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序
章

空
間
と
主
体
の
近
世
政
治
史

本
書
を
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
企
図
し
た
の
は
︑
近
世
史
研
究
の
成
果
に
空
間
論
的
視
点
を
導
入
し
た
新
た
な
政
治
史
で
あ
る
︒

各
部
表
題
の
﹁
政
治
空
間
﹂
に
は
︑
以
下
の
三
種
を
含
意
し
て
い
る
︒
ま
ず
︑
政
治
的
に
作
出
さ
れ
た
空
間
︵
こ
こ
で
は
仮
に
︑
政
治
空

間

と
呼
ぶ
︶
で
あ
り
︑
次
に
︑
政
治
的
意
味
を
付
与
さ
れ
た
空
間
︵
政
治
空
間
β
︶
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
社
会
の
な
か
か
ら
政
治
的
意
味

α

が
発
見
さ
れ
自
発
的
に
創
出
さ
れ
る
場
・
空
間
が
あ
る
︵
政
治
空
間
γ
︶
︒
本
書
の
三
部
構
成
は
︑
こ
の
文
脈
か
ら
は
︑
次
の
よ
う
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
︒
本
書
第
一
部
で
は
︑
政
治
空
間

の
ひ
と
つ
と
し
て
江
戸
城
を
と
ら
え
︑
そ
の
な
か
で
の
裁
判
と
は
な
に
か
を
問
い
直
す
︒

α

裁
判
の
場
も
ま
た
政
治
空
間

の
一
種
で
あ
る
と
と
も
に
︑
後
述
す
る
よ
う
に
︑
諸
身
分
に
よ
っ
て
多
義
的
な
意
味
づ
け
を
な
さ
れ
て
い

α

た
︒
ま
た
本
書
で
は
︑
太
平
洋
が
政
治
空
間
化
︵
政
治
空
間
β(�

)

︶
す
る
な
か
に
近
世
﹁
日
本
﹂
を
置
く
︵
第
二
部
︶
︒
こ
の
よ
う
に
︑
い
わ

ゆ
る
国
内
支
配
の
問
題
を
孤
立
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
︑
一
八
世
紀
以
降
の
﹁
日
本
﹂
が
︑
海
洋
把
握
の
変
化
と
蒸
気
船
に
よ
っ
て

太
平
洋
が
政
治
空
間
化
し
て
い
く
そ
の
た
だ
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
︑
そ
の
意
味
を
問
う
と
い
う
ス
タ
ン
ス
は
︑
本
書
の
大
き
な

特
色
を
な
し
て
い
る(�

)

︒
政
治
空
間
と
し
て
の
﹁
日
本
﹂
も
変
容
を
遂
げ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
あ
る
い
は

こ
れ
ら
に
対
す
る
批
判
の
な
か
に
︑
近
世
﹁
日
本
﹂
に
お
け
る
政
治
空
間
γ
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
︒
あ
る
種
の
書
画
会
︑
開
成
所
︵
開

成
所
は
︑
蕃
書
調
所
︑
洋
書
調
所
な
ど
︑
そ
の
名
称
を
何
度
も
変
更
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
以
下
︑
本
書
で
は
︑
煩
を
避
け
て
︑
開
成
所
と
総
称
す
る
︶
に

代
表
さ
れ
る
制
度
化
さ
れ
た
自
発
的
な
社
会
的
結
合
の
場
︑
﹁
非
公
式
会
議
﹂
︑
戊
辰
戦
争
期
の
議
会
等
を
こ
こ
で
は
想
定
し
て
い
る
︵
第

三
部
︶
︒
以
上
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
こ
こ
で
い
う
政
治
史
と
は
︑
狭
い
意
味
で
の
政
治
機
構
論
・
権
力
編
成
論
で
は
な
い
︒

序章 空間と主体の近世政治史1



裁
判
史
研
究
・
情
報
論
・
出
版
史
・
芸
能
論
・
洋
学
史
研
究
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
︑
近
世
後
期
社
会
の
変
容
と
新
た
な
世
界
の
希
求

を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
し
た
︒
藤
田
覚
の
︑
﹁
江
戸
時
代
後
期
に
生
き
た
�

庶
民
�

の
生
産
︑
生
活
︑
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な

面
で
の
巨
大
な
変
化
こ
そ
が
︑
江
戸
時
代
の
政
治
や
社
会
を
突
き
崩
し
︑
近
代
の
歴
史
を
準
備
し
た
も
っ
と
も
深
部
の
力
で
あ
る
﹂
と
い

う
見
方(�

)

を
こ
こ
で
は
︑
共
有
し
て
い
る
︒

本
書
の
目
的
は
︑
よ
り
具
体
的
に
は
︑
近
世
後
期
か
ら
幕
末
維
新
期
の
政
治
史
を
複
数
の
レ
ベ
ル
の
具
体
的
な
空
間
の
な
か
に
置
き
な

お
し
︑
下
記
の
独
自
の
視
点
か
ら
︑
そ
の
特
質
を
描
き
出
す
こ
と
に
置
か
れ
る
︒
ま
ず
︑
マ
ク
ロ
の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
海
洋
に
お
け
る
国

際
的
情
報
共
有
と
い
う
大
状
況
に
注
目
し
︑
近
世
日
本
社
会
と
そ
の
情
報
空
間
の
変
化
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
次
に
︑
研
究
史
上
﹁
幕
府
﹂

と
呼
ば
れ
て
き
た
政
治
権
力
の
中
心
部
を
︑
城
と
都
市
の
重
な
り
合
う
空
間
で
あ
る
﹁
江
戸
城
﹂
の
な
か
に
置
き
直
し
︑
﹁
天
下
の
公
儀
﹂

︵
本
書
第
一
章
参
照
︶
の
特
質
と
限
界
性
を
裁
判
か
ら
明
ら
か
に
す
る
︒
そ
し
て
︑
近
世
の
政
治
社
会(	

)

の
重
要
な
主
体
︵
次
節
の
空
間
と
主
体

に
つ
い
て
の
記
述
︑
第
一
章
第
一
節
�

参
照
︶
と
し
て
︑
身
分
的
中
間
層
に
加
え
て
﹁
身
分
的
周
縁
と
し
て
の
文
化(


)

﹂
を
紐
帯
に
し
て
形
成
さ

れ
つ
つ
あ
っ
た
圏
や
場
︵
後
述
︶
を
創
り
上
げ
た
人
々
を
︑
ま
た
︑
い
わ
ゆ
る
為
政
者
だ
け
で
な
く
知
識
人
層
を
︑
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
︒

以
下
本
章
で
は
︑
第
一
節
で
︑
本
書
全
体
に
関
わ
る
空
間
論
的
視
点
に
つ
い
て
述
べ
︑
第
二
節
に
お
い
て
︑
第
一
部
か
ら
第
三
部
各
部

に
関
わ
る
研
究
史
を
押
さ
え
た
う
え
で
︑
本
書
の
視
角
を
提
示
す
る
︒
な
お
︑
各
章
に
関
わ
る
研
究
史
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
章
に

お
い
て
論
じ
る
︒
ま
た
︑
各
部
・
各
章
を
横
断
す
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
総
括
と
展
望
に
つ
い
て
は
︑
終
章
に
お
い
て
記
述
し
た
い
︒

第
一
節

歴
史
研
究
に
お
け
る
空
間
論
的
視
点

当
時
の
人
々
が
ど
の
よ
う
な
世
界
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
の
か
︑
そ
し
て
︑
人
々
が
自
分
た
ち
を
取
り
巻
き
支
え
て
い
る
世
界
を
ど

の
よ
う
に
可
視
化
し
手
中
に
収
め
よ
う
と
し
て
き
た
か
︑
こ
れ
ら
の
点
は
︑
現
代
の
私
た
ち
と
必
ず
し
も
同
質
で
は
な
い
︒
彼
ら
独
自
の

序章 空間と主体の近世政治史 2



世
界
観
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば
︑
彼
ら
の
考
え
や
行
為
の
意
味
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
︒
歴
史
研
究
に
お
け
る
空
間
論
的
視
点
の
根
底
に

存
在
す
る
の
は
︑
第
一
に
︑
歴
史
分
析
に
は
︑
歴
史
的
主
体
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
視

点
で
あ
る(�

)

︒

第
二
に
︑
﹁
空
間
の
問
題
は
政
治
の
問
題
﹂
で
あ
る(�

)

︒
空
間
を
理
解
し
移
動
す
る
発
想
や
方
法
も
ま
た
︑
時
代
や
地
域
に
よ
っ
て
一
様

で
は
な
い
︒
空
間
論
的
視
点
の
な
か
で
は
︑
人
々
は
そ
の
時
代
固
有
の
具
体
的
空
間
の
な
か
で
行
動
・
移
動
し
他
者
や
モ
ノ
を
認
知
す
る

生
身
の
身
体
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
様
々
な
行
為
を
行
う
主
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る(

)

︒
支
配
の
側
が
そ
れ
を
い
か
に
統
制
し
よ
う
と
し

た
か
︑
あ
る
い
は
権
力
闘
争
の
場
で
そ
れ
が
い
か
に
争
わ
れ
た
か
を
︑
自
覚
的
・
具
体
的
に
追
究
す
る
視
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

第
三
に
︑
社
会
の
側
か
ら
の
主
体
的
動
き
を
分
析
す
る
際
に
も
︑
空
間
論
的
視
点
は
有
効
で
あ
る
︒
人
々
が
生
き
る
た
め
に
︑
い
か
に

独
自
の
領
域
・
空
間
や
場
を
作
り
上
げ
世
界
や
社
会
の
な
か
に
自
分
た
ち
の
位
置
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
を
問
う
視
点
は
︑
土
地

に
対
す
る
実
際
の
開
発
行
為
の
み
な
ら
ず
︑
商
行
為
を
行
う
場
︑
自
発
的
な
社
会
的
結
合
の
場
な
ど
を
抽
出
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
︒

こ
れ
ら
と
は
別
に
︑
研
究
方
法
上
の
空
間
論
的
視
点
と
い
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
も
︑
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
本
書
終
章

で
述
べ
る
よ
う
に
︑
本
書
全
体
の
底
流
に
あ
る
の
は
﹁
身
分
社
会
に
お
け
る
公
と
は
何
か
﹂
と
い
う
問
い
で
あ
る
が
︑
異
質
の
他
者
を
認

識
す
る
こ
と
が
公
の
成
立
と
深
く
関
わ
る
な
ら
ば
︑
た
と
え
ば
﹁
公
共
圏
﹂
と
い
っ
た
︑
複
数
の
質
の
異
な
る
要
素
を
同
時
に
俎
上
に
載

せ
て
考
察
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
空
間
的
な
問
題
の
と
ら
え
方(�

)

は
こ
う
し
た
分
析
に
こ
そ
有
効
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
圏
に
お
い
て
質

の
異
な
る
複
数
の
要
素
が
相
互
に
衝
突
や
交
渉
し
て
い
く
︑
ま
た
そ
れ
ら
の
圏
自
体
成
立
し
た
瞬
間
に
掘
り
崩
さ
れ
て
い
く
︑
逆
に
社
会

の
な
か
で
自
己
運
動
・
増
殖
し
て
い
く
︑
そ
の
営
為
の
な
か
に
︑
矛
盾
︑
紛
争
︑
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
含
ん
で
い
る
︒
こ
う
し
た
動

態
的
歴
史
把
握
を
︑
空
間
論
的
視
点
は
可
能
と
す
る
︒

以
上
の
よ
う
な
歴
史
研
究
に
お
け
る
空
間
論
的
視
点
は
︑
本
書
の
孤
立
し
た
視
点
で
は
な
く
︑
実
は
︑
日
本
に
お
け
る
近
世
日
本
史
研

究
に
お
い
て
も
︑
共
同
体
論
・
村
落
史
・
都
市
史
・
国
家
支
配
・
外
交
史
・
文
化
史
に
わ
た
っ
て
成
果
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
︒
こ
の
点

序章 空間と主体の近世政治史3



は
研
究
史
的
に
は
あ
ま
り
自
覚
化
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
︑
こ
こ
で
ま
と
め
て
お
こ
う
︒

歴
史
を
分
析
す
る
に
は
当
時
の
人
々
の
具
体
的
な
世
界
観
・
地
理
認
識
を
ふ
ま
え
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
認
識
は
︑
﹁
空
間
の
歴
史
﹂

と
し
て
構
想
さ
れ
た
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
﹃
地
中
海(

)

﹄
の
影
響
も
あ
り
︑
今
日
学
界
に
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う(

)

︒

10

11

吉
田
伸
之
が
都
市
を
空
間
と
し
て
と
ら
え
︵
次
節
︶
︑
荒
野
泰
典
が
世
界
図
分
析
に
よ
る
各
時
代
の
具
体
的
な
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
た

う
え
で
の
外
交
分
析
の
必
要
を
論
じ
た
こ
と
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に(

)

︑
世
界
史
把
握
︑
社
会
の
基
礎
構
造
︑
国
家
支
配
の
問
題
︑
都
市
・

12

身
分
制
研
究
︑
村
落
史
︑
幕
末
史
︑
文
化
史
︑
美
術
史
な
ど
各
分
野
で
︑
第
一
か
ら
第
三
の
空
間
論
的
視
点
を
導
入
し
た
成
果
が
蓄
積
さ

れ
つ
つ
あ
る(

)

︒
13

こ
れ
ら
の
成
果
は
︑
政
治
史
的
に
は
︑
境
界
や
周
縁
も
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
の
な
か
で
創
出

さ
れ
絶
え
ず
問
い
直
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
﹁
国
家
﹂
権
力
が
上
か
ら
一
方
的
に
設
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
か
つ
て
塚
本
学
が
提
示
し
た
﹁
�

国
家
公
権
�

が
境
界
領
域
を
決
す
る
の
は
当
然
で
︑
領
主
権
と
は
別
の
レ
ベ
ル

で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
と
ら
え
方(

)

で
は
︑
幕
府
評
定
所
で
取
ら
れ
た
場
所
熟
談
袂
袒
用
水
や
新
田
開
発
な
ど
の
出
入
は
た
だ
ち
に
出
訴
を
受

14

理
す
る
こ
と
は
せ
ず
︑
現
地
で
の
解
決
を
慫
慂
し
た
袂
袒
と
い
う
原
則
す
ら
説
明
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
︒
本
書
第
一
部
は
︑
右
の
よ
う
な

﹁
国
家
﹂
の
と
ら
え
方
に
対
す
る
問
い
直
し
で
も
あ
る(

)

︒
15

日
本
に
お
け
る
近
世
史
研
究
に
お
け
る
︑
研
究
方
法
と
し
て
の
空
間
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
・
歴
史
叙
述
と
し
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
︑

塚
田
孝
の
︑
近
世
日
本
に
お
い
て
幕
府
法
廷
へ
と
問
題
が
浮
上
す
る
こ
と
を
﹁
�

政
治
社
会
�

レ
ベ
ル
へ
の
浮
上
﹂
と
と
ら
え
る
と
い
う

見
方(

)

で
あ
る
︒
近
世
に
お
い
て
裁
判
と
い
う
場
は
︑
現
実
社
会
に
大
き
な
意
味
を
も
ち
な
が
ら
︑
独
自
の
ル
ー
ル
︵
一
種
の
訴
訟
法
の
形

16

成
︶
と
︑
学
習
す
べ
き
法
廷
技
術
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
︑
一
種
の
自
律
し
た
世
界
を
形
成
し
始
め
て
い
た(

)

︒
こ
の
よ
う
な
場
の
形
成
に
対

17

処
す
る
戦
略
と
し
て
︑
幕
府
評
定
所
で
の
出
入
筋
裁
判
を
有
利
に
進
め
る
た
め
に
︑
地
域
連
合
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た(

)

︒
こ
の
よ

18

う
な
場
と
社
会
の
関
係
に
つ
い
て
︑
塚
田
は
︑
﹁
レ
ベ
ル
﹂
﹁
浮
上
﹂
と
い
う
空
間
論
的
な
言
説
を
使
っ
て
︑
社
会
の
な
か
で
の
裁
判
の
占
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め
る
位
置
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
人
々
が
場
を
共
有
す
る
こ
と
の
意
味
は
︑
学
問
史
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
歴
史
的
検
討
の
う
え
で
も
注
目
さ
れ
て
き
て
い

る
︒
後
述
︵
序
章
第
二
節
�

︶
す
る
よ
う
に
︑
か
つ
て
の
よ
う
に
個
人
と
し
て
の
思
想
家
や
学
者
だ
け
で
は
な
く
︑
身
分
制
社
会
の
な
か

で
の
特
異
な
空
間
の
な
か
の
﹁
講
習
﹂
や
﹁
会
読
の
場(

)

﹂
︑
学
校
と
い
う
場
の
歴
史
的
意
味
が
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
︒
本
書
に
お

19

い
て
は
︑
情
報
受
容
に
お
け
る
場
の
共
有
に
も
注
目
し
て
い
く
︵
本
書
第
四
袞
六
章
︶

空
間
論
的
視
点
は
︑
以
上
の
よ
う
な
︑
ヒ
ト
を
具
体
的
空
間
に
置
き
直
す
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
ヒ
ト
が
作
り
上
げ
た
諸

種
の
モ
ノ
や
表
現
も
具
体
的
な
空
間
の
な
か
で
の
具
体
的
な
物
質
性
を
も
っ
た
存
在
と
し
て
と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
つ
な
が
る
︒
表
現
を
︑

単
な
る
内
容
分
析
だ
け
で
な
く
物
質
的
側
面
か
ら
と
ら
え
直
す
と
い
う
視
点(

)

は
︑
広
く
︑
文
学
史
・
書
誌
学
・
古
書
体
学
・
古
書
冊
学
な

20

ど
人
文
学
諸
分
野
に
お
け
る
表
現
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
問
い
直
し
の
問
題
と
し
て
展
開
し
て
い
る(

)

︒
歴
史
分
析
の
対
象
と
な
る
史
料

21

と
は
何
か
と
い
う
歴
史
分
析
の
基
本
的
な
問
い
も
こ
の
動
向(

)

を
ふ
ま
え
て
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

22

第
二
節

近
世
史
研
究
の
流
れ
と
本
書
各
部
の
視
点

近
世
史
研
究
の
大
き
な
流
れ
は
︑
社
会
構
成
体
論
か
ら
︑
一
九
六
〇
年
代
の
幕
藩
制
国
家
論
・
変
革
主
体
論
︑
一
九
七
〇
年
代
の
新
た

な
潮
流
と
し
て
の
社
会
史
の
導
入
を
経
て
︑
多
様
な
分
野
に
拡
散
し
て
き
た
と
総
括
さ
れ
て
い
る(

)

︒
わ
た
く
し
は
︑
こ
の
過
程
は
次
の
よ

23

う
な
注
目
す
べ
き
三
つ
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
︒
第
一
に
︑
身
分
や
集
団
と
い
う
社
会
の
基
礎
概
念
に
つ
い
て
借
り
物

の
概
念
で
は
な
く
日
本
列
島
に
展
開
し
た
歴
史
の
な
か
か
ら
模
索
・
構
築
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
次
の
本
節

�

で
の
べ
て
い
き
た
い
︒

第
二
に
︑
近
世
史
の
各
分
野
を
横
断
す
る
視
野
を
も
っ
た
研
究
動
向
が
出
て
き
て
い
る
︒
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら
そ
の
起
爆
剤
と
な
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