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１

　
本
書
の
著
者
は
、
室
町
幕
府
執
事
・
官
領
の
権
限
な
ど
を
中
心
に

考
察
し
た
『
室
町
幕
府
管
領
施
行
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』
を
二
〇
一
三

年
に
著
し
（
１
）
、
そ
の
後
一
般
向
け
の
単
著
を
次
々
と
刊
行
し
て
、
近
年

の
南
北
朝
・
室
町
期
ブ
ー
ム
を
牽
引
す
る
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
ら
の
著
書
は
、
一
般
向
け
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
は
い
る
も
の

の
、
最
新
の
研
究
成
果
が
網
羅
さ
れ
、
重
要
な
学
術
的
指
摘
も
多
く

含
ま
れ
て
お
り
、
ど
れ
も
研
究
書
と
し
て
大
き
な
価
値
を
持
つ
も
の

で
も
あ
る
。

　
特
に
、
著
者
の
研
究
姿
勢
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
た
評
価
さ

れ
る
点
と
し
て
、
人
物
史
研
究
の
重
視
が
あ
り
、
二
〇
一
五
年
に
は

高
師
直
の
評
伝
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
２
）
。
本
書
は
、
そ
れ
に
続
く
足
利

直
義
に
関
す
る
評
伝
で
あ
る
。

　
本
書
は
、足
利
直
義
の
人
生
（
特
に
政
治
的
活
動
）
に
沿
っ
て
章
・

節
が
立
て
ら
れ
、
出
生
、
倒
幕
、
建
武
政
権
と
の
対
立
、
室
町
幕
府

の
樹
立
、
観
応
の
擾
乱
を
経
て
没
す
る
ま
で
、
直
義
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
政
治
的
判
断
を
下
し
、
ど
の
よ
う
に
行
動
し
た
か
に
つ
い

て
、
多
く
の
史
料
を
用
い
て
丁
寧
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、

そ
の
構
成
を
示
し
て
お
き
た
い
。

第
一
章
　
直
義
の
出
自
（
１
鎌
倉
時
代
の
足
利
氏
、２
妾
腹
の
子
）

第
二
章
　
元
弘
と
建
武
の
戦
い
（
１
建
武
政
権
下
の
足
利
直
義
、

２
建
武
の
戦
乱
、
３
建
武
争
乱
期
に
お
け
る
尊
氏
・
直
義
の

文
書
発
給
状
況
）

第
三
章
　「
天
下
執
権
人
」
足
利
直
義
（
１
尊
氏
・
直
義
の
「
二

頭
政
治
」、
２
幕
府
執
事
高
師
直
と
の
対
立
）

第
四
章
　
直
義
主
導
下
に
お
け
る
幕
府
政
治
の
展
開
（
１
宗
教

政
策
・
文
化
事
業
、
２
公
武
徳
政
政
策
、
３
そ
の
他
の
治
績
）

第
五
章
　
観
応
の
擾
乱
（
１
高
師
直
と
の
激
闘
、
２
束
の
間
の

講
和
、
３
尊
氏
と
の
死
闘
、
４
直
義
死
後
の
室
町
幕
府
）

　
足
利
直
義
は
南
北
朝
期
政
治
史
に
お
け
る
最
重
要
人
物
の
一
人
で

あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
評
伝
に
は
恵
ま
れ
て
来
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
二
〇
一
五
年
に
森
茂
暁
に
よ
る
直
義
評
伝
が
発
表
さ
れ
（
３
）

、
そ
れ

書
　
評

亀
田
俊
和 
著

『
足
利
直
義
―
下
知
、
件
の
ご
と
し
―
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
六
年
）

神
野
　
　
潔
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に
本
書
が
続
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、直
義
研
究
は
一
気
に
活
発
化
し
、

さ
ら
に
今
後
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。も
っ

と
も
、
森
と
著
者
と
で
は
、
直
義
の
捉
え
方
・
描
き
方
に
大
き
な
違

い
が
あ
り
、
そ
の
相
違
点
は
本
書
の
特
徴
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。

　
森
は
、
直
義
の
生
き
た
南
北
朝
期
を
政
治
史
的
に
描
い
た
佐
藤
進

一
の
成
果
（
４
）
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
佐
藤
の
論
は
直
義
の
政
治
思

想
・
宗
教
思
想
と
の
絡
み
合
い
に
関
す
る
考
察
が
欠
如
し
て
い
た
と

す
る
黒
田
日
出
男
の
指
摘
を
受
け
（
５
）

、
直
義
の
思
想
・
信
仰
を
重
視
し

て
、
そ
の
著
書
を
ま
と
め
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
著
者
は
「
軍

事
と
政
治
こ
そ
が
直
義
の
本
業
で
あ
り
、
や
は
り
こ
れ
ら
を
基
軸
に

据
え
て
記
述
す
る
必
要
を
痛
感
」
し
た
と
い
う
意
識
か
ら
本
書
を
ま

と
め
て
お
り
（
二
二
四
頁
）、
佐
藤
進
一
以
来
の
伝
統
的
な
政
治
史

の
枠
組
み
で
南
北
朝
期
や
直
義
を
捉
え
る
こ
と
を
意
図
的
に
維
持
し

つ
つ
、
そ
の
中
で
先
行
研
究
の
整
理
や
学
説
の
修
正
を
試
み
た
も
の

と
理
解
で
き
る
。
著
者
の
そ
の
意
識
の
現
れ
と
し
て
、
特
に
直
義
が

権
力
の
絶
頂
に
い
る
「
二
頭
政
治
」
後
期
の
段
階
か
ら
観
応
の
擾
乱

の
終
わ
り
ま
で
の
政
治
史
的
流
れ
と
、
直
義
を
取
り
巻
く
人
物
た
ち

（
大
高
重
成
、
上
杉
重
能
、
上
杉
朝
房
、
畠
山
直
宗
、
僧
妙
吉
、
粟

飯
原
清
胤
な
ど
）
の
動
き
、
引
付
頭
人
や
守
護
の
人
事
な
ど
に
つ
い

て
、
史
料
を
挙
げ
な
が
ら
極
め
て
詳
細
に
描
い
て
い
る
点
は
注
目
に

値
す
る
。

　
以
下
、
本
書
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
が
、
紙
幅
の
都
合
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
に
対
し
て
著
者
が
独
自
性
の
強
い
指
摘
を
し

て
い
る
部
分
に
特
に
注
目
し
て
、ま
ず
は
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

続
け
て
、
南
北
朝
期
の
政
治
史
・
法
制
史
を
研
究
す
る
誰
も
が
向
き

合
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
佐
藤
進
一
の
権
力
二
元
性
論
（
６
）

に
対
し
て
、
佐

藤
以
来
の
政
治
史
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
著
者
が
ど
う
対
峙
し
た
の

か
を
確
認
し
、
最
後
に
、
著
者
が
捉
え
た
直
義
の
人
物
像
に
つ
い
て
、

紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

 

２

　
著
者
は
、通
説
に
対
し
て
か
な
り
積
極
的
に
反
論
を
示
し
て
お
り
、

こ
の
点
も
本
書
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
例
え

ば
、建
武
政
権
の
も
と
で
直
義
は
成
良
親
王
を
奉
じ
て
鎌
倉
に
入
り
、

い
わ
ゆ
る
鎌
倉
将
軍
府
の
機
構
を
整
備
し
て
い
く
が
、
鎌
倉
将
軍
府

に
設
置
さ
れ
た
引
付
・
小
侍
所
・
関
東
廂
番
な
ど
が
鎌
倉
幕
府
の
機

構
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
直
義
は
鎌
倉
将
軍
府

発
足
段
階
か
ら
幕
府
再
興
を
考
え
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
（
７
）
。
し

か
し
著
者
は
、
鎌
倉
幕
府
に
準
じ
た
統
治
機
構
は
北
畠
顕
家
の
陸
奥

将
軍
府
も
同
様
で
あ
る
こ
と
、
北
畠
顕
家
が
袖
判
下
文
に
よ
る
恩
賞

充
行
・
所
領
安
堵
を
行
い
、
後
醍
醐
天
皇
よ
り
充
行
・
安
堵
の
権
限

を
分
与
さ
れ
て
い
た
と
見
な
せ
る
の
に
対
し
、
直
義
は
原
則
と
し
て

恩
賞
充
行
や
所
領
安
堵
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
な
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ど
を
挙
げ
て
、
直
義
が
幕
府
再
興
の
意
識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示

す
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
、
鎌
倉
将
軍
府
の
機
構
や
直
義
の
権
限
が
特

別
な
物
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
（
む
し
ろ
陸
奥
将
軍
府
の
方
が
鎌
倉

将
軍
府
よ
り
は
る
か
に
強
大
な
権
限
を
後
醍
醐
か
ら
認
め
ら
れ
て
い

た
と
言
え
る
）、
こ
の
段
階
で
直
義
が
建
武
政
権
に
対
す
る
反
逆
の

意
志
を
明
確
に
持
っ
て
い
た
か
は
疑
問
だ
と
指
摘
す
る
（
一
八
頁
～

二
三
頁
）。

　
ま
た
、
中
先
代
の
乱
で
鎌
倉
を
奪
わ
れ
た
直
義
が
、
三
河
国
矢
作

宿
ま
で
逃
れ
、
そ
こ
で
成
良
親
王
を
京
都
へ
送
還
し
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
独
立
政
権
を
樹
立
す
る
意
向
を
直
義
が
表
明
し
た
も
の
と
見

る
佐
藤
進
一
の
説
に
対
し
（
８
）

、
成
良
親
王
の
安
全
を
保
障
し
た
だ
け
と

著
者
は
見
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
直
義
の
救
援
に
向
か
お
う
と
す
る

尊
氏
が
征
夷
大
将
軍
・
諸
国
惣
追
捕
使
を
希
望
し
、
後
醍
醐
天
皇
か

ら
退
け
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
足
利
兄
弟
に
よ
る
武
家

政
権
樹
立
の
意
向
表
明
で
は
な
く
、
北
条
時
行
討
伐
を
有
利
に
す
る

た
め
の
権
威
づ
け
と
み
て
、
直
義
が
建
武
政
権
へ
の
叛
意
を
明
確
に

抱
い
た
の
は
、
そ
の
後
鎌
倉
に
入
っ
た
尊
氏
に
対
し
後
醍
醐
か
ら
帰

京
命
令
が
出
さ
れ
、
直
義
が
そ
れ
を
強
く
止
め
た
時
点
で
あ
る
と
し

て
い
る
（
二
五
頁
～
二
八
頁
）。

　
さ
ら
に
、
１
で
述
べ
た
通
り
、
本
書
で
は
特
に
観
応
擾
乱
期
の
直

義
に
つ
い
て
頁
が
割
か
れ
て
い
る
が
、
著
者
は
こ
こ
で
も
注
目
す
べ

き
見
解
を
い
く
つ
か
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
直
義
の
「
消

極
性
」
と
い
う
言
葉
に
収
斂
さ
れ
る
。
著
者
は
、
貞
和
五
年
八
月
の

高
師
直
に
よ
る
ク
ー
デ
タ
ー
で
失
脚
し
た
直
義
は
、
そ
れ
以
降
、
政

治
に
対
す
る
情
熱
を
失
っ
た
も
の
と
推
測
し
、「
消
極
的
を
通
り
越

し
て
、
実
は
敗
北
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
勘
ぐ
り
た

く
な
る
」
と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
著
者
が
こ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
根

拠
と
し
て
は
、
直
義
の
戦
場
で
の
様
子
や
、
観
応
擾
乱
期
に
直
義
が

恩
賞
充
行
を
一
切
行
わ
な
い
こ
と
（
観
応
元
年
一
二
月
二
四
日
付
け

で
河
野
通
盛
に
伊
予
守
護
職
補
任
を
約
束
し
た
御
判
御
教
書
が
あ
る

が
、
著
者
は
こ
れ
を
正
式
な
補
任
権
行
使
と
は
認
め
が
た
い
と
し
て

い
る
）、一
時
期
巨
大
化
し
て
い
た
花
押
が
元
の
大
き
さ
に
戻
り
弱
々

し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、直
義
の
こ
の「
消

極
性
」
は
、
観
応
二
年
二
月
の
子
息
如
意
王
の
死
後
さ
ら
に
顕
在
化

す
る
と
さ
れ
る
（
一
六
八
頁
～
一
七
六
頁
）。

　
ま
た
、
観
応
の
擾
乱
の
発
生
原
因
に
つ
い
て
も
、
一
般
に
言
わ
れ

る
よ
う
な
子
息
如
意
王
を
将
軍
に
し
た
い
と
い
う
意
図
で
は
な
く
、

恩
賞
充
行
・
守
護
職
補
任
を
受
け
ら
れ
ず
、
高
師
直
に
対
し
不
満
を

持
っ
た
武
士
た
ち
が
直
義
の
も
と
に
結
集
し
、
そ
れ
が
足
利
直
冬
の

処
遇
を
め
ぐ
る
問
題
と
密
接
に
連
動
し
て
発
生
し
た
と
捉
え
て
い
る

（
一
四
八
頁
～
一
四
九
頁
）。
な
お
、
前
述
し
た
直
義
の
花
押
が
一
時

期
巨
大
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
著
者
は
「
不
安
の
裏
返
し
で
虚

勢
を
張
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
い
」と
評
し
て
い
る（
一
五
五

頁
）。
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紙
幅
の
都
合
で
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
他
に
も

通
説
に
対
し
て
示
さ
れ
た
反
論
は
多
く
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
は
極
め

て
重
要
で
、
こ
れ
ま
で
の
直
義
評
価
に
大
き
な
風
穴
を
空
け
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
評
者
自
身
は
や
や
異
な
っ
た
意

見
を
持
つ
部
分
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
以
下
に
簡
単
に
示
し

て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
直
義
が
い
つ
頃
か
ら
武
家
政
権
再
興
の
意
識
を
明
確
に

持
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
評
者
は
通
説
通
り
、
鎌
倉
将
軍
府
発

足
段
階
か
ら
と
見
た
い
。
そ
れ
は
、
直
義
が
引
付
な
ど
の
機
構
を
設

置
し
た
こ
と
や
、
直
義
が
下
知
状
様
式
で
恩
賞
給
付
文
書
を
発
給
し

た
こ
と（
建
武
元
年
四
月
一
〇
日
付
で
三
浦
時
継
に
武
蔵
国
太
谷
郷
・

相
模
国
河
内
郷
地
頭
職
を
充
行
っ
た
一
通
の
み
で
あ
る
が
）
に
つ
い

て
、
後
醍
醐
天
皇
か
ら
与
え
ら
れ
た
権
限
を
行
使
し
た
も
の
で
は
な

く
直
義
が
独
自
の
判
断
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
決
定
的
に

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
確
か
に
著

者
の
言
う
通
り
、
鎌
倉
将
軍
府
は
陸
奥
将
軍
府
と
は
異
な
り
後
醍
醐

天
皇
か
ら
恩
賞
充
行
や
所
領
安
堵
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
で
後
醍
醐
天
皇
の
意
思
に
反

し
て
直
義
が
行
っ
た
こ
と
の
一
つ
ひ
と
つ
に
、
直
義
が
武
家
政
権
再

興
に
進
む
意
志
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
鎌
倉
が
武
家
に
と
っ
て
特
別
な
場
所
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
く
、直
義
が
実
質
的
に
制
定
し
た
と
さ
れ
る
「
建
武
式
目
」

も
（
本
書
は
不
思
議
な
ほ
ど
「
建
武
式
目
」
を
重
視
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
）、
第
一
項
に
「
鎌

倉
如
元
可
為
柳
営
歟
、
可
為
他
所
否
事
」
と
い
う
問
い
を
立
て
て
、

幕
府
の
根
拠
地
を
鎌
倉
に
置
か
な
い
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ス
か
ら
始
ま
っ

て
い
る
。
直
義
自
身
が
、
武
家
の
政
権
は
鎌
倉
に
本
拠
を
置
く
の
が

本
来
だ
と
い
う
意
識
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
自
ら
が
鎌
倉

将
軍
府
の
事
実
上
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
鎌
倉
に
入
っ
た
そ
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
、
武
家
政
権
再
興
の
意
識
を
持
た
な
か
っ
た
と
は
到
底
思
わ

れ
な
い
。
そ
し
て
、
著
者
自
身
が
言
う
よ
う
に
直
義
が
「
野
心
を
増

幅
」
さ
せ
る
精
神
性
を
持
っ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
（
一
二
頁
。
な

お
、
直
義
の
人
格
に
つ
い
て
は
４
で
述
べ
る
）、
そ
れ
は
な
お
さ
ら

の
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
直
義
が
三
河
国
で
成
良
親
王
を
帰
洛
さ
せ
た
こ
と
と
、
尊

氏
が
征
夷
大
将
軍
・
諸
国
惣
追
捕
使
を
願
い
出
た
こ
と
は
、
セ
ッ
ト

で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
段
階
で
は
、
尊
氏
と
直

義
の
あ
い
だ
に
“
温
度
差
”
は
あ
り
、
あ
る
程
度
の
自
立
性
を
後
醍

醐
天
皇
の
も
と
で
手
に
入
れ
る
道
と
、
よ
り
独
立
性
の
強
い
武
家
政

権
を
樹
立
す
る
道
と
、
両
方
向
を
模
索
し
な
が
ら
尊
氏
・
直
義
兄
弟

は
動
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
鎌
倉
・
陸
奥
の

ト
ッ
プ
に
親
王
を
置
い
て
地
方
勢
力
を
管
理
下
に
置
こ
う
と
す
る
後

醍
醐
天
皇
に
対
し
て
、
尊
氏
・
直
義
は
、
よ
り
独
自
性
・
自
立
性
を

求
め
る
方
向
に
舵
を
切
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
が
な
い
と
、
評
者
は
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考
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
観
応
擾
乱
期
に
見
ら
れ
る
直
義
の
「
消
極
性
」
に
つ
い
て

は
、
著
者
自
身
が
「
と
も
か
く
直
義
は
、
高
師
直
を
排
除
す
る
と
い

う
戦
略
目
標
を
達
成
す
る
」
と
ま
と
め
て
い
る
よ
う
な
箇
所
も
あ
り

（
一
七
五
頁
）、「
消
極
性
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な

い
、
直
義
の
行
動
・
判
断
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
著
者
が
「
消

極
性
」
の
根
拠
と
し
た
、
具
体
的
な
軍
事
行
動
や
花
押
の
変
遷
に
つ

い
て
は
、
評
者
の
能
力
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
コ
メ
ン
ト
す
る
の
は

難
し
い
が
、
恩
賞
充
行
の
下
文
を
発
給
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
尊
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
降
伏
し
た
南
朝
と
の
関
わ
り
に

お
い
て
も
、
直
義
が
恩
賞
充
行
権
を
保
持
し
て
い
な
い
と
見
る
の
が

適
当
で
あ
っ
て
、「
消
極
性
」
と
い
う
内
面
的
理
解
だ
け
で
は
足
り

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
直
義
は
、
自
身
は
恩
賞
充
行

権
そ
の
も
の
を
保
持
し
て
い
な
い
と
は
言
え
、
関
東
執
事
上
杉
憲
顕

に
関
東
分
国
内
の
闕
所
地
処
分
権
を
認
め
、
関
東
の
直
義
方
に
事
実

上
の
恩
賞
給
付
を
行
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
（
９
）
、
こ
の
よ
う
な

点
に
つ
い
て
も
、「
消
極
性
」
と
い
う
言
葉
は
や
は
り
当
て
は
ま
ら

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

	

３

　
続
い
て
、尊
氏
と
直
義
の
「
二
頭
政
治
」
に
対
す
る
著
者
の
評
価
、

言
い
換
え
る
と
、
佐
藤
進
一
の
提
唱
し
た
主
従
性
的
支
配
権
・
統
治

権
的
支
配
権
に
つ
い
て
、
著
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
っ
て
い
る

か
に
つ
い
て
、
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
点
は
、
評
者
の
よ

う
に
法
制
史
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
直
義
研
究
の
最
重
要
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
と
言
え
る
。

　
尊
氏
・
直
義
の
「
二
頭
政
治
」
に
つ
い
て
、
佐
藤
進
一
は
尊
氏
の

権
限
を
武
家
の
棟
梁
と
し
て
の
主
従
制
的
支
配
権
、
直
義
の
権
限
を

政
務
統
括
者
と
し
て
の
領
域
的
な
統
治
権
的
支
配
権
と
呼
び
、
権
力

を
二
元
的
に
捉
え
る
そ
の
理
論
は
、
そ
の
後
の
南
北
朝
期
政
治
史
研

究
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
著
者
は
、
実
際
に
は
尊
氏
が
恩

賞
充
行
・
守
護
職
補
任
の
権
限
の
み
を
保
持
し
、
そ
の
他
は
基
本
的

に
全
て
直
義
の
管
轄
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
特
に
直
義
が
管
轄
し
た

所
領
安
堵
に
つ
い
て
、「
統
治
権
的
要
素
が
存
在
す
る
こ
と
は
指
摘

で
き
て
も
、
主
従
性
的
要
素
も
存
在
す
る
こ
と
を
“
完
全
に
”
否
定

す
る
の
は
困
難
」
で
あ
る
こ
と
、
尊
氏
の
恩
賞
充
行
に
も
統
治
権
的

な
要
素
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
、
軍

勢
催
促
状
・
感
状
の
発
給
や
御
家
人
統
制
、
洛
中
の
警
察
機
能
も
直

義
が
一
元
的
に
掌
握
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、「〔
佐
藤
の
「
二
頭

政
治
」
論
の
〕
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
研
究
段
階
に
来
て
い
る
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よ
う
に
思
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
は
、
尊
氏
が
保
持
し

た
権
限
が
恩
賞
充
行
で
あ
っ
た
の
は
、
建
武
政
権
を
踏
襲
し
た
も
の

だ
と
指
摘
し
、
後
醍
醐
天
皇
が
所
務
沙
汰
の
裁
許
権
や
所
領
安
堵
権

を
雑
訴
決
断
所
に
移
管
し
つ
つ
も
、
恩
賞
充
行
権
に
つ
い
て
は
自
ら

の
手
許
に
残
し
た
の
は
、
そ
れ
が
最
重
要
の
権
限
で
あ
り
、
武
士
に

具
体
的
な
利
益
を
与
え
て
報
い
る
こ
と
が
、
政
権
基
盤
を
固
め
る
た

め
の
最
大
の
政
策
課
題
だ
っ
た
か
ら
だ
と
す
る
。
そ
し
て
、
尊
氏
・

直
義
間
の
権
限
分
割
も
、
現
実
の
政
治
・
社
会
情
勢
に
基
づ
く
選
択

で
あ
り
、
支
配
理
念
や
思
想
的
な
信
念
と
は
無
関
係
と
見
て
い
る
。

さ
ら
に
、
恩
賞
充
行
は
「
既
存
の
所
領
秩
序
を
変
更
し
、
新
し
い
所

領
秩
序
を
生
み
出
す
機
能
」・「
変
革
で
あ
り
、
創
造
の
機
能
」
で
あ

り
、
所
務
沙
汰
裁
許
や
所
領
安
堵
は
、「
既
存
の
所
領
秩
序
を
維
持

す
る
機
能
」・「
保
守
で
あ
り
、
保
全
の
機
能
」
で
あ
っ
て
、
創
造
と

保
全
は
あ
ら
ゆ
る
政
治
権
力
に
求
め
ら
れ
る
二
大
要
素
で
あ
る
と
説

明
す
る
（
六
七
頁
～
七
四
頁
）。

　
佐
藤
の
権
力
二
元
性
論
か
ら
解
き
放
た
れ
る
段
階
が
来
て
い
る
、

と
い
う
著
者
の
指
摘
は
、
現
在
の
学
界
の
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
し
、
現
在
の
学
界
で
、
権
力
二
元
性
論
に
代
わ
る
新

た
な
理
念
型
が
積
極
的
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

理
念
型
を
示
す
こ
と
（
理
論
化
す
る
こ
と
）
に
対
し
て
、
学
界
が
禁

欲
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
著
者

も
ま
た
、『
室
町
幕
府
管
領
施
行
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』
な
ど
に
お
い

て
、
意
図
的
に
理
論
化
を
避
け
る
態
度
を
取
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、そ
の
著
者
が
、本
書
に
お
い
て
「
変
革
・
創
造
」・「
保

守
・
保
全
」
と
い
う
概
念
で
権
力
構
造
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
こ
と

は
、
挑
戦
的
な
試
み
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
概
念
で
は
、「
二
頭
政
治
」
期
の
権
限
分
割
が

十
分
に
説
明
で
き
な
い
可
能
性
も
あ
る
が
（
例
え
ば
、
軍
勢
催
促
を

「
保
守
・
保
全
」
と
捉
え
る
こ
と
に
は
、
評
者
は
抵
抗
を
感
じ
る
）、

著
者
の
今
後
の
研
究
に
大
き
く
期
待
し
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
評
者
自
身
は
、
佐
藤
の
権
力
二
元
性
論
は
今
な
お
極

め
て
魅
力
的
な
理
論
で
あ
り
、
そ
の
理
論
に
敬
意
を
払
い
つ
つ
、
よ

り
大
き
く
包
括
的
な
人
格
的
支
配
・
非
人
格
的
支
配
と
い
う
理
念
型

を
用
い
る
の
が
よ
い
（
人
格
的
支
配
の
核
と
な
る
の
が
恩
賞
充
行
で

あ
り
、
非
人
格
的
支
配
の
中
心
と
な
る
の
が
裁
許
で
あ
る
）
と
考
え

て
い
る
。
た
だ
し
、
本
来
人
格
的
支
配
に
属
し
た
も
の
が
非
人
格
的

支
配
に
移
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
統
治
機
構
が
成
熟
し
て
い
く
と

評
者
は
考
え
て
お
り
、
安
堵
や
軍
勢
催
促
、
祈
祷
命
令
な
ど
は
全
て
、

こ
の
人
格
的
支
配
か
ら
非
人
格
的
支
配
に
移
っ
て
い
く
も
の
・
移
っ

て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る）
（1
（

。

　
著
者
と
は
異
な
る
評
者
の
こ
の
見
方
は
、
東
島
誠
の
研
究
の
影
響

を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
が）
（（
（

、
東
島
が
示
し
て
き
た
よ
う
な
主
張

を
著
者
は
ど
う
受
け
止
め
ど
う
咀
嚼
し
て
い
る
の
か
、
是
非
そ
の
意

見
も
伺
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
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４

　
本
書
が
評
伝
で
あ
る
以
上
、
著
者
が
直
義
の
人
格
を
ど
の
よ
う
に

捉
え
て
い
る
か
、
そ
れ
は
何
を
根
拠
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
も
、
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
こ
の
点

を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
拙
い
書
評
を
終
え
た
い
と
思
う
。

　
著
者
が
直
義
の
人
格
に
関
し
て
最
初
に
注
目
す
る
の
は
、
尊
氏
・

直
義
兄
弟
が
妾
腹
の
出
身
で
あ
り
、
本
来
は
足
利
氏
の
家
督
を
継
承

す
る
資
格
は
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
嫡
流
の
夭
折
や
元
弘
の
戦

乱
を
経
て
権
力
の
中
枢
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
過
程
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
経
験
を
し
た
場
合
、
人
間
は
二
種

類
に
分
か
れ
る
も
の
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
、
望
外
の
幸
運
に
満
足
し

て
消
極
的
に
な
っ
て
冒
険
を
し
な
く
な
る
者
と
、
い
っ
そ
う
野
心
を

増
幅
さ
せ
て
大
出
世
に
邁
進
す
る
者
で
あ
る
」
と
し
、尊
氏
を
前
者
、

直
義
を
後
者
と
捉
え
て
い
る
。
著
者
は
、
本
書
の
中
で
一
貫
し
て
、

こ
れ
ま
で
「
複
雑
怪
奇
で
理
解
不
能
」
と
言
わ
れ
て
き
た
尊
氏
の
行

動
を
、
こ
の
「
幸
運
に
満
足
し
て
消
極
的
」
と
い
う
見
方
で
捉
え
よ

う
と
試
み
て
い
る
。
一
方
、
直
義
に
つ
い
て
は
、「
現
状
に
満
足
し

て
消
極
的
な
高
氏
を
強
引
に
引
っ
張
っ
て
、
室
町
幕
府
樹
立
を
事
実

上
主
導
す
る
」
人
物
と
し
て
、描
か
れ
て
行
く
（
一
二
頁
～
一
三
頁
）。

　
著
者
は
ま
た
、「
本
来
の
直
義
は
明
る
い
性
格
で
多
弁
で
冗
談
好

き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」・「
末
っ
子
ら
し
い
甘
え
ん
坊
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
」・「
厳
格
な
直
義
の
政
治
姿
勢
は
、
室
町
幕
府
が
発

足
し
て
政
務
を
執
る
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
後
天
的
に
形
成
さ
れ
た
よ

う
に
筆
者
に
は
思
え
る
」・「
家
柄
に
よ
ら
な
い
徹
底
的
な
実
力
主
義
」

な
ど
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
最
後
の
実
力
主
義
は
、
直
義
の
性
格

の
特
徴
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
た
「
伝
統
的
権
威
を
尊
重
す
る
」
姿
勢

と
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、著
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
能
力
を
重
視
す
る
方
が
本
来
の
直
義
の
姿
勢
」
と
し
て
い
る
（
七
六

頁
～
七
九
頁
）。
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
直
義
の
姿
は
、
例
え
ば

羽
下
徳
彦
が
「
己
れ
に
も
他
に
も
厳
し
い
人
物
」・「
勤
直
で
あ
り
、

身
を
持
す
る
こ
と
に
お
い
て
自
他
に
厳
し
く
、
設
定
し
た
目
標
に
対

し
て
は
妥
協
す
る
こ
と
な
く
行
動
し
て
行
く
人
間
」・「
恐
ら
く
物
静

か
で
あ
ろ
う
が
、
舌
鋒
は
鋭
く
、
近
付
き
に
く
い
人
間
」
と
評
し
た

の
と
は
大
き
く
異
な
る
、
新
た
な
直
義
像
の
提
案
で
あ
る
と
言
え
よ

う）
（1
（

。
　
中
世
を
生
き
た
人
物
の
人
格
を
考
察
す
る
こ
と
は
そ
も
そ
も
相
当

に
難
解
で
あ
ろ
う
が
、
著
者
の
描
く
直
義
の
人
物
像
（
さ
ら
に
は
尊

氏
・
師
直
の
人
物
像
）
は
人
間
く
さ
く
、
身
近
と
も
い
え
る
雰
囲
気

で
描
か
れ
て
い
る
。
本
書
が
そ
も
そ
も
一
般
書
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
こ
と
に
立
ち
返
っ
た
時
、
歴
史
上
の
登
場
人
物
を
単
純
な
善
玉
・

悪
玉
と
決
め
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
行
動
や
人
格
に
常
に
矛
盾

や
苦
悩
を
抱
え
、
ま
た
時
代
や
立
場
と
と
も
に
そ
の
人
格
を
変
化
さ

せ
て
い
く
も
の
と
し
て
描
く
著
者
の
見
方
は
、
共
感
で
き
ま
た
好
感
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史
苑
（
第
七
七
巻
第
二
号
）

が
持
て
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
視
点
で
描
か
れ

た
新
し
い
直
義
の
人
物
像
は
、
歴
史
の
魅
力
を
一
般
読
者
に
伝
え
る

と
い
う
点
で
も
、
研
究
者
に
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
視
点
を

提
供
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、
成
功
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
著
者
の
描
く
直
義
の
人
物
像
に
、
明
確
な
史
料
上
の
根

拠
が
乏
し
い
点
は
、
や
や
残
念
に
思
わ
れ
た
。
著
者
の
今
後
の
研
究

に
よ
っ
て
、
よ
り
多
く
の
史
料
が
示
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

　
以
上
、
一
般
読
者
・
研
究
者
を
問
わ
ず
、
南
北
朝
政
治
史
に
関
心

が
あ
る
方
に
と
っ
て
必
読
の
書
で
あ
る
と
言
え
る
本
書
に
対
し
て
、

評
者
自
身
の
浅
学
を
棚
上
げ
し
て
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
所
感
を
述
べ

て
き
た
。
評
者
の
力
量
不
足
に
よ
り
、
著
者
の
意
図
を
十
分
に
汲
め

な
か
っ
た
部
分
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ご
海
容
を
い
た
だ
け
れ
ば

幸
い
で
あ
る
。

註（１
）
亀
田
俊
和
『
室
町
幕
府
管
領
施
行
シ
ス
テ
ム
の
研
究
』（
思
文
閣
出

版
、
二
〇
一
三
年
）。

（
２
）
亀
田
俊
和
『
高
師
直 

室
町
新
秩
序
の
創
造
者
』（
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
五
年
）。

（
３
）
森
茂
暁
『
足
利
直
義 

兄
尊
氏
と
の
対
立
と
理
想
国
家
構
想
』（
角

川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。

（
４
）
佐
藤
進
一
『
日
本
の
歴
史
９
　
南
北
朝
の
動
乱
』（
中
央
公
論
社
、

一
九
六
五
年
）。

（
５
）
黒
田
日
出
男
『
国
宝
神
護
寺
三
像
と
は
何
か
』（
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
一
二
年
）
二
四
一
頁
。

（
６
）
佐
藤
進
一
「
室
町
幕
府
開
創
期
の
官
制
体
系
」・「
室
町
幕
府
論
」『
日

本
中
世
史
論
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
）
所
収
。
前
者
の
初
出

は
一
九
六
〇
年
、
後
者
は
一
九
六
三
年
。

（
７
）桃
崎
有
一
郎「
建
武
政
権
論
」『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
７
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
）
所
収
、
六
四
～
六
六
頁
。

（
８
）
註
４
前
掲
書 

佐
藤
進
一
『
日
本
の
歴
史
９
　
南
北
朝
の
動
乱
』（
中

央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
）。

（
９
）
花
田
卓
司
「
観
応
・
文
和
年
間
に
お
け
る
室
町
幕
府
軍
事
体
制
の

転
換
」（『
立
命
館
文
学
』
六
二
四
号
、
二
〇
一
二
年
）。

（
10
）
神
野
潔
「
足
利
尊
氏
寄
進
状
・
足
利
直
義
祈
祷
御
教
書
を
素
材
と

す
る
、
権
力
二
元
性
論
に
対
す
る
若
干
の
提
案
」（
岡
野
友
彦
編
『
平

成
二
三
年
度
～
平
成
二
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告

書 

基
盤
研
究
（
Ｃ
） 

古
文
書
学
の
再
構
築
―
文
字
列
情
報
と
非
文
字

列
情
報
の
融
合
―
』
所
収
、
二
〇
一
四
年
）。

（
11
）
例
え
ば
、
東
島
誠
『
選
書
日
本
中
世
史
２
自
由
に
し
て
ケ
シ
カ
ラ

ン
人
々
の
世
紀
』
第
一
部
Ｖ
（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
12
）
羽
下
徳
彦
「
足
利
直
義
の
立
場
―
そ
の
三
　
足
利
直
義
・
私
論
―
」

『
中
世
日
本
の
政
治
と
史
料
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
所
収
、

二
〇
〇
～
二
〇
一
頁
。
初
出
は
一
九
九
四
年
。

（
東
京
理
科
大
学
理
学
部
准
教
授
）


