
幕
・
藩
関
係
を
見
通
し
た
作
業
は
、
長
年
の
課
題
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
と

し
て
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

新
鮮
味
の
あ
る
課
題
と
し
て
、
畿
内
・
近
国
論
の
な
か
で
の
大
坂
に
着
目
さ
れ

た
点
は
興
味
深
い
も
の
で
、
全
体
の
な
か
で
随
所
に
そ
の
成
果
と
可
能
性
が
み
え

た
。
用
達
・
郷
宿
研
究
の
成
熟
と
も
つ
な
が
る
が
、
村
の
拠
点
と
し
て
の
大
坂
、

ま
た
先
述
の
大
坂
城
守
衛
に
絡
ん
だ
尼
崎
・
岸
和
田
両
藩
の
存
在
な
ど
、
畿
内
・

近
国
地
域
と
大
坂
の
関
係
を
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
観
点
で
明
ら
か
に
し
た
意
義

は
大
き
い
。
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
に
大
坂
蔵
屋
敷
の
存
在
が
あ
る
。
成
果
と
し

て
、
①
蔵
屋
敷
を
利
用
し
て
の
大
名
家
同
士
の
情
報
交
換
、
②
尼
崎
・
岸
和
田
両

藩
の
蔵
屋
敷
が
特
別
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
、
③
蔵
屋
敷
の
存
在
と
そ
の
役
割
は

支
配
国
と
い
う
枠
組
み
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
、
な
ど
が
あ
っ
た
。
評
者
も
自

身
の
史
料
分
析
に
お
い
て
、
幕
末
期
に
倍
濃
国
松
代
・
真
田
家
が
大
坂
に
御
用
場

を
設
置
す
る
際
、
大
坂
町
奉
行
所
与
力
と
の
交
渉
が
う
ま
く
運
ば
ず
、
そ
の
仲
裁

に
紀
州
徳
川
家
と
大
和
郡
山
・
柳
沢
家
の
大
坂
蔵
屋
敷
が
関
わ
っ
た
事
実
に
接
し

た
。
本
書
が
述
べ
る
よ
う
に
、
蔵
屋
敷
は
経
済
的
機
能
だ
け
で
な
く
、
少
な
く
と

も
幕
末
期
に
は
政
治
的
活
動
を
も
担
っ
て
い
た
こ
と
は
揺
る
ぎ
な
い
事
実
と
し
て

強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
著
者
も
注
目
さ
れ
た
伊
勢
国
津
•
藤
堂
家
の

大
坂
に
お
け
る
役
割
も
見
逃
せ
な
い
。
近
世
初
期
に
お
け
る
大
坂
の
都
市
形
成
に

も
深
く
関
わ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
幕
末
に
起
こ
っ
た
天
誅
組
の
乱
で
、
主
謀
者
を

匿
う
萩
・
毛
利
家
の
大
坂
蔵
屋
敷
へ
最
初
に
捜
査
の
手
を
伸
ば
し
た
の
も
藤
堂
家

で
あ
っ
た
。
本
書
で
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
、
支
配
国
の
枠
組
み
で
は
到
底
解
明
で

き
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
畿
内
・
近
国
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
研
究
の
深
さ

が
み
え
た
よ
う
に
も
感
じ
る
。

本
書
は
多
様
な
畿
内
・
近
国
論
に
つ
い
て
有
益
な
成
果
が
存
分
に
含
ま
れ
た
内

容
で
、
今
後
の
近
世
史
研
究
に
も
寄
与
す
る
重
要
な
主
張
が
行
わ
れ
た
。
た
だ

し
、
今
後
の
展
開
の
な
か
で
気
に
な
る
事
柄
も
い
く
つ
か
得
た
よ
う
に
思
う
。

豊
富
な
研
究
蓄
積
を
有
す
る
畿
内
・
近
国
研
究
の
な
か
で
、
安
岡
の
非
領
国
論
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と
は
異
な
る
方
法
論
の
提
起
を
模
索
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
敬
意
を
表
し
た
い
。
し

か
し
、
著
者
の
述
べ
た
学
説
の
展
開
と
、
研
究
史
の
追
究
し
て
き
た
諸
課
題
に

「
隙
間
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
畿
内
・
近
国
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る

か
、
と
い
う
大
き
な
目
標
と
、
個
別
の
分
析
手
法
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
著
者
の
精
緻
な
仕
事
の
数
々
は
、
非
領
国
論
•
幕
府
領
国
論

・
支
配
国
論
の
批
判
を
行
う
の
に
適
当
な
の
か
（
ほ
か
の
研
究
と
の
結
び
つ
け
も

可
能
で
あ
る
と
の
積
極
的
な
意
味
を
含
む
）
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
序
章
に
お

け
る
個
別
の
研
究
史
整
理
は
、
著
者
な
り
の
評
価
を
加
え
、
論
者
ご
と
の
成
果
と

課
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
が
、
全
体
の
流
れ
と
自
身
の
取
り
組
む
べ
き
課
題
に
つ

い
て
の
切
り
結
び
が
十
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
畿
内
・
近
国
研
究
と
い

う
目
標
に
向
か
っ
て
研
究
手
法
や
関
心
（
論
者
ご
と
の
「
目
の
付
け
所
」
）
が
違

う
こ
と
に
疑
問
を
持
ち
、
不
足
す
る
論
点
の
拡
充
を
狙
う
意
図
は
理
解
で
き
る
。

だ
が
、
諸
氏
の
成
果
と
課
題
を
統
合
す
る
の
で
は
な
く
、
論
者
ご
と
に
評
価
を
加

え
る
形
式
に
は
抵
抗
感
を
覚
え
る
。
図
l

「
畿
内
・
近
国
支
配
構
造
研
究
の
構

成
」
(
-
四
頁
）
で
は
、
非
領
国
論
の
成
果
か
ら
「
A
畿
内
・
近
国
の
位
置
づ
け
」

「
B
所
領
」
「
C
幕
府
広
域
支
配
」
「
D
個
別
領
主
支
配
」
「
E
村
・
民
衆
」
と
い
う

五
つ
の
要
素
を
整
理
さ
れ
、
安
岡
以
降
の
研
究
者
が
ど
の
課
題
に
挑
ん
で
き
た
か

を
著
者
な
り
に
詳
し
く
分
析
し
て
い
る
。
結
果
、
八
木
が
示
唆
し
た
地
域
内
に
お

け
る
譜
代
大
名
領
分
析
、
軍
事
拠
点
と
い
う
課
題
を
抽
出
し
た
が
、
そ
の
他
の
論

者
に
対
し
て
は
、
藪
田
の
支
配
国
論
を
は
じ
め
、
著
者
自
身
の
手
法
と
異
な
る
か

ら
と
い
う
一
点
で
の
批
判
に
終
始
す
る
。
そ
れ
が
顕
著
に
表
れ
る
の
は
、
水
本
邦

彦
の
所
論
で
「
水
本
の
議
論
は
、
安
岡
以
来
の
議
論
と
同
一
線
上
に
位
置
づ
け
て

は
い
け
な
い
（
中
略
）
切
り
込
み
方
が
全
く
異
な
る
か
ら
で
あ
る
」
（
ニ
―
頁
）

と
の
一
文
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
課
題
へ
の
接
近
方
法

が
論
者
ご
と
に
相
違
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
安
岡
の
系
譜
と
つ
な
が
る
か
ど
う

か
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
は
、
著
者
が
語
る
「
安
岡
の
方
法
論
を
乗
り
越
え
る
」
段

階
へ
の
道
筋
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
。

先
に
示
し
た
図
1
の
構
成
に
沿
っ
て
、
本
書
に
評
価
を
与
え
る
な
ら
ば
、
五
つ

の
要
素
す
べ
て
に
接
近
を
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
進
展
に
貢
献
を
し
た
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
率
直
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
自
認
さ
れ
る
「
問
題
は

な
ぜ
、
そ
れ
を
論
じ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
か
け
に
は
ど
の
よ
う
に
答
え
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
村
田
や
熊
谷
な
ど
に
対
し
て
、
そ
の
精
緻
な
実
証
研
究
を
評

価
し
な
が
ら
も
、
「
ど
の
よ
う
な
畿
内
・
近
国
支
配
構
造
研
究
を
構
想
し
て
い
る

の
か
不
明
で
あ
る
」
と
の
意
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
一
方
で
著
者
の
根
底
に
流
れ

る
問
題
意
識
と
は
な
に
か
。
お
そ
ら
く
、

五
つ
の
要
素
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
し
て
過
剰
に
支
配
国
論
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
著
者
の
畿
内
・
近
国
研

究
へ
の
こ
だ
わ
り
が
薄
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
畿
内
・
近
国
を
取
り
上
げ

る
か
ら
、
と
い
う
単
純
な
意
図
で
は
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る

が
、
「
幕
藩
体
制
に
お
け
る
畿
内
の
位
置
を
考
え
る
」
を
提
唱
す
る
こ
と
と
、
朝

尾
直
弘
の
「
畿
内
に
お
け
る
幕
藩
体
制
」
（
『
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
一
巻
』
岩
波
書

店
、
二
0
0
三
年
）
な
ど
と
の
関
係
、
も
し
く
は
相
違
点
な
ど
も
是
非
知
り
た
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
が
明
確
に
な
ら
な
い
と
、
村
田
や
熊
谷
と
同
じ
よ

う
な
評
価
が
下
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
。
本
書
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
貴
重
な
仕
事

を
非
領
国
論
・
支
配
国
論
批
判
に
固
執
す
る
こ
と
な
く
、
も
う
少
し
幅
を
広
げ
た

範
囲
の
な
か
で
議
論
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
言
し
た
い
。

次
い
で
、
個
別
的
な
論
点
把
握
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、

い
く
つ
か
些
細
な
指
摘

を
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
本
書
の
独
自
性
と
も
言
っ
て
も
良
い
「
軍
事
拠
点
・

大
坂
」
論
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
一
部
で
は
大
坂
町
奉
行
所
が
担
う
支
配
国
に
対
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す
る
広
域
支
配
と
は
、
軍
事
・
経
済
拠
点
と
し
て
の
大
坂
を
維
持
す
る
こ
と
が
主

目
的
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
あ
る
の
で
、
「
軍
事
・
経
済
拠
点
と
し
て
の
大
坂
」
論

と
の
表
現
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
軍
事
拠
点
で
あ
る
と
い
う
評
価
に
つ
い

て
は
先
述
し
た
通
り
、
有
益
な
議
論
を
も
た
ら
し
た
が
、
こ
の
軍
事
の
分
析
対
象

と
な
る
時
期
に
は
疑
問
が
残
る
。
著
者
が
朝
尾
直
弘
な
ど
の
研
究
に
示
唆
を
受
け

た
と
す
る
近
世
初
頭
の
幕
府
構
想
と
、
流
動
的
な
政
局
の
な
か
で
混
沌
と
す
る
幕

末
期
は
果
た
し
て
同
一
視
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
「
幕

藩
体
制
に
お
け
る
畿
内
の
位
置
を
考
え
る
」
と
い
う
著
者
の
主
張
か
ら
す
れ
ば
、

時
期
、
段
階
の
議
論
を
詰
め
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
。
軍
事
拠
点
と
位
置
づ
け
る

に
あ
た
っ
て
、
留
意
す
べ
き
は
当
然
政
治
史
と
の
連
関
性
で
あ
り
、
そ
の
点
近
世

前
期
に
お
け
る
認
識
に
は
若
干
の
言
及
が
あ
る
も
の
の
、

い
わ
ゆ
る
政
治
動
向
と

本
書
の
接
点
・
距
離
に
つ
い
て
明
言
は
な
い
。
ま
た
、
政
治
史
研
究
の
厚
い
幕
末

期
に
至
っ
て
は
無
関
心
を
装
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
第
一
部
第
五
章

が
ま
さ
に
そ
の
幕
末
期
の
分
析
に
相
当
す
る
が
、
膨
大
な
中
央
政
治
史
と
向
き
合

う
必
要
は
な
い
に
せ
よ
、
例
え
ば
宮
地
正
人
が
示
唆
す
る
京
都
大
坂
政
権
の
意
味

合
い
（
「
歴
史
学
を
ど
う
学
ぶ
か
ー
幕
末
維
新
期
研
究
を
手
が
か
り
に
ー
」
『
歴
史

科
学
』
一
六
五
、
二

0

0
一
年
）
な
ど
は
、
本
書
の
目
指
す
「
畿
内
・
近
国
の
論

じ
方
」
に
直
結
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軍
事
的
見
地
か
ら
し
て
も
、
近
世

前
期
は
京
都
、
大
坂
そ
れ
ぞ
れ
を
別
に
議
論
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い

が
、
幕
末
期
に
お
け
る
幕
府
か
ら
み
た
京
都
は
、
そ
れ
以
前
の
時
期
と
は
比
べ
も

の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
重
要
な
政
治
都
市
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
付
言

す
れ
ば
、
幕
末
期
の
京
都
・
大
坂
（
お
よ
び
伏
見
）
は
一
体
と
し
て
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。
本
書
で
扱
わ
れ
た
大
坂
湾
海
防
な
ど
は
そ
の
典
型
で
、
大
坂
単
独
の
問

題
で
は
な
く
、
京
坂
の
有
事
な
の
で
あ
る
。
「
（
著
者
が
）
無
関
心
を
装
っ
て
い

る
」
と
表
現
し
た
が
、
本
書
は
支
配
国
論
に
は
な
い
軍
事
と
い
う
道
具
を
手
に
入

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
後
期
ま
で
の
畿
内
・
近
国
論
を
補
完
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
反
面
、
軍
事
に
つ
い
て
の
地
域
的
拡
大
が
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
幕

末
期
を
説
明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
勝
手
な
解
釈
か
も
し
れ
な
い

が
、
第
一
一
部
第
四
章
で
披
露
さ
れ
た
よ
う
に
「
時
期
に
こ
だ
わ
っ
た
分
析
」
を
軍

事
・
政
治
論
に
お
い
て
も
踏
ま
え
ら
れ
る
べ
き
あ
ろ
う
。

大
坂
周
辺
の
譜
代
大
名
へ
の
着
目
は
、
新
た
な
畿
内
・
近
国
論
を
構
築
す
る
う

え
で
重
要
な
視
座
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
う
え
で
尼
崎
・
岸
和
田
両
藩
を

中
心
に
、
そ
の
軍
事
的
役
割
が
議
論
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
両
藩
、

と
く
に
尼
崎
藩
に
つ
い
て
は
軍
事
の
み
な
ら
ず
、
広
域
支
配
や
経
済
の
諸
問
題
を

見
つ
め
る
う
え
で
も
詳
細
な
分
析
結
果
が
導
き
出
さ
れ
た
が
、
な
ぜ
尼
崎
や
岸
和

田
に
着
目
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
坂
城
守
衛
の
役
割
が
強
調
さ
れ
る
が
、
京
都

を
含
め
た
畿
内
・
近
国
論
で
考
え
た
場
合
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
は
な
い

か
。
こ
の
疑
間
も
対
象
と
さ
れ
る
時
期
が
不
明
な
こ
と
に
起
因
す
る
。
本
論
で
は

細
か
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
畿
内
の
守
衛
を
広
域
的
に
と
ら
え
た

場
合
、
重
要
と
さ
れ
て
き
た
の
は
近
江
国
彦
根
、
播
磨
国
姫
路
で
は
な
か
っ
た

か
。
彦
根
に
は
井
伊
家
、
姫
路
に
は
池
田
家
の
あ
と
、
本
多
•
松
平
•
榊
原
・
酒

井
家
と
い
っ
た
譜
代
の
重
鎮
が
、
尼
崎
や
岸
和
田
よ
り
も
大
き
な
所
領
を
与
え
ら

れ
、
有
事
の
際
の
備
え
と
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。

一
方
、
経
済
拠
点
・
大
坂
に
つ
い
て
、
著
者
の
想
定
は
佐
々
木
潤
之
介
（
「
幕

藩
権
力
の
基
礎
構
造
』
御
茶
の
水
書
房
、

一
九
六
四
年
）
の
学
説
に
依
拠
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
本
書
に
と
っ
て
軍
事
へ
の
注
目
が
大
看
板
で
あ
り
、
経
済
が
後

景
に
退
く
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
が
、
明
和
年
間
の
尼
崎
藩
領
上
知
に
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
の
で
全
く
自
説
が
展
開
さ
れ
な
い
と
い
う
の
も
読
み
手
と
し
て
は
困
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評
者
が
日
本
近
世
史
研
究
を
志
そ
う
と
し
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
著
者
の
用
達
に

関
す
る
論
考
が
次
々
と
発
表
さ
れ
た
。
研
究
の
「
け
」
の
字
も
覚
束
な
い
者
に
と

っ
て
は
、
研
究
の
意
義
や
背
景
な
ど
全
く
理
解
で
き
ず
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
を

た
だ
目
で
追
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
本
書
が
刊
行
さ
れ
改
め
て
読
み
直
し
て
み

四

合
的
に
読
み
解
く
指
針
に
な
ろ
う
か
と
思
う
。

惑
す
る
。
政
治
的
に
は
享
保
の
国
分
け
に
よ
っ
て
大
坂
•
京
都
の
位
置
づ
け
が
変

更
さ
れ
、
こ
れ
は
経
済
的
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
享
保
年
間
あ
た
り
を
分
水
嶺
と
す
る
近
世
前
期
・
後
期
の
経
済
的
動
向

は
、
軍
事
拠
点
を
語
る
に
お
い
て
も
看
過
で
き
な
い
。
と
く
に
、
後
期
に
は
大
坂

の
市
場
的
地
位
低
下
、
西
摂
の
経
済
的
成
長
な
ど
、
こ
の
地
域
の
お
か
れ
て
い
る

経
済
状
況
は
常
に
躍
動
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
と
の
関
わ
り
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は

決
し
て
無
駄
で
は
な
い
。

軍
事
・
経
済
の
接
点
を
考
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
素
材
は
決
し
て
多
く

な
い
が
、
例
え
ば
米
穀
の
問
題
は
ひ
と
つ
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
本
書
で
も

部
分
的
に
兵
根
米
•
城
詰
米
に
関
し
て
触
れ
る
記
述
が
あ
る
が
、
畿
内
幕
領
に
お

け
る
年
貢
米
の
江
戸
廻
米
も
注
目
す
べ
き
課
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
然
、
藩

領
で
は
存
在
し
え
な
い
事
柄
で
は
あ
る
も
の
の
、
大
坂
城
守
衛
を
考
え
る
（
幕
藩

体
制
、
幕
府
政
策
を
考
え
る
こ
と
に
も
派
生
す
る
）
な
ら
ば
、
な
ぜ
畿
内
の
幕
領

村
々
か
ら
江
戸
浅
草
御
蔵
へ
年
貢
米
が
廻
送
さ
れ
る
の
か
と
い
う
単
純
な
事
実
を

無
視
で
き
な
い
。
畿
内
・
近
国
か
ら
米
穀
が
江
戸
へ
流
れ
る
こ
と
、
も
し
く
は
大

坂
•
二
条
に
備
蓄
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
軍
事
・
経
済
、
加
え
て
政
策
の
問
題
を
総

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）

る
と
、
本
当
に
多
く
の
論
点
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
今
更
な
が
ら
感
服

す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

著
者
の
用
達
研
究
は
、
村
田
路
人
の
「
用
聞
」
論
と
も
重
な
り
、
近
世
畿
内
近

国
論
、
お
よ
び
近
世
地
域
社
会
論
に
対
し
て
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
そ
れ
以
降
、

ひ
と
つ
の
流
れ
と
し
て
現
在
の
通
説
的
位
置
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
、

第
一
部
の
中
核
を
な
す
軍
事
拠
点
、
譜
代
大
名
に
注
目
し
た
研
究
へ
と
展
開
さ

れ
、
第
一
一
部
と
合
わ
せ
て
、
畿
内
・
近
国
論
と
し
て
立
ち
向
か
う
基
盤
を
作
ら
れ

た
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
行
研
究
の
丹
念
な
読
み
込
み
、
そ
こ
か

ら
得
ら
れ
る
個
性
的
な
洞
察
力
、
ま
た
群
を
抜
く
史
料
調
査
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
思
う
。
本
書
は
著
者
に
と
っ
て
の
終
着
点
で
は
な
く
、
出
発
点
だ

と
勝
手
に
解
釈
し
て
い
る
が
、
本
稿
が
こ
れ
か
ら
取
り
組
ま
れ
る
研
究
に
微
細
な

が
ら
役
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
。
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