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本
書
は
、
近
代
奈
良
を
舞
台
に
し
て
、
郷
土
で
研
究
す
る
蒐
集
家

た
ち
と
そ
の
研
究
の
諸
相
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
近
代
日
本
に
お

け
る
郷
土
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
国
民
国
家
論
的
な
語
り

が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
に
お
け
る
歴
史
意
識

が
国
民
統
合
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、
中
央
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
地
方

郷
土
史
家
と
の
関
わ
り
、
近
代
的
な
学
知
が
下
降
拡
散
す
る
プ
ロ
セ

ス
、
さ
ら
に
は
勤
王
の
武
士
へ
の
顕
彰
運
動
を
通
じ
て
皇
国
史
観
の

社
会
的
基
盤
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。だ
が
、

郷
土
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
歴
史
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
歴

史
実
践
の
地
域
ご
と
の
具
体
像
に
つ
い
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
本
書
は
奈
良
と
い
う
郷
土
に
お
い
て
、

あ
く
な
き
蒐
集
・
踏
査
を
続
け
る
人
々
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生

き
生
き
と
描
き
あ
げ
て
い
る
。

　
本
書
は
以
下
、大
き
く
三
パ
ー
ツ
に
区
分
さ
れ
る
八
章
か
ら
成
る
。

序
章
　
郷
土
に
何
が
起
こ
っ
た
か

　
顕
彰
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

第
一
章
　
平
城
神
宮
創
建
計
画
と
奈
良

第
二
章
　
南
朝
史
蹟
の
考
証
と
地
域
社
会

　
師
範
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
雑
誌

第
三
章
　
高
田
十
郎
『
な
ら
』
に
見
る
近
代
大
和
の
「
地
域
研

究
」
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

第
四
章
　「
う
ま
し
国
奈
良
」
の
形
成
と
万
葉
地
理
研
究

第
五
章
　
奈
良
万
葉
植
物
園
の
創
設
過
程

第
六
章
　
蒐
集
家
崎
山
卵
左
衛
門
の
郷
土
研
究

　
雄
飛
す
る
心
身

第
七
章
　
雑
誌
『
寧
楽
』
の
仏
教
美
術
研
究

第
八
章
　
宮
武
正
道
の
「
語
学
道
楽
」

付
録
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
手
紙
―
兵
士
と
言
語
研
究
者
―

　
序
章
で
は
各
章
の
内
容
が
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
何
れ
の

論
考
も
、
主
に
奈
良
県
内
の
所
蔵
機
関
に
伝
わ
る
新
史
料
の
発
見
・

研
究
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
新
た
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

人
々
の
営
み
の
も
つ
魅
力
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

　
第
一
章
・
第
二
章
か
ら
成
る
「
顕
彰
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
」
で
は
、

日
本
の
近
代
国
家
が
「
旧
都
」
と
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
中
核
に
据
え
よ
う
と
し
た
奈
良
の
地
に
あ
っ
て
、
神
社
の
創
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建
と
南
朝
史
蹟
の
顕
彰
を
行
お
う
と
す
る
人
々
の
動
き
を
論
じ
た
も

の
で
あ
る
。
近
代
学
知
と
結
び
つ
い
た
近
代
国
家
の
構
想
が
実
現
さ

れ
る
場
と
し
て
で
は
な
く
、
奈
良
と
い
う
場
に
密
着
し
た
「
土
着
」

の
知
が
、
予
想
外
の
動
態
を
見
せ
る
現
場
の
動
態
を
描
く
。

　「
師
範
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
雑
誌
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
第

三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
、金
石
文
・
考
古
遺
物
研
究
と
い
っ
た
「
モ

ノ
」
を
軸
と
し
た
郷
土
史
研
究
を
実
践
し
た
県
師
範
教
員
高
田
十
郎

と
そ
の
教
え
子
た
ち
の
活
動
を
探
っ
て
い
る
。
文
化
財
保
存
の
動
き

は
、
し
ば
し
ば
中
央
の
内
務
官
僚
や
学
者
た
ち
の
視
点
で
語
ら
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
県
内
各
地
の
小
学
校
教
員
と
な
っ
た
奈
良
県
師
範
学

校
の
卒
業
生
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
一
つ
の
軸
と
し
て
、
地
域
の
側
で
捉

え
る
視
点
は
重
要
で
あ
る
。
第
六
章
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
小
学
校
の

郷
土
室
の
存
在
は
、
奈
良
だ
け
で
は
な
く
各
地
の
郷
土
史
研
究
に
お

い
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
各
地
の
学
校
の

統
廃
合
が
進
む
現
状
を
考
え
る
と
、
そ
の
基
礎
研
究
は
喫
緊
の
課
題

で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　「
雄
飛
す
る
心
身
」
と
題
さ
れ
た
第
七
章
・
第
八
章
は
、
モ
ノ
と

知
識
を
求
め
て
海
外
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
仏
教
研
究
者
・
学
僧

や
「
語
学
道
楽
」
者
の
姿
を
描
く
。
彼
ら
の
活
動
は
「
帝
国
日
本
」

の
版
図
拡
大
を
既
与
の
条
件
と
し
て
い
た
が
、
モ
ノ
へ
の
執
着
を
手

掛
か
り
に
し
て
一
国
史
的
美
術
史
を
抜
け
出
す
視
野
を
も
ち
え
た
点

な
ど
は
興
味
深
い
（
二
六
八
頁
）。
ま
た
、
天
理
教
の
海
外
布
教
の

た
め
に
つ
く
ら
れ
た
天
理
外
国
語
学
校
で
、
宮
武
正
道
が
マ
レ
ー
語

を
学
ん
だ
と
い
う
第
八
章
の
指
摘
は
、
第
七
章
で
み
た
大
屋
徳
城
の

事
例
に
み
え
る
よ
う
な
宗
教
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
国
を
こ
え
た

視
野
を
奈
良
と
い
う
土
地
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
で
興
味
深
い
。

付
録
は
宮
武
正
道
宛
て
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
の
軍
事
郵
便
四
八
通

を
翻
刻
し
た
も
の
。

　
近
年
に
お
け
る
史
学
史
研
究
の
特
徴
の
一
つ
に
、
大
学
に
お
け

る
専
門
的
な
歴
史
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
に
お
け
る
歴
史
の

受
容
や
多
様
な
歴
史
実
践
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
評
者
も
寄
稿
し
た
松
沢
裕
作
編
『
近
代
日
本
の
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ

ラ
フ
ィ
ー
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）
は
、
政
府
の
修
史
事

業
、
史
料
採
訪
、
旧
大
名
家
・
華
族
の
修
史
事
業
、
そ
し
て
地
域
に

お
け
る
偽
史
言
説
を
含
め
て
、
多
様
な
歴
史
実
践
を
視
野
に
入
れ
た

も
の
で
あ
る
。
小
澤
実
編
『
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
七
年
）
で
は
、
荒
唐
無
稽
な
偽
史
言
説
が
、
近
代
国
家
に
お

け
る
「
伝
統
の
創
出
」
と
は
一
線
を
画
し
つ
つ
、
近
代
日
本
に
お
い

て
流
布
さ
れ
、
社
会
的
な
影
響
力
を
持
ち
え
た
様
相
が
描
か
れ
て
い

る
。
本
書
で
描
か
れ
た
奈
良
の
蒐
集
家
た
ち
は
、
奈
良
と
い
う
場
に

密
着
し
、
そ
の
地
に
伝
わ
る
モ
ノ
へ
の
執
着
に
拠
っ
て
立
つ
。
そ
れ

だ
け
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
偽
史
言
説
の
よ
う
に
、
奇
想
天
外
な

面
白
さ
や
不
特
定
多
数
に
広
が
っ
て
い
く
熱
狂
と
は
異
な
り
、
土
地

に
根
づ
き
な
が
ら
静
か
に
広
が
っ
て
い
く
。
社
会
に
お
け
る
歴
史
意
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識
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
う
し
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ

重
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
個
人
的
に
は
、
そ
の
地
に
伝
わ
っ
た
モ
ノ
と
い
う
と
き
、
そ
れ
が

金
石
文
や
考
古
遺
物
研
究
で
あ
っ
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
歴
史
学
が
重

視
し
た
古
文
書
に
そ
れ
ほ
ど
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
点
が
気
に

な
っ
た
。
久
留
島
浩
ほ
か
編
『
文
人
世
界
の
光
芒
と
古
都
奈
良
』（
思

文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
で
描
か
れ
た
「
大
和
の
生
き
字
引
・
水

木
要
太
郎
」
の
よ
う
に
古
文
書
の
蒐
集
家
も
奈
良
に
は
い
た
が
、
彼

ら
は
蒐
集
に
努
め
る
だ
け
で
、
蒐
集
し
た
古
文
書
を
用
い
て
地
域
の

歴
史
を
再
現
す
る
よ
う
な
方
向
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
。「
古
都
」
に
お
け
る
日
本
の
伝
統
を
体
現
す
る
の
は
、
美
術
品

や
考
古
遺
物
、
さ
ら
に
は
文
学
作
品
の
世
界
で
あ
っ
て
、
断
片
的
な

古
文
書
の
解
読
を
通
じ
て
歴
史
家
が
復
元
す
る
史
実
の
世
界
で
は
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
故
な
の
だ
ろ

う
か
。

　
古
文
書
を
重
視
す
る
歴
史
学
と
の
関
わ
り
で
い
え
ば
、
第
四
章
で

の
歌
碑
の
話
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
名
所
の
風
景
の
変
化
に

写
真
が
果
た
し
た
役
割
な
ど
と
と
も
に
、
大
正
末
か
ら
国
史
関
係
者

よ
り
も
む
し
ろ
国
文
関
係
者
の
ほ
う
が
飛
鳥
の
万
葉
歌
枕
を
巡
歴
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
が
興
味
深
か
っ
た
。
評
者
は
調
査
先

に
お
い
て
歌
碑
の
類
を
よ
く
目
に
す
る
が
、
中
世
史
研
究
者
は
（
そ

の
歌
が
確
か
に
こ
の
場
所
で
詠
ま
れ
た
と
い
う
「
史
実
」
を
証
明
す

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
か
）
必
ず
し
も
歌
碑
を
「
史
跡
」
と
し
て
重

視
し
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
日
本
文
学
の
研
究
者
が
、
歌
碑
を
目
あ

て
に
巡
検
を
す
る
様
子
を
み
て
、
評
者
も
「
仮
に
こ
の
場
所
で
こ
の

歌
が
詠
ま
れ
た
の
だ
と
し
て
も
、
景
観
は
歴
史
的
に
変
化
し
て
い
く

も
の
だ
か
ら
、
同
じ
光
景
を
過
去
の
作
者
も
み
て
、
こ
の
歌
を
詠
ん

だ
と
は
限
ら
な
い
の
に
」
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
歴
史
研
究
者
と
文
学
研
究
者
と
の
あ
い
だ
の
一
種
の
《
温
度

差
》
も
ま
た
、
歌
碑
・
名
所
を
め
ぐ
る
歴
史
意
識
の
あ
り
方
を
探
る

切
り
口
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
本
学
文
学
部
准
教
授
）
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