
中
世
後
期
研
究
会
編

『
室
町
・
戦
国
期
研
究
を
読
み
な
お
す
』

川
　
岡

勉

　
本
書
は
、
関
西
を
中
心
と
す
る
若
手
研
究
者
が
日
本
中
世
後
期
の
研
究
史

を
整
理
し
、
研
究
の
現
状
と
課
題
を
述
べ
た
論
集
で
あ
る
。
1
　
政
治
史
を

読
み
な
お
す
、
∬
　
社
会
史
を
読
み
な
お
す
、
欝
　
経
済
史
を
読
み
な
お
す
、

W
　
宗
教
史
を
読
み
な
お
す
、
の
四
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
合
計
十
三
本
の

論
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
1
部
か
ら
順
に
各
論
文
を
紹
介
し
つ
つ
、

評
者
の
見
解
を
示
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
1
　
政
治
史
を
読
み
な
お
す
」
は
、
〔
1
　
公
武
関
係
を
読
み
な
お
す
〕

〔
2
　
都
鄙
関
係
を
読
み
な
お
す
〕
の
二
つ
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
本
・

四
本
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
論
文
数
の
多
さ
か
ら
見
て
も
、
1
部
が

本
書
全
体
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
〔
1
　
公
武
関
係
を
読
み
な
お
す
〕
の
蟹
頭
に
麗
か
れ
た
松
永
和
浩
「
南

北
朝
・
室
町
期
に
お
け
る
公
家
と
武
家
一
権
限
吸
収
論
の
克
服
…
」
は
、

富
田
正
弘
氏
の
公
武
統
一
政
権
論
が
「
幕
府
に
よ
る
王
朝
権
力
吸
収
」
を
説

く
佐
藤
進
一
氏
の
見
解
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
、
佐
藤
説

の
構
図
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
問
題
点
を
指
摘
し
て
見
直
し
を
提
起
す
る
。

室
町
殿
の
王
権
を
王
朝
権
力
か
ら
の
権
限
吸
収
に
求
め
る
議
論
は
、
権
限
行

使
の
根
拠
を
権
限
保
持
に
求
め
る
結
果
論
的
解
釈
で
あ
り
、
公
武
関
係
の
動

態
的
な
把
握
を
困
難
に
し
、
王
朝
権
力
を
実
体
以
上
に
過
大
評
価
し
て
し
ま

う
な
ど
、
重
大
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
、
内
乱

の
視
座
を
重
視
す
る
、
室
町
殿
各
段
階
の
歴
史
的
条
件
や
政
治
的
・
社
会
的

背
景
を
探
る
、
〈
天
皇
－
将
軍
V
関
係
を
〈
将
軍
一
有
力
大
名
〉
関
係
と
関

連
づ
け
て
論
じ
る
と
い
う
三
つ
の
方
法
を
用
い
る
べ
き
だ
と
主
張
し
、
素
材

と
し
て
は
朝
廷
で
開
催
さ
れ
る
儀
式
を
取
り
上
げ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。

　
桃
遠
回
｝
郎
「
室
町
殿
の
朝
廷
支
配
と
伝
奏
論
　
　
　
く
公
武
統
一
政
権
V

論
の
再
考
に
向
け
て
　
　
」
は
、
富
田
説
が
立
脚
す
る
伝
奏
論
に
焦
点
を
絞

っ
て
、
論
点
整
理
と
問
題
点
の
析
出
を
行
っ
た
も
の
。
伝
奏
の
性
格
や
公
武

政
権
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
諸
学
説
を
詳
細
に
た
ど
り
な
が
ら
、
公
武
統
一

政
権
論
の
特
徴
的
意
義
と
問
題
点
を
挙
げ
、
朝
堂
二
元
論
的
な
理
解
は
既
に

克
服
さ
れ
た
と
し
て
、
伝
奏
論
の
停
滞
を
打
開
し
て
公
武
統
一
政
権
論
を
発

展
的
・
批
判
的
に
克
服
す
る
道
を
探
る
べ
き
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
松
永
・
桃
崎
論
文
と
も
に
、
公
家
と
武
家
の
関
係
を
論
じ
る
諸
学
説
の
中

で
、
富
田
正
弘
氏
の
公
武
統
一
政
権
論
を
研
究
の
到
達
点
と
し
て
高
く
評
価

し
た
上
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
方
向
を
模
索
し
て
い
る
。
富
田
氏
は
権
門

体
制
論
を
肯
定
す
る
立
場
を
自
ら
表
明
し
て
い
る
が
、
桃
鱗
雲
も
説
く
よ
う

に
、
実
際
に
は
公
武
統
一
政
権
論
は
権
門
体
制
論
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な

り
た
た
な
い
説
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
評
者
の
見
る
と
こ
ろ
、
公
武

統
一
政
権
論
は
権
門
体
制
論
の
要
点
を
正
確
に
踏
ま
え
る
こ
と
な
く
提
示
さ

れ
た
議
論
で
あ
り
、
権
門
体
制
論
と
は
似
て
非
な
る
学
説
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

松
永
氏
の
言
う
通
り
、
佐
藤
進
一
説
の
発
展
的
継
承
で
あ
ろ
う
。
黒
田
俊
雄

氏
の
権
門
体
制
論
は
公
武
の
一
体
性
を
強
調
し
た
学
説
な
ど
で
は
な
く
、

公
・
武
を
対
比
的
に
捉
え
る
見
方
自
体
を
批
判
し
て
国
家
機
能
が
諸
権
門
に

分
掌
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（
権
門
体
制
論
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

関
す
る
評
者
の
理
解
は
出
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。
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評轡

　
富
田
説
の
前
提
と
な
る
佐
藤
氏
の
学
説
は
、
権
限
行
使
の
前
提
に
権
限
が

付
与
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
想
定
す
る
議
論
で
あ
り
、
こ
う
し

た
方
法
自
体
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
松
永
氏
の
言
う

通
り
で
あ
る
。
評
者
も
、
南
北
朝
・
室
町
期
の
不
安
定
で
流
動
的
な
社
会
状

況
は
、
制
度
史
的
な
説
明
を
加
え
る
の
に
不
向
き
で
あ
り
、
内
乱
の
視
座
を

は
じ
め
と
す
る
政
治
史
的
な
観
点
を
重
視
す
べ
き
だ
と
考
え
て
お
り
、
権
限

吸
収
論
を
相
対
化
す
べ
き
だ
と
す
る
松
永
氏
の
提
案
に
は
賛
同
し
た
い
。

　
公
武
統
　
政
権
と
い
う
言
葉
は
中
世
後
期
に
お
い
て
公
武
権
力
が
一
体
化

し
て
い
く
現
象
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
議
論
は
対
抗
し
あ
っ
て

き
た
公
家
と
武
家
が
義
満
段
階
で
合
体
す
る
こ
と
を
両
者
の
接
点
で
あ
る
伝

奏
の
機
能
を
軸
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、
中
世
国
家
論
と
い
う
よ
り
は
公

武
関
係
史
の
次
元
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
松
永
氏
が
権
限
吸
収
論
の
克
服
を

強
調
し
、
桃
崎
氏
が
朝
幕
二
元
論
的
な
理
解
の
克
服
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、

当
該
期
の
権
力
の
あ
り
方
を
専
ら
公
家
と
武
家
の
関
係
性
か
ら
捉
え
よ
う
と

す
る
視
角
自
体
が
問
い
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
で

両
氏
の
議
論
は
金
く
不
徹
底
と
意
わ
ざ
る
を
え
ず
、
公
武
関
係
史
と
い
う
枠

組
み
そ
の
も
の
の
克
服
を
め
ざ
し
た
権
門
体
制
論
の
意
義
に
ほ
と
ん
ど
触
れ

よ
う
と
し
な
い
。
評
者
に
は
、
権
門
体
制
論
の
中
世
後
期
に
お
け
る
展
開
の

可
能
性
を
探
る
こ
と
が
、
公
武
関
係
史
や
公
武
統
一
政
権
論
の
も
つ
狭
い
構

図
を
乗
り
越
え
、
寺
社
や
地
域
権
力
を
含
め
た
中
世
国
家
論
の
中
に
公
家
と

武
家
を
正
当
に
位
置
づ
け
る
道
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
松
永
氏
は
権
限
吸
収
論
を
克
服
す
る
素
材
と
し
て
朝
廷
で
開
催
さ

れ
る
儀
式
を
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
と
説
き
、
桃
崎
氏
も
朝
廷
・
公
家
社
会
の

制
度
・
儀
礼
・
礼
節
体
系
に
関
す
る
基
礎
的
・
実
証
的
研
究
の
立
ち
遅
れ
の

克
服
を
主
張
し
て
い
る
。
問
題
は
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
視
角
で
取
り
扱
う
か

で
あ
る
が
、
王
権
を
支
え
る
理
念
的
根
拠
や
「
聖
性
」
を
問
題
に
す
る
議
論

を
観
念
的
だ
と
し
て
退
け
、
民
俗
学
や
文
化
入
定
学
で
は
な
く
政
治
史
的
手

法
に
よ
り
天
皇
存
続
の
理
由
を
探
る
と
す
る
今
谷
明
氏
の
方
法
的
態
度
を
継

承
す
べ
き
だ
と
す
る
松
永
氏
の
立
場
は
幽
界
に
す
ぎ
る
。
儀
式
や
礼
節
は
単

な
る
支
配
操
作
技
術
と
い
う
理
解
で
す
ま
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
人
々
の

関
係
性
や
社
会
生
活
上
の
意
識
ま
で
含
め
て
意
味
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
王
権
に
は
各
種
の
儀
礼
や
象
徴
行
為
を
通
じ
て
過
去
の
共
有
感
覚
を
喚

起
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
人
々
を
秩
序
づ
け
る
機
能
が
あ
る
。
儀
礼
や
官
位
・

身
分
制
度
は
、
そ
の
申
核
を
な
す
王
権
の
機
能
を
正
面
に
す
え
て
論
じ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
〔
2
　
都
鄙
関
係
を
読
み
な
お
す
〕
に
移
っ
て
、
山
田
徹
「
南
北
朝
期
の

守
護
論
を
め
ぐ
っ
て
」
は
、
地
域
支
配
か
ら
幕
府
ま
で
を
見
通
す
守
護
論
の

視
点
の
重
要
性
に
鑑
み
、
守
護
論
を
め
ぐ
る
研
究
史
を
整
理
し
た
上
で
、
守

護
論
を
基
軸
と
し
た
南
北
朝
期
理
解
の
相
対
化
を
は
か
っ
た
も
の
。
地
域
支

配
の
多
様
な
あ
り
方
を
重
視
し
、
守
護
論
に
収
敏
し
な
い
形
で
内
乱
期
の
分

裂
と
統
合
を
解
明
す
べ
き
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
京
都
と
の
関
係
が
重
要
な

着
眼
点
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
守
護
権
限
に
関
す
る
制
度
史
的
な
議
論
が
根
本
的
に
修
正
を
迫
ら
れ
て
お

り
、
地
域
支
配
の
多
様
な
側
薦
を
「
権
限
」
に
還
元
さ
せ
る
こ
と
な
く
政
治

状
況
や
歴
史
的
規
定
性
を
考
慮
し
な
が
ら
読
み
解
い
て
い
く
べ
き
だ
と
す
る

主
張
は
説
得
力
が
あ
る
。
評
者
が
「
守
護
権
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
を

避
け
た
り
、
分
郡
知
行
を
守
護
権
の
分
割
か
ら
だ
け
説
明
す
る
議
論
を
批
判

し
た
の
も
、
同
様
の
問
題
関
心
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
守
護
の
み
に
収

訂
し
な
い
状
況
を
評
者
が
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
守
護
論
を
基
軸
に
南
北

朝
期
の
混
乱
と
統
合
を
説
明
す
る
の
は
整
合
的
で
な
い
と
山
田
氏
は
批
判
を
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投
げ
か
け
て
い
る
。
守
護
の
相
対
化
を
説
く
山
田
氏
の
ね
ら
い
は
よ
く
理
解

で
き
る
も
の
の
、
箋
町
幕
府
－
守
護
体
制
が
確
立
し
て
い
く
中
で
地
域
支
配

秩
序
の
中
心
と
な
っ
て
い
く
の
が
守
護
権
力
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
否

定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
守
護
以
外
の
要
素
を
視
野
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
当
該
期
に
展
開
す
る
様
々
な
動
き
を
地
域
差
に
目
配
り
し
な

が
ら
読
み
解
く
上
で
も
、
や
は
り
守
護
の
動
向
を
基
軸
に
す
え
つ
つ
、
諸
要

素
と
の
相
互
関
係
の
あ
り
方
を
探
る
の
が
有
効
で
あ
ろ
う
。

　
吉
田
賢
司
「
室
町
幕
府
に
よ
る
都
鄙
の
権
力
編
成
漏
は
、
十
五
世
紀
前
半

の
室
町
幕
府
に
よ
る
都
鄙
の
権
力
編
成
の
あ
り
方
を
素
描
し
た
も
の
。
幕
府

と
守
護
と
の
重
層
的
支
配
を
説
く
評
者
の
議
論
に
対
し
て
、
幕
府
は
守
護
へ

権
限
を
委
託
す
る
一
方
で
幕
府
直
結
の
指
揮
命
令
系
統
を
確
保
す
る
と
い
う

系
列
的
な
権
力
編
成
が
室
町
期
の
特
質
で
あ
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
中
央
政

治
に
関
わ
る
大
名
と
地
域
権
力
た
る
守
護
の
役
割
・
職
権
を
区
別
す
べ
き
こ

と
を
提
唱
し
て
い
る
。

　
室
町
期
の
権
力
編
成
が
守
護
の
み
に
依
拠
し
た
硬
直
し
た
も
の
で
な
く
多

様
な
形
で
柔
軟
に
保
た
れ
て
い
た
と
す
る
主
張
は
、
守
護
の
相
対
化
を
説
く

山
田
氏
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
評
者
の
理
解
で
は
守
護
の
存
在
形
態

自
体
が
多
様
性
を
も
ち
な
が
ら
中
央
と
地
域
社
会
を
結
ぶ
基
軸
的
な
位
置
を

占
め
て
い
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
大
名
と
守
護
を
区
別
す
べ

き
だ
と
す
る
見
解
で
は
守
護
の
も
つ
複
雑
で
多
面
的
な
性
格
が
見
落
と
さ
れ

て
し
ま
い
、
評
者
に
対
す
る
批
判
と
し
て
も
成
功
し
て
い
る
と
は
雷
い
難
い
。

　
平
出
真
宣
「
戦
国
期
政
治
権
力
論
の
展
開
と
課
題
」
は
、
戦
国
期
の
政
治

権
力
論
に
関
す
る
研
究
史
を
詳
細
に
た
ど
り
、
今
後
の
発
展
の
た
め
に
は
政

治
権
力
の
段
階
的
な
差
異
を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
も
の
。
従
来

の
戦
国
大
名
論
が
そ
の
最
盛
期
で
あ
る
十
六
世
紀
後
半
に
偏
る
傾
向
を
も
っ

て
い
た
の
に
対
し
、
政
治
権
力
の
あ
り
方
を
戦
国
初
期
か
ら
時
系
列
的
に
検

討
し
、
申
央
政
治
と
各
地
域
の
動
向
を
段
階
差
を
重
視
し
て
読
み
解
く
こ
と

を
主
張
し
て
い
る
。
戦
国
大
名
を
成
立
過
程
か
ら
再
検
討
す
る
た
め
に
は
、

特
に
大
永
年
閾
か
ら
十
六
世
紀
申
葉
ま
で
の
分
析
が
大
事
だ
と
す
る
。

　
戦
国
期
研
究
の
偏
り
を
克
服
し
て
戦
国
期
権
力
の
金
体
像
を
把
握
す
る
た

め
に
、
申
央
政
治
と
各
地
域
の
政
治
権
力
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
き
相
互
に

影
響
を
与
え
合
っ
て
い
た
か
を
、
段
階
を
踏
み
な
が
ら
探
っ
て
い
く
作
業
の

必
要
を
説
く
点
に
は
基
本
的
に
賛
同
で
き
る
。
但
し
、
幕
府
一
守
護
体
制
の

規
定
性
の
変
質
・
衰
退
を
問
う
こ
と
は
戦
国
大
名
の
自
立
化
の
分
析
と
表
裏

を
な
す
と
購
う
が
、
戦
国
大
名
の
成
長
過
程
を
論
じ
る
段
で
重
視
さ
れ
て
い

る
の
は
戦
争
の
段
階
的
変
化
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
戦
国
大
名
の
成
立
は
幕

府
－
守
護
体
制
と
は
原
理
的
に
異
質
な
現
象
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見

受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
守
護
の
権
能
が
本
来
的
に
軍
事
動
員
権
を
中
核
と

す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
戦
争
の
拡
大
は
幕
府
～
守
護
体
制
の
解
体
過
程
を

考
え
る
時
に
も
重
要
な
要
素
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
平
出
氏
の
よ
う
に
、
幕

府
－
守
護
体
制
の
衰
退
と
地
域
権
力
の
自
立
化
の
関
連
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、

段
階
差
を
設
定
す
る
だ
け
で
は
、
政
治
権
力
が
変
動
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
明

ら
か
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
尾
下
成
敏
「
織
田
・
豊
臣
政
権
下
の
地
域
支
配
1
＝
職
支
配
し
論
の

現
在
一
」
は
、
脇
田
修
氏
の
「
一
職
支
配
」
論
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理

し
て
問
題
点
を
指
摘
し
た
も
の
。
織
田
政
権
の
＝
職
支
配
権
者
」
は
守
護

権
の
系
譜
を
引
き
、
信
長
の
五
宮
と
し
て
与
力
を
統
率
す
る
存
在
で
あ
っ
た

の
に
対
し
、
豊
臣
政
権
に
な
る
と
一
般
給
人
の
本
領
地
が
否
定
さ
れ
与
力
関

係
は
消
滅
に
向
か
う
と
す
る
な
ど
、
織
園
政
権
と
豊
臣
政
権
の
異
質
性
を
強

調
す
る
の
が
脇
田
氏
の
主
張
で
あ
っ
た
が
、
尾
下
氏
は
脇
田
説
を
検
討
し
て
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現
在
は
そ
の
ま
ま
で
は
通
用
し
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
織
田
政
権
と
豊
臣
政
権
が
単
純
に
線
引
き
で
き
な
い
の
は
そ
の
通
り
で
あ

ろ
う
が
、
地
域
支
配
の
あ
り
方
を
探
る
上
で
＝
職
支
配
」
論
の
検
討
が
な

ぜ
必
要
で
あ
っ
た
か
が
今
ひ
と
つ
明
ら
か
で
は
な
い
し
、
そ
れ
に
代
わ
る
地

域
支
配
論
の
枠
組
み
や
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
評
者
の

関
心
か
ら
は
織
田
政
権
の
地
域
支
配
が
守
護
権
の
系
譜
を
引
く
と
す
る
議
論

が
興
味
深
い
が
、
尾
下
氏
は
信
長
が
守
護
職
補
任
を
実
施
し
た
形
跡
は
確
認

で
き
な
い
と
す
る
形
で
脇
田
説
を
批
判
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
守
護
権

の
系
譜
を
引
く
こ
と
と
守
護
職
を
補
任
し
た
か
否
か
は
別
次
元
の
問
題
で
あ

り
、
当
時
の
人
々
が
地
域
支
配
者
を
「
守
護
」
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
の
も

つ
意
味
は
説
明
で
き
て
い
な
い
。

　
「
H
　
社
会
史
を
読
み
な
お
す
」
に
は
、
西
島
太
郎
「
中
世
後
期
の
在
地

領
主
研
究
」
、
清
水
克
行
「
習
俗
論
と
し
て
の
社
会
史
」
、
三
枝
暁
子
「
申
世

後
期
の
身
分
制
論
」
の
三
本
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
西
島
論
文
は
、
国
人
領
主
制
研
究
・
中
間
層
研
究
・
一
揆
研
究
な
ど
の
歩

み
を
た
ど
り
、
在
地
領
主
一
名
主
百
姓
関
係
と
い
う
縦
の
関
係
を
究
明
す
る

研
究
（
領
主
制
）
か
ら
、
地
域
社
会
に
お
け
る
領
主
像
や
横
の
繋
が
り
を
重

視
す
る
研
究
（
一
揆
論
）
へ
と
視
点
が
移
動
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

今
後
め
ざ
す
べ
き
方
向
性
を
探
る
。
一
揆
研
究
で
は
国
家
と
の
関
わ
り
を
見

る
視
点
が
後
退
し
て
い
る
と
し
て
、
中
世
後
期
の
国
家
と
在
地
領
主
の
関
係

を
解
明
す
る
こ
と
が
次
に
取
り
組
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
す
る
。

　
論
文
冒
頭
に
黒
田
俊
雄
氏
の
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
在
地
領
主

制
の
み
取
り
賊
し
て
そ
の
発
展
を
追
い
か
け
る
視
角
で
は
中
世
社
会
を
説
明

で
き
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
現
在
、
も
は
や
国
入
領
主
制
論
も
国
人
｝

揆
論
も
有
効
で
は
あ
り
え
な
い
。
西
島
氏
が
中
世
国
家
と
の
関
係
を
重
視
し

よ
う
と
す
る
の
も
、
在
地
領
主
を
中
世
後
期
の
権
力
秩
序
総
体
の
中
に
位
竃

づ
け
る
こ
と
な
し
に
研
究
の
発
展
が
あ
り
え
な
い
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
在
地
領
主
と
中
世
国
家
の
関
係
を
問
う
と
い
う
問
題

設
定
は
不
適
切
で
あ
る
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
中
世
後
期
の
権
門
体
制
、

室
町
幕
府
－
守
護
体
制
の
中
に
お
け
る
在
地
領
主
の
社
会
的
位
置
づ
け
を
解

明
す
る
こ
と
で
あ
り
、
氏
の
主
張
は
在
地
領
主
制
の
み
取
り
出
し
て
議
論
す

る
姿
勢
を
引
き
ず
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
清
水
論
文
は
、
一
九
八
○
年
代
に
登
場
し
た
社
会
史
研
究
が
特
に
習
俗
論

の
分
野
で
成
果
を
挙
げ
、
そ
の
手
法
は
以
後
も
継
承
さ
れ
定
着
を
見
て
い
る

こ
と
を
論
じ
た
上
で
、
中
世
習
俗
論
を
今
後
さ
ら
に
深
化
さ
せ
る
方
途
を
考

察
し
た
も
の
。
法
慣
習
や
習
俗
に
関
す
る
研
究
は
従
来
は
漠
然
と
「
社
会

史
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
き
た
た
め
研
究
史
的
な
意
義
が
見
え
に
く
か
っ
た

の
に
対
し
、
清
水
氏
は
習
俗
論
と
い
う
輪
郭
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
画

期
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
そ
れ
が
民
衆
運
動
研
究
の
中
か
ら
内
在
的
に
生

ま
れ
、
中
世
史
研
究
に
大
き
な
飛
躍
を
も
た
ら
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
。

　
「
社
会
史
は
終
わ
っ
た
」
と
す
る
見
方
が
多
い
中
で
、
逆
に
八
○
年
代
に

地
歩
を
固
め
た
社
会
史
が
、
九
〇
年
代
以
降
も
対
象
分
野
や
対
象
時
期
を
拡

大
し
て
、
研
究
手
法
の
有
効
性
を
ま
す
ま
す
発
揮
し
て
い
る
と
す
る
主
張
は

新
鮮
で
あ
り
、
習
俗
論
の
画
期
性
が
よ
く
理
解
で
き
た
。
と
は
い
え
、
習
俗

論
の
手
法
が
民
衆
運
動
研
究
の
陥
っ
て
い
た
主
体
論
の
袋
小
路
か
ら
抜
け
出

す
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
運
動
主
体
の
問
題
は
ひ
と

ま
ず
棚
上
げ
に
さ
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
七
〇
年
代
ま
で
の
概
究
が
ぶ
つ
か
っ

て
い
た
壁
が
そ
れ
で
打
破
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
後
述
す
る

早
島
論
文
が
、
農
民
的
土
地
所
有
の
研
究
を
踏
ま
え
て
徳
政
一
揆
の
主
体
を
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再
考
す
る
時
期
に
き
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
依
然
と
し
て
運
動

主
体
の
問
題
は
大
き
な
研
究
課
題
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

清
水
氏
の
よ
う
に
社
会
史
研
究
と
戦
後
歴
史
学
の
成
果
を
対
立
的
に
捉
え
る

の
で
は
な
く
、
習
俗
論
の
切
り
開
い
た
手
法
を
身
に
つ
け
た
上
で
、
戦
後
歴

史
学
の
到
達
点
を
さ
ら
に
前
進
さ
せ
て
い
く
道
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
三
枝
論
文
は
、
申
世
身
分
制
研
究
の
研
究
史
を
振
り
返
っ
た
上
で
、
乞
食

を
基
本
的
形
態
と
す
る
中
世
非
人
が
権
門
に
よ
り
組
織
さ
れ
て
い
く
中
で
存

在
形
態
を
変
化
さ
せ
て
い
く
事
情
を
室
町
幕
府
の
京
都
支
配
と
関
わ
ら
せ
て

論
じ
た
も
の
。
職
能
か
ら
非
人
を
類
型
化
・
系
譜
化
す
る
見
方
を
批
判
し
、

権
力
に
よ
る
編
成
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
南
北
朝
期
が
非
人
集
晒
の
組
織

や
動
向
の
画
期
と
な
る
と
い
う
見
通
し
の
も
と
、
公
武
関
係
論
や
国
家
体
制

論
と
も
結
び
つ
け
て
身
分
制
を
論
じ
る
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
分
野
の
研
究
は
諸
説
が
提
示
さ
れ
た
ま
ま
停
滞
状
況
に
あ
る
だ
け
に
、

先
行
研
究
の
申
か
ら
ど
こ
を
重
視
し
ど
こ
を
批
判
す
べ
き
か
を
丁
寧
に
騰
分

け
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
考
察
は
説
得
力
が
あ
り
、
現
時
点
に
立
っ
て
研
究

の
到
達
点
と
見
取
り
図
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
非
人
は
乞
食
を
基

本
的
な
生
業
と
し
つ
つ
権
力
と
関
係
を
も
つ
申
で
職
能
を
帯
び
る
、
と
す
る

結
論
は
賛
同
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
黒
田
俊
雄
氏
の
打
ち
出
し
た
非
人
の
発

生
論
を
、
中
世
後
期
の
非
人
集
団
論
や
職
能
論
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
道
筋
が

示
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
幕
府
の
京
都
支
配
権
と
関
わ
ら
せ
た
具
体

的
な
解
明
が
期
待
さ
れ
る
。

　
「
皿
　
経
済
史
を
読
み
な
お
す
」
に
は
、
早
島
大
祐
「
も
の
は
も
ど
る
の

か
　
　
中
世
の
融
通
と
徳
政
　
　
」
、
高
谷
知
佳
「
比
較
中
世
都
市
論
へ
の

視
点
　
　
西
欧
・
イ
ス
ラ
ム
・
日
本
　
　
」
の
二
本
の
論
文
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。

　
早
島
論
文
は
、
徳
政
～
揆
の
葡
提
に
も
の
の
も
ど
り
現
象
を
説
く
勝
俣
鎮

夫
氏
の
議
論
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
在
地
社
会
内
部
に

お
け
る
相
互
扶
助
的
融
通
の
存
在
に
注
目
し
て
十
五
世
紀
前
半
の
社
会
変
化

の
意
味
を
捉
え
直
し
た
も
の
。
徳
政
状
況
に
よ
る
貸
借
関
係
の
不
安
定
化
が

無
券
文
売
買
的
な
相
互
扶
助
的
融
通
の
券
文
化
を
促
し
、
こ
れ
が
土
地
集
積

を
後
押
し
し
た
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
売
買
と
質
に
関
す
る
近
年
の
研
究
成
果
を
媒
介
と
し
て
相
互
扶
助
的
融
通

の
世
界
の
広
が
り
を
説
き
、
そ
の
性
格
変
化
の
中
か
ら
中
間
層
の
土
地
集
積

の
問
題
に
議
論
を
つ
な
げ
て
い
く
手
法
は
見
事
で
あ
り
、
中
世
後
期
の
下

級
・
小
規
模
土
地
所
有
の
あ
り
方
を
時
代
的
特
質
と
結
び
つ
け
て
理
解
す
る

筋
道
が
示
さ
れ
て
い
る
。
中
間
層
に
よ
る
土
地
集
積
を
、
崩
壊
し
た
相
互
扶

助
的
融
通
の
再
編
過
程
で
あ
り
、
同
時
に
相
互
扶
助
的
融
通
の
性
格
変
化
を

も
た
ら
す
要
因
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
ど
、
か
つ
て
の
小
領
主
論
に
含
ま
れ

て
い
た
問
題
を
新
た
な
視
角
か
ら
読
み
臨
い
て
い
く
上
で
有
益
な
議
論
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。

　
高
谷
論
文
は
、
西
欧
・
イ
ス
ラ
ム
の
前
近
代
都
市
研
究
の
軌
跡
を
紹
介
し

な
が
ら
、
日
本
の
中
世
都
市
研
究
に
見
落
と
さ
れ
て
い
た
視
点
を
提
示
し
よ

う
と
し
た
も
の
。
日
本
の
都
市
研
究
が
居
住
・
定
着
を
重
視
す
る
西
欧
の
都

市
研
究
と
多
く
の
共
通
点
を
も
つ
一
方
、
イ
ス
ラ
ム
都
市
研
究
で
重
視
さ
れ

る
流
動
性
に
つ
い
て
は
十
分
に
注
意
し
て
こ
な
か
っ
た
と
し
て
、
流
動
性
の

多
様
な
あ
り
方
を
日
本
の
中
世
都
市
に
見
出
す
手
が
か
り
を
イ
タ
リ
ア
や
イ

ス
ラ
ム
を
参
照
し
つ
つ
探
っ
て
い
る
。

　
自
由
都
市
論
が
克
服
さ
れ
、
都
市
の
概
念
が
拡
大
す
る
申
で
、
数
多
く
の

中
世
都
市
に
関
す
る
実
証
的
な
個
別
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
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だ
け
に
、
日
本
の
都
市
研
究
に
求
め
ら
れ
て
い
る
視
点
を
自
覚
的
に
追
究
す

る
試
み
は
貴
重
で
あ
り
、
比
較
史
的
な
考
察
が
有
効
性
を
発
揮
す
る
こ
と
に

な
る
。
都
市
の
は
ら
む
共
同
性
（
閉
鎖
性
）
と
流
動
性
（
開
放
性
）
の
相
克

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
組
み
換
え
可
能
な
つ
な
が
り
、
郊
外
境
域
、
都
市

流
入
春
へ
の
対
応
な
ど
に
注
目
す
る
が
、
い
ず
れ
も
中
世
都
市
研
究
を
前
進

さ
せ
る
た
め
に
深
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
点
で
あ
ろ
う
。

　
「
W
　
宗
教
史
を
読
み
な
お
す
」
は
、
大
田
壮
一
郎
「
室
町
幕
府
宗
教
政

策
論
」
、
安
藤
弥
「
戦
国
期
宗
教
勢
力
論
」
の
二
本
の
論
文
を
収
録
す
る
。

　
大
田
論
文
は
、
中
世
後
期
の
宗
教
史
研
究
の
立
ち
遅
れ
の
要
因
に
武
家
政

権
の
宗
教
政
策
が
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
室

町
幕
府
の
宗
教
政
策
を
論
じ
る
た
め
に
必
要
な
視
点
や
課
題
を
探
る
。
原
田

正
俊
氏
の
提
起
し
た
禅
顕
密
併
置
論
や
富
田
政
弘
氏
の
武
家
祈
祷
研
究
を
再

検
討
し
、
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
公
武
関
係
論
に
規
定
さ
れ
た
理
解
を
止
揚
す

べ
き
こ
と
を
説
き
、
中
世
の
「
王
法
」
に
普
逓
的
に
求
め
ら
れ
た
〈
諸
宗
共

存
の
秩
序
〉
を
室
町
殿
に
よ
る
「
諸
宗
興
隆
扁
の
申
に
見
出
そ
う
と
し
て
い

る
。

　
原
田
説
・
富
田
説
に
対
す
る
批
判
は
的
確
で
あ
り
、
室
町
殿
が
「
王
権
」

を
自
覚
し
た
段
階
で
、
そ
れ
ま
で
の
禅
宗
「
帰
依
」
の
立
場
と
一
線
を
画
し

た
諸
宗
「
外
護
」
の
政
策
が
打
ち
出
さ
れ
た
と
す
る
解
釈
は
魅
力
的
で
あ
る
。

本
論
文
の
出
現
に
よ
っ
て
、
中
世
後
期
に
お
け
る
「
王
法
」
と
「
仏
法
」
の

関
係
を
論
じ
る
基
礎
が
す
え
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で

示
さ
れ
た
仮
説
が
、
中
世
後
期
の
宗
教
史
を
全
体
的
に
読
み
解
く
上
で
ど
の

程
度
有
効
で
あ
る
か
、
今
後
の
具
体
的
な
研
究
を
期
待
し
た
い
。

　
安
藤
論
文
は
、
戦
国
期
宗
教
史
に
関
わ
る
研
究
を
整
理
し
た
上
で
、
宗
教

勢
力
と
い
う
語
句
を
用
い
て
個
別
宗
派
史
を
超
え
た
構
造
的
把
握
を
行
う
た

め
に
必
要
な
視
点
や
課
題
を
探
っ
た
も
の
。
戦
国
期
に
お
け
る
宗
教
秩
序
の

変
革
や
本
願
寺
の
「
門
跡
成
」
の
意
味
を
論
じ
、
戦
国
期
固
有
の
宗
教
勢
力

の
特
質
を
中
近
世
の
変
革
の
中
に
位
置
づ
け
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
中
心
と
な
る
顕
密
八
宗
が
動
揺
・
希
薄
化
し
、
周
縁
に
あ
っ
た
真
宗
や
法

華
宗
が
活
性
化
し
て
中
心
に
向
か
う
運
動
と
し
て
戦
国
期
の
宗
教
勢
力
の
動

向
を
読
み
解
こ
う
と
し
て
お
り
、
顕
密
八
宗
が
戦
国
期
に
お
け
る
宗
教
秩
序

の
変
革
を
経
て
豊
臣
政
権
期
の
新
儀
八
宗
に
転
換
す
る
と
こ
ろ
に
、
中
近
世

変
革
期
に
お
け
る
日
本
仏
教
全
体
の
体
制
変
革
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
。
大

田
論
文
に
よ
れ
ば
、
中
世
後
期
段
階
で
顕
密
八
宗
と
も
新
儀
八
宗
と
も
異
な

る
八
宗
認
識
が
出
現
し
て
お
り
、
そ
こ
に
中
世
後
期
的
な
〈
諸
宗
共
存
の
秩

序
〉
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
豊
臣
期
の
新
学
八
宗
を
ど
う

位
置
づ
け
る
か
は
、
室
町
期
か
ら
戦
国
・
織
豊
期
へ
の
転
換
の
意
味
を
考
え

る
上
で
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
書
は
若
手
研
究
者
が
従
来
の
学
説
に
果
敢
に
挑
戦
し
、

大
胆
な
組
み
換
え
を
図
ろ
う
と
す
る
意
欲
的
な
試
み
で
あ
り
、
力
作
ぞ
ろ
い

と
言
っ
て
よ
い
。
武
家
に
よ
る
王
朝
権
限
の
吸
収
や
室
町
殿
の
公
家
化
な
ど

の
見
解
に
対
す
る
批
判
、
制
度
史
的
な
分
析
を
相
対
化
し
て
政
治
状
況
や
戦

乱
状
況
を
重
視
し
な
が
ら
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
室
町
期
・
戦
国
聖
像
を
描
き
出

そ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
、
論
者
の
間
に
共
通
す
る
問
題
意
識
が
感
じ

ら
れ
る
。
京
都
の
位
置
や
在
京
・
在
国
の
差
異
を
重
視
す
る
点
も
共
通
し
て

お
り
、
そ
れ
は
中
央
と
地
域
の
関
連
性
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

戦
国
期
を
室
町
幕
府
－
守
護
体
制
の
解
体
過
程
と
捉
え
て
い
る
評
者
に
と
っ

て
も
、
共
感
で
き
る
部
分
は
多
か
っ
た
。

　
但
し
、
守
護
の
相
対
化
と
い
う
論
点
で
は
評
者
に
対
す
る
批
判
も
示
さ
れ

て
い
る
た
め
、
こ
れ
に
応
答
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
中
央
区
権
門
が
各
地
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域
と
密
接
に
結
び
つ
く
形
で
成
り
立
っ
て
い
た
中
世
と
い
う
時
代
に
お
い
て

は
、
中
央
と
地
域
の
相
互
関
係
を
重
視
し
、
両
者
を
有
機
的
に
関
連
づ
け
な

が
ら
権
力
秩
序
・
社
会
秩
序
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
地
域

の
動
き
を
欠
落
さ
せ
た
公
武
関
係
論
や
室
町
幕
府
論
も
、
中
央
の
動
き
を
視

野
に
入
れ
な
い
大
名
領
国
制
論
も
、
と
も
に
室
町
・
戦
国
期
の
権
力
論
と
し

て
は
｝
面
的
で
あ
り
、
権
力
秩
序
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
上
で
大
き
な
弱
点

を
抱
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
室
町
幕
府
－
守
護
体
制
論
の
方
法
的
特

徴
は
、
関
係
性
を
重
視
し
て
読
み
解
く
と
こ
ろ
に
あ
り
、
領
主
制
の
発
達
を

軸
に
中
世
後
期
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
議
論
と
の
大
き
な
差
異
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。
旧
著
で
述
べ
た
よ
う
に
、
守
護
は
在
地
か
ら
形
成
さ
れ
る
地
域

秩
序
を
統
合
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
中
央
国
家
と
地
域
社
会
と
の
媒
介
項
と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
点
で
、
中
世
後
期
の
社
会
構
成
上
き
わ
め
て
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

要
な
機
能
を
果
た
す
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
地
域
的
偏
差
は
あ
る
も
の
の
、

申
世
後
期
の
都
鄙
関
係
を
見
る
上
で
、
守
護
の
問
題
が
基
軸
と
な
る
こ
と
は

恐
ら
く
動
か
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
守
護
の
在
京
か
ら
在
国
へ
と
い
う
現
象

が
、
室
町
期
か
ら
戦
国
期
へ
の
変
化
を
考
え
る
上
で
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
戦
乱
や
軍
事
的
・
社
会
的
な
実
力
の
重
要
性
を
説
く
本
書
の
論
者

た
ち
の
申
に
、
そ
れ
を
権
威
や
官
位
制
度
な
ど
と
安
易
に
対
立
さ
せ
て
捉
え

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
点
は
首
肯
で
き
な
い
。
地
域
権
力
秩
序
の
基
軸
を
な
す

守
護
と
い
う
存
在
は
、
単
な
る
制
度
や
官
職
で
は
な
く
、
軍
事
動
員
を
は
じ

め
と
す
る
国
成
敗
権
を
実
際
に
担
い
う
る
実
力
に
裏
打
ち
さ
れ
た
地
域
権
力

で
あ
る
。
制
度
や
権
限
を
相
対
化
す
る
見
方
が
、
相
対
等
で
は
な
く
無
視
す

る
議
論
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
的
実
力
の
あ
り
方
や
発
現
形
態
は
、

政
治
的
権
威
や
官
位
、
各
種
の
制
度
な
ど
と
も
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の
が

歴
史
の
現
実
で
あ
り
、
双
方
を
統
一
的
に
捉
え
る
視
座
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

　
以
上
、
書
評
と
し
て
は
評
考
の
見
解
に
引
き
つ
け
て
論
じ
す
ぎ
た
感
も
あ

る
が
、
今
後
、
本
書
で
示
さ
れ
た
数
多
く
の
仮
説
や
提
雷
が
、
具
体
的
な
形

で
実
証
的
な
研
究
に
結
び
つ
く
こ
と
を
期
待
し
て
欄
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
川
岡
勉
「
中
世
日
本
の
王
権
と
天
下
成
敗
権
」
（
『
愛
媛
大
学
教
育
学
部
落
要
臨

　
　
第
五
六
巻
掲
載
予
｛
疋
、
一
一
〇
〇
九
仁
＋
）
。

　
②
川
岡
勉
『
室
町
幕
府
と
守
護
権
力
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
。
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）
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育
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授
）
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