
－  254  －－  255  －

一
　

　
世
は
室
町
時
代
史
ブ
ー
ム
で
あ
る
。
巷
間
に
は
、
も
と
も
と
戦
国

武
将
や
中
世
城
郭
・
局
地
的
な
合
戦
に
興
味
を
抱
く
コ
ア
な
フ
ァ
ン

層
は
存
在
し
た
が
、
近
年
の
特
徴
は
、
複
雑
な
政
治
的
背
景
を
十
分

に
踏
ま
え
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
戦
乱
を
扱
っ
た
著
作
に
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
が
相
次
い
で
い
る
こ
と
だ
。
近
い
と
こ
ろ
で
は
『
応
仁
の
乱

―
戦
国
時
代
を
生
ん
だ
大
乱
』［
呉
座
　
二
〇
一
六
］・『
観
応
の
擾

乱
―
室
町
幕
府
を
二
つ
に
裂
い
た
足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
の
戦
い
』

［
亀
田
　
二
〇
一
七
］
が
あ
る
。
そ
し
て
建
武
政
権
崩
壊
の
引
き
金

と
な
っ
た
東
国
の
騒
擾
を
描
い
た
『
中
先
代
の
乱
―
北
条
時
行
、
鎌

倉
幕
府
再
興
の
夢
』［
鈴
木
　
二
〇
二
一
］
ま
で
も
が
一
般
書
と
し

て
刊
行
さ
れ
、
順
調
な
売
れ
行
き
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
の
著
作
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
日
本
史
上
の
著

名
な
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い

の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
信
長
・
秀
吉
・
家
康
と
い
っ
た
有
名
人

が
活
躍
す
る
ず
っ
と
前
の
時
代
で
あ
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で

も
『
太
平
記
』（
一
九
九
一
年
放
送
）
や
『
花
の
乱
』（
一
九
九
四
年

放
送
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
源
平
・
戦
国
・
幕

末
モ
ノ
が
繰
り
返
し
映
像
作
品
化
さ
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
時
代
を

描
い
た
の
は
上
記
の
二
作
の
み
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
こ
の
時

代
は
け
っ
し
て
メ
ジ
ャ
ー
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
だ
が
、
そ
れ
が

平
成
時
代
の
後
期
に
い
た
り
、
に
わ
か
に
脚
光
を
浴
び
た
の
は
、
そ

れ
だ
け
で
も
現
代
日
本
の
思
想
史
的
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す

る
私
見
は
後
述
す
る
と
し
て
、
右
に
掲
げ
た
近
年
の
話
題
書
の
す
べ

て
に
お
い
て
主
要
人
物
と
し
て
登
場
す
る
の
が
、
各
地
の
有
力
武
家

の
盟
主
と
し
て
将
軍
職
を
継
承
し
た
足
利
氏
で
あ
る
。
よ
く
も
悪
く

も
、
中
世
に
起
き
た
〝
日
本
史
の
教
科
書
レ
ヴ
ェ
ル
〟
の
著
名
な
戦

乱
に
は
、
足
利
氏
と
そ
の
係
累
が
直
接
／
間
接
に
関
わ
っ
て
い
る

ケ
ー
ス
が
多
い
。
逆
に
、
足
利
氏
は
傀
儡
に
過
ぎ
ず
、
実
権
は
そ
の

時
々
の
有
力
者
に
奪
わ
れ
て
い
た
と
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
イ
メ
ー
ジ
も

根
強
く
あ
る
。

書
　
評

谷
口
　
雄
太 

『〈
武
家
の
王
〉
足
利
氏
―
戦
国
大
名
と
足
利
的

秩
序
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
一
年
）

室
井
　
康
成
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こ
の
よ
う
に
、
そ
の
知
名
度
の
高
さ
に
反
し
て
、
と
ら
え
ど
こ
ろ

の
な
い
立
ち
位
置
に
あ
る
足
利
氏
だ
が
、
そ
れ
が
室
町
時
代
を
通
じ

て
、
た
と
え
名
目
上
で
は
あ
っ
て
も
武
家
社
会
の
頂
点
に
君
臨
し
つ

づ
け
た
の
は
、考
え
て
み
る
と
不
思
議
で
あ
る
。
そ
の
謎
の
解
明
に
、

当
時
の
武
家
連
中
か
ら
看
取
さ
れ
る
「
共
通
価
値
」
と
い
う
視
点
か

ら
迫
っ
た
の
が
谷
口
雄
太
氏
の
新
著
『〈
武
家
の
王
〉
足
利
氏
―
戦

国
大
名
と
足
利
的
秩
序
』（
以
下
、
本
書
）
で
あ
る
。
ま
ず
は
本
書

の
章
立
て
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

・
な
ぜ
、
足
利
氏
は
続
い
た
か
―
プ
ロ
ロ
ー
グ

・
共
通
利
益
と
共
通
価
値
（
力
の
体
系
・
利
益
の
体
系
・
価
値
の
体

系
／
戦
国
期
の
将
軍
と
大
名
）

・
足
利
絶
対
観
の
形
成
（
上
か
ら
の
努
力
／
下
か
ら
の
支
持
／
権
威

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）

・
確
立
す
る
足
利
的
秩
序（
足
利
一
門
の
基
礎
知
識
／
足
利
一
門
か
、

足
利
一
門
以
外
か
／
足
利
一
門
に
な
る
と
い
う
こ
と
）

・
な
ぜ
、
足
利
氏
は
滅
び
た
か
（
足
利
の
血
統
の
価
値
低
下
／
上
か

ら
の
改
革
）

・
足
利
時
代
再
考
―
エ
ピ
ロ
ー
グ

　
谷
口
氏
に
は
、
す
で
に
同
様
の
テ
ー
マ
で
書
か
れ
た
大
部
の
専
門

書
『
中
世
足
利
氏
の
血
統
と
権
威
』［
谷
口
　
二
〇
一
九
］
が
あ
る

が
、
本
書
は
さ
な
が
ら
、
そ
の
内
容
を
一
般
向
け
に
書
き
改
め
た
入

門
書
の
よ
う
な
趣
を
呈
し
て
い
る
。
以
下
、
本
書
の
独
創
的
な
視
点

に
つ
い
て
少
し
く
論
評
し
て
い
く
が
、
評
者
の
専
門
は
民
俗
学
で
あ

り
、
本
書
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
研
究
動
向
を
十
分
に
把
握
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
的
外
れ
な
指
摘
を
す
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
の
点
は
あ
ら
か
じ
め
ご
海
容
を
願
い
た
い
。

　二
　

　
本
書
に
よ
る
と
、
巷
間
で
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
〝
足
利
将

軍
無
力
論
〟
は
、
近
年
の
歴
史
学
で
は
徐
々
に
修
正
さ
れ
て
い
る
よ

う
だ
。
そ
の
代
表
的
業
績
と
し
て
著
者
が
挙
げ
る
の
が
、
山
田
康
弘

の
研
究
で
あ
る
［
山
田
　
二
〇
一
一
］。

　
山
田
は
、
群
雄
割
拠
の
室
町
時
代
を
通
じ
て
足
利
氏
が
将
軍
家
で

あ
り
続
け
た
の
は
、
足
利
政
権
を
下
支
え
す
る
各
地
の
武
家
に
と
っ

て
、
足
利
氏
の
存
在
そ
の
も
の
に
利
用
価
値
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
す

る
。
具
体
例
と
し
て
は
、
戦
国
大
名
ど
う
し
の
停
戦
調
停
に
、
将
軍

か
ら
発
出
さ
れ
る
御
内
書
な
ど
が
効
力
を
発
揮
し
た
こ
と
や
、
あ
の

織
田
信
長
が
、
亡
命
中
の
足
利
義
昭
を
奉
じ
る
こ
と
で
上
洛
を
果
た

し
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
足
利
氏
は
将
軍
と
し
て
の
「
権
威
」
を
、
各
地
の
武
家

は
種
々
の
「
実
利
」
を
得
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
両
者
は
相
互
に
利
用
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『〈
武
家
の
王
〉
足
利
氏
―
戦
国
大
名
と
足
利
的
秩
序
』（
室
井
）

価
値
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
著
者
は
、こ
の
視
点
が
「
将
軍
（
幕

府
）
を
国
際
連
合
の
よ
う
な
存
在
と
位
置
づ
け
」、「
ひ
と
つ
の
日
本
」

を
志
向
す
る
武
家
社
会
の
依
代
だ
っ
た
こ
と
を
描
出
し
た
と
し
て
高

く
評
価
し
（
二
五
頁
）、
こ
う
し
た
関
係
性
を
生
じ
さ
せ
た
何
事
か

を
「
共
通
利
益
」
と
呼
ぶ
（
六
頁
）。

　
要
す
る
に
、
近
年
の
歴
史
学
に
お
け
る
足
利
氏
の
イ
メ
ー
ジ
の
転

換
は
、
こ
の
「
共
通
利
益
」
へ
の
積
極
的
評
価
に
基
づ
く
も
の
だ

が
、
同
時
代
の
史
料
を
広
く
み
て
い
く
と
、
将
軍
足
利
氏
の
意
向
を

リ
ジ
ェ
ク
ト
す
る
武
家
勢
力
も
確
実
に
存
在
し
た
。
も
っ
と
も
、
従

前
の
室
町
時
代
史
研
究
は
、
こ
う
し
た
「
共
通
利
益
」
の
域
外
に
位

置
す
る
大
名
や
国
人
領
主
の
自
立
性
に
フ
ォ
ー
カ
ス
す
る
方
向
で
進

め
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
共
通
利
益
」
だ
け

で
は
足
利
氏
の
特
異
な
立
ち
位
置
を
説
明
し
き
れ
な
い
こ
と
は
言
を

俟
た
な
い
。
著
者
の
言
う
よ
う
に
、
足
利
氏
は
「
共
通
利
益
」
と
い

う
面
で
は
「
無
力
で
は
な
か
っ
た
」
が
、
す
べ
て
の
局
面
に
お
い
て

「
有
力
で
も
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
（
二
～
四
頁
）。

　
そ
こ
で
著
者
が
注
目
す
る
の
が
、「
わ
れ
わ
れ
（
国
家
・
共
同
体
）

を
結
び
つ
け
る
糸
で
は
あ
る
が
、
通
常
目
に
は
見
え
な
い
、
不
可
視

で
透
明
な
存
在
」
で
あ
り
、
足
利
氏
を
頂
点
と
し
て
、
そ
の
下
に
連

な
る
武
家
た
ち
の
力
関
係
を
整
除
し
、
秩
序
づ
け
た
価
値
観
で
あ
る

（
二
九
頁
）。
こ
れ
こ
そ
本
書
が
追
い
求
め
た
「
共
通
価
値
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

三　
ま
た
、
本
書
に
よ
る
と
、
件
の
「
共
通
価
値
」
の
成
立
要
件
と
し

て
は
、「
何
よ
り
も
ま
ず
足
利
氏
で
あ
る
と
い
う
血
統
（
象
徴
性
・

正
統
性
）
そ
の
も
の
が
重
要
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
血

統
に
連
な
る
人
々
（
異
姓
の
分
家
筋
も
含
む
）
を
「
貴
種
」
と
し
て

特
別
視
し
、
彼
ら
を
上
位
に
推
戴
す
べ
し
と
す
る
武
家
連
中
の
序
列

意
識
が
、
足
利
将
軍
家
を
一
五
代
ま
で
在
位
せ
し
め
て
き
た
と
い
う

の
で
あ
る
。こ
れ
を
本
書
で
は「
足
利
的
秩
序
」と
呼
ん
で
い
る（
三
一

頁
）。
言
を
換
え
れ
ば
、そ
れ
は
「
血
統
」
こ
そ
が
権
威
の
源
泉
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
、
本
書
が
足
利
氏
を
「
武

家
の
王
」
と
表
現
し
た
こ
と
に
、私
と
し
て
特
段
の
違
和
感
は
な
い
。

　
問
題
は
、
か
か
る
「
共
通
価
値
」
が
形
成
さ
れ
た
時
期
と
契
機
で

あ
る
。

　
ま
ず
時
期
に
つ
い
て
は
、
足
利
尊
氏
に
よ
る
室
町
幕
府
創
生
か
ら

約
半
世
紀
以
上
が
経
過
し
た
三
代
将
軍
・
義
満
の
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
ろ
ま
で
に
、足
利
氏
が
「
対
抗
可
能
な
存
在
」（
相
対
的
存
在
）

か
ら
「
武
家
の
王
と
し
て
の
存
在
」（
絶
対
的
存
在
）
へ
と
変
化
し
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
面
で
も
、
足
利
氏
が
源
氏
の
嫡
流
ゆ
え
に
武
家
の

棟
梁
た
り
う
る
と
す
る
観
念
が
成
立
し
た
と
い
う（
三
八
～
四
二
頁
）。

　
ま
た
契
機
に
つ
い
て
は
、
各
地
の
武
家
の
中
で
、
単
独
で
は
足
利

氏
へ
の
対
抗
が
不
可
能
で
あ
る
と
の
理
解
が
広
ま
っ
た
こ
と
で
あ
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る
。
こ
れ
は
足
利
氏
サ
イ
ド
が
と
っ
た
「
暴
力
で
も
っ
て
ラ
イ
バ
ル

を
圧
倒
し
服
属
・
沈
黙
さ
せ
」、
そ
し
て
「
足
利
氏
に
挑
戦
す
る
と

い
う
発
想
そ
の
も
の
を
相
手
の
脳
内
か
ら
永
遠
に
消
し
去
る
」
と
い

う
戦
略
が
奏
功
し
た
結
果
と
さ
れ
る
が
（
四
二
頁
）、
そ
の
エ
ポ
ッ

ク
メ
イ
キ
ン
グ
と
な
っ
た
事
件
と
し
て
、
著
者
は
足
利
義
満
の
治
世

下
で
発
生
し
た
「
小
山
義
政
の
乱
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
の
戦
乱
は
、天
授
六
年
／
康
暦
二
年（
一
三
八
〇
）に
小
山
城（
栃

木
県
小
山
市
城
山
町
）
主
の
小
山
義
政
が
、
関
東
公
方
・
足
利
氏
満

に
対
し
て
起
こ
し
た
も
の
で
、
約
二
年
後
に
義
政
の
自
害
に
よ
っ
て

収
束
し
た
。
小
山
氏
と
そ
の
同
族
の
結
城
氏
は
、
藤
原
秀
郷
流
を
称

す
る
関
東
の
名
族
で
、
鎌
倉
時
代
か
ら
幕
府
に
対
し
、
足
利
氏
と
同

等
の
礼
遇
を
求
め
る
な
ど
、
元
来
足
利
氏
を
武
家
の
棟
梁
と
し
て
は

認
め
な
い
立
場
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
小
山
義
政
の
没
落
以
降
、
結
城

氏
は
本
姓
を
捨
て
去
り
、
足
利
氏
と
同
じ
源
姓
を
名
乗
り
は
じ
め
る

の
で
あ
る
（
六
〇
頁
）。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
地
方
の
名
族
が
足
利
氏

の
威
光
に
服
し
、「
足
利
的
秩
序
」
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

　
そ
の
後
も
、
足
利
氏
や
幕
府
を
め
ぐ
っ
て
は
、
室
町
時
代
を
通
じ

て
反
乱
・
騒
擾
事
件
が
相
次
い
だ
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、「
足
利
」

姓
を
名
乗
る
誰
か
を
推
戴
す
る
か
た
ち
で
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
応
永
六
年
（
一
三
九
九
）
の
「
応
永
の
乱
」
は
大
内
義
弘
が
足

利
満
兼
を
、
応
永
二
三
年
（
一
四
一
六
）
の
「
上
杉
禅
秀
の
乱
」
は

上
杉
禅
秀
が
足
利
満
隆
・
足
利
持
仲
を
、
嘉
吉
元
年
（
一
四
四
一
）

の
「
嘉
吉
の
乱
」
は
赤
松
満
祐
が
足
利
義
尊
を
旗
頭
に
立
て
た
。
そ

し
て
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
勃
発
し
た
「
応
仁
の
乱
」
で
は
、

二
派
に
分
裂
し
た
勢
力
が
そ
れ
ぞ
れ
足
利
義
視
・
足
利
義
尚
を
自
陣

営
に
取
り
込
む
こ
と
で
、
そ
の
正
当
性
を
発
揚
し
た
の
で
あ
る
。

　
如
上
の
構
図
は
東
国
で
も
変
わ
ら
な
い
。
か
つ
て
足
利
氏
と
同
格

を
自
任
し
て
い
た
結
城
氏
で
さ
え
、永
享
一
二
年（
一
四
四
〇
）の「
結

城
合
戦
」
で
は
、
鎌
倉
公
方
・
足
利
持
氏
の
遺
児
を
擁
し
て
幕
府
に

軍
事
抵
抗
を
試
み
た
。
そ
の
後
、
群
雄
割
拠
と
な
っ
た
関
東
地
方
で

は
、
戦
国
大
名
化
し
た
各
地
の
武
家
が
、
そ
の
軍
事
行
動
の
口
実
と

し
て
古
河
公
方
・
足
利
氏
へ
の
助
力
を
掲
げ
る
よ
う
に
な
る
。

　
本
書
の
白
眉
は
、
こ
う
し
た
室
町
時
代
中
期
以
前
の
戦
乱
の
分
析

か
ら
、
各
地
の
武
家
の
中
に
「
足
利
氏
に
対
抗
で
き
る
者
は
か
た
ち

の
う
え
で
は
も
は
や
別
の
足
利
氏
だ
け
」
と
い
う
価
値
観
、
つ
ま
り

「「
足
利
」
対
「
他
氏
」
な
ど
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
観
念
が
定
着
し

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
（
五
七
頁
）。
つ
ま

り
足
利
氏
は
、
武
家
に
と
っ
て
倒
す
対
象
で
は
な
く
な
っ
た
の
だ
。

そ
の
根
底
に
は
、
足
利
氏
の
「
血
統
」
を
裏
付
け
と
し
、
そ
の
係
累

を
「
貴
種
」
と
し
て
絶
対
視
す
る
「
共
通
価
値
」
の
生
成
が
あ
っ
た
。

こ
の
点
こ
そ
、
足
利
将
軍
家
や
そ
の
連
枝
の
家
系
（
た
と
え
ば
古
河

公
方
・
足
利
氏
）
が
断
絶
し
な
か
っ
た
理
由
で
あ
り
、
同
時
代
の
足

利
氏
を
「
武
家
の
王
」
と
呼
び
う
る
所
以
で
あ
る
。
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四　
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
本
書
に
対
し
て
は
、
足
利
氏
を
「
武
家
の

王
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い
る
［
君
塚

二
〇
二
一
］。
た
し
か
に
本
書
に
は
、
同
時
代
に
政
治
的
・
制
度
的

に
厳
然
た
る
「
王
」
と
し
て
存
在
し
た
天
皇
と
将
軍
・
足
利
氏
と
の

関
係
性
が
詳
述
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
当
時
の
武
家
に
と
っ
て
、

足
利
氏
が
殲
滅
し
て
そ
の
権
力
を
奪
取
す
べ
き
存
在
で
は
な
く
、
む

し
ろ
担
い
で
奉
じ
る
「
玉
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
点
を
明
ら
か

に
し
た
の
が
本
書
で
あ
り
、
そ
う
し
た
属
性
は
「
王
」
た
る
天
皇
の

位
置
づ
け
と
似
通
う
も
の
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
で
い
う

「
武
家
の
王
」
と
は
分
析
概
念
な
の
だ
が
、
本
書
の
中
で
、
こ
の
点

に
関
す
る
説
明
が
も
う
少
し
あ
れ
ば
、
語
用
を
め
ぐ
る
誤
解
は
避
け

ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
私
は
、
著
者
が
足
利
氏
を
「
武
家
の
王
」
と

称
し
た
こ
と
に
特
段
の
違
和
感
は
抱
か
な
い
が
、
む
し
ろ
気
に
な
っ

た
の
は
、
本
書
で
足
利
氏
が
「
武
家
の
王
」
で
あ
る
こ
と
を
根
底
に

お
い
て
担
保
し
た
と
さ
れ
る
「
血
統
」
に
つ
い
て
の
理
解
で
あ
る
。

こ
れ
も
「
血
統
」
と
し
か
表
現
で
き
な
い
観
念
が
あ
っ
た
と
仮
定
し

な
け
れ
ば
、
な
ぜ
同
一
の
氏
族
が
長
年
に
わ
た
り
「
貴
種
」
扱
い
さ

れ
た
の
か
と
い
う
同
時
代
の
状
況
を
把
握
で
き
な
い
こ
と
は
、
私
も

首
肯
で
き
る
。

　
だ
が
、
こ
れ
も
分
析
概
念
で
あ
る
こ
と
に
注
意
喚
起
を
促
さ
な
い

と
、あ
ら
ぬ
誤
解
を
招
く
き
ら
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
私
が「
武

家
の
王
」
よ
り
も
「
血
統
」
の
語
用
の
ほ
う
が
よ
り
重
要
だ
と
考
え

る
の
は
、
今
日
の
日
本
で
は
「
武
家
」
も
「
王
」
も
完
全
な
歴
史
用

語
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
語
は
「
血
統
書
」
や
「
良
血
統
」
の
よ

う
に
、
現
在
で
も
使
用
さ
れ
る
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
贅
言
す
る
ま
で
も
な
く
、「
血
統
」
と
は
先
祖
か
ら
子
孫
に
ま
で

同
じ
成
分
の
血
液
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
系
譜

的
観
念
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
〝
血
が
つ
な
が
っ
て
い
る
〟
と
い
う

意
味
で
の
家
族
・
親
族
の
生
物
学
的
根
拠
だ
と
見
な
さ
れ
る
場
合
が

多
い
。
親
等
の
遠
近
も
「
血
が
濃
い
」「
血
が
離
れ
て
い
る
」
と
い
っ

た
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
ろ
う
。

　
問
題
は
、
そ
う
し
た
観
念
が
、
本
書
が
対
象
と
す
る
時
代
に
す
で

に
存
在
し
た
の
か
否
か
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
関
連
す
る
分

野
で
多
く
の
研
究
業
績
の
あ
る
歴
史
学
者
・
西
田
知
己
の
議
論
に
寄

り
添
い
な
が
ら
述
べ
る
と
、
室
町
時
代
の
段
階
で
は
「
血
統
」
と
い

う
観
念
は
成
立
し
て
い
な
い［
西
田
　
二
〇
二
一
］。西
田
に
よ
る
と
、

「
血
の
継
承
」
と
い
う
考
え
方
自
体
は
中
世
の
西
洋
社
会
で
培
養
さ

れ
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
と
も
に
日
本
に
伝
来
し
た
可
能
性
が
高

い
と
い
う
［
同
上
　
九
二
頁
］。
ゆ
え
に
、
尊
属
と
卑
属
に
は
同
じ

成
分
の
「
血
」
が
流
れ
て
い
る
と
い
う
今
日
一
般
的
な
観
念
は
、
日

本
の
場
合
は
中
世
後
期
以
降
、具
体
的
に
は
徳
川
時
代
に
洗
練
さ
れ
、
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広
く
世
に
定
着
し
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
し
て
「
血
統
」
と
い
う

用
語
が
登
場
す
る
の
は
、
さ
ら
に
後
の
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）

に
刊
行
さ
れ
た
『
大
日
本
帝
国
憲
法
義
解
』
だ
と
さ
れ
る
［
同
上
　

二
八
四
頁
］。

　
翻
っ
て
、
中
世
日
本
の
「
血
」
を
め
ぐ
る
観
念
に
つ
い
て
は
、
病

気
や
怪
我
に
よ
る
出
血
が
「
死
」
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
や
、
室
町
時

代
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
血
盆
経
』
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、

こ
れ
を
「
穢
れ
」
と
認
識
す
る
向
き
が
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、当
時
の
人
々
が
「
穢
れ
」
で
あ
る
血
液
そ
の
も
の
を
、

生
命
力
の
根
源
や
、
あ
る
い
は
尊
属
・
卑
属
の
生
物
学
的
連
続
性
の

根
拠
と
し
て
認
識
す
る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
、
む
し
ろ
「
も
っ
ぱ
ら
忌

み
嫌
わ
れ
る
対
象
」［
同
上
　
七
頁
］
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と

み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
「
血
統
」
は
、
す
ぐ
れ
て
近
代

的
な
用
語
・
概
念
だ
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
期
に
、
親
の
身
体
の
一
部
が
子
に
継
承
さ

れ
る
と
い
う
考
え
方
じ
た
い
が
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で

は
な
い
。
そ
れ
は
「
骨
肉
」
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
そ
の
継
承
の
さ

ま
を
表
現
す
る
用
語
と
し
て
は
「
筋
」
や
「
筋
目
」
が
使
用
さ
れ
て

い
た
と
さ
れ
る
［
同
上
　
三
一
―
三
二
頁
］。
し
て
み
る
と
、
本
書

で
も
「
足
利
的
秩
序
」
の
正
当
性
は
、
同
じ
「
骨
肉
」
を
継
承
し
た

足
利
氏
の
「
筋
目
」
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
記
す

べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
個
人
的
に
は
思
っ
た
。

五　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
生
物
学
的
に
同
質
と
見
な
さ
れ
た
一
つ
の
家
筋

が
「
貴
種
」
視
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
足
利
氏
は
独
特
の
立
場
性
を

構
築
し
た
。
そ
う
な
る
と
、
足
利
氏
か
ら
分
か
れ
た
「
足
利
一
門
」

の
武
家
も
ま
た
、
多
か
れ
少
な
か
れ
「
貴
種
」
扱
い
さ
れ
る
の
は
半

ば
必
然
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
と
〝
本
家
〟
た
る
足
利
氏
と
の
系
譜
的
距

離
の
違
い
に
よ
り
、「
足
利
一
門
」
に
連
な
る
武
家
た
ち
は
相
互
に

序
列
化
さ
れ
、
こ
れ
が
「
足
利
的
秩
序
」
を
維
持
す
る
た
め
の
直
接

的
な
基
盤
と
な
り
、
幕
府
執
政
の
屋
台
骨
を
支
え
る
こ
と
に
な
る
。

本
書
に
よ
る
と
、
室
町
幕
府
の
高
官
を
輩
出
し
た
細
川
・
山
名
・
畠

山
・
吉
良
・
斯
波
な
ど
の
各
氏
は
、
お
し
な
べ
て
「
足
利
一
門
」
で

あ
り
、
佐
々
木
・
大
内
と
い
っ
た
「
非
足
利
一
門
」
の
武
家
た
ち
よ

り
も
「
優
越
す
る
儀
礼
的
身
分
・
格
式
を
得
て
い
た
」（
一
〇
〇
頁
）

と
い
う
。
こ
う
し
た
傾
向
は
各
地
に
下
向
し
た
武
家
た
ち
の
間
に
も

み
ら
れ
、
た
と
え
ば
戦
国
期
の
東
北
地
方
で
は
、
最
上
・
天
童
・
畠

山
と
い
っ
た
「
足
利
一
門
」
と
見
な
さ
れ
た
武
家
は
、
伊
達
・
葛
西
・

南
部
な
ど
の
「
非
足
利
一
門
」
の
有
力
国
人
よ
り
も
一
等
上
位
に
置

か
れ
た
と
い
う
（
一
一
八
頁
）。

　
要
す
る
に
、
室
町
幕
府
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
中
央
／
地
方
を
問
わ

ず
「
足
利
一
門
」
の
権
威
に
よ
っ
て
実
現
し
て
い
た
と
い
え
る
。
本

書
で
は
じ
め
て
知
り
え
た
の
だ
が
、
し
ば
し
ば
初
代
将
軍
・
足
利
尊
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氏
の
ラ
イ
バ
ル
と
目
さ
れ
る
新
田
義
貞
も
、実
は
「
足
利
一
門
」
だ
っ

た
と
い
う
（
八
四
～
八
六
頁
）。
そ
う
な
る
と
、〝
本
家
〟
た
る
尊
氏

と
〝
一
門
〟
に
過
ぎ
な
い
義
貞
と
の
間
に
は
歴
然
と
し
た
家
格
の
差

が
あ
り
、
端
か
ら
喧
嘩
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
両
者
を

永
遠
の
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
描
い
た
の
は
『
太
平
記
』
か
ら
派
生
し
た

〝
講
談
的
歴
史
語
り
〟
で
あ
る
と
も
い
え
、
著
者
は
そ
の
「
太
平
記

史
観
」
の
超
越
を
強
く
訴
え
て
い
る
（
八
八
頁
）。

　
と
こ
ろ
で
、か
か
る
「
足
利
的
秩
序
」
は
、当
の
足
利
氏
の
側
が
「
足

利
一
門
」以
外
の
武
家
を
恃
ん
だ
こ
と
で
潰
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、

一
三
代
将
軍
・
足
利
義
輝
が
三
好
長
慶
や
松
永
久
秀
を
、
一
五
代
将

軍
・
足
利
義
昭
が
織
田
信
長
の
力
を
頼
っ
て
権
力
維
持
を
企
図
し
た

も
の
の
、
彼
ら
は
逆
に
そ
の
相
手
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
足
利
将
軍
に
よ
る
「「
力
」
さ
え
あ

れ
ば
、「
血
」
は
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
血
統
軽
視
策
が
足
利
の
血

統
の
価
値
低
下
を
引
き
起
こ
す
の
は
自
明
」
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る

（
一
五
二
―
一
五
三
頁
）。
つ
ま
り
室
町
時
代
の
終
焉
は
、
当
の
足
利

氏
自
身
が
招
い
た
椿
事
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
譜
代
大
名
の

合
議
に
よ
り
施
政
方
針
を
決
定
し
て
い
た
江
戸
幕
府
が
、
黒
船
来
航

を
機
に
外
様
大
名
を
幕
政
に
参
画
さ
せ
た
結
果
、
か
え
っ
て
そ
の
寿

命
を
縮
め
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。「
歴
史
は
繰
り
返
す
」
と
い
う

諺
言
は
安
易
に
使
い
た
く
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
そ
の
よ
う
に
映
じ

て
し
ま
う
。

六　
以
上
の
よ
う
に
、本
書
は
件
の
「
共
通
価
値
」
論
を
切
り
口
と
し
て
、

従
前
の
足
利
氏
の
評
価
、
も
っ
と
い
え
ば
室
町
時
代
の
イ
メ
ー
ジ
そ

の
も
の
の
転
換
を
迫
っ
た
意
欲
作
と
い
え
る
。
最
後
に
な
っ
た
が
、

本
書
全
体
の
論
旨
に
関
わ
る
独
創
性
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
室
町
時
代
史
研
究
は
、
長
ら
く
戦
国
大
名
や

国
人
領
主
の
動
向
を
中
心
と
し
た
地
域
史
・
社
会
史
へ
の
着
目
が
ト

レ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
、
斯
学
の
関
心
は
国
家

史
・
政
治
史
へ
と
回
帰
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
。
こ
の
点
の
学
史
的
背

景
に
つ
い
て
は
、
著
者
の
も
う
一
つ
の
新
著
『
分
裂
と
統
合
で
読
む

日
本
中
世
史
』［
谷
口
　
二
〇
二
一
］
に
詳
し
い
が
、
著
者
の
歴
史

観
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
日
本
の
歴
史
は
人
間
／
社
会

の
「
分
裂
」
と
「
統
合
」
の
繰
り
返
し
で
あ
り
、
こ
と
に
室
町
時
代
史

は
「
分
裂
」
面
が
目
立
ち
や
す
い
た
め
、
如
上
の
地
域
的
権
力
へ
の
研

究
も
隆
盛
し
た
。
し
か
し
一
方
で
は
、「
統
合
」
の
よ
す
が
と
な
っ
た

天
皇
や
「
武
家
の
王
」
た
る
足
利
氏
の
存
在
感
は
後
景
に
追
い
や
ら
れ
、

そ
の
正
当
な
評
価
が
遅
れ
が
ち
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　「
分
裂
」
と
「
統
合
」
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
は
い
う

ま
で
も
な
く
後
者
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
足
利

氏
が
、
各
地
の
武
家
の
「
統
合
」
の
依
代
だ
っ
た
と
す
る
新
し
い
一

面
を
描
出
し
え
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
本
書
は
今
後
、
室
町
時
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代
史
を
再
考
す
る
た
め
の
叩
き
台
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
メ
ジ
ャ
ー
と
は
言
い
難
い
室
町

時
代
を
対
象
と
し
た
著
作
が
、
な
ぜ
平
成
時
代
後
期
に
注
目
さ
れ
た

の
か
と
い
う
本
書
評
の
最
初
の
問
い
に
戻
り
た
い
。

　
本
書
で
私
が
学
ん
だ
知
見
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
れ
は
現
在
の
日
本

社
会
が
「
統
合
」
の
段
階
か
ら
「
分
裂
」
の
局
面
へ
と
入
り
つ
つ
あ
り
、

そ
れ
が
室
町
時
代
前
期
の
歴
史
と
重
な
る
か
ら
だ
、
と
考
え
た
く
な

る
の
だ
が
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
牽
強
付
会
だ
ろ
う
か
。
折
し
も
平
成

時
代
後
期
は
、
近
代
以
降
は
じ
め
て
と
な
る
天
皇
の
生
前
譲
位
が
決

定
し
、
そ
の
存
在
感
が
い
や
増
し
た
時
期
で
あ
る
。
同
様
に
、
鎌
倉

時
代
末
期
か
ら
室
町
時
代
前
期
に
掛
け
て
の
時
代
も
ま
た
、
天
皇
の

存
在
感
が
俄
然
増
大
し
た
。
だ
が
、
そ
れ
へ
の
幻
滅
も
短
時
日
の
う

ち
に
訪
れ
、
代
わ
っ
て
有
力
武
家
が
政
治
的
に
も
軍
事
的
に
も
統
治

の
主
体
と
し
て
復
権
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

　
今
日
で
は
現
実
問
題
と
し
て
、
一
内
親
王
の
降
嫁
を
め
ぐ
っ
て
噴

出
し
た
各
種
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
よ
り
、
皇
室
の
権
威
は
揺
ら
い
で

い
る
。
他
方
、
各
地
で
は
新
興
の
ロ
ー
カ
ル
政
党
が
国
政
で
も
勢
力

を
確
実
に
伸
長
さ
せ
、
旧
来
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
求
心
力
を

失
い
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
動
向
が
本
当
に
「
統
合
」
か
ら
「
分
裂
」

へ
の
志
向
性
を
傍
証
す
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、
新
た
に
希
求
さ
れ
る

「
統
合
」
の
依
代
は
、
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
が
明
ら

か
に
し
た
歴
史
は
、
実
は
現
代
社
会
の
行
く
末
を
見
通
す
う
え
で
も

多
く
の
示
唆
に
富
ん
で
い
る
、
と
私
は
思
う
。
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