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時評・書評

坂
江
渉
編
著

『
風
土
記
か
ら
み
る
古
代
の
播
磨
』

森
岡
　
秀
人

　

全
国
各
地
に
は
、
そ
の
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
知
る
上
に
欠
か
せ
な

い
幾
多
の
地
誌
類
が
あ
り
、
旅
の
折
々
や
研
究
の
上
で
紐
解
く
こ
と
が

多
い
。
元
明
天
皇
の
詔
に
よ
り
、
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
五
月
二
日
に

畿
内
七
道
諸
国
に
対
し
て
出
さ
れ
た
『
続
日
本
紀
』
所
載
の
官
命
に
よ

り
国
単
位
に
作
成
の
歩
が
進
ん
だ
「
風
土
記
」
は
、
そ
の
最
古
の
地
誌

で
あ
り
、読
者
の
多
く
は
若
か
り
し
日
の
教
科
書
で
そ
の
存
在
を
知
る
。

現
在
、「
風
土
記
」
と
し
て
ま
と
ま
っ
た
形
で
残
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、

常
陸
・
出
雲
・
播
磨
・
肥
前
・
豊
後
の
五
ヶ
国
の
み
で
あ
り
、
そ
の
有

る
無
し
が
在
地
社
会
を
対
象
と
し
た
古
代
史
研
究
に
と
っ
て
決
定
的
な

差
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
兵
庫
県
下
の
播
磨
と
風
土
記
が
伝

わ
ら
な
か
っ
た
摂
津
・
丹
波
・
但
馬
・
淡
路
の
四
国
を
比
較
し
て
即
座

に
了
解
さ
れ
よ
う
。
赤
穂
や
明
石
の
地
域
の
一
部
を
欠
く
も
の
の
、
播

磨
は
そ
れ
だ
け
豊
か
な
一
等
の
古
代
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

坂江渉編著
『風土記からみる古代の播磨』

神戸新聞総合出版センター
2007 年 （月発行
B6判　262 頁
税込 1,575 円

る
。「
風
土
記
」
の
撰
上
は
、
制
度
豊
か
な
中
国
隋
・
唐
の
模
作
に
端

を
発
し
た
に
せ
よ
、
纏
め
上
げ
よ
う
と
す
る
意
気
込
み
は
地
理
志
の
列

島
的
総
括
が
初
め
て
目
指
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
ず
と
撰
上
提
出
者

の
身
分
や
個
性
、
好
み
や
基
盤
資
料
の
時
間
的
格
差
、
土
地
土
地
の
持

つ
地
域
性
が
反
映
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
修
史
の
編
纂
の
機
運
と
も
見
合

う
八
世
紀
前
半
と
い
う
時
期
を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
る
。

　

坂
江
渉
氏
（
神
戸
大
学
）
が
こ
の
た
び
編
ま
れ
た
『
風
土
記
か
ら
み

る
古
代
の
播
磨
』
は
、
兵
庫
県
の
西
部
に
位
置
す
る
播
磨
地
域
に
特
化

し
た
も
の
だ
が
、
コ
ン
パ
ク
ト
に
仕
上
が
っ
た
そ
の
最
良
の
手
引
き
書

で
あ
り
、
今
も
持
続
進
捗
し
つ
つ
あ
る
調
査
と
研
究
の
節
目
に
出
版
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。一
読
す
れ
ば
、風
土
記
自
体
に
直
接
接
し
な
い
方
々

に
も
そ
の
味
読
が
ど
れ
だ
け
多
く
の
歴
史
情
報
を
も
た
ら
し
、
日
頃
の

古
代
観
に
変
革
を
迫
る
も
の
で
あ
る
か
に
驚
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
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れ
ま
で
食
わ
ず
嫌
い
に
過
ご
し
て
き
た
人
に
と
っ
て
は
、
き
っ
と
『
播

磨
国
風
土
記
』
の
原
典
に
あ
た
る
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
を
得
な
い
心
境
に

駆
ら
れ
る
に
違
い
な
い
。
魅
力
あ
る
本
書
の
叙
述
内
容
の
要
因
は
数
多

く
挙
げ
ら
れ
よ
う
が
、
先
ず
は
八
人
の
執
筆
者
（
編
者
の
坂
江
氏
と
井

上
勝
博
・
今
津
勝
紀
・
高
橋
明
裕
・
中
林
隆
之
・
古
市
晃
・
松
下
正
和
・
毛

利
憲
一
の
各
氏
）
が
目
下
古
代
史
界
で
活
躍
す
る
中
堅
や
若
手
の
研
究

者
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
研
究
の
実
践
者
で
あ
っ
て
、
言
わ
ば
足

と
目
を
使
っ
て
現
地
踏
査
の
基
盤
の
上
に
立
っ
て
風
土
記
の
世
界
を
卓

抜
に
描
き
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
勉
強
会
を
何
度
も
開
き
、
討

議
の
蓄
積
の
上
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
、
よ
り
一
層
フ
レ
ッ
シ
ュ

感
を
漂
わ
せ
て
お
り
、
全
体
を
通
し
て
歯
切
れ
の
よ
い
文
体
と
と
も
に

最
新
の
研
究
成
果
や
関
わ
っ
た
テ
ー
マ
へ
の
主
張
が
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
く
る
。
と
同
時
に
、
関
連
史
料
を
巧
み
に
動
員
し
て
背
景
の
肉

付
け
を
試
み
て
お
り
、
現
今
の
日
本
古
代
史
の
研
究
水
準
の
公
約
数
的

な
こ
と
を
門
外
漢
が
学
ぶ
に
も
絶
好
の
書
な
の
で
あ
る
。

　

構
成
上
の
大
き
な
特
徴
は
、
縦
横
な
切
り
口
を
数
多
く
用
意
し
、
抵

抗
な
く
関
心
あ
る
分
野
か
ら
風
土
記
の
世
界
へ
と
誘
っ
て
い
る
点
だ
。

第
一
章
で
は
、
人
々
の
食
生
活
や
婚
姻
な
ど
を
取
り
上
げ
た
「
暮
ら
し

と
衣
食
住
」
を
テ
ー
マ
に
、
当
時
の
家
族
の
動
態
、
劣
悪
な
生
活
環
境
、

山
に
対
す
る
感
性
豊
か
な
思
い
、
信
仰
、
婚
姻
儀
式
の
役
割
も
想
定
さ

れ
る
歌
垣
な
ど
に
鋭
く
メ
ス
を
入
れ
る
。「
信
仰
と
宗
教
」
を
扱
っ
た

第
二
章
で
は
、
播
磨
の
住
人
、
高
麗
恵
便
が
初
期
仏
教
の
導
入
に
大
き

な
関
与
を
示
す
が
、
賀
古
郡
か
ら
印
南
郡
一
帯
に
勢
力
圏
を
有
す
る
吉

備
氏
系
の
氏
族
の
介
在
を
説
き
、
記
載
の
寡
少
な
聖
徳
太
子
と
の
繋
が

り
、
秦
氏
伝
承
、
式
内
社
の
内
実
な
ど
に
筆
が
及
ぶ
。
ま
た
、
播
磨
の

国
つ
神
の
頭
、
伊
和
大
神
と
三
輪
山
の
神
と
の
関
係
や
揖
保
郡
桑
原
里

琴
坂
と
飾
磨
郡
伊
和
里
琴
丘
・
琴
神
丘
の
二
つ
の
地
名
説
話
の
背
景
に

神
招
き
の
場
を
読
む
あ
た
り
の
解
も
わ
か
り
よ
い
。
第
三
章
「
国
土
と

自
然
環
境
」
に
は
、「
針
間
」
と
も
記
し
た
国
名
の
由
来
か
ら
当
時
の

国
造
の
勢
力
ま
で
を
触
れ
、
各
地
の
風
土
記
に
も
散
見
さ
れ
る
巨
人
神

が
播
磨
で
も
国
作
り
に
励
む
よ
う
す
を
描
い
て
い
る
。
水
害
・
地
震
は

近
年
、
現
代
兵
庫
に
も
壊
滅
的
な
打
撃
を
与
え
た
が
、
古
代
人
の
災
害

観
も
看
過
せ
ず
、
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

第
四
章
の
「
動
植
物
と
の
か
か
わ
り
」
に
登
場
す
る
聖
獣
と
し
て
の

ウ
ミ
ガ
メ
と
海
洋
信
仰
、
呪
力
を
も
つ
と
み
な
さ
れ
た
柏
の
葉
、
染
色

と
深
く
関
係
し
た
中
臣
藍
連
氏
の
存
在
、
各
国
の
貢
進
薬
物
と
の
一
致

を
み
る
風
土
記
記
載
の
薬
品
素
材
の
他
、
木
材
の
大
供
給
地
の
一
つ
が

播
磨
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
教
え
ら
れ
る
。
第
五
章
は「
政
治
と
社
会
」

に
踏
み
込
み
、
六
世
紀
以
降
に
実
相
が
顕
在
化
す
る
ミ
ヤ
ケ
の
設
置
、

と
り
わ
け
鉄
生
産
と
関
わ
り
の
深
い
志
深
ミ
ヤ
ケ
、
美
作
や
吉
備
と
の



時評・書評　森岡秀人　坂江渉編著『風土記からみる古代の播磨』

129

交
通
上
の
要
衝
、
越
部
ミ
ヤ
ケ
な
ど
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
揖
保
郡
成
立

の
由
来
地
名
で
あ
る
揖
保
里
と
粒
丘
に
着
目
し
、
丘
の
上
の
神
食
の
際

落
と
し
た
「
飯
」
の
「
穂
」
を
辿
り
、
そ
の
神
話
の
前
提
た
る
「
国
占

め
」の
儀
礼
の
解
明
へ
と
筆
を
及
ぼ
す
。「
素
朴
で
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
叙
述
」

の
背
景
が
巧
み
に
復
元
さ
れ
て
お
り
、
有
効
な
仮
説
を
い
く
つ
も
打
ち

出
し
て
い
る
。
国
司
以
前
の
地
方
官
を
示
す
「
大
夫
」
称
を
持
つ
国
宰

の
役
割
や
活
動
の
一
端
が
知
れ
る
風
土
記
の
重
要
性
が
窺
え
、
彼
ら
が

地
名
の
変
更
と
関
わ
っ
た
点
が
地
方
支
配
の
実
態
と
も
リ
ン
ク
し
て
注

意
を
ひ
く
。

　
「
交
通
と
地
域
間
交
流
」
を
主
題
と
し
た
第
六
章
は
、
冒
頭
吉
備
と

播
磨
の
国
境
確
定
の
動
き
を
論
ず
る
が
、
当
初
、
加
古
川
と
さ
れ
て
い

た
経
緯
を
風
土
記
説
話
と
同
族
伝
承
の
共
有
、
山
部
管
理
の
共
有
、
本

来
の
任
地
が
吉
備
と
さ
れ
る
石
川
王
が
播
磨
に
名
を
残
す
理
由
と
し

て
、吉
備
大
宰
の
管
轄
が
播
磨
西
部
に
及
ぶ
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

ま
た
、
海
を
隔
て
て
和
泉
国
と
の
交
流
を
示
す
伝
承
や
石
棺
製
作
を
め

ぐ
る
播
磨
と
讃
岐
と
の
関
係
、
播
磨
に
お
け
る
物
部
氏
や
蝦
夷
の
活
動

も
見
逃
せ
な
い
。
播
磨
を
め
ぐ
る
人
と
物
の
動
き
は
多
方
面
に
及
ぶ
。

最
後
に
置
か
れ
た
第
七
章
「
ミ
ナ
ト
と
瀬
戸
内
海
」
は
、
播
磨
国
の
地

理
的
特
性
を
よ
く
描
写
し
て
い
る
。
海
上
交
通
の
実
相
は
要
地
と
し
て

の
ミ
ナ
ト
の
存
在
、
官
船
の
諸
儀
礼
、
島
神
へ
の
信
仰
な
ど
特
筆
す
べ

き
こ
と
を
充
て
て
い
る
。

＊

　

風
土
記
は
正
直
言
っ
て
記
紀
に
対
し
て
古
代
史
料
と
し
て
の
活
用
は

振
る
わ
な
い
。
そ
れ
は
残
存
が
先
述
し
た
五
ヶ
国
と
い
う
著
し
い
地
域

的
偏
重
や
舞
台
が
中
央
政
治
の
場
か
ら
遠
隔
の
地
に
あ
っ
て
、
元
々
官

命
自
体
が
特
産
物
や
山
川
原
野
の
地
名
の
由
来
、
古
老
の
伝
承
す
る
旧

聞
異
事
の
記
載
に
重
き
を
置
い
て
い
る
点
な
ど
が
一
斑
を
な
し
て
お

り
、
官
庁
間
の
解
文
形
式
（
上
申
文
書
）
を
採
っ
て
い
る
点
を
含
め
、

日
本
古
代
の
政
治
史
や
行
財
政
史
の
分
野
で
は
着
目
度
が
低
下
す
る
か

ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
社
会
生
活
の
底
辺
で
活
動
す

る
古
代
の
地
方
の
民
の
姿
や
風
俗
・
習
慣
、
心
理
や
伝
承
が
生
々
し
く

活
写
さ
れ
て
お
り
、
大
自
然
を
背
景
に
日
々
を
生
き
る
人
間
や
生
息
す

る
動
植
物
の
躍
動
感
が
伝
わ
っ
て
も
く
る
。
ま
た
、
研
究
者
の
中
に
は

『
日
本
書
紀
』
と
の
一
方
的
で
は
な
い
影
響
関
係
を
説
く
方
も
お
ら
れ
、

そ
の
成
立
過
程
の
研
究
そ
の
も
の
が
古
代
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
保
持

し
て
い
る
。
鹿
が
登
場
す
る
一
〇
例
程
の
地
名
起
源
伝
承
に
は
、
遠
く

銅
鐸
や
弥
生
土
器
に
描
か
れ
た
絵
画
の
中
の
鹿
に
対
す
る
弥
生
時
代
の

人
々
の
心
性
が
形
を
変
え
つ
つ
も
世
を
経
て
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
感

得
さ
せ
、ヒ
ン
ト
を
得
て
そ
れ
を
引
く
考
古
学
者
も
多
い
。
聖
な
る
獣
、
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鹿
へ
の
信
仰
、
鹿
と
纏
わ
る
農
耕
儀
礼
は
長
い
歳
月
、
人
伝
え
、
土
地

伝
え
に
基
層
に
流
れ
、
生
命
力
豊
か
に
物
証
を
残
す
。
い
ま
一
つ
考
古

学
で
注
目
さ
れ
る
製
鉄
や
鉄
器
生
産
の
問
題
で
は
、
播
磨
は
弥
生
時
代

後
期
以
降
重
要
視
さ
れ
る
。
近
畿
中
枢
に
鉄
の
文
化
を
も
た
ら
し
た
の

は
、
お
そ
ら
く
北
淡
路
や
西
播
の
初
期
鍛
冶
技
術
者
の
関
与
が
あ
っ
て

の
こ
と
だ
ろ
う
。
と
く
に
宍
禾
郡
と
讃
容
郡
は
風
土
記
や
出
土
文
字
史

料
に
も
裏
付
け
ら
れ
、
加
古
川
以
西
を
吉
備
圏
と
み
な
す
古
代
の
認
識

は
、鉄
の
生
産
に
つ
い
て
も
地
域
関
係
に
共
通
項
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

執
筆
者
の
中
に
は
、
埴
輪
祭
祀
へ
の
関
心
も
高
い
。
な
お
、
律
令
制
下

の
村
に
つ
い
て
は
地
方
行
政
機
構
の
あ
り
よ
う
を
考
え
る
上
に
避
け
て

通
れ
な
い
が
、
風
土
記
個
々
で
扱
い
が
異
な
る
。
郡
境
や
河
川
流
域
に

多
く
の
村
が
確
認
で
き
る
『
出
雲
国
風
土
記
』（
七
三
三
年
完
成
）
に
対

し
、『
播
磨
国
風
土
記
』
で
は
、『
常
陸
国
風
土
記
』
な
ど
と
同
じ
よ
う

に
、
村
と
や
や
混
同
ぎ
み
に
里
や
郷
の
地
名
起
源
説
話
が
作
ら
れ
て
お

り
、『
豊
後
国
風
土
記
』
や
『
肥
前
国
風
土
記
』
で
は
、「
此
村
」
が
郷

や
里
の
代
行
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
部
分
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、

交
通
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
、
村
が
要
と
な
る
島
や
駅
家
設
置
場
所
と
絡

む
ケ
ー
ス
も
み
え
（『
常
陸
国
風
土
記
』）、
式
内
社
と
村
の
結
び
付
き
な

ど
多
様
な
側
面
が
逸
文
中
に
確
認
で
き
る
な
ど
、
風
土
記
か
ら
分
析
可

能
な
村
の
実
態
に
個
人
的
に
は
興
味
を
覚
え
る
。

＊

　

本
書
を
読
ん
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
医
療
や
特
産
品
、
信
仰
、
経
済

事
情
、
住
環
境
、
人
口
問
題
な
ど
、
現
代
社
会
の
現
実
と
も
容
易
に
触

れ
合
う
問
題
が
各
章
に
鏤
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
古
今
東

西
、
庶
民
生
活
に
付
き
物
の
病
、
災
害
な
ど
に
対
す
る
恐
怖
感
、
恋

愛
、
食
へ
の
拘
り
、
官
吏
へ
の
憧
れ
な
ど
も
意
識
を
も
っ
て
叙
述
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
地
名
の
謂
わ
れ
が
神
や
天
皇
が
物
を
落
と
し
た
こ

と
に
求
め
る
事
例
が
か
な
り
あ
る
と
い
う
の
も
意
外
と
知
ら
れ
て
い
な

い
事
実
だ
。
地
名
を
辿
っ
て
遺
称
地
探
し
へ
と
好
奇
心
が
自
然
と
向
う

読
者
も
き
っ
と
多
か
ろ
う
。
風
土
記
に
は
古
墳
も
興
味
深
い
伝
承
と
と

も
に
登
場
し
、
本
書
の
各
所
で
官
衙
・
駅
家
・
寺
院
・
集
落
な
ど
の
遺

跡
、考
古
資
料
と
の
連
関
に
も
触
手
を
伸
ば
す
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。

広
域
軍
管
区
に
包
括
し
て
備
中
鬼
ノ
城
や
播
磨
城
山
城
の
共
通
性
を
見

出
す
視
点
な
ど
も
古
代
山
城
の
築
城
体
制
と
し
て
首
肯
し
得
る
こ
と
で

あ
る
。
渡
来
人
、
渡
来
文
物
研
究
の
到
達
点
を
よ
く
踏
ま
え
、
配
慮
し

た
記
述
も
多
い
。
時
々
挿
入
さ
れ
る
写
真
の
多
く
は
、
古
代
播
磨
の
原

風
景
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
て
お
り
、
想
像
を
膨
ら
ま
せ
た
読
者
は
現

地
探
訪
の
意
欲
と
行
動
を
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
全

編
を
通
じ
て
古
代
人
の
卓
抜
な
空
間
認
識
と
い
っ
た
も
の
を
感
じ
さ
せ
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る
。
地
方
に
伝
承
さ
れ
た
神
話
の
見
直
し
の
重
要
性
も
強
く
訴
え
ら
れ

て
い
る
。
現
存
す
る
地
形
は
旧
状
の
改
変
も
顕
著
で
あ
る
が
、
ピ
ン
ポ

イ
ン
ト
で
残
る
原
風
景
を
点
綴
し
つ
つ
風
土
記
の
世
界
に
可
能
な
だ
け

接
近
す
る
試
み
に
は
、
学
ぶ
べ
き
方
法
が
多
々
存
在
す
る
。

　

風
土
記
に
は
、
視
点
を
変
え
れ
ば
、
遠
方
の
地
域
を
横
断
し
て
捉
え

る
こ
と
の
で
き
る
共
通
項
も
見
い
だ
せ
る
余
地
が
あ
り
、
地
域
の
古
代

社
会
像
や
民
衆
の
生
き
ざ
ま
、
考
え
方
を
広
く
全
体
と
し
て
俯
瞰
、
比

較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
然
環
境
や
社
会
生
活
が
著
し
く
変
貌
を
遂

げ
よ
う
と
し
て
い
る
二
一
世
紀
、
チ
ャ
レ
ン
ジ
精
神
旺
盛
で
地
域
に

拘
っ
た
深
淵
な
る
掘
り
下
げ
は
、
今
後
も
際
限
な
く
続
け
ら
れ
る
こ
と

で
あ
ろ
う
。
他
分
野
と
の
学
際
的
な
取
り
組
み
も
目
指
さ
れ
、
調
査
・

研
究
が
さ
ら
に
進
展
し
、
現
代
と
古
代
を
繋
ぐ
架
け
橋
と
し
て
の
本
書

の
続
編
が
、
二
冊
、
三
冊
と
世
に
出
る
こ
と
を
鶴
首
し
て
待
ち
た
い
と

思
う
。　
　
　


