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史
②
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本
書
は
有
斐
閣
新
書
『
日
本
史
』
全
1
0
巻
の
内

の
、
平
安
・
鎌
倉
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
近
年
、

さ
ま
ざ
ま
な
形
式
・
体
裁
に
よ
る
『
日
本
歴
史
』

の
企
画
が
氾
濫
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
も
本
書

は
そ
の
視
角
の
新
し
さ
と
水
準
の
高
さ
か
ら
、
最

も
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

　
日
本
中
世
を
め
ぐ
る
学
説
が
、
種
々
に
分
裂
・

並
立
し
、
一
種
の
停
滞
を
も
た
ら
し
て
い
る
現
在
、

従
来
の
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
て
い
た
側
癌
を
も

含
め
て
、
中
世
社
会
の
総
体
を
多
面
的
に
と
ら
え

直
す
試
み
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
シ

リ
ー
ズ
の
編
集
方
針
で
あ
る
「
で
き
る
だ
け
具
体

的
な
素
材
に
そ
く
し
て
、
歴
史
に
お
け
る
『
場
』

を
重
視
す
る
視
角
」
は
、
本
書
に
お
い
て
も
適
確

に
対
象
を
と
ら
え
、
新
し
い
歴
史
約
諸
事
実
の
発

掘
に
一
応
の
成
功
を
収
め
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、

問
題
の
立
て
方
自
体
も
、
政
治
・
経
済
・
文
化
と

い
っ
た
一
般
的
な
立
て
方
で
は
な
く
、
研
究
史
を

ふ
ま
え
た
上
で
の
配
慮
が
見
ら
れ
る
。
聖
立
て
は

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
序
章
　
初
期
中
世
史
の
見
方
に
つ
い
て
（
戸
田

　
　
　
　
芳
実
）

8　7　6　5　4　3　2　1
章章章章章章章章

こ
の
よ
う
に
聞
題
を
立
て
た
意
図
は
、

田
野
が
解
説
し
て
い
る
か
ら
、

て
い
た
だ
く
と
し
て
、

て
紹
介
に
か
え
た
い

　
本
書
で
は
1
章
「
京
都
の
成
立
」
、
6
章
「
鎌

倉
と
関
東
」
の
二
章
が
、
都
市
史
を
と
り
あ
げ
て

い
る
が
、
都
市
の
発
展
・
変
貌
を
主
権
の
あ
り
方

や
政
治
過
程
な
ど
と
結
び
つ
け
て
考
察
す
る
と
い

う
方
向
は
、
律
令
制
下
の
都
城
を
国
家
権
力
の
あ

り
方
と
い
う
視
角
か
ら
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る

古
代
史
と
の
接
点
も
求
め
ら
れ
よ
う
し
、
申
央
都

京
都
の
成
立
（
黒
田
紘
一
郎
）

醐
衙
と
領
主
（
坂
本
賞
3

騎
兵
と
水
軍
（
高
橋
昌
運
）

中
世
民
衆
の
形
成
（
井
上
寛
司
）

荘
園
村
落
の
景
観
（
金
田
章
裕
）

鎌
倉
と
関
東
（
杉
橋
隆
夫
）

中
世
寺
院
の
生
態
（
田
中
文
英
）

東
西
交
通
（
戸
田
芳
実
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
序
章
で
戸

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ち
ら
を
参
照
し

　
　
　
　
　
以
下
若
干
の
感
想
を
述
べ

　
　
　
　
O

市
と
地
方
と
を
結
ぶ
諸
幹
線
交
通
の
実
態
を
と
ら

え
た
8
章
「
東
西
交
通
」
に
お
け
る
視
角
も
、
地

方
政
治
社
会
と
都
城
と
の
関
わ
り
を
究
明
し
よ
う

と
し
て
い
る
最
近
の
古
代
史
の
研
究
動
向
と
も
共

通
項
が
見
出
さ
れ
て
興
味
深
い
。

　
ま
た
3
章
「
騎
兵
と
水
軍
」
は
、
「
在
地
領
主
」

と
い
う
概
念
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
、
弓
馬
の
術

を
も
っ
て
他
と
自
ら
を
区
別
し
た
特
殊
な
芸
能
人

と
し
て
の
武
士
と
い
う
、
武
士
の
職
業
的
戦
土
と

し
て
の
実
体
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
船
や
武

具
の
解
説
も
わ
か
り
や
す
く
、
武
士
の
姿
が
叙
述

の
中
で
、
極
め
て
明
瞭
な
形
を
も
っ
て
浮
び
上
が

っ
て
く
る
。
2
章
「
国
衙
と
領
主
」
に
お
け
る
国

衙
支
配
下
で
の
在
庁
官
人
・
神
主
・
郡
司
と
い
っ

た
在
地
領
主
の
位
置
づ
け
と
と
も
に
、
中
世
成
立

期
の
領
主
の
多
面
的
な
あ
り
方
が
浮
き
彫
り
に
さ

れ
て
薗
白
い
。

　
5
章
・
「
荘
園
村
落
の
景
観
」
も
現
在
の
歴
史
地

理
学
の
成
果
を
知
る
う
え
で
絶
好
の
も
の
と
い
え

よ
う
。
村
落
景
観
・
土
地
利
用
形
態
・
灌
概
施
設

な
ど
、
文
献
史
料
か
ら
だ
け
で
は
十
分
明
ら
か
に

で
き
な
い
聞
題
を
、
地
割
形
態
や
微
地
形
条
件
な

ど
を
最
大
限
に
活
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
明
し
て
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い
る
。
歴
史
地
理
学
の
方
法
な
ど
、
教
え
ら
れ
る

点
が
非
常
に
多
い
。

　
中
世
民
衆
の
固
有
の
存
在
形
態
と
そ
の
歴
史
的

特
質
を
論
じ
た
4
章
「
中
世
民
衆
の
形
成
」
は
、

本
書
の
中
で
も
、
中
心
に
す
え
ら
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
が
、
後
半
部
分
の
記
述
が
や
や
平
板
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
た
と
え
ば

「
個
別
小
経
営
の
成
立
」
あ
る
い
は
「
小
経
営
の

自
立
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
場
合
、
も
う
少
し
具
体

的
な
事
例
で
の
肉
づ
け
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

7
章
「
中
世
寺
院
の
生
態
し
も
、
寺
院
内
部
で
の
、

問
題
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
、
寺
院
と
民
衆
の
か

か
わ
り
を
意
欲
的
に
論
じ
た
好
編
で
あ
る
コ

　
以
上
の
通
り
、
本
轡
は
平
易
な
叙
述
な
が
ら
、

高
度
な
内
容
を
新
し
い
視
角
か
ら
豊
富
な
事
例
に

基
づ
い
て
え
が
い
て
お
り
、
種
々
の
企
画
が
多
い

わ
り
に
は
、
適
切
な
入
門
書
に
恵
ま
れ
な
い
現
在

に
お
い
て
、
サ
ー
ク
ル
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て

も
好
適
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
（
新
書
判
　
二
五
〇
頁
　
一
九
七
八
年
九
月

　
　
　
　
右
N
斐
閣
　
　
五
山
ハ
○
円
）

　
　
　
　
　
　
　
（
水
野
章
二
　
京
都
大
掌
大
学
院
生
）

∪
畳
国
。
◎
q
①
瓢
①
」

憲
鳴
凄
ミ
ミ
隷
9
袋
物
鐵
織
恥

　
第
四
回
十
字
軍
と
い
え
ば
、
周
知
の
如
く
コ
γ

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
征
服
し
た
十
字
軍
で
あ

る
が
、
本
書
は
そ
の
発
端
よ
り
ラ
テ
ン
帝
国
の
建

設
に
至
る
過
程
を
、
ほ
ぼ
事
件
経
過
の
順
に
従
っ

て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
構
成
は
一
一
章
と
エ
ピ
ロ
…
グ
よ
り
な
っ
て
お

り
、
第
一
章
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に
よ

る
召
集
よ
り
傭
船
交
渉
使
節
の
出
発
ま
で
、
第
二

章
は
ヴ
エ
ニ
ス
に
お
け
る
契
約
締
結
の
次
第
、
第

三
章
は
ボ
ニ
フ
ァ
ー
ス
・
ド
・
モ
ン
フ
ェ
ラ
の
選

出
事
情
と
ハ
ゲ
ナ
ウ
で
の
所
謂
「
三
者
密
談
』
を

巡
る
聞
題
、
第
四
章
は
十
字
軍
士
の
ヴ
ェ
ニ
ス
集

結
と
人
員
不
足
に
よ
る
財
政
的
窮
乏
、
第
五
章
は

ザ
ラ
征
服
に
至
る
経
緯
…
、
第
六
章
・
は
ザ
ラ
協
…
約
締

結
を
巡
る
紛
糾
、
謝
罪
使
派
遣
と
教
皇
の
対
応
、

小
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
の
到
着
と
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ

ー
プ
ル
行
の
最
終
的
決
定
、
第
七
章
は
コ
ル
フ
島

出
発
よ
リ
ガ
ラ
タ
の
塔
占
領
ま
で
、
第
八
章
は
第

一
次
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
占
領
、
第
九
章

は
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
四
世
の
戴
冠
と
国
内
巡
幸
、
ラ

テ
ン
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
の
対
立
激
化
、
第
一
〇
章

は
ア
レ
ク
シ
ウ
ス
四
世
帰
還
か
ら
ア
レ
ク
シ
ウ
ス

五
世
に
よ
る
殺
害
ま
で
、
第
一
一
章
は
第
二
次
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
占
領
を
、
そ
れ
ぞ
れ
扱

っ
て
い
る
。

　
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
、
占
領
後
の
概
観
と
ラ
テ
ン

帝
国
の
弱
体
性
、
　
一
二
六
一
年
の
再
征
服
へ
の
展

望
を
述
べ
、
最
後
に
、
第
四
回
十
字
軍
に
よ
る
征

服
と
「
一
四
五
三
年
置
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ビ
ザ
ン
ツ
の
弱
体
化

は
こ
の
事
件
と
は
関
わ
り
な
し
に
進
展
し
て
い
た

の
で
あ
り
、
一
方
、
十
字
軍
に
よ
る
破
壊
か
ら
の

復
興
は
順
調
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
際
、
二
〇

世
紀
に
お
け
る
ド
イ
ツ
や
日
本
の
復
興
が
例
に
挙

げ
ら
れ
て
お
り
、
広
島
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー

プ
ル
に
喩
え
て
い
る
こ
と
な
ど
、
最
後
の
頁
に
来

て
驚
か
さ
れ
る
が
、
固
よ
り
こ
れ
は
レ
ト
リ
ッ
ク

と
言
う
べ
く
、
山
際
に
は
必
ず
し
も
不
潜
然
な
印

象
を
与
え
る
程
で
は
な
い
。
著
者
は
こ
の
問
題
に

つ
い
て
そ
れ
以
上
の
詳
論
を
し
て
い
な
い
。

　
序
文
に
お
い
て
著
者
も
主
張
し
て
い
る
如
く
、

本
書
は
、
よ
り
広
い
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
に

位
置
づ
け
る
と
い
う
試
み
を
む
し
ろ
積
極
的
に
避
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