
私
の
専
門
は
室
町
時
代
を
中
心
と
す
る
日
本
中
世
史
で
、
必
ず
し
も
始
め
か

ら
天
皇
の
問
題
に
取
り
組
む
つ
も
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
数
年
前
の

天
皇
の
代
替
わ
り
の
騒
ぎ
の
中
で
二
○
年
前
の
研
究
で
ひ
っ
か
か
っ
た
問
題
を

思
い
お
こ
し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
戦
乱
や
士
一
摸
が
盛
ん
に
起
こ
り
、
下
剋
上
の
時
代
と
も
い
わ
れ

る
応
仁
の
乱
の
前
後
に
、
天
皇
の
輪
旨
が
頻
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
と
く

に
一
四
四
一
（
嘉
吉
元
）
年
の
嘉
吉
の
乱
の
前
後
か
ら
一
四
六
七
（
応
仁
元
）

年
の
応
仁
の
乱
ま
で
の
間
は
、
毎
年
の
よ
う
に
倫
旨
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
も
例
え
ば
大
和
国
で
武
士
が
反
乱
を
起
こ
し
て
い
る
、
そ
の
武
士
は
「
朝
敵
」

で
あ
る
か
ら
討
伐
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
倫
旨
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
歴
史
学
の
常

識
で
は
、
南
北
朝
時
代
に
天
皇
の
権
威
は
衰
え
て
幕
府
に
よ
る
権
威
と
権
力
の

一
元
化
が
行
わ
れ
、
戦
争
に
関
す
る
問
題
な
ど
は
幕
府
が
一
元
的
に
取
り
仕
切

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
実
態
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
極
端

に
言
え
ば
、
天
皇
の
倫
旨
に
よ
ら
な
け
れ
ば
戦
争
も
和
睦
も
で
き
な
い
と
い
う

状
況
が
こ
の
時
期
に
出
て
く
る
の
で
す
。

特
集
八
平
成
六
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ｖ
「
転
換
期
に
お
け
る
国
家
と
天
皇
」

中
世
天
皇
制
研
究
の
課
題

中
世
に
お
け
る
天
皇
権
威
の
推
移

日
本
の
天
皇
を
考
え
る
場
合
、
諸
外
国
の
王
権
と
の
比
較
を
考
え
な
い
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
中
国
・
イ
ス
ラ
ム
・
西
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
・
東
ロ
ー

マ
（
ビ
ザ
ン
ッ
）
の
四
地
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
王
権
の
あ
り
よ
う
を
考

え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

中
国
で
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
易
姓
革
命
の
思
想
が
古
く
か
ら
あ
り
ま
し
て
、

そ
ん
な
お
り
、
昭
和
天
皇
の
い
わ
ゆ
る
「
崩
御
」
の
直
後
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
が
、
故
松
本
情
張
さ
ん
が
『
文
藝
春
秋
』
に
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
ま
し

た
。
歴
代
の
権
力
者
は
、
な
ろ
う
と
す
れ
ば
い
つ
で
も
天
皇
に
な
れ
た
の
に
、

ど
う
し
て
天
皇
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
だ
れ
も
が
知
り
た
い
こ
と
な
の
に
、

歴
史
家
は
こ
れ
を
き
ち
ん
と
説
明
し
て
く
れ
な
い
。
怠
慢
で
は
な
い
か
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
ご
意
見
に
も
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
ま
し
て
、
ま
す
ま
す
勉
強

し
な
け
れ
ば
と
思
っ
た
し
だ
い
で
す
。

今
日
は
中
世
史
の
中
で
、
こ
う
し
た
問
題
に
私
な
り
に
お
答
え
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

諸
外
国
の
王
権

今
谷
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権
威
と
権
力
は
天
命
を
受
け
た
王
な
り
革
命
者
の
上
に
輝
く
存
在
で
あ
り
、
そ

れ
は
人
格
的
に
分
離
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
最
近
あ
る
中
国
人
の
歴
史
学
者
と
話

す
機
会
が
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
は
「
あ
な
た
方
が
使
っ
て
い
る
権
威
と
権
力
の

言
葉
は
お
か
し
い
」
と
い
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
中
世
以
後
、
権
威

は
天
皇
が
持
っ
て
い
て
、
権
力
は
幕
府
な
ど
歴
代
の
権
力
者
が
持
っ
て
い
た
、

そ
う
い
う
使
い
分
け
を
し
て
だ
れ
も
怪
し
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
中

国
で
は
そ
う
い
う
使
い
方
を
し
な
い
。
中
国
で
は
権
力
者
の
頭
上
に
輝
く
の
が

権
威
で
あ
る
の
で
、
権
威
と
権
力
を
人
格
的
に
分
け
る
日
本
の
研
究
者
の
考
え

に
は
批
判
的
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は
な
る
ほ
ど
と
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た

の
で
す
が
、
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
中
国
の
よ
う
に
権
威
と
権
力
が
人
格
的

に
一
致
し
て
い
る
の
は
む
し
ろ
珍
し
い
例
で
し
て
、
世
界
的
に
は
、
む
し
ろ
分

離
し
て
い
る
の
が
当
た
り
前
で
す
。

イ
ス
ラ
ム
圏
で
は
、
一
○
世
紀
頃
か
ら
、
セ
ル
ジ
ュ
ー
ク
Ⅱ
ト
ル
コ
や
エ
ジ

プ
ト
の
マ
ム
ル
ー
ク
朝
な
ど
の
王
朝
が
興
亡
い
た
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
カ
リ

フ
と
い
う
宗
教
上
の
教
主
が
、
ス
ル
タ
ン
と
い
う
世
俗
の
皇
帝
を
任
命
す
る
仕

組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
カ
リ
フ
と
は
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
子
孫
の
こ
と
で
、
血
統

で
伝
え
ら
れ
た
宗
教
的
権
威
者
で
す
が
、
ス
ル
タ
ン
は
中
国
の
皇
帝
と
同
じ
く

そ
の
時
々
の
世
俗
的
な
権
力
者
で
あ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
日
本
の
天
皇
と

征
夷
大
将
軍
の
関
係
に
近
い
の
で
す
。
そ
の
後
の
オ
ス
マ
ン
朝
ト
ル
コ
は
、
一

六
世
紀
に
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
の
カ
リ
フ
か
ら
強
引
に
カ
リ
フ
位
を
篁
奪
し
て
ス
ル

タ
ン
Ⅱ
カ
リ
フ
制
を
と
り
、
一
七
、
八
世
紀
頃
に
は
ス
ル
タ
ン
と
カ
リ
フ
は
本

来
か
ら
一
体
だ
っ
た
と
い
う
神
話
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
の
イ
ス
ラ

ム
世
界
で
は
、
日
本
と
同
じ
よ
う
に
権
威
と
権
力
が
人
格
的
に
分
離
し
て
い
る

と
い
う
の
が
常
態
で
あ
っ
た
と
存
じ
ま
す
。

次
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
で
す
。
こ
こ
で
は
、
ロ
ー
マ
帝
国
か
ら
イ
タ
リ
ア
・
フ

ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
王
権
が
分
離
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
世
俗
の
国
王
は
信
仰
上
ロ
ー
マ
法
王
に
忠
誠
を
誓
っ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
権
力
と
権
威
の
人
格
的
な
分
離
は
日
本
の
場
合
と
か
な
り
似
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
た
だ
、
ロ
ー
マ
法
王
は
日
本
の
よ
う
に
血
縁
世
襲
で
は
な
く
、
選

挙
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
、
ま
た
そ
の
後
は
世
俗
の
権
威
が
大
き
く
な
り
ま
し
て
、

一
四
世
紀
に
は
フ
ラ
ン
ス
王
が
法
王
を
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
幽
囚
す
る
と
い
う
よ

う
な
事
件
も
起
き
て
は
お
り
ま
す
。

最
後
に
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ビ
ザ
ン
ッ
で
す
が
、
二
世
紀
か
ら
は
皇
帝
Ⅱ
教

皇
制
と
い
う
、
世
俗
の
皇
帝
が
教
皇
を
も
兼
ね
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
な
り
ま

し
て
、
そ
れ
が
一
四
五
三
年
の
東
ロ
ー
マ
帝
国
の
滅
亡
ま
で
続
き
ま
し
た
。
東

ロ
ー
マ
教
皇
の
地
位
が
世
俗
の
皇
帝
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
、
つ
ま
り
こ
の

時
期
の
皇
帝
は
中
国
と
同
じ
よ
う
に
権
威
と
権
力
を
一
体
化
し
た
も
の
で
す
。

し
か
し
、
六
世
紀
に
ビ
ザ
ン
ッ
帝
国
が
成
立
し
た
頃
は
、
東
ロ
ー
マ
の
皇
帝
は

西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
と
同
じ
く
統
一
ロ
ー
マ
の
法
王
か
ら
任
命
さ
れ
て
い
た
も
の

で
、
こ
こ
で
も
本
来
は
権
力
と
権
威
は
分
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
り
ま
し
た
。

以
上
、
四
つ
の
地
域
の
王
権
を
ざ
っ
と
見
て
み
ま
し
た
が
、
日
本
の
よ
う
に
、

一
方
に
朝
廷
が
あ
っ
て
天
皇
が
お
り
、
他
方
で
幕
府
が
あ
っ
て
将
軍
が
い
る
と

い
う
二
重
権
力
の
王
権
は
決
し
て
独
特
の
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
イ
ス
ラ
ム

に
し
て
も
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
や
初
期
の
東
ロ
ー
マ
に
し
て
も
、
や
は
り
権
力
と

権
威
が
人
格
的
に
分
離
し
、
そ
れ
で
統
治
が
行
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
中
国
の

皇
帝
の
よ
う
に
天
命
を
受
け
た
唯
一
の
人
物
の
上
に
権
力
も
権
威
も
輝
く
と
い

う
あ
り
方
は
、
む
し
ろ
世
界
的
に
は
例
外
だ
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
日
本

の
天
皇
の
あ
り
方
は
必
ず
し
も
独
特
の
も
の
で
は
な
い
の
で
し
て
、
あ
ま
り
に

一

九



そ
の
特
性
を
強
調
す
る
の
は
ど
う
か
と
思
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

天
皇
の
権
威
の
相
対
化

日
本
に
も
ど
り
ま
す
が
、
中
世
の
天
皇
の
権
威
は
、
皆
様
の
イ
メ
ー
ジ
と
実

態
に
、
相
当
な
ズ
レ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
う
ろ
ぜ
ん

例
え
ば
服
装
で
す
が
、
天
皇
は
即
位
の
儀
式
の
時
に
は
黄
櫨
染
と
い
う
独
特

の
色
の
服
を
着
ま
す
が
、
日
常
は
衣
冠
束
帯
を
着
て
い
ま
し
て
、
摂
政
や
関
白
、

あ
る
い
は
左
右
大
臣
や
大
納
言
と
い
っ
た
上
級
貴
族
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
し

た
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
天
皇
な
の
か
関
白
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
座
っ
て

う
ん
げ
ん
く
り

い
る
畳
だ
け
が
違
う
。
繧
綱
縁
と
い
う
畳
で
す
。
し
か
し
そ
の
畳
以
外
、
服
装

で
は
見
分
け
で
き
な
い
。
中
国
の
皇
帝
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
王
も
、
臣
下
と
は

全
く
違
う
服
装
で
明
確
な
外
見
上
の
違
い
が
あ
る
の
で
す
が
、
日
本
の
場
合
は

そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
。
外
見
上
も
天
皇
の
権
威
は
極
め
て
相
対
的
な
も
の
で
あ

り
ま
し
た
。

ま
た
、
天
皇
家
独
特
の
儀
礼
と
し
て
、
日
蝕
や
月
蝕
が
起
こ
り
ま
す
と
宮
殿

に
莚
を
巻
く
と
い
う
こ
と
が
平
安
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
蝕
や
月
蝕

の
光
は
常
の
光
で
は
な
く
て
、
非
常
の
魔
物
の
光
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
玉

体
を
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
御
所
の
清
涼
殿
な
り
天
皇
の
い
る

建
物
の
周
り
に
莚
を
巻
き
詰
め
る
と
い
う
儀
式
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
鎌
倉
幕
府

で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
始
め
ま
す
し
、
室
町
幕
府
も
同
じ
で
あ
り
ま
す
。
花

の
御
所
の
周
り
を
莚
で
覆
っ
て
日
蝕
や
月
蝕
の
光
を
隠
し
て
お
り
ま
す
。
天
皇

だ
け
が
玉
体
で
あ
り
、
王
者
だ
と
い
う
観
念
が
中
世
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
す
。そ

し
て
、
白
河
法
皇
が
寶
の
目
、
鴨
川
の
水
、
と
合
わ
せ
て
意
の
ま
ま
に
な

ら
ぬ
こ
と
を
嘆
い
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
「
荒
法
師
」
の
強
訴
で
す
。
藤
原

氏
の
氏
寺
で
あ
る
興
福
寺
の
僧
兵
た
ち
は
、
「
神
木
動
座
」
と
申
し
ま
し
て
、

同
じ
く
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
春
日
神
社
の
榊
を
持
っ
て
京
都
に
強
訴
し
ま
し

た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
藤
原
氏
の
公
家
達
は
、
屋
敷
か
ら
一
歩
も
出
ら
れ
ず
、

宮
中
の
儀
式
に
も
出
仕
で
き
な
い
の
で
す
。
摂
関
家
で
あ
る
藤
原
氏
が
出
仕
で

き
な
け
れ
ば
、
即
位
式
、
大
嘗
祭
を
始
め
諸
々
の
儀
式
を
行
う
事
が
で
き
な
い
。

な
ん
と
か
な
だ
め
す
か
し
て
神
木
に
帰
っ
て
も
ら
う
し
か
な
い
。
よ
く
知
ら
れ

た
事
実
で
す
が
、
こ
の
こ
と
の
意
味
は
重
要
で
す
。
摂
関
家
と
い
う
公
家
と
天

皇
家
に
お
い
て
、
天
皇
家
が
絶
対
で
摂
関
家
が
そ
れ
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
い

う
認
識
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
摂
関
家
の
氏
寺
が
神
木
を
も
っ
て

く
る
と
、
天
皇
で
も
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
指
一
本
触
れ
る
こ
と
も
で

き
な
い
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
天
皇
の
権
威
と
摂
関
家
の
氏
寺
・
氏
神
の
持
つ

権
威
は
、
ほ
と
ん
ど
、
同
等
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
南
北
朝
時

代
に
い
た
っ
て
も
、
当
時
の
儀
式
の
記
録
を
見
ま
す
と
、
公
家
た
ち
が
南
都
北

嶺
の
僧
兵
の
強
訴
を
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
り
ま
す
。

最
後
に
、
天
皇
と
摂
関
家
の
出
す
政
治
文
書
の
形
式
の
問
題
で
す
。
天
皇
の

出
す
文
書
は
「
給
旨
」
で
す
が
、
そ
れ
は
天
皇
の
意
志
を
奉
じ
た
と
い
う
形
で

な
ん
そ
う

弁
官
と
い
う
下
級
公
家
が
出
し
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
摂
関
家
の
出
す
「
南
曹
の

弁
の
奉
書
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
全
く
同
じ
格
の
弁
官
が
出
す

の
で
す
。
天
皇
の
出
す
文
書
と
摂
関
家
の
出
す
文
書
と
が
、
文
書
と
し
て
の
格

が
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
も
天
皇
の
権
威
が
も
う
絶
対
の
も
の
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

中
世
に
お
い
て
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
形
式
的
に
は
天
皇
は
有
力
公
家
の
一

人
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
横
並
び
の
状
態
で
し
た
。
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天
皇
自
身
も
自
分
の
こ
と
を
「
朕
」
と
は
言
わ
ず
、
「
予
」
と
言
い
ま
し
た
。

天
皇
だ
け
で
な
く
、
公
家
も
、
将
軍
も
、
自
分
の
こ
と
を
「
予
」
と
い
う
。
言

葉
づ
か
い
も
変
わ
ら
な
い
。
違
う
の
は
即
位
の
時
の
黄
櫨
染
の
服
と
繧
綱
縁
の

畳
だ
け
。
宮
殿
も
、
室
町
幕
府
の
花
の
御
所
は
、
面
積
で
も
朝
廷
の
禁
裏
の
倍

く
ら
い
に
な
る
わ
け
で
、
お
そ
ら
く
当
時
の
人
々
は
、
花
の
御
所
の
ほ
う
を
王

様
の
宮
殿
と
考
え
た
と
思
い
ま
す
。

よ
う
す
る
に
、
こ
の
時
期
の
天
皇
に
は
、
明
治
以
降
の
「
神
聖
ニ
シ
テ
侵
ス

ヘ
カ
ラ
ス
」
と
い
う
よ
う
な
絶
対
性
は
全
く
な
い
わ
け
で
、
明
治
以
降
の
天
皇

制
と
中
世
の
天
皇
制
は
全
く
別
物
と
考
え
た
方
が
い
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。

そ
れ
で
は
逆
に
、
中
世
に
天
皇
が
存
続
し
、
ま
た
権
威
の
復
活
が
あ
っ
た
の

は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
以
下
に
、
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
世
は
天
皇
の
権
威
だ
け
で
全
国
を
統
治
す
る
こ
と
は
と

う
て
い
出
来
な
い
時
代
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
い
わ
ば
横
並
び
的
な
天
皇
、
摂
関

家
、
後
に
は
将
軍
、
そ
う
し
た
権
威
を
超
え
た
新
し
い
超
越
的
な
王
権
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、
院
政
の
「
治
天
の
君
」
の
地
位
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
院
政
を
と
る
た
だ
一
人
の
上
皇
の
権
威
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
れ
も
常
に
安
泰
だ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

一
二
二
一
（
承
久
三
）
年
の
承
久
の
乱
で
、
後
烏
羽
上
皇
の
無
謀
な
倒
幕
運

動
の
結
果
、
幕
府
が
京
都
に
乗
り
込
ん
で
三
上
皇
と
二
親
王
を
島
流
し
に
す
る
。

こ
う
な
る
と
だ
れ
の
目
に
も
、
天
皇
家
の
人
事
を
左
右
し
て
い
る
の
は
幕
府
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
一
五
世
紀
に
後
花

院
政
と
鎌
倉
幕
府

ち
ん
よ
う
き

園
天
皇
の
父
の
後
崇
光
院
が
書
い
た
『
椿
葉
記
』
と
い
う
家
訓
書
が
あ
り
ま
す

が
、
「
承
久
以
来
は
武
家
よ
り
計
ら
い
申
す
世
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
、
即
ち
、
承
久

の
乱
以
来
、
天
皇
家
の
人
事
は
幕
府
が
決
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
明
確
に
記
し

て
お
り
ま
す
。
天
皇
家
と
武
家
の
力
関
係
は
こ
の
一
事
で
明
ら
か
で
す
。

で
は
、
そ
れ
ほ
ど
優
位
に
立
っ
た
武
家
が
、
な
ぜ
院
政
や
天
皇
の
シ
ス
テ
ム

を
残
し
た
の
か
と
い
う
問
題
で
す
が
、
幕
府
と
し
て
は
、
皇
位
継
承
の
人
事
権

さ
え
し
っ
か
り
握
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
ほ
う
が
都
合
よ
か
っ
た
と
い
う
事
情
が

考
え
ら
れ
ま
す
。

京
都
に
乗
り
込
ん
で
み
ま
し
た
も
の
の
、
公
家
社
会
や
南
都
北
嶺
と
い
う
大

寺
社
勢
力
が
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
。
倒
幕
運
動
の
首
謀
者
を
島
流
し
に
し

て
一
件
落
着
し
た
わ
け
で
す
が
、
彼
ら
の
半
分
以
上
は
こ
の
運
動
に
加
わ
っ
て

い
な
い
。
こ
う
し
た
諸
勢
力
を
幕
府
が
ど
う
や
っ
て
押
さ
え
て
い
く
か
に
つ
い

て
は
、
シ
ス
テ
ム
も
制
度
も
何
も
明
文
化
さ
れ
た
も
の
が
な
い
わ
け
で
す
。
幕

府
は
御
家
人
と
し
て
の
全
国
の
武
士
を
統
轄
で
き
る
だ
け
で
、
公
家
や
僧
侶
・

神
官
な
ど
を
統
轄
す
る
権
限
が
な
い
。
そ
こ
で
、
仁
和
寺
の
宮
の
守
貞
親
王
を

還
俗
さ
せ
て
後
高
倉
上
皇
と
し
、
そ
の
子
供
の
後
堀
河
を
皇
位
に
つ
け
る
と
い

う
、
以
前
と
全
く
変
わ
ら
ぬ
シ
ス
テ
ム
を
残
し
て
引
き
上
げ
た
わ
け
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
六
波
羅
探
題
と
い
う
目
付
機
関
だ
け
は
設
置
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
。

つ
ま
り
、
天
皇
や
上
皇
な
ど
の
特
定
の
勢
力
は
軍
事
力
で
つ
ぶ
せ
て
も
、
そ

れ
以
外
の
有
力
な
諸
勢
力
を
統
治
出
来
る
力
を
ま
だ
幕
府
が
持
っ
て
い
な
か
っ

た
わ
け
で
す
。
よ
う
す
る
に
、
中
世
社
会
は
非
常
に
複
雑
で
、
武
家
・
公
家
・

寺
社
だ
け
で
な
く
、
そ
の
周
辺
に
も
諸
勢
力
が
あ
り
、
結
局
そ
れ
ら
を
総
合
調

整
出
来
る
地
位
に
い
る
の
は
「
治
天
の
君
」
だ
け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で

す
。
だ
か
ら
、
ま
だ
こ
の
段
階
で
は
、
王
権
は
上
皇
、
つ
ま
り
天
皇
家
の
家
督

一
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そ
し
て
、
足
利
尊
氏
の
室
町
幕
府
も
依
然
と
し
て
院
政
の
シ
ス
テ
ム
を
守
り

な
が
ら
幕
府
を
運
営
い
た
し
ま
し
た
。

戦
前
に
歴
史
教
育
を
受
け
ら
れ
た
方
は
足
利
尊
氏
は
逆
賊
で
あ
る
と
い
う
印

象
が
強
い
と
思
い
ま
す
が
、
彼
は
後
伏
見
天
皇
の
系
統
で
あ
る
光
厳
上
皇
を
立

て
、
そ
の
院
宣
を
も
ら
っ
た
上
で
光
明
天
皇
を
即
位
さ
せ
、
三
種
の
神
器
も
幕

府
に
収
め
て
か
ら
政
治
を
始
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
続
き
か
ら
、
私
ど
も
か

ら
見
ま
す
と
、
尊
氏
は
む
し
ろ
勤
皇
家
で
す
。
ま
た
尊
氏
は
早
く
か
ら
大
納
言

に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
後
は
、
い
く
ら
大
臣
に
な
れ
と
言
わ
れ
て
も
な
ら

ず
に
、
結
局
大
納
言
で
終
わ
っ
て
お
り
ま
す
。

で
は
な
ぜ
足
利
尊
氏
が
逆
賊
と
さ
れ
た
の
か
。
後
醍
醐
天
皇
の
持
ち
出
し
た

三
種
の
神
器
が
本
物
で
、
尊
氏
は
偽
の
神
器
で
天
子
を
戴
い
た
か
ら
だ
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
が
、
現
在
の
歴
史
学
で
は
ど
ち
ら
の
神
器
が
本
物
な
の
か
決
定

で
き
な
い
状
況
で
す
。

ま
た
、
こ
の
時
代
は
三
種
の
神
器
だ
け
が
天
皇
の
シ
ン
ボ
ル
で
、
そ
れ
で
皇

位
が
決
着
す
る
と
い
う
観
念
は
す
で
に
な
く
な
っ
て
き
て
お
り
ま
す
。
壇
の
浦

の
合
戦
で
神
器
の
一
つ
の
剣
は
海
底
に
沈
み
、
熱
田
神
宮
の
剣
と
取
り
替
え
て

新
た
な
神
器
に
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
神
器
自
体
の
正
統
性
が
だ
ん
だ
ん
怪
し

の
ほ
う
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
後
、
モ
ン
ゴ
ル
戦
争
を
へ
て
幕
府
の
軍
事
指
揮
権
が
拡
大
し
ま
す
が
、

た
だ
ち
に
幕
府
が
全
国
の
統
治
権
を
握
る
と
い
う
革
命
的
な
状
況
に
は
な
ら
な

い
わ
け
で
す
。
鎌
倉
末
期
に
な
り
ま
す
と
、
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
運
動
の
よ
う

に
、
旧
勢
力
か
ら
の
反
撃
も
行
わ
れ
ま
し
た
。

皇
位
継
承
の
変
容
と
義
満
の
皇
位
纂
奪
計
画

く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
南
北
朝
時
代
に
は
、
た
と
え
偽
の
神
器
で
も
一
○

年
。
二
○
年
と
天
皇
が
持
つ
う
ち
に
そ
れ
に
天
皇
の
霊
が
つ
く
、
と
い
う
認
識

が
人
々
の
間
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
『
太
平
記
』
の
よ
う
な
天
皇
家
び
い

き
の
軍
記
物
に
も
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
仮
に
、
後
醍
醐
天
皇
が
本
物
の
三
種

の
神
器
を
持
ち
出
し
た
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
で
吉
野
朝
が
正
統
だ
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

さ
ら
に
、
院
政
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
皇
位
継
承
に
は
三
種
の
神
器
だ
け
で

は
不
十
分
で
、
上
皇
が
次
の
天
皇
に
誰
を
任
命
す
る
と
い
う
「
譲
国
の
詔
宣
」

と
い
う
文
書
を
出
す
こ
と
で
皇
位
継
承
が
完
結
す
る
と
い
う
制
度
に
、
既
に
な

っ
て
お
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
一
三
五
二
（
観
応
三
）
年
の
観
応
の
擾
乱
に
際
し
、
い
っ
た
ん

京
都
を
占
領
し
た
南
朝
軍
は
、
京
都
を
引
き
上
げ
る
時
に
、
三
種
の
神
器
と
と

も
に
、
光
厳
・
光
明
・
崇
光
の
三
上
皇
と
直
仁
親
王
を
吉
野
の
賀
名
生
へ
連
れ

去
っ
て
し
ま
っ
た
。
北
朝
は
三
種
の
神
器
も
奪
わ
れ
、
「
譲
国
の
詔
宣
」
を
出

せ
る
上
皇
・
天
皇
だ
け
で
な
く
、
有
力
な
皇
位
継
承
の
資
格
者
ま
で
も
喪
失
し

た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
再
建
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
や
っ
て
再
建
し
た
か

と
い
い
ま
す
と
、
後
伏
見
天
皇
の
未
亡
人
で
光
厳
天
皇
の
母
親
で
あ
る
広
義
門

院
を
光
厳
上
皇
が
そ
こ
に
い
る
が
ご
と
き
身
代
わ
り
に
立
て
て
（
「
如
在
の
儀
」
）

治
天
の
君
と
し
、
孫
の
弥
仁
親
王
を
践
鮓
さ
せ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
神
器
も

譲
国
者
も
い
な
い
ダ
ブ
ル
変
則
の
皇
位
継
承
で
す
が
、
と
に
か
く
そ
の
血
統
は

後
深
草
以
来
の
正
統
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
天
皇
に
し
た
の
で
す
。
そ
れ
で
は
、

先
例
と
し
て
何
を
引
き
合
い
に
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
六
世
紀
に
越
前
か
ら

入
っ
て
皇
位
を
つ
い
だ
継
体
天
皇
の
例
で
し
た
。
継
体
は
応
神
天
皇
の
六
世
孫

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
皇
位
に
つ
い
た
と
「
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
記
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さ
れ
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
持
ち
出
せ
ば
立
派
な
先
例
と
し
て
公
家
た
ち
も
納
得

し
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
広
義
門
院
は
太
政
大
臣
だ
っ
た
西
園
寺
家
の
娘
で
あ
り
ま
す
。

で
す
か
ら
こ
の
段
階
で
、
上
皇
に
な
る
に
は
天
皇
家
に
縁
が
あ
れ
ば
皇
族
で
な

く
と
も
よ
く
、
そ
の
子
や
孫
が
天
皇
に
な
れ
る
と
い
う
道
が
開
か
れ
た
の
で
す
。

そ
れ
以
前
に
先
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
承
久
の
乱
で
は
一
度
も
皇
位
に
つ
い

た
こ
と
の
な
い
守
貞
親
王
を
上
皇
に
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
上
皇
に
な
る

に
は
天
皇
で
な
く
と
も
よ
い
、
皇
族
で
な
く
と
も
よ
い
、
と
い
う
先
例
が
で
き

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
公
家
社
会
で
は
い
っ
た
ん
変
則
的
な
事
態
が

生
ま
れ
ま
す
と
、
そ
れ
が
新
し
い
先
例
と
な
っ
て
制
度
化
し
、
一
○
○
年
。
二

○
○
年
後
の
儀
式
を
す
べ
て
縛
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
成
功
は
し
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
足
利
義
満
の
皇
位
篁
奪
計
画
も
こ
の
流
れ
の
上
に
あ
り
ま
し
た
。
義
満

は
、
母
方
で
た
ど
る
と
順
徳
天
皇
の
五
代
孫
で
、
父
方
も
清
和
天
皇
の
子
孫
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
継
体
天
皇
を
引
き
合
い
に
出
し
て
の
新
し
い
先
例
に

よ
れ
ば
、
自
分
が
上
皇
と
な
り
次
男
の
義
嗣
を
天
皇
に
し
て
も
何
ら
お
か
し
く

な
い
と
い
う
確
信
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
天
皇
家
に
取
っ
て

非
常
に
危
険
な
状
況
が
生
ま
れ
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
院
政
と
い
う
シ
ス

テ
ム
を
と
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
王
権
を
強
化
す
る
手
段
で
あ

っ
た
院
政
が
、
そ
の
王
権
を
転
覆
さ
せ
る
道
を
も
開
く
諸
刃
の
剣
と
い
う
要
素

を
抱
懐
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
の
皮
肉
で
あ
り
ま
し
た
。

義
満
の
計
画
は
、
義
満
自
身
の
急
死
に
よ
っ
て
実
現
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

こ
う
し
た
宮
廷
革
命
を
支
持
し
た
の
が
ど
う
い
う
勢
力
で
、
反
対
し
た
の
は
ど

天
皇
権
威
の
維
持
と
復
活

う
い
う
勢
力
か
に
つ
い
て
は
、
実
に
興
味
深
い
状
況
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。

義
満
支
持
派
は
、
幕
府
の
官
僚
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
公
家
や
寺
社
勢
力
で

す
。
こ
の
勢
力
を
官
僚
制
派
と
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
絶
対
王
政

的
な
方
向
を
目
指
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

そ
れ
に
対
し
反
対
し
た
勢
力
は
、
有
力
な
守
護
大
名
で
あ
り
、
長
男
の
義
持

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
家
職
制
護
持
派
で
あ
り
ま
し
て
、
血
統
の
優
位
を
主

張
す
る
勢
力
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
ほ
う
が
、
地
方
分
権
と
い
い
ま
す
か
、
自

ら
の
封
建
諸
侯
と
し
て
の
存
在
に
有
利
だ
と
い
う
認
識
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
よ

う
す
る
に
、
没
落
す
る
旧
勢
力
は
む
し
ろ
実
力
者
義
満
の
皇
位
慕
奪
計
画
に
す

が
り
、
逆
に
台
頭
す
る
地
方
の
軍
閥
が
、
万
世
一
系
の
天
皇
の
血
統
神
話
の
維

持
に
動
き
、
結
果
的
に
尊
皇
的
な
政
策
に
動
く
と
い
う
関
係
で
し
た
。
こ
の
力

関
係
の
中
で
、
天
皇
家
が
維
持
さ
れ
た
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
後
、
一
五
、
六
世
紀
に
は
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
台
頭
す
る

武
家
勢
力
の
相
互
対
立
の
中
で
、
彼
ら
が
「
治
罰
の
倫
旨
」
を
求
め
る
と
い
う

形
で
、
天
皇
の
権
威
が
復
活
し
て
い
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

よ
う
す
る
に
中
世
の
数
百
年
の
間
、
天
皇
家
が
な
ぜ
維
持
さ
れ
た
か
と
い
う

問
題
は
、
平
凡
な
言
い
方
に
は
な
り
ま
す
が
、
そ
の
時
々
の
力
を
持
っ
た
政
治

勢
力
が
天
皇
の
存
在
を
必
要
と
認
め
、
そ
の
価
値
を
認
め
て
そ
の
シ
ス
テ
ム
を

維
持
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
時
々
の
力
を
持
っ
た
勢
力
が
、

そ
の
時
々
の
事
情
で
天
皇
に
何
ら
か
の
価
値
を
認
め
て
存
続
さ
せ
た
・
だ
か
ら
、

天
皇
の
側
で
は
何
も
し
な
く
て
も
自
然
に
権
威
が
競
り
上
が
っ
て
く
る
状
況

が
、
室
町
時
代
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
権
威
は
戦
国
時
代
に
か
け
て
は
上
が
る
一

方
で
、
豊
臣
秀
吉
の
頃
に
は
、
彼
が
勅
命
を
仰
が
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
そ
の
存

在
は
大
き
く
な
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
一
一
一
一



（
本
稿
は
、
横
浜
市
大
日
本
史
専
攻
卒
業
生
の
会
編
「
会
報
』
三
号
の
収
載
論

文
を
再
掲
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

（
横
浜
市
立
大
学
教
授
）

最
後
の
ほ
う
は
だ
い
ぶ
省
略
し
ま
し
た
の
で
、
お
分
か
り
に
な
り
に
く
い
点

も
あ
っ
た
と
存
じ
ま
す
が
、
以
上
で
私
の
報
告
を
終
わ
り
ま
す
。

一

一

四


