
歴

史

研

究

最

前

線

国

生
徒
や
教
師
の
疑
問
に
答
え
る
中
世
研
究

(下
)

日
本
の
中
近
世
移
行
を
ど
う
と
ら
え
る
か

前
回
は
､
日
本
史
に
お
け
る
中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
の
意

味
を
､
地
域
公
権
力
の
本
格
的
成
立
と
し
て
理
解
す
る
話
を
し

ま
し
た
｡
し
か
し
､
そ
こ
で
い
う
地
域
公
権
力
と
は
､
典
型
的

に
は
戦
国
大
名
の
こ
と
で
あ
り
､
こ
れ
だ
け
で
は
中
近
世
移
行

の
意
味
を
説
明
で
き
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
｡
幕
藩
制
国
家

と
い
う
全
国
支
配
体
制
が
新
た
に
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
こ
そ
､

近
世
の
成
立
を
意
味
す
る
か
ら
で
す
O

て
ん

か

.
せ
ん
な
こ
と
皇
11口
っ
て
も
､
織
田
信
長
は
最
初
か
ら
｢
天

下

.J
′一

布
武
｣
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
て
い
た
し
､
戦
国
争
乱
の
帰
結

と
し
て

｢天
下
｣
が

｢統

一
｣
さ
れ
る
の
は
当
た
り
前
じ
ゃ
な

い
か
､
と
思
わ
れ
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
､
｢天
下
｣

池

音

子

て
ん
め
い

て
ん

し

は
元
々
は
天

命

を
受
け
た
天

子

が
支
配
す
る
世
界
と
い
う
意
味

で
す
が
､
室
町
幕
府
の
全
国
支
配
が
崩
壊
し
た
当
時
で
は
､
中

央
政
権
の
所
在
地
で
あ
る
京
都
を

｢天
下
｣
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ

り
､
｢天
下
布
武
｣
も

｢上
洛
し
て
室
町
幕
府
を
再
興
す
る
｣

と
い
う
程
度
の
意
味
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡
そ
も
そ
も
､
日

本
列
島
が
何
時
で
も
単

一
の
政
権
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
戦
国
大
名
領
国
が

並
び
立
つ
､
分
権
的
社
会
が
続
-
こ
と
も
あ
り
え
た
で
し
ょ
う
｡

そ
れ
で
は
､
な
ぜ
戦
国
大
名
領
国
は
幕
藩
制
国
家
へ
と
統
合

さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
実
は
こ
れ
は
､
い
ま
だ
に
定
説
の
な

い
､
と
て
も
難
し
い
問
題
な
の
で
す
が
､
今
回
は
､
戦
国
大
名
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領
国
と
列
島
社
会
と
の
政
治

･
経
済
的
関
係
､
さ
ら
に
は
日
本

列
島
を
取
り
巻
-
国
際
関
係
と
い
っ
た
視
点
か
ら
考
え
て
み
る

こ
と
に
し
ま
す
｡

､

一
､
戦
国
大
名
領
国
の
領
域
は
ど
う
し
て
決
ま
っ
た
か

そ
も
そ
も
､
地
域
公
権
力
が
支
配
す
る
空
間
的
領
域
は
､
ど

の
よ
う
に
決
め
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
地
域
社
会
論
的
視
点

か
ら
す
れ
ば
､
単
純
に
実
力
で
奪
い
確
保
し
た
範
囲
と
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
｡
ま
た
､
国
や
郡
と
い
っ
た
従
来
の
国
家
的

支
配
の
枠
組
み
を
重
視
す
る
人
も
い
ま
す
が
､
そ
の
国
家
自
体

が
解
体
状
況
に
陥

っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
､
そ
れ
だ
け
で
は

説
明
に
な
り
ま
せ
ん
｡
前
回
述
べ
た
よ
う
に
､
地
域
公
権
力
が

生
ま
れ
る
社
会
的
要
因
に
は
､
土
地
を
め
ぐ
る
境
界
紛
争
と
､

流
通
を
め
ぐ
る
紛
争
が
あ
り
ま
し
た
｡
こ
れ
と
の
関
係
で
､
支

配
領
域
は
基
本
的
に
決
ま
り
ま
す
｡

境
界
紛
争
の
最
小
単
位
は
個
々
の
農
民
経
営
の
間
で
発
生
す

る
も
の
で
す
が
､
農
民
が
生
産
や
生
活
に
お
い
て
共
同
関
係
を

結
ん
で
作

っ
て
い
る
村
の
メ
ン
バ
ー
だ

っ
た
場
合
は
､
そ
の
村

や
領
主
が
紛
争
解
決
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
さ
ら
に
'

普
通
の
領
主
が
持

つ
領
地
の
規
模
は
数
か
村

(近
世
の
村
､
現

おおあざ

在
の
大
字
)
程
度
で
す
の
で
､
村
を
越
え
た
紛
争
の
場
合
は
領

く
にし
4う

主
問
の
争
い
に
な
り
が
ち
で
す
｡
そ
う
し
た
場
合
は
､
国
衆
と

呼
ば
れ
る
上
位
の
領
域
支
配
者
が
解
決
に
あ
た
り
ま
す
｡
国
衆

と
い
う
の
は
､
戦
国
時
代
に
領
主
の
再
編

･
統
合
が
進
ん
だ
結

果
生
ま
れ
た
､

一
つ
の
郡
に
数
名
程
度
存
在
す
る
有
力
領
主
で

す
｡
彼
ら
は
支
配
領
域
内
の
領
主
と
主
従
関
係
を
結
ん
で
お
り
'

当
事
者
双
方
と
関
係
が
あ

っ
た
わ
け
で
す
｡
毛
利
氏
も
､
井
上

ち
ゅうば
つ

あ
き

衆

課

伐

事

件
が
起
き
た
頃
は
､
安

芸

の
国
衆
の

一
員
で
し
た
｡

彼
ら
の
支
配
す
る

｢領
｣
が

一
つ
の
地
域
秩
序
を
形
作

っ
て
い

た
の
で
す
O
戦
国
大
名
は
､
こ
う
し
た
国
衆
の
領
を
統
合
し
､

さ
ら
に
上
位
の
権
力
と
し
て
､
国
衆
間
で
生
じ
る
紛
争
を
解
決

す
る
権
力
で
し
た
｡
し
た
が
っ
て
大
名
の
領
国
は
､
領
を
単
位

と
し
て
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
が
あ
り
え
た
こ
と
.に
な
り
ま
す
｡

そ
れ
で
は
､
流
通
の
方
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
｡
農
民
が
日
常

さ
ん
さ
い
いち

ろ
くさ
い
いち

的
に
出
入
り
し
た
の
は
､
三

斎

市

や
六

斎

市

､

す
な
わ
ち
農
村

部
で
月
に
三
回
な
い
し
は
六
回
開
か
れ
る
定
期
市
で
し
た
｡
こ

こ
で
売
買
さ
れ
る
商
品
は
､
地
域
内
部
だ
け
で
な
-
畿
内
な
ど

の
遠
隔
地
で
生
産
さ
れ
､
商
人
に
よ
っ
て
運
ば
れ
て
き
た
も
の

も
あ
り
ま
す
｡
こ
れ
に
対
し
戦
国
大
名
は
､
関
東
の
北
条
氏
の

例
で
す
と
､
支
城
と
呼
ば
れ
る
地
域
支
配
の
拠
点
の
城
下
町
を

中
心
と
し
て
商
品
の
出
入
り
を
管
理
し
､
ま
た
､
そ
の
支
配
領

域
内
の
ど
こ
か
で
必
ず
市
が
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
､
開
催
日

を
調
整
し
て
い
ま
し
た
｡
こ
の
よ
う
に
し
て
作
ら
れ
た
市
場
圏
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は
､
研
究
上

｢地
域
経
済
圏
｣
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
'
そ
の

範
囲
は
前
述
の

｢領
｣
程
度
の
広
が
り
で
し
た
｡

地
域
経
済
圏
だ
け
な
ら
ば
､
国
衆
が
管
理
す
れ
ば
秩
序
が
維

持
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
､
流
通
は
さ
ら
に
外
部
と
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
の
で
､
そ
れ
だ
け
で
は
治
ま
り
ま
せ
ん
｡
特
に

いわ
み

西
国
で
は
､

一
六
世
紀
に
入
っ
て
石

見

の
大
森
銀
山
で
の
銀
生

産
が
本
格
化
し
､
中
国
の
生
糸
と
の
貿
易
が
爆
発
的
に
発
展
し

ま
し
た
｡
そ
の
た
め
､
銀
山
や
積
み
出
し
の
拠
点
と
な
っ
た
出

き
づき

雲
大
社
の
門
前
町
杵

築

に
は
､
貿
易
商
人
だ
け
で
な
く
国
内
の

商
人
も
､
銀
の
買
付
け
や
生
活
物
資
の
売
り
込
み
に
殺
到
し
､

せ
ん
げ

く
に
のみ
や
つこ

従
来
支
配
し
て
き
た
千

家

･
北
島
と
い
う
出
雲
国

造

家
の

手
に
よ
っ
て
は
､
秩
序
維
持
が
困
難
と
な
り
ま
し
た
｡
そ
こ
で
､

強
力
な
公
権
力
に
よ
る
広
域
的
な
都
市

･
流
通
支
配
が
本
格
的

あ
ま
こ

に
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
出
雲
の
尼

子

氏
や
安
芸

の
毛
利
氏
と
い
う
戦
国
大
名
が
､
中
国
地
方
に
広
大
な
領
国
を

築
い
た

一
つ
の
根
拠
は
､
こ
こ
に
あ

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡

二
､
全
国
政
権
が
生
ま
れ
る
条
件
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か

こ
う
し
た
な
か
か
ら
全
国
統

1
政
権
が
生
ま
れ
る
の
で
す
が
､

そ
れ
は
個
別
の
戦
国
大
名
の
力
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題

が
あ
っ
た
か
ら
で
す
｡

ま
ず
､
政
治

･
軍
事
的
問
題
で
す
｡
前
回
も
書
い
た
よ
う
に
､

戦
国
大
名
は
内
乱
を
通
じ
た
政
治
統
合
の
進
展
に
よ
っ
て
生
ま

れ
ま
す
｡
だ
い
た
い

一
六
世
紀
前
半
の
こ
と
で
す
｡

〓
ハ
世
紀

も
半
ば
と
な
り
統
合
が
進
ん
で
-
る
と
､
今
度
は
隣
の
大
名
と

の
問
で
､
周
辺
部
を
ど
ち
ら
の
領
国
に
組
み
込
む
か
と
い
う
境

I)くぐんさかいめ
そうろん

界
紛
争

(｢
国

郡

境

目

相

論

｣

)
が
起
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
｡

上
杉
謙
信
と
武
田
信
玄
と
の
間
で
戦
わ
れ
た
有
名
な
川
中
島
合

戦
は
､
北
信
濃
の
帰
属
を
め
ぐ
る
争
い
で
し
た
｡

大
名
間
の
境
界
紛
争
は
､
合
戦
で
決
着
が
つ
い
た
り
､
両
者

く
に
わ

の
交
渉
に
よ
り
｢
国

分

け
｣
協
定
が
結
ば
れ
る
な
ど
､.
当
事
者

間
で
解
決
さ
れ
る
の
が
基
本
で
す
が
､
第
三
者
の
調
停
が
行
わ

よ
し
てろ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す

､｡
当
時
将
軍
だ

っ
た
足
利
義

輝

は
､
毛

ぶん
ご

利
氏
と
豊

後

の
大
友
氏
や
､
毛
利
氏
と
尼
子
氏
の
和
平
工
作
を

行
い
ま
し
た
｡
こ
れ
は
､
将
軍
の
立
場
か
ら
平
和
回
復
を
命
じ

る
と
い
う
名
分
で
行
わ
れ
ま
し
た
が
､
違
反
者
を
罰
す
る
だ
け

の
実
力
が
な
か
っ
た
た
め
､
実
効
性
が
.あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
｡

し
か
し
､
大
名
た
ち
も
戦
争
で
消
耗
し
て
共
倒
れ
に
な
っ
て
は

元
も
子
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
､
上
位
の
調
停
権
力
が
全
く
期
待

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
｡

つ
ぎ
は
､
流
通
上
の
問
題
で
す
｡
流
通
は
領
国
を
越
え
て
展

開
し
て
い
ま
す
の
で
､
戦
国
大
名
が
全
面
的
に
掌
握
す
る
こ
と

き
t･4い

は
で
き
ま
せ
ん
｡
そ
れ
だ
け
で
な
く
､
京
都

･
畿
内
が
経
済
的
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先
進
地
帯
で
あ
り
､
流
通
構
造
に
は
求
心
性
と
い
う
特
徴
が
あ

り
ま
し
た
｡
当
時
は
､
室
町
幕
府
の
全
国
支
配
が
弱
ま
る
な
か

ど

で
､
中
央
の
座

商
人
の
流
通
特
権
も
否
定
さ
れ
る
方
向
に
進
ん

で
い
ま
し
た
が
､
畿
内
に
強
力
な
権
力
が
出
現
す
れ
ば
､
全
国

弥
流
通
支
配
を
再
建
す
る
条
件
は
依
然
と
し
て
あ
り
ま
し
た
.

㌢
b
に
､
こ
の
時
代
特
有
の
貨
幣
流
通
問
題
が
あ
り
ま
し
た
｡と

中
世
の
日
本
で
は
国
家
が
貨
幣
を
発
行
す
る
こ
と
は
な
く
､
渡

と

う
せ
ん

唐

銭

と
呼
ば
れ
る
中
国
銭
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
｡
と
こ
ろ
が
'

え
りぜ
に

一
五
世
紀
末
か
ら
中
国
鏡
の
価
値
に
変
化
が
起
こ
り
､
撰

銭

と

い
っ
て
､
貨
軒
の
種
頬
に
よ
り
受
け
取
卯
が
拒
否
さ
れ
る
と
い

と
と
こお

う
事
態
が
生
ま
れ
ま
し
た
｡
こ
れ
で
は
商
取
引
が

滞

り

ま
す
の

で
ヾ
大
名
は
撰
銭
禁
止
令
を
発
布
し
貨
幣
流
通
の
円
滑
化
に
努

軌
許
し
た
｡
し
か
し
､
法
令
の
及
ぶ
範
囲
は
領
国
内
に
限
ら
れ

ま
す
し
､
そ
の
内
容
も
大
名
に
よ
っ
て
違

っ
て
い
ま
し
た
か
ら
､

領
国
ご
と
に
違
う
通
貨
制
度
が
あ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
｡
こ
れ
で
は
､
領
国
問
な
ど
の
嵐
隔
地
流
通
が
停

滞
し
て
し
ま
い
ま
す
｡
日
本
列
島
上
に
共
通
の
通
貨
を
通
用
さ

せ
る
こ
と
の
で
き
る
権
力
が
求
め
ら
れ
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま

せ
ん
い

み
ん

最
後
に
､
国
際
関
係
上
の
問
題
で
す
｡

一
六
世
紀
は
､
明

を

さくほ･つたいせい

中
心
と
す
る
東
ア
ジ
ア
国
家
間
の
秩
序

(冊
封
体
制
)
が
崩
れ
､

わ

こ
う

な
ん
は
ん

倭

蓮

や
南

蛮

船
に
よ
る
民
間
貿
易
が
活
発
化
し
た
時
代
で
す
｡

ち
上う
こう

そ
れ
ま
で
は
室
町
幕
府
が
明
に
朝
貢
し
日
中
貿
易
の
権
利
を
独

占
し
て
い
ま
し
た
が
､
戦
国
大
名
も
直
接
貿
易
に
参
入
で
き
る

よ
う
に
な
り
､
経
済
的
自
立
性
を
強
化
し
ま
し
た
｡
で
す
か
ら
､

こ
の
状
況
が
続
け
ば
分
権
的
社
会
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
｡
し
か
し
､
新
し
い
国
家
間
秩
序
を
作
り
出
す
動
き
が
強

ま
れ
ば
､
再
び
日
本
列
島
が
そ
の
単
位
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る

可
能
性
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

三
､
全
国
政
権
確
立
の
歴
史

最
後
に
､
こ
の
よ
う
な
条
件
の
中
か
ら
全
国
政
権
が
成
立

･

確
立
し
て
い
-
過
程
を
､
簡
単
に
追

っ
て
み
ま
し
ょ
う
｡

出
発
点
は
織
田
信
長
の
上
洛
で
す
｡
前
回
述
べ
た
よ
う
に
､

当
時
の
畿
内
は
統

一
的
公
権
力
支
配
が
成
立
し
て
お
ら
ず
､
畿

内
政
施
内
部
で
の
抗
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
し
た
｡
信
長
は
､

いし
や主
ほ
んが
ん
じ

最
終
的
に
は
石

山

本

願

寺

を
降
伏
さ
せ
る
こ
と
で
､
畿
内
政
権

に
結
集
し
て
い
た
勢
力
を

一
掃
し
ま
し
た
｡
こ
れ
に
よ
り
､
新

そ･つ

た
な
統

一
的
公
権
力
支
配
が
生
ま
れ
､
惣

国

一
按
も
歴
史
的
役

割
を
終
え
ま
し
た
O
さ
ら
に
信
長
は
周
赴
地
域
を
征
服
し
て
い

き
ま
す
が
､
特
徴
的
な
の
は
､
浅
井

･
朝
倉

･
武
田
氏
な
ど
敵

対
す
る
大
名
を
滅
亡
さ
せ
､
そ
の
跡
に
柴
田
勝
家

･
羽
柴
秀
吉

･

滝
川

一
益
ら
の
家
臣
を
入
れ
て
支
配
さ
せ
た
こ
と
で
す
｡
要
す
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る
に
､
信
長
は
畿
内
近
国
の
戦
国
大
名
に
な
っ
た
の
で
す
｡

ら
く
いち
ら
く
ざ

畿
内
を
押
さ
え
た
信
長
は
､

一
方
で
有
名
な
楽

市

楽

座

や
関

所
撤
廃
政
策
を
実
施
し
､
他
方
で
御
用
商
人
な
ど
の
特
権
を
保

障
す
る
こ
と
に
よ
り
､
積
極
的
に
流
通
の
掌
握

･
物
資
調
達
体

制
の
整
備
を
図
り
ま
し
た
｡
通
貨
政
策
に
お
い
て
も
､
こ
れ
ま

で
に
な
い
内
容
の
撰
銭
禁
止
令
を
発
し
､
銅
銭
の
流
通
量
の
増

加
や
､
貨
幣
と
し
て
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
金
銀
の
貨

幣
機
能
の
強
化
を
図
り
ま
し
た
｡
こ
れ
ら
は
近
世
の
三
賃
制
度

の
先
駆
け
と
も
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
政
権
の
信
用
が
な
か
っ

た
た
め
か
魂
実
に
は
機
能
せ
ず
､
か
え
っ
て
銅
銭
の
使
用
が
停

止
し
､
米
が
現
物
貨
幣
と
し
て
使
わ
れ
る
事
態
が
生
ま
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
｡
そ
の
た
め
豊
臣
政
権
以
降
は
､
権
力
編
成
方
式

こく
だ
か

と
し
て
石

高

制
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
iW
.し
た
O
銅
銭
を

ち
ぎ
上う
だ
か

か
ん
だ
か

知

行

高

の
尺
度
と
す
る
そ
れ
ま
で
の
貫

高

制
で
は
､
実
際
に

ぐ
ん
やく
ふ
か

消
費
す
る
米
な
ど
と
の
関
係
の
変
動
が
激
し
-
､
重

役

賦

課

に

お
い
て
不
安
定
性
を
免
れ
な
い
か
ら
で
す
｡
こ
れ
ら
の
面
で
も
､

織
田
政
権
は
新
た
な
全
国
政
権

へ
の
方
向
性
を
打
ち
出
す
に
は

至
.っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
｡

信
長
を
引
き
継
い
だ
秀
吉
は
､
四
国

･
九
州

･
関
東

･
奥
羽

を
順
に
征
服
し
､
｢
天
下
統

二

を
実
現
し
ま
し
た
｡
こ
こ
で

注
目
さ
れ
る
の
は
､
秀
吉
が
全
国
制
覇
正
当
化
の
た
め
に
､

そ
う

ぷ

じ

｢
惣

無

事

｣
-1
豊
臣
政
権
の
紛
争
調
停
権
行
使
に
よ
る
平
和
の

実
現
の
論
理
を
打
ち
出
し
た
こ
と
で
す
..｡
こ
れ
に
従
い
秀
吉
は
､

北
条
氏
な
ど
を
除
き
､
敵
対
し
て
い
た
勢
力
も
含
め
て
大
名
領

国
を
存
続
さ
せ
､
｢
五
大
老
｣
の
よ
う
な
有
力
大
名
連
合
の
上

に
立

つ
政
権
を
樹
立
し
た
の
で
す
｡
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
思
惑

が
絡
ん
で
い
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
､
同
時
に
､
こ
う
し

た
形
の
統
合
を
受
け
入
れ
る
社
会
的
条
件
が
あ

っ
た
こ
と
も
確

か
で
す
｡

ま
た
秀
吉
は
､
全
国
征
服
戦
争
に
大
規
模
な
軍
隊
を
動
員
し
､

兵
糧
な
ど
の
軍
需
物
資
を
大
量
に
調
達
し
ま
し
た
｡
そ
の
際
､

か
い
そう

米
を
金
や
銀
で
買
い
付
け
た
り
､.
そ
の
回

漕

方
式
を
整
備
し
た

こ
と
が
､
貴
金
属
の
貨
幣
化
や
全
国
的
な
商
品
流
通
掌
握
を
促

進
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
同
時
に
､
物
資
輸
送
の
際
に
使

わ
れ
る
銅
銭
に
関
す
る
撰
銭
禁
止
令
を
発
し
た
り
､
金
貨
や
銀

貨
を
鋳
造
さ
せ
る
な
ど
､
貨
幣
制
度
の
整
備
も
進
め
ま
し
た
｡

も
う

一
つ
重
要
な
の
は
､
九
州
征
服
以
降
､
バ
テ
レ
ン
追
放

か
いぞ
く
ち
上うじ
れ
い

令
や
海

賊

停

止

令
を
発
し
て
､
外
交
や
貿
易
の
統
制
強
化
を
図
っ

た
こ
と
で
す
｡
こ
れ
は
､
南
蛮
船
や
東
ア
ジ
ア
の
海
上
勢
力
の

活
動
を
取
り
締
ま
る
も
の
で
､
西
国
大
名
な
ど
の
自
立
性
を
弱

め
る
上
で
必
須
の
政
策
で
し
た
｡
し
か
し
､
月
本
列
島
を
抑
え

る
だ
け
で
は
､
海
上
勢
力
の
活
動
を
完
全
に
規
制
す
る
こ
と
は
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か
ら
い

で
き
ま
せ
ん
｡
秀
吉
は

｢唐
入
り
｣
を
呼
号
し
､
明
を
征
服
し

にん
ぽ
-

た
ら
東
シ
ナ
海
貿
易
の
中
心
で
あ
る
寧

波

を
居
所
と
す
る
計
画

を
持

っ
て
い
ま
し
た
｡
朝
鮮
に
侵
略
し
た
の
は
､
領
土
欲
や
名

誉
欲
だ
け
で
な
く
､
明
に
替
わ
っ
て
東
ア
ジ
ア
の
秩
序
を
回
復

･4く
ろ
与

す
る
意
図
も
あ
っ
た
の
で
す
｡
し
か
し
､
こ
の
目

論

見

は
あ
え

な
-
失
敗
し
､
政
権
自
体
の
崩
壊
を
招
い
て
し
ま
い
ま
し
た
｡

か
いえき

げん

関
ケ
原
合
戦
に
勝
利
し
た
徳
川
家
康
は
､
大
幅
な
改

易

･減

ば
･つ

てん
ぽ
う

封

･転

封
を
行

っ
て
大
名
統
制
を
強
化
し
､
幕
府
の
政
治
も
譜

代
家
臣
を
中
心
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
､
秀
吉
と

同
じ
よ
う
に
大
名
の
領
国
支
配
権
は
認
め
ま
し
た
｡
通
貨
に
関

し
て
も
､
豊
臣
政
権
の
政
策
を
継
承
し
､
撰
銭
禁
止
令
を
発
す

▲

る
と
と
も
に
､
金

･
銀

･
銅
銭

(東
国
で
主
に
使
わ
れ
て
い
た

えいらく
つうはう

ぴたせん
.

永
楽
通
宝
と
､
京
都
を
中
心
に
使
わ
れ
て
い
た
鍍

銭

)

の
交
換
比
率

を
決
め
る
な
ど
､
制
度
の
整
備
を
進
め
ま
し
た
o
BE
l際
的
に
は
､

秀
吉
の
失
敗
に
鑑
み
､
対
外
侵
略
を
試
み
よ
う
と
は
せ
ず
､
朝

し
'いん
せ
ん

いと
わ
っ
ぶ

鮮
と
の
国
交
を
回
復
し
､
ま
た
朱

印

船

貿
易
や
糸

割

符

制
度
な

ど
外
交

･
貿
易
管
理
の
強
化
を
方
針
と
し
ま
し
た
｡

幕
藩
制
国
家
の
特
質
を
決
定
づ
け
た
の
は
､
鎖
国
制
の
導
入

で
し
た
｡
紙
幅
の
余
裕
が
な
-
な
っ
て
き
た
の
で
詳
し
-
は
述

し
.]し
ん

べ
ら
れ
ま
せ
ん
が
､
明
王
朝
の
滅
亡
'
女

真

(満
州
)
族
に
よ

か
い

へんたい

る
清
王
朝
の
成
立
と
い
う
東
ア
ジ
ア
の
大
変
動

(｢華
夷

変

態

｣

)

に
対
し
､
幕
府
は
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
名
分
と
し
て
､
対
外
関

係
を
徹
底
し
た
国
家
管
理
下
に
置
く
鎖
国
制
を
と
る
こ
と
に
よ

に
は
ん
が
た
か
い

り
､
独
自
の
国
際
秩
序
を
作
り
出
し
ま
し
た

(｢
日
本
型
華
夷

ち
つ.じ上

秩
序
｣)O

そ
れ
に
よ
り
㍉
日
本
｣
と
い
う
国
家
の
枠
組
み
が
設
定
さ
れ
､

し
ゅうJ
ん

｢
日
本
人
｣
は
海
外
渡
航
が
禁
じ
ら
れ
る
だ
け
で
な
-
､
宗

門

にん
Y
つち
上う

人

別

帳

と

い
う
戸
籍
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡
経

済
的
に
は
､
貿
易
統
制
と
と
も
に
参
勤
交
代
制
と
も
結
び
つ
い

た
三
都

(江
戸
･
大
坂
二
只
都
)
中
心
町
幕
藩
制
的
市
場
構
造
が

形
成
さ
れ
､
国
家
に
よ
る
流
通
掌
握
が
強
化
さ
れ
ま
し
た
｡
こ

う
し
て
､
近
世
の
集
権
的
国
家

･
社
会
秩
序
が
出
来
上
が
っ
た

の
で
す
｡

〔参
考
文
献
〕
(前
回
の
も
の
に
加
え
て
)

池
享

｢東
ア
ジ
ア
社
会
の
変
動
と
統

一
政
権
の
確
立
｣
(『歴
史
評

l

論
』
五
三
九
号
､
一
九
九
五
年
)

他
事
編

『銭
貨
』
(青
木
書
店
､
二
〇
〇
一
年
)

池
享

｢戦
後
歴
史
学
を
見
直
す
-

東
ア
ジ
ア
地
域
論
を
踏
ま
え

て
｣
(
『人
民
の
歴
史
学
』

一
五
二
号
､
二
〇
〇
二
年
)

(い
け

す
す
む
･
一
橋
大
学
大
学
院
)
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