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はじめに

　
　
　
は
じ
め
に
―
本
書
の
も
く
ろ
み

―

　　
畿
内
に
統
一
政
権
が
形
成
さ
れ
た
古
代
以
来
、
東
国
の
独
自
性
は
列
島
の
歴
史
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
注
目
さ
れ
て
き
た
。
中
世
史
で
は
、

佐
藤
進
一
氏
に
代
表
さ
れ
る
東
国
国
家
論
が
、
か
つ
て
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
今
日
な
お
記
憶
に
新
し
い
。

そ
の
後
、
多
く
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
と
く
に
国
家
公
権
の
授
権（
委
任
）過
程
と
し
て
幕

府
の
性
格
を
論
じ
る
こ
と
が
、
こ
の
説
の
限
界
の
一
つ
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
最
近
で
は
、
高
橋
典
幸
氏
が
要
領
よ
く

整
理
す
る
よ
う
に
、
朝
廷
・
幕
府
両
政
権
の
関
係
性
に
焦
点
を
当
て
捉
え
直
す
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
「
接
点
」
を
探
る
こ
と
か
ら
朝
幕
関

係
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幕
府
の
性
格
に
つ
い
て
の
再
評
価
が
始
ま
っ
て
い
る（
高
橋
典
幸
「
鎌
倉
幕
府
論
」
二
〇
一
三
年
）。
こ
の
よ

う
な
見
方
は
政
権
論
を
越
え
、「
鎌
倉
と
京
」
と
い
う
よ
り
柔
軟
な
枠
組
み
設
定
の
も
と
、
都
市
・
経
済
・
社
会
・
文
化
・
宗
教
な
ど
を

展
望
す
る
通
史
的
な
叙
述
に
も
生
か
さ
れ
、
独
自
性
と
一
体
性
の
両
面
か
ら
列
島
社
会
の
中
に
東
国
を
位
置
づ
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
つ

つ
あ
る（
本
郷
恵
子
『
京
・
鎌
倉
―
ふ
た
つ
の
王
権
―
』
二
〇
〇
八
年
）。

　
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
鎌
倉
幕
府
の
崩
壊
後
も
東
国
の
中
心
で
あ
り
続
け
た
鎌
倉
に
注
目
し
、
そ
こ
か
ら
中
世
社
会
を
展
望
す
る
こ
と

の
重
要
性
は
引
き
続
き
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
質
は
前
期
と
後
期
で
は
お
の
ず
か
ら
異
な
り
、
と
く
に
後
期
に
は
鎌
倉
以
外
に
も

さ
ら
に
複
数
の
中
心
が
、
東
国
に
表
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
の
中
世
後
期
の
東
国
史
研
究
は
、
渡
辺
世
祐
『
関
東
中
心
足
利

時
代
之
研
究
』（
一
九
二
六
年
）に
始
ま
る
。
そ
の
後
、
永
原
慶
二
「
東
国
に
お
け
る
惣
領
制
の
解
体
過
程
」（
一
九
五
二
年
）、
峰
岸
純
夫
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「
東
国
に
お
け
る
十
五
世
紀
後
半
の
内
乱
の
意
義
」（
一
九
六
三
年
）に
よ
っ
て
、
十
五
世
紀
の
東
国
の
内
乱
へ
至
る
過
程
が
、
地
域
社
会

の
矛
盾
や
社
会
動
向
と
結
び
つ
け
て
論
じ
ら
れ
、
戦
国
時
代
へ
と
至
る
道
筋
が
示
さ
れ
た
。
一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
佐
藤
博
信（『
中

世
東
国
の
支
配
構
造
』
ほ
か
）・
山
田
邦
明（『
鎌
倉
府
と
関
東
』
ほ
か
）両
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
府
を
軸
と
し
た
研
究
が
さ
ら
な
る
深

化
を
見
せ
る
。
両
氏
は
と
く
に
、
鎌
倉
府
が
鎌
倉
寺
院
勢
力
を
統
率
下
に
置
き
、
そ
の
宗
教
的
権
威
を
支
配
に
利
用
し
た
こ
と
を
指
摘
し

て
お
り
、
東
国
史
を
権
力
論
か
ら
寺
社
と
の
接
点
へ
と
展
開
し
た
と
い
う
意
味
で
画
期
的
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
八
〇
年
代
に
は
室
町
期
東
国
の
独
自
性
・
特
殊
性
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
、
寺
社
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
古
河
公
方
あ

る
い
は
鎌
倉
府
な
ど
の
政
治
権
力
側
に
よ
る
統
制
や
編
成
と
い
っ
た
論
点
が
深
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
寺
社
側
の
自
律

的
動
向
に
も
十
分
に
注
意
を
払
っ
た
双
方
向
的
な
関
係
論
は
十
分
に
発
展
し
て
い
な
い
。
ま
た
政
治
権
力
の
拠
点
で
あ
っ
た
鎌
倉
寺
社
の

問
題
の
み
が
大
き
く
取
り
扱
わ
れ
、
そ
の
他
の
地
方
寺
社
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
さ
れ
な
い
ま
ま
に
取
り
残
さ
れ
て
い
る
。
寺
社
と
地
域

社
会
と
の
接
点
と
な
っ
た
人
・
モ
ノ
・
信
仰
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
本
書
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
戦
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
研
究
史
の
再
評
価
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
史
料
環
境
の
改

善（
自
治
体
史
や
『
南
北
朝
遺
文
』
の
刊
行
な
ど
）の
な
か
で
、
権
力
・
支
配
・
社
会
・
宗
教
・
文
化
な
ど
多
く
の
面
か
ら
各
著
者
が
温
め
て

き
た
個
別
の
関
心
を
密
接
に
結
び
合
わ
せ
、
中
世
の
東
国
社
会
か
ら
生
ま
れ
た
諸
問
題
を
批
判
的
・
総
体
的
に
再
検
討
し
て
み
た
い
。
そ

の
た
め
に
は
、
従
来
の
日
本
中
世
史
の
枠
組
み
を
乗
り
越
え
て
、
美
術
史
や
中
世
考
古
学
な
ど
隣
接
諸
分
野
と
の
対
話
を
深
め
、
そ
れ
ら

の
接
点
を
探
る
こ
と
も
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
と
も
す
れ
ば
権
力
に
よ
る
編
成
論
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
省

み
て
、
中
世
社
会
に
お
け
る
寺
社
や
地
域
・
民
衆
の
主
体
的
動
向
を
組
み
込
ん
だ
形
で
、
寺
社
と
社
会
の
接
点
を
双
方
向
的
に
考
え
る
。

た
と
え
ば
、
市
民
を
も
巻
き
込
ん
で
近
年
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
内
乱
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
に
し
て
も
、
事
件
史
と
し
て
の
み
注
目
す

る
の
で
は
な
く
、
十
四
〜
十
六
世
紀
を
焦
点
と
し
て
前
後
の
時
代
も
見
据
え
な
が
ら
、
地
域
社
会
や
都
市
鎌
倉
の
住
人
や
僧
侶
な
ど
の
動
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向
を
動
態
的
に
捉
え
て
ゆ
く
。
こ
う
し
た
中
世
東
国
社
会
の
諸
側
面
を
実
態
的
に
追
及
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
近
年
室
町
幕
府
や
朝
廷
、

畿
内
周
辺
に
関
心
が
集
中
し
が
ち
で
あ
っ
た
室
町
時
代
論
に
も
一
石
を
投
じ
て
み
た
い
。

　
そ
こ
で
本
書
で
は
地
域
を
せ
ま
く
区
切
り
、
そ
の
内
部
の
問
題
と
し
て
「
東
国
」
を
扱
う
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
権
力

や
支
配
構
造
と
い
う
意
味
で
も
宗
教
・
文
化
と
い
う
意
味
で
も
、〈
東
国
と
は
な
に
か
〉と
い
っ
た
内
向
き
に
収
れ
ん
し
て
い
く
一
元
的
・

一
方
向
的
な
問
題
意
識
を
本
書
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
そ
の
逆
の
立
場
、
つ
ま
り
東
国
か
ら
ひ
ろ
く
列
島
社

会
を
見
渡
し
、
中
世
全
体
に
問
題
を
開
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
本
書
の
先
に
、
け
っ
き
ょ
く
は〈
東
国
と
は
な
に
か
〉と
い
う
意
識
へ
と
回
帰

し
て
い
く
重
要
な
回
路
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
、
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊

　「
接
点
」
を
探
る
と
い
う
構
想
が
読
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
た
ん
に
「
政
治
と
宗
教
」
あ
る
い
は
「
権
力
と
民
衆
」
と
い
う

よ
う
な
二
項
対
立
的
な
部
立
て
を
避
け
た
。
ま
た
、
時
系
列
的
な
構
成
を
あ
る
程
度
意
識
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
絶
対
視
せ
ず
に
配
列

し
て
い
る
。

　
湯
浅
治
久
「
中
世
東
国
社
会
論
再
構
築
の
試
み
」
は
、
現
時
点
に
お
け
る
東
国
社
会
論
の
意
義
を
あ
ら
た
め
て
ク
リ
ア
ー
に
し
た
う

え
、
宗
教
社
会
史
と
い
う
方
法
に
注
目
す
る
。
そ
の
上
で
、
か
つ
て
の
永
原
慶
二
氏
に
よ
る
東
国
の
在
家
構
造
論
の
な
か
か
ら
百
姓
の
自

立
と
生
活
を
取
り
上
げ
て
、「
在
家
支
配
」
を
再
評
価
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
に
長
年
取
り
組
ん
で
き
た
「
日
蓮
遺
文
紙
背
文
書
」（『
中

山
法
華
経
寺
文
書
』）の
活
用
か
ら
鎌
倉
期
の
百
姓
身
分
を
検
討
し
、
さ
ら
に
別
の
事
例
か
ら
南
北
朝
期
以
降
の
集
団
化
と
自
立
に
説
き
及

ぶ
。
そ
れ
ら
の
契
機
と
し
て
寺
社
や
宗
教
の
役
割
に
注
目
し
、
権
力
と
宗
教
の
接
点
を
媒
介
す
る
社
会
の
役
割
を
再
提
起
し
て
い
る
と
い

う
意
味
で
、
本
書
全
体
の
総
説
と
位
置
づ
け
た
い
。


