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[

書
籍
紹
介]

 
泉
森
皎
著 

『
行
基
と
歩
く
歴
史
の
道
』 

籔 
 

元
晶  

 

 

元
奈
良
県
立
橿
原
考
古
学
研
究
所
副
所
長
、

同
附
属
博
物
館
館
長
の
泉
森
皎
先
生
は
、
今
年

喜
寿
を
迎
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
契
機
と
し
て
出

さ
れ
た
の
が
本
書
で
あ
る
。 

 

「
は
し
が
き
」
に
は
、
泉
森
先
生
と
考
古
学

と
の
出
会
い
が
書
か
れ
て
い
て
、
大
変
興
味
深

い
。
先
生
は
堺
の
お
生
ま
れ
の
よ
う
で
、
小
学

校
高
学
年
の
頃
に
は
、
百
舌
鳥
古
墳
群
を
探
検

し
て
回
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
中
学
で
は

さ
ら
に
広
い
範
囲
に
及
ん
で
、
ま
す
ま
す
歴
史

の
興
味
を
大
き
く
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、

高
校
で
は
、
森
浩
一
先
生
の
教
え
を
受
け
ら
れ
、

発
掘
調
査
の
時
に
は
末
永
雅
雄
先
生
に
も
出
会

わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
考
古
学

と
深
い
縁
で
結
ば
れ
た
人
生
と
い
う
も
の
が
あ

る
も
の
か
と
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

先
生
は
、「
歩
い
て
、
見
て
、
何
に
で
も
興
味

を
持
つ
。
そ
れ
が
私
の
考
古
学
の
原
点
で
あ

る
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
こ
の
お
言
葉
は
、

本
書
に
お
い
て
も
大
い
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
こ
ち
ら
ま
で
わ
く
わ

く
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
拝
読
す
る
こ
と

が
で
き
た
。 

 

ま
ず
初
め
に
、
本
書
の
構
成
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。 

  
 
 

は
し
が
き 

第
１
章 

大
和
と
河
内 

 
 

 

１ 

二
上
山
北
麓 

穴
虫
か
ら
逢
坂
・

関
屋
の
里
を
歩
く 

 
 
 

２ 

近
つ
飛
鳥
の
里
を
歩
く 

 
 
 

３ 

羽
曳
野
丘
陵
中
央
部
を
歩
く 

 
 
 

４ 

河
内
か
ら
摂
津
へ 

中
高
野
街
道 

第
２
章 

行
基
の
足
跡
を
訪
ね
て 

 
 
 

１ 

行
基
と
和
泉 

 
 
 

２ 

行
基
と
河
内 

 
 

 

３ 

行
基
と
摂
津
猪
名
野
・
武
庫
・
兵 

 
 

 

庫 

４ 

行
基
と
大
和
・
そ
の
周
辺 

 
 
 

５ 

行
基
と
土
塔 

第
３
章 

行
基
の
残
影
を
求
め
て 

 
 
 

１ 

南
山
城
の
古
社
寺
と
遺
跡 

 
 

 

２ 

巨
椋
池
と
宇
治
川
流
域
の
社
寺
と

遺
跡 

 
 
 

３ 

京
都
伏
見
丘
陵
の
古
社
寺
と
古
墳 

 
 
 

４ 

木
幡
と
伏
見
・
桃
山
丘
陵
を
歩
く 

 
 
 

５ 

鳥
羽
・
伏
見
の
史
跡
を
訪
ね
て 

 
 

 

６ 

久
御
山
町
、
山
城
三
川
の
合
流
地

と
巨
椋
池
南
西
岸 

 
 
 

７ 

吉
野
川
流
域
の
社
寺
を
訪
ね
て 

 
 
 

８ 

南
海
道
を
歩
く 

第
４
章 

ア
ジ
ア
の
仏
塔
と
大
野
寺
土
塔 
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あ
と
が
き
に
か
え
て 

  

そ
れ
で
は
、
章
ご
と
に
紹
介
し
て
い
き
た
い
。 

 

第
１
章
「
大
和
と
河
内
」
は
、
二
上
山
を
は

さ
ん
だ
大
和
側
と
河
内
側
の
歴
史
探
訪
で
あ

る
。
読
み
始
め
て
す
ぐ
に
感
じ
た
の
は
、
泉
森

先
生
が
実
際
に
現
地
を
よ
く
歩
い
て
書
か
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
一
緒
に
そ
の
風
景
を
見
な
が

ら
歩
い
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
先
生
が
隣
に
お
ら
れ
て
、
一
つ
一
つ
指

を
さ
し
な
が
ら
説
明
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

よ
う
な
錯
覚
に
お
ち
い
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

 
 

二
上
山
周
辺
は
各
種
の
道
路
が
集
中
し
て
い

る
所
と
さ
れ
、
そ
の
中
で
も
特
に
竹
内
街
道
・

穴
虫
越
え
・
伊
勢
街
道
の
三
つ
に
つ
い
て
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
穴
虫
越
え
が
ゆ
る
や
か
な
峠
道

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
河
内
と
の
人
と
物
の
交

流
は
主
に
こ
こ
が
利
用
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
て

い
て
、
か
つ
て
の
伊
勢
街
道
も
穴
虫
越
え
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。 

 

二
上
山
の
西
側
の
近
つ
飛
鳥
に
入
る
と
、
一

挙
に
古
墳
が
多
く
な
る
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の
土

地
が
か
つ
て
重
要
な
土
地
で
あ
る
と
と
も
に
大

変
栄
え
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。
そ
こ
か

ら
北
西
に
位
置
す
る
羽
曳
野
丘
陵
は
、
そ
の
東

辺
は
古
市
古
墳
群
で
有
名
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
丘
陵
の
中
央
部
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
。
こ

こ
に
も
、
葛
井
寺
・
仲
哀
天
皇
陵
古
墳
・
野
中

寺
・
峯
ヶ
塚
古
墳
・
黒
姫
山
古
墳
な
ど
の
遺
跡

が
豊
富
に
あ
る
。
そ
し
て
、
中
高
野
街
道
で
あ

る
。
公
式
に
認
め
ら
れ
た
の
は
明
治
時
代
と
い

う
こ
と
で
意
外
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
に
は
す

で
に
高
野
街
道
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
東
高
野
街
道
や
西
高
野
街
道
ほ
ど
有
名
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
逆
に
泉
森
先
生
は

注
目
を
さ
れ
て
い
る
。
平
野
の
杭
全
神
社
・
如

願
寺
・
瓜
破
遺
跡
・
瓜
破
天
神
社
・
高
野
大
橋
、

そ
し
て
松
原
市
の
屯
倉
神
社
・
阿
保
神
社
・
柴

籬
神
社
な
ど
、
こ
の
道
が
歴
史
的
に
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
２
章
「
行
基
の
足
跡
を
訪
ね
て
」
で
は
、

和
泉
・
河
内
・
摂
津
・
大
和
の
地
に
残
る
、
四

十
九
院
を
中
心
と
す
る
行
基
の
遺
跡
を
く
わ
し

く
探
訪
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、「
天
平
十
三

年
記
」
に
架
橋
六
カ
所
、
道
路
一
カ
所
、
池
十

五
カ
所
、
溝
七
カ
所
、
樋
三
カ
所
、
船
息
二
カ

所
、
堀
四
カ
所
、
布
施
屋
九
カ
所
と
あ
る
こ
と

に
触
れ
ら
れ
て
、
治
水
事
業
が
多
く
を
占
め
て

い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ

れ
ら
の
事
業
が
当
時
の
民
衆
の
願
う
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
。 

 

こ
の
章
で
私
が
特
に
興
味
を
持
っ
た
の
は
、

や
は
り
自
分
が
住
む
神
戸
と
関
係
す
る
と
こ
ろ

で
あ
っ
た
。
新
川
運
河
の
浚
渫
工
事
の
際
に
発

見
さ
れ
た
重
量
四
ト
ン
の
巨
石
二
十
数
個
は
、

奈
良
時
代
後
半
か
ら
平
安
時
代
中
頃
に
か
け
て

港
の
入
口
部
の
防
波
堤
を
築
い
た
時
の
石
材
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で
、
三
～
四
段
積
み
上
げ
松
杭
で
固
定
し
て
い

た
こ
と
が
判
明
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
、
先
生
は
、
行
基
の
船
息
院
・
船
息

尼
院
と
の
関
係
を
示
唆
さ
れ
て
い
て
、
大
変
興

味
深
か
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
先
生
が
一
番
関
心
を
持
た
れ
た
の

が
、
行
基
が
造
っ
た
大
野
寺
の
土
塔
で
あ
る
。

現
在
は
元
の
形
に
修
復
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
私
に
と
っ
て
は
初

め
て
見
る
不
思
議
な
建
造
物
で
あ
っ
た
。
類
似

の
遺
構
が
他
に
二
つ
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る

が
、
逆
に
、
日
本
で
は
珍
し
い
も
の
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。
泉
森
先
生
は
、
土
塔
の
傾
斜
角

に
注
目
さ
れ
て
、
そ
れ
が
古
墳
と
同
じ
施
工
法

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
土
師
氏
の
伝
統
的
技
術
に

よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
推
論
さ
れ
て
い
る
。
大
野

寺
土
塔
が
、
土
師
氏
の
集
落
と
須
恵
工
人
の
村

の
中
央
に
築
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
理
解

し
や
す
い
。
そ
し
て
、「
行
基
の
墓
は
生
駒
に
築

か
れ
た
が
、
こ
の
地
の
人
々
は
土
塔
（
仏
塔
）

の
性
格
を
行
基
へ
の
追
慕
と
信
仰
、
さ
ら
に
地

域
結
集
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
築
い
た
と
思
わ
れ

る
。」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。 

 

第
３
章
「
行
基
の
残
影
を
求
め
て
」
で
は
、

木
津
川
市
か
ら
北
上
し
て
、
巨
椋
池
周
辺
部
を

主
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
巨
椋
池
に
人
が

住
み
着
い
た
の
は
弥
生
前
期
か
ら
中
期
頃
で
、

古
墳
時
代
に
は
渡
来
系
の
陶
質
土
器
が
出
土
す

る
こ
と
か
ら
、
開
拓
に
は
渡
来
系
の
技
術
が
援

用
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。「
巨

椋
池
を
め
ぐ
る
社
寺
と
遺
跡
」
を
拝
読
す
る
と
、

『
日
本
書
紀
』
の
栗
隈
大
溝
開
削
か
ら
『
延
喜

式
』
に
見
え
る
旦
椋
神
社
や
巨
椋
神
社
が
あ
る

こ
と
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
っ
て
巨
椋
堤
が
築
か
れ

た
こ
と
、
そ
し
て
昭
和
初
期
の
干
拓
事
業
と
、

古
代
か
ら
連
綿
と
開
拓
が
続
け
ら
れ
て
き
た
こ

と
が
よ
く
理
解
で
き
た
。 

 

そ
し
て
、
考
古
学
の
知
識
を
持
た
な
い
私
に

と
っ
て
驚
き
だ
っ
た
の
は
、
伏
見
稲
荷
大
社
の

「
お
山
巡
り
」
の
峰
々
が
前
期
古
墳
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
上
社
・
中

社
・
下
社
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
こ
の

考
古
学
の
成
果
を
ど
う
と
ら
え
た
ら
よ
い
の

か
、
皆
目
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
。
大
き
な
謎

で
あ
る
。 

 

第
４
章
「
ア
ジ
ア
の
仏
塔
と
大
野
寺
土
塔
」

で
は
、
大
野
寺
の
土
塔
の
ル
ー
ツ
を
求
め
て
、

イ
ン
ド
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
、
広
く
仏

教
遺
跡
を
踏
査
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、「
歩
い

て
、
見
て
、
何
に
で
も
興
味
を
持
つ
。
」
を
実
践

さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
サ
ー
ン
チ
ー
・
ア
ジ

ャ
ン
タ
ー
石
窟
・
ブ
ッ
ダ
ガ
ヤ
ー
大
塔
、
ス
リ

ラ
ン
カ
の
ミ
ヒ
ン
タ
レ
ー
の
寺
院
・
ア
ヌ
ラ
ー

ダ
プ
ラ
遺
跡
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
シ
ュ
エ
ジ
ー
仏

塔
・
ア
ー
ナ
ン
ダ
寺
院
・
バ
カ
ン
五
千
坊
の
遺

跡
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
・
ア

ン
コ
ー
ル
ト
ム
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ボ
ロ
ブ
ド
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ゥ
ー
ル
・
プ
ラ
ン
バ
ナ
ン
寺
院
遺
跡
群
な
ど
を

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
か
ら
仏

塔
の
構
造
の
変
遷
を
見
て
お
ら
れ
る
。
い
ず
れ

も
大
野
寺
土
塔
と
は
程
遠
い
と
さ
れ
て
い
る

が
、
新
羅
統
一
時
代
の
積
石
塔
が
岡
山
県
熊
山

遺
跡
の
石
塔
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東

南
ア
ジ
ア
の
仏
塔
の
流
れ
を
引
く
も
の
と
考
え

て
お
ら
れ
る
。
唐
の
義
浄
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の

パ
レ
ム
バ
ン
グ
に
滞
在
中
に
撰
述
し
た
『
南
海

奇
帰
内
法
伝
』
に
、
南
海
ル
ー
ト
を
使
っ
た
新

羅
僧
二
人
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ

て
い
る
。
実
際
に
多
く
の
遺
跡
を
見
て
こ
ら
れ

た
う
え
で
の
指
摘
で
あ
る
だ
け
に
、
傾
聴
す
べ

き
ご
意
見
で
あ
る
。 

 

最
後
に
、
本
書
を
読
み
終
え
て
感
じ
た
こ
と

は
、
い
つ
の
間
に
か
自
然
と
考
古
学
へ
の
興
味

を
呼
び
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
は
難

し
い
は
ず
の
事
柄
を
、
読
み
手
に
分
か
り
や
す

く
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ

う
。
一
度
、
本
書
を
手
に
し
な
が
ら
現
地
を
探

索
し
て
み
た
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
き
っ
と
楽
し
く
豊
か
な

歴
史
散
歩
が
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

泉
森
先
生
が
一
番
お
っ
し
ゃ
り
た
か
っ
た
こ
と

は
、「
現
地
に
行
っ
て
よ
く
調
査
を
し
な
さ
い
。

そ
こ
で
よ
く
見
て
考
え
な
さ
い
。
そ
れ
が
、
研

究
の
出
発
点
で
あ
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
と
私
は
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ど
の

学
問
に
も
共
通
す
る
重
要
な
こ
と
だ
と
思
え

た
。 

（
法
蔵
館 

二
〇
一
八
年
十
一
月
刊 

二
〇
〇

〇
円
＋
税
） 

      

永
澤
正
好
著 

『
田
辺
竹
治
翁
聞
書 

四
万
十
川
Ⅲ
―
ム
ラ
に

生
き
る
―
』 

嶺
岡 

美
見 

 

「
翁
の
人
生
を
の
ぞ
き
見
れ
ば
き
ら
き
ら
と

輝
く
万
華
鏡
の
よ
う
だ
」、
本
書
の
語
り
部
で
あ

る
田
辺
竹
治
翁
に
つ
い
て
著
者
は
こ
の
よ
う
に

表
現
す
る
。 

田
辺
竹
治
翁
は
、
四
万
十
川
中
流
域
に
位
置

す
る
高
知
県
幡
多
郡
大
川
筋
村
（
現
、
四
万
十

川
市
大
川
筋
地
区
）
に
明
治
四
十
一
年
（
一
九

〇
八
）
に
生
ま
れ
た
。
翁
は
狩
猟
・
河
川
漁
労
・

農
業
に
従
事
し
、
自
然
と
共
に
生
き
、
イ
エ
と

ム
ラ
の
人
間
関
係
を
大
切
に
し
て
き
た
人
物
で

あ
る
。 

著
者
と
翁
と
の
出
会
い
は
、
著
者
が
大
学
一

年
生
の
頃
、
故
和
歌
森
太
郎
団
長
の
宇
和
地
帯

の
民
俗
調
査
に
て
故
千
葉
徳
爾
先
生
の
猪
猟
調 


