
紹

介

阿
部
泰
郎
著

﹃
中
世
日
本
の
世
界
像
﹄

日
本
の
中
世
的
世
界
に
つ
い
て
は
︑
著
者
は
す

で
に
前
著
﹃
中
世
日
本
の
宗
教
テ
ク
ス
ト
体
系
﹄

に
お
い
て
︑
宗
教
テ
ク
ス
ト
学
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

し
︑
一
つ
の
体
系
把
握
を
試
み
た
︒
す
な
わ
ち
︑

主
に
神
道
と
仏
教
を
対
象
に
︑
一
つ
の
儀
礼
か
ら

生
成
さ
れ
た
多
く
の
位
相
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
︵
経

典
︑
儀
軌
︑
次
第
︑
図
像
︑
日
記
︑
縁
起
︑
説
話

な
ど
︶
を
丹
念
に
検
証
し
︑
そ
れ
ら
を
総
合
化
︑

体
系
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒
か
か
る
手
法
を
活
用

し
︑
文
学
研
究
の
方
法
に
立
脚
し
つ
つ
も
︑
近
接

諸
分
野
の
最
新
成
果
を
積
極
的
に
摂
取
し
︑
中
世

日
本
の
世
界
像
を
意
欲
的
に
提
示
し
よ
う
と
す
る

の
が
本
書
で
あ
る
︒

本
書
は
︑
序
章
︑
総
説
Ⅰ
・
Ⅱ
︑
終
章
を
除
き
︑

三
部
構
成
︑
各
四
章
ず
つ
の
全
十
二
章
か
ら
な
る
︒

序
章
で
は
中
世
的
世
界
の
誕
生
を
物
語
る
二
つ
の

テ
ク
ス
ト
か
ら
筆
を
起
こ
し
︑
研
究
史
を
概
観
し

た
上
で
︑
問
題
意
識
や
研
究
方
法
な
ど
を
述
べ
る
︒

総
説
Ⅰ
で
は
﹃
信
貴
山
縁
起
﹄
絵
巻
か
ら
︑
﹁
行

基
図
﹂
︑
三
国
世
界
観
な
ど
に
ま
で
説
き
及
び
︑

縁
起
の
言
説
と
図
像
の
流
布
に
お
い
て
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
聖
と
そ
の
勧
進
活
動
に
注
目
し
た
︒

総
説
Ⅱ
で
は
﹃
百
錬
抄
﹄
を
座
標
に
︑
院
政
期
の

文
化
を
通
時
的
に
俯
瞰
す
る
︒

第
Ⅰ
部
﹁
芸
能
の
世
界
像
﹂
は
︑
音
声
︑
童
︑

性
︑
神
話
か
ら
中
世
文
化
を
捉
え
直
す
︒
共
鳴
す

る
神
仏
の
音
声
は
聖
や
こ
ど
も
の
声
を
通
し
て
俗

世
と
繫
が
り
︑
芸
能
者
た
ち
は
異
性
装
な
ど
で
性

を
も
越
境
す
る
と
い
う
︒
こ
れ
を
踏
ま
え
︑
王
権

神
話
を
生
み
出
し
た
中
世
日
本
紀
の
世
界
観
と
そ

の
形
成
過
程
を
論
じ
る
︒

第
Ⅱ
部
﹁
知
の
世
界
像
﹂
で
は
テ
ク
ス
ト
分
析

を
通
し
て
知
の
形
態
と
様
式
︑
そ
の
集
成
と
統
合

か
ら
中
世
的
知
の
全
体
像
を
再
構
築
す
る
︒
ま
ず

は
説
話
の
枠
組
を
分
析
し
︑
著
者
が
﹁
対
話
様

式
﹂
と
呼
ぶ
特
徴
的
な
構
造
を
見
出
す
︒
そ
し
て

経
典
か
ら
歴
史
物
語
な
ど
に
わ
た
り
﹁
語
り
﹂
を

﹁
書
く
﹂
テ
ク
ス
ト
の
位
相
と
︑
そ
の
系
譜
︑
生

成
を
追
い
か
け
る
︒
次
に
守
覚
法
親
王
が
記
述
し

た
﹁
紺
表
紙
小
双
紙
﹂
を
手
が
か
り
に
︑
朝
廷
儀

礼
か
ら
寺
院
社
会
︑
文
芸
領
域
に
お
け
る
﹁
次

第
﹂
と
い
う
書
記
体
系
の
発
展
的
継
承
を
明
ら
か

に
し
︑
さ
ら
に
中
央
か
ら
地
方
へ
と
流
伝
し
て
い

く
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
聖
教
調
査
の
結
果
か
ら

復
原
す
る
︒
最
後
に
﹃
六
道
釈
﹄
と
い
う
テ
ク
ス

ト
を
取
り
上
げ
︑
筆
者
が
﹁
知
の
巨
人
﹂
と
位
置

付
け
る
慈
円
の
宗
教
︑
政
治
︑
文
学
の
遍
歴
を
提

示
す
る
︒

第
Ⅲ
部
﹁
仏
神
の
世
界
像
﹂
で
は
神
道
曼
荼
羅

を
読
み
解
き
︑
本
地
垂
迹
に
基
づ
い
た
新
た
な
霊

地
や
︿
聖
な
る
も
の
﹀
の
誕
生
を
描
く
と
と
も
に
︑

元
興
寺
と
長
谷
寺
を
事
例
に
︑
古
代
寺
院
の
中
世

的
霊
地
へ
の
変
貌
を
概
観
す
る
︒
ま
た
往
生
を
め

ぐ
る
テ
ク
ス
ト
を
分
析
し
︑
霊
地
に
投
影
さ
れ
る

世
界
観
の
変
容
を
捉
え
る
︒
最
後
に
鎌
倉
仏
教
界

を
魔
界
と
し
て
描
く
﹃
七
天
狗
絵
﹄
を
読
み
解
き
︑

そ
の
論
理
と
作
成
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
︒

終
章
で
は
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
総
括
し
つ
つ
︑

本
書
で
取
り
上
げ
た
数
多
く
の
史
料
の
中
で
も
︑

文
字
と
図
像
の
複
合
す
る
絵
巻
︵
お
よ
び
そ
こ
か

ら
派
生
し
た
宗
教
曼
荼
羅
︶
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

し
︑
世
界
像
を
映
し
出
す
鏡
と
し
て
位
置
づ
け
た
︒

本
書
は
︑
幅
広
い
テ
ク
ス
ト
を
博
捜
︑
分
析
し
︑

テ
ク
ス
ト
学
の
一
つ
の
達
成
で
あ
り
な
が
ら
︑
歴

史
・
宗
教
・
思
想
な
ど
の
分
野
に
も
研
究
の
進
展

を
も
た
ら
す
も
の
と
言
え
よ
う
︒
ま
た
︑
全
体
を

通
じ
て
柔
ら
か
い
筆
致
で
﹁
絵
解
き
﹂
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
︑
広
が
り
の
あ
る
中
世
的
世
界
を
再
現

す
る
点
が
本
書
の
魅
力
で
あ
る
︒
研
究
者
だ
け
で
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は
な
く
︑
中
世
宗
教
・
文
化
に
関
心
の
あ
る
方
々

に
も
広
く
本
書
を
推
薦
し
た
い
︒

︵
Ａ
�

判

六
〇
四
頁

二
〇
一
八
年
二
月

名
古
屋
大
学
出
版
会

税
別
六
八
〇
〇
円
︶

︵
殷
捷

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
︶

池
内
敏
著

﹃
日
本
人
の
朝
鮮
観
は
い
か
に
し
て

形
成
さ
れ
た
か
﹄

地
理
的
に
近
い
距
離
に
置
か
れ
︑
昔
か
ら
密
接

な
関
係
を
結
ん
で
き
た
日
本
と
朝
鮮
と
の
間
に
は
︑

平
和
・
友
好
の
記
憶
も
あ
る
反
面
︑
侵
略
の
戦
火

や
併
呑
に
よ
る
支
配
・
被
支
配
の
歴
史
も
存
在
し

て
い
る
︒
か
か
る
関
係
に
基
づ
き
︑
日
朝
両
国
の

人
々
は
相
手
に
対
す
る
像

日
本
人
の
朝
鮮

観
・
朝
鮮
人
の
日
本
観

を
描
い
て
い
た
︒
但

し
︑
そ
れ
は
認
識
上
で
の
変
化
に
よ
る
産
物
で
あ

り
︑
相
手
の
姿
が
あ
る
が
ま
ま
に
投
影
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
日
本
人
の
朝
鮮
観
は

一
定
な
も
の
で
な
く
︑
時
代
ご
と
の
状
況
や
地
域

な
ど
に
よ
っ
て
様
々
な
姿
を
み
せ
て
い
る
︒
ま
た
︑

そ
れ
は
忘
却
と
再
生
産
を
繰
り
返
し
︑
再
生
産
さ

れ
た
時
点
で
の
環
境
が
再
び
独
特
の
意
味
づ
け
を

与
え
て
い
る
︒

本
書
は
︑
日
朝
関
係
史
に
お
け
る
諸
問
題
を
綿

密
に
検
討
し
て
き
た
著
者
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
成

果
を
組
み
立
て
︑
新
し
い
内
容
を
追
加
し
︑
全
一

四
章
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
一
六

世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
時
期
を

対
象
と
し
︑
日
本
人
の
朝
鮮
観
が
ど
の
よ
う
に
現

れ
︑
推
移
し
て
き
た
か
を
叙
述
し
︑
﹁
そ
の
折
々

に
お
け
る
発
現
形
態
の
差
異
﹂
に
注
目
し
た
点
が

特
徴
的
と
い
え
る
︒

第
一
章
か
ら
第
三
章
は
︑
近
世
日
朝
外
交
史
の

諸
問
題
を
取
り
扱
う
︒
第
一
章
で
は
︑
﹁
日
本
国

大
君
﹂
号
の
創
出
過
程
を
検
討
し
︑
そ
こ
に
み
ら

れ
る
﹁
対
等
外
交
﹂
へ
の
意
識
を
指
摘
す
る
︒
第

二
章
で
は
︑
﹁
武
威
﹂
と
い
う
民
族
的
特
徴
を
鍵

と
し
︑
近
世
日
本
の
自
他
認
識
に
言
及
す
る
︒
第

三
章
で
は
︑
一
七
世
紀
末
に
生
じ
た
竹
島
︵
鬱
陵

島
︶
を
め
ぐ
る
日
朝
間
の
争
論
で
あ
る
﹁
元
禄
竹

島
一
件
﹂
を
概
観
す
る
︒

第
四
章
か
ら
第
八
章
は
︑
近
世
日
朝
交
流
の
諸

像
を
示
す
︒
第
四
・
五
章
で
は
︑
近
世
日
朝
間
の

漂
流
民
相
互
無
償
送
還
制
度
を
説
明
し
︑
そ
の
中

で
も
出
身
地
を
詐
称
し
た
済
州
島
民
の
様
相
か
ら
︑

地
域
独
自
の
自
我
認
識
を
導
出
す
る
︒
第
六
・
七

章
は
︑
漂
流
と
使
行
を
め
ぐ
る
﹁
ひ
と
﹂
の
交
流

と
︑
交
流
の
場
に
現
れ
た
絵
画
な
ど
の
﹁
モ
ノ
﹂

を
素
材
と
す
る
︒
第
八
章
で
は
︑
宝
暦
通
信
使
の

帰
国
途
中
に
起
こ
っ
た
﹁
崔
天
宗
殺
害
事
件
﹂
の

経
過
と
︑
か
か
る
日
朝
関
係
史
上
の
﹁
史
実
﹂
が

文
芸
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
に
脚
色
さ
れ
た
の
か

を
提
示
す
る
︒

第
九
章
か
ら
第
一
三
章
は
︑
時
期
的
背
景
が
一

九
世
紀
以
降
に
移
る
︒
第
九
・
一
◯
章
で
は
︑
転

換
期
の
一
九
世
紀
に
日
朝
両
国
の
人
々
が
鬱
陵
島

を
め
ぐ
っ
て
営
ん
だ
生
業
・
交
流
の
諸
像
を
示
し
︑

続
け
て
竹
島
の
日
本
領
編
入
過
程
を
説
明
す
る
︒

第
一
一
章
は
︑
日
韓
併
合
の
直
前
に
行
わ
れ
た
大

韓
帝
国
皇
太
子
の
鳥
取
訪
問
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
︒第

一
二
・
一
三
章
で
は
︑
朝
鮮
︵
人
︶
に
対
す

る
侮
蔑
観
を
止
揚
す
る
雰
囲
気
の
中
で
現
れ
た
動

き
に
つ
い
て
再
考
す
る
︒
ま
ず
︑
﹁
鮮
人
﹂
を
は

じ
め
と
す
る
﹁
鮮
﹂
系
用
語
は
︑
植
民
地
期
に
お

け
る
不
条
理
な
力
関
係
に
よ
っ
て
蔑
称
と
化
し
た

も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
一
九
七
〇
年
代
に
お
け
る

﹁
現
代
的
﹂
な
関
心
か
ら
﹁
発
見
﹂
さ
れ
︑
止
揚

さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
続
け
て
︑
細
井
肇
訳

﹃
海
游
録
﹄
か
ら
細
井
の
朝
鮮
蔑
視
観
を
読
み
取
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