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序　章　本書の課題

　
　
　
序
　
章
　
本
書
の
課
題

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
中
世
後
期
の
関
東
平
野
に
お
い
て
、
領
域
支
配
を
主
導
す
る
地
域
領
主
や
地
域
国
家
と
呼
ば
れ
る
権
力
は
、
大
河
川
と
い
う
自
然
条
件

を
い
か
に
政
治
的
・
軍
事
的
・
経
済
的
に
機
能
さ
せ
な
が
ら
、
こ
の
地
域
を
統
治
し
て
い
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
村
落
社
会
を
主
導
す

る
人
び
と
は
、
広
大
な
台
地
や
山
麓
と
い
う
自
然
条
件
を
い
か
に
生
活
・
生
業
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
地
域
社
会
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
の

か
。
そ
し
て
、
領
主
権
力
と
地
域
社
会
の
双
方
は
、
こ
う
し
た
自
然
条
件
を
軸
に
ど
の
よ
う
な
秩
序
を
形
成
し
て
い
っ
た
の
か
。
本
書
は

中
世
関
東
平
野
固
有
の
自
然
条
件
と
し
て
の
大
河
川
と
林
野
に
注
目
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
政
治
と
社
会
の
特
質
に
つ
い
て

叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
　
政
治
と
環
境
の
関
係
史

（
一
）　
地
域
史
研
究
と
環
境
史
の
接
点

　
峰
岸
純
夫
氏
は
地
域
史
研
究
に
つ
い
て
、「
自
然
的
条
件
に
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、
歴
史
的
諸
条
件
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
様
相
を
示
す
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歴
史
的
諸
時
代
に
お
け
る
、
地
域
と
そ
こ
に
居
住
す
る
人
間
集
団
の
区
分
を
問
題
に
す
る
こ
と
」
と
し
、
そ
れ
は
「
歴
史
学
に
と
っ
て
重

要
な
研
究
対
象
で
あ
る
」
と
説
い
て
い
る
）
1
（

。
ま
た
、
中
世
環
境
史
を
牽
引
す
る
水
野
章
二
氏
は
、
人
と
環
境
の
関
係
を
歴
史
的
に
解
く
こ

と
で
、
地
域
性
・
地
域
差
が
あ
ら
た
め
て
大
き
な
意
味
を
持
ち
、
地
域
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
時
間
の
流
れ
や
画
期
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
と
展
望
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
見
逃
し
て
な
ら
な
い
の
は
、
地
域
史
と
環
境
史
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
問
題
・
関
心
が
、「
自

然
の
克
服
」
に
重
心
を
置
い
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
歴
史
学
に
対
す
る
批
判
と
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
地
域
史
研
究
の

可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
か
ら
の
地
域
史
研
究
は
も
は
や
自
然
や
環
境
を
無
視
し
て
は
成
立
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
二
○
○
○
年
以
降
の
環
境
史
に
対
す
る
諸
学
会
の
関
心
の
高
ま
り
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
地
球
温
暖
化
と
異

常
気
象
、
資
源
の
枯
渇
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
問
題
、
飢
餓
や
戦
争
と
い
っ
た
人
類
の
生
存
に
直
結
す
る
問
題
が
、
全
世
界
的
に
、
そ
し
て
生
活

の
す
ぐ
そ
ば
で
顕
然
化
し
て
い
る
こ
と
へ
の
危
機
感
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
人
間
と
自
然
と
の
新
た
な
関
係
の
構
築
を
模
索

す
る
と
い
う
学
問
的
欲
求
が
高
ま
り
を
見
せ
、
自
然
科
学
・
人
文
科
学
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
か
ら
環
境
史
の
見
直
し
が
始
ま
り
、

学
際
的
な
シ
リ
ー
ズ
も
の
が
複
数
企
画
・
刊
行
さ
れ
て
い
る
）
2
（

。
し
か
し
、
そ
の
対
象
と
問
題
・
関
心
の
も
ち
方
は
実
に
多
様
で
捉
え
ど
こ

ろ
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
傾
向
は
歴
史
学
、
及
び
そ
れ
と
連
携
す
る
民
俗
学
・
考
古
学
・
地
理
学
に
お
い
て
も
同
様
と
言
え
る
）
3
（

。

今
日
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
環
境
史
的
研
究
を
「
人
と
自
然
の
関
係
史
」
と
捉
え
る
水
野
章
二
氏
は
、
環
境
史
的
研
究
分
野
に
お
け
る
こ
の
よ

う
な
状
況
を
、
研
究
領
域
と
し
て
は
混
乱
し
て
お
り
、
方
法
論
的
に
体
系
化
す
る
道
筋
は
未
だ
描
か
れ
て
い
な
い
と
し
つ
つ
も
、
こ
れ
ま

で
の
歴
史
学
が
人
と
自
然
の
関
係
に
対
す
る
関
心
を
底
流
と
し
て
持
ち
続
け
て
き
た
こ
と
の
証
で
あ
る
と
見
て
い
る
）
4
（

。
ま
た
、
西
川
広
平

氏
は
、
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
開
発
史
や
景
観
論
な
ど
の
諸
分
野
を
横
断
す
る
「
歴
史
の
見
直
し
」
の
過
程
と
し
て
環
境
史
を
位
置
づ

け
て
い
る
）
5
（

。

　
水
野
氏
に
よ
れ
ば
環
境
史
研
究
に
は
二
つ
の
潮
流
が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
非
日
常
的
な
環
境
変
化
を
対
象
と
す
る
研
究
と
、
日
常
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的
な
生
活
環
境
の
把
握
を
対
象
と
し
た
研
究
で
あ
る
。
前
者
は
、
生
存
の
た
め
の
知
識
や
技
術
の
歴
史
の
解
明
を
伴
う
も
の
で
、
防
災
対

策
な
ど
の
現
代
的
な
危
機
意
識
に
発
す
る
災
害
史
や
季
候
変
動
論
）
6
（

な
ど
が
こ
れ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
飢
饉
・
戦
争
論
な
ど
も
こ
の

潮
流
に
乗
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
荘
園
調
査
や
歴
史
的
景
観
に
関
す
る
研
究
）
7
（

、
平
安
京
の
都
市
問
題
な
ど

が
後
者
に
あ
た
る
）
8
（

。
こ
の
他
に
、「
生
命
・
環
境
・
時
間
」
の
三
つ
の
観
点
を
軸
に
「
中
世
の
自
然
と
人
間
」
の
関
係
性
を
整
理
し
た
矢

田
俊
文
氏
の
研
究
も
あ
る
）
9
（

。

　
こ
の
よ
う
な
中
、
吉
川
弘
文
館
に
お
い
て
『
環
境
の
日
本
史
』
シ
リ
ー
ズ
全
五
巻
が
企
画
さ
れ
、
第
三
巻
と
し
て
『
中
世
の
環
境
と
開

発
・
生
業
』
が
刊
行
さ
れ
た
）
10
（

。
内
容
は
、「
Ⅰ
　
気
候
・
地
形
環
境
と
中
世
社
会
」、「
Ⅱ
　
自
然
の
猛
威
の
も
と
で
の
開
発
と
生
業
の
多

様
性
」、「
Ⅲ
　
人
と
環
境
を
め
ぐ
る
宗
教
・
政
治
・
社
会
意
識
」
の
三
部
構
成
で
あ
る
。
本
書
を
編
集
し
た
井
原
今
朝
男
氏
は
そ
の
冒
頭

で
「
新
た
な
自
然
観
・
環
境
観
こ
そ
が
、
環
境
問
題
へ
の
展
望
を
導
き
出
す
重
要
な
思
想
と
な
る
」
と
し
て
い
る
と
お
り
、
環
境
史
の
方

法
と
し
て
、
人
間
に
よ
る
環
境
の
意
識
化
、
あ
る
い
は
環
境
の
文
化
化
と
も
い
う
べ
き
側
面
か
ら
迫
る
道
が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。

ま
た
、
同
書
は
「
開
発
・
生
業
」
と
い
う
局
面
か
ら
人
と
環
境
の
関
係
史
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
環
境
史
研
究
が
一

九
八
○
年
代
以
降
の
網
野
善
彦
氏
を
始
め
と
す
る
社
会
史
、
民
俗
学
を
含
め
た
生
業
論
、
文
化
人
類
学
の
コ
モ
ン
ズ
論
な
ど
と
密
接
に
関

係
す
る
領
域
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
12
（

。

　
さ
て
、
人
間
に
よ
る
環
境
の
意
識
化
、
ま
た
は
環
境
の
文
化
化
と
い
う
観
点
に
関
連
し
、
人
間
と
環
境
の
関
係
性
を
捉
え
よ
う
と
す
る

際
に
、
筆
者
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
別
の
立
場
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
が
環
境
を
ど
う
認
識
し
て
い
た
か
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
井
上
勲
氏
が
ひ
と
つ
の
方
法
論
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
科
学
的
に
測
定
さ
れ
た
客
観
的
な
自
然
が
そ
の

ま
ま
歴
史
の
環
境
に
な
る
わ
け
で
は
な
く
」、「
個
人
な
り
集
団
な
り
の
主
体
の
認
識
の
作
用
」（
認
識
層
）に
よ
っ
て
初
め
て
自
然
は
環
境

と
な
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
を
前
提
に
す
る
と
、
環
境
史
と
は
「
自
然
を
環
境
と
し
て
で
は
な
く
状
況
と
し
て
再
認
識
す
る
作

業
」
に
な
る
と
し
、
こ
の
手
続
き
を
「
自
明
性
の
剥
離
作
業
」
と
表
現
し
て
い
る
）
13
（

。
こ
の
こ
と
は
、
自
然
環
境
は
多
様
な
要
素
に
よ
っ
て
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構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
内
の
ど
の
よ
う
な
要
素
の
ど
の
よ
う
な
機
能
を
選
択
し
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
人
間
活
動
に
関
連
づ
け
て
い
く

か
は
、
ひ
と
え
に
人
間
側
の
知
識
と
経
験
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
認
識
の
作
用
」
と
い
う
フ

ァ
ク
タ
ー
は
、
環
境
史
に
寄
り
添
い
が
ち
な
環
境
決
定
論
や
人
間
中
心
主
義
へ
の
偏
向
と
い
う
リ
ス
ク
を
回
避
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
相
対
化

す
る
意
味
に
お
い
て
も
有
効
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
代
社
会
に
お
い
て
地
域
と
言
っ
た
場
合
、
特
定
の
要
因
に
よ
っ
て
関
連
づ
け
ら
れ
る
人
や
物
の
空
間
的
な
広
が
り
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
〝
空
間
的
な
広
が
り
〞
と
は
、
例
え
ば
人
が
「
県
民
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
関
連
づ
け
ら
れ
た
場
合
、
一
義

的
に
は
県
境
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
た
行
政
区
域
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
県
民
」
を
主
体
と
し
た
と
き
に
現
れ
る
固
有
の

「
地
域
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
県
民
と
か
市
民
、
国
民
な
ど
と
い
う
概
念
は
制
度
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
現
代
人
が
合
理
的

に
生
存
す
る
た
め
の
便
宜
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
「
方
言
」
と
い
う
文
化
に
よ
っ
て
人
を
関
連
づ
け
て
み
る
と
、
地
図

上
に
は
県
境
で
区
切
ら
れ
た
地
域
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
地
域（
言
語
圏
）が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
県
内
の
遠
い
地
域

の
言
葉
よ
り
、
県
境
を
接
し
て
生
活
す
る
隣
県
の
言
葉
の
ほ
う
が
近
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
を
多
角
的
・
重
層
的
に
捉
え

よ
う
と
す
る
態
度
や
思
考
が
、
社
会
の
特
質
を
考
え
る
際
に
重
要
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
経
験
的
に
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

は
歴
史
学
に
お
け
る
地
域
区
分
の
問
題
に
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
歴
史
学
が
時
代
区
分
を
論
ず
る
学
問
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
地
域
区
分
論
を
交
差
さ
せ
て
構
築
さ
れ
る
の
が
地
域
史
研
究
で
あ
る
と

筆
者
は
理
解
し
て
い
る
。
中
世
史
研
究
は
こ
れ
ま
で
、
地
域
区
分
の
最
小
単
位
と
し
て
村
落
を
、
最
大
の
枠
組
み
と
し
て
国
家
や
東
ア
ジ

ア
世
界
を
想
定
し
て
き
た
。
特
に
中
世
後
期
社
会
で
は
、
村
落
と
国
家
の
間
に
、
土
豪
・
地
侍
な
ど
の
中
間
層
が
主
導
す
る
地
域
社
会
、

戦
国
領
主
や
国
衆
な
ど
の
地
域
領
主
が
主
導
す
る
領
や
領
国
、
戦
国
大
名
が
主
導
す
る
地
域
国
家
が
成
立
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
空
間
的
な
広

が
り
を
も
っ
て
重
層
的
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
政
治
や
権
力
を
契
機
と
し
て
成
立
す
る
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
を
地
域
と
し
て
区
分

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
、
あ
る
い
は
重
な
り
合
い
な
が
ら
、
流
通
・
経
済
、
信
仰
や
文
化
を
媒
介
と
す
る
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空
間
的
な
広
が
り
が
あ
り
、
こ
れ
を
地
域
と
し
て
区
分
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
領
主
の
権
力
構
造
を
問
題
に
し
た
だ

け
で
は
地
域
史
研
究
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
特
定
の
石
造
物
の
分
布
範
囲
を
調
べ
、
受
容
の
画
期
を
捉
え
て
も
地
域
史
研
究
と
し
て
は

不
十
分
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
う
し
て
区
分
さ
れ
る
諸
地
域
は
多
元
的
で
重
層
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
は
個
別
完
結
的
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
関
連
し
合
い
な
が
ら
複
雑
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
、
地
域
領
主
の
地
域
と
石
造
物
の
分
布
域

と
の
間
に
一
定
の
関
連
性（
相
互
規
定
性
）が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
新
た
な
地
域
概
念
を
付
与
し
、
固
有
の
歴
史
的
地
域
と
し

て
区
分
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
上
で
地
域
成
立
の
時
代
的
画
期
を
捉
え
、
時
代
を
区
分
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
形
成
の
要
因

と
画
期
を
捉
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
地
域
史
研
究
の
目
的
で
あ
る
）
14
（

。

　
し
か
し
、
筆
者
は
地
域
史
研
究
が
捉
え
る
べ
き
地
域
に
は
、
従
来
の
理
解
と
は
異
な
る
別
の
局
面
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
群
馬
県
の
シ
ン
ボ
ル
の
ひ
と
つ
に
赤
城
山
が
あ
る
。
し
か
し
、
赤
城
山
を
シ
ン
ボ
ル
と
す
る
心
性
は
群
馬
県
民
固
有
の
も
の

で
は
な
い
。
実
際
、
埼
玉
県
の
北
部
地
域
に
は
赤
城
山
を
校
歌
に
唱
い
込
ん
で
い
る
学
校
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
心
性
を
原
風
景

と
い
う
。
同
様
に
茨
城
県
で
も
南
西
端
の
古
河
市
な
ど
は
東
の
筑
波
山
を
仰
ぐ
心
性
よ
り
も
、
渡
良
瀬
遊
水
地
の
湿
地
景
観
を
原
風
景
と

す
る
西
向
き
の
心
性
の
ほ
う
が
顕
著
で
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
行
政
区
域
や
帰
属
す
る
政
治
・
社
会
集
団
と
は
無
関
係
に
、

「
原
風
景
と
し
て
の
赤
城
山
」
や
「
原
風
景
と
し
て
の
渡
良
瀬
遊
水
地
」
と
い
う
景
観
要
素
で
関
連
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
が
存
在

す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
本
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
中
世
の
知
識
人
の
間
で
は
、
す
で
に
利
根
川
や
赤
城
山
が
上
野
国
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
て

い
た（『
空
華
集
』『
延
慶
本
平
家
物
語
』）。
す
な
わ
ち
、
利
根
川
や
赤
城
山
と
い
う
自
然
条
件
が
、「
上
野
国
の
原
風
景
」
と
い
う
〝
ス
イ
ッ

チ
〞
に
よ
っ
て
、
初
め
て
環
境
と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い
う
原
風
景
と
は
前
述
し
た
「
認
識
の
作

用
」
に
通
じ
る
。
こ
の
こ
と
を
根
拠
に
、
筆
者
は
地
域
史
研
究
に
お
い
て
、
原
風
景
と
し
て
の
自
然
環
境
や
景
観
か
ら
特
定
の
地
域
を
区

分
し
、
そ
の
時
代
性
を
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。


