
歴

史

研

究

最

前

線

圏

生
徒
や
教
師
の
疑
問
に
答
え
る
中
世
研
究
･(上
)

日
本
の
中
近
世
移
行
を
ど
う
と
ら
え
る
か

は
じ
め
に

日
本
の
歴
史
で
中
世
か
ら
近
世

へ
の
移
行
と
い
う
と
､
大
き

く
と
れ
ば

一
五
世
紀
半
ば
の
応
仁
の
乱
か
ら

一
七
世
紀
半
ば
の

鎖
国
制
の
成
立
ま
で
と
な
り
ま
す
｡
こ
の
間
､
室
町
幕
府
の
全

国
支
配
が
崩
壊
し
､
戦
国
争
乱
を
経
て
織
田

･
豊
臣
政
権
に
よ

る
全
国
制
覇
か
ら
徳
川
政
権
に
よ
る
幕
藩
体
制
の
完
成
へ
と
､

歴
史
は
大
き
-
動
き
ま
し
た
｡
そ
の
意
味
は
､
単
な
る
全
国
政

権
の
交
代
と
し
て
で
は
な
く
､
社
会
全
体
の
あ
り
方
の
変
化
と

し
て
と
ら
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
人
口
の

圧
倒
的
多
数
を
占
め
､
社
会
を
支
え
て
い
た
民
衆
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡

池

山手

こ
う
し
た
こ
と
は
､
歴
史
研
究
や
歴
史
教
育
に
お
い
て
は
､

今
で
は
常
識
に
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
｡
し
か
し
､

そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ

っ
た
の
か
と
い
え
ば
､
必
ず

し
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
｡
こ
こ
で
は
､

最
近
私
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
地
域
社
会
論
的
視
点
か
ら
､

こ
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
｡

｢

･こ
れ
ま
で
の
と
ら
え
方
と
批
判

そ
の
前
に
'
こ
れ
ま
で
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た

の
か
を
､
振
り
返

っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
｡
私
が
学
校
で
歴
史
を

習

っ
て
い
た
こ
ろ
は
､
太
閤
検
地
と
刀
狩
り
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
っ
て
お
り
､
民
衆
は
武
装
解
除
さ
れ
土
地
に
縛
り
付
け
ら
れ
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し
ぽ

て
年
貢
を
搾
り
取
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
､

つ
ま
る
と
こ
ろ
苛

酷
な
支
配
が
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
イ
メ
.-
ジ
だ

っ
た
と
患
い

そ
う

ど

ま
す
.
そ
の
前
提
に
は
､
中
世
の
民
衆
が
惣

村
に
結
集
し
土

1

一

く
に

按
を
起
こ
し
て
年
貢
減
免
を
勝
ち
取
り
､
ま
た
､
国

一
操
や

い
っこう

一
向

一
操
と
い
っ
た
自
治
体
制
を
作
り
出
し
た
と
い
う
理
解
が

あ
り
､
そ
れ
に
対
す
る
権
力
者
の
弾
圧
の
中
か
ら
近
世
の
幕
藩

制
的
支
配
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡

確
か
に
､
そ
う
し
た
側
面
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
､

そ
れ
だ
け
で
は
中
世
民
衆
の
潤
い
は
敗
北
に
終
わ

っ
た
と
い
う

結
論
し
か
出
て
き
ま
せ
ん
｡
よ
り
全
体
的
な
視
点
か
ら
､
具
体

的
に
当
時
の
民
衆
が
何
を
求
め
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
場
合
､
日
本
中
世
は
農
業
社
会
で

す
の
で
へ
農
民
が
ど
の
よ
う
な
状
態
に
あ

っ
た
の
か
を
基
本
に

据
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
｡

中
世
は
､
近
世
の
本
百
姓
の
よ
う
な
小
農
民
経
営
が
生
ま
れ

つ
つ
あ

っ
た
時
代
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
｡
そ
れ
ま
で
直
接
生

産
者
で
あ
る

一
般
農
民
は
､
在
地
領
主
や
名
主
な
ど
の
大
経
営

▲●

に
従
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
活
の
安
定
を
得
て
い
ま
し
た
｡

そ
れ
が
､
生
産
力
の
上
昇
な
ど
に
よ
っ
て
､
独
立
し
た
経
営
を

営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
す
｡
彼
ら
は

二
戸
前

の
百
姓
と
し
て
､
生
産

･
生
活
に
不
可
欠
な
山
野
や
用
水
の
共

同
利
用
の
権
利
を
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
｡
中
世
後
期

に
惣
村
が
成
立
す
る
の
も
､
彼
ら
が
村
の
正
式
の
メ
ン
バ
ー
に

な
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
ま
す
｡

そ
う
し
た
中
世
民
衆
の
要
求
は
､
何
よ
り
も
､
よ
う
や
-
獲

得
し
た
自
ら
の
経
営
を
守
り
発
展
さ
せ
る
こ
と
だ

っ
た
と
思
わ

れ
ま
す
｡
そ
の
た
め
に
､
年
貢
納
入
の
拒
否
や
領
主
支
配
の
排

除
の
闘
争
を
行

っ
た
と
､
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
わ
け
で

す
｡
し
か
し
､
そ
う
し
た
考
え
方
は
少
し
短
絡
的
で
す
｡
確
か

に
領
主
に
よ
る
年
貢
の
徴
収
は
､
客
観
的
に
は
収
奪
と
い
う
性

格
を
持

っ
て
い
ま
す
｡
だ
か
ら
と
い
っ
て
'
当
時
の
民
衆
が
そ

れ
を
見
抜
い
て
､
折
あ
ら
ば
納
入
を
拒
否
し
よ
う
と
考
え
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
｡

大
切
な
の
は
､
領
主
に
は
そ
れ
な
り
の
支
配
の
正
当
性
が
あ
っ

ぶ

み
ん

じ
ん
せ
い

た
こ
と
で
す
｡
撫

民

･仁
政

と
い
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
け
で

な
く
､
用
水
管
理
や
紛
争
調
停

･
治
安
維
持
な
ど
の
公
的
役
割

を
果
た
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
年
貢
に
は
､
そ
の
た
め
の
費
用
=

租
税
的
側
面
も
あ

っ
た
の
で
､
民
衆
も
納
め
て
い
た
わ
け
で
す
｡

ま
た
､
検
地
は
年
貢
徴
収
の
た
め
の
土
地
調
査
で
す
が
､
同
時

に
､
名
請
人
に
登
録
さ
れ
た
人
の
耕
作
権
を
保
証
す
る
こ
と
に

も
な
り
ま
し
た
｡
当
時
の
社
会
で
は
､
秩
序
を
維
持
す
る
上
で

領
主
の
役
割
が
大
き
か

っ
た
の
で
す
｡
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で
す
か
ら
､
領
主
が
こ
う
し
た
支
配
責
任
を
果
た
さ
ず
､
た

だ
収
奪
を
行
う
よ
う
な
場
合
に
は
､
民
衆
は
年
貢
納
入
を
拒
否

し
た
り
､
別
の
秩
序
を
作
り
出
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
C

こ
う
考
え
ま
す
と
､
領
主
と
民
衆
と
の
収
取
関
係
か
ら
だ
け
で

当
時
の
社
会
を
論
じ
る
の
は
不
十
分
で
あ
り
､
民
衆
の
活
動
の

場
で
あ
る
地
域
社
会
の
具
体
的
あ
り
方
､
と
り
わ
け
､
秩
序
が

ど
の
よ
う
に
維
持
さ
れ
て
い
た
の
か
､
あ
る
い
は
い
な
か
っ
た

の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
わ
け
で
す
｡
こ
れ
が
､

地
域
社
会
論
的
視
点
が
重
要
だ
と
考
え
る
理
由
で
す
O

二
､
地
域
公
権
力
の
本
格
的
成
立

そ
れ
で
は
､
地
域
社
会
論
的
に
見
た
場
合
､
応
仁
の
乱
を
契

機
と
し
て
何
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
｡
そ
れ

ま
で
京
都
で
幕
府
政
治
を
動
か
し
て
い
た
有
力
守
護
た
ち
は
､

守
護
職
を
持

つ
任
国
に
腰
を
据
え
､
本
格
的
な
領
国
作
り
を
は

いまが
わ

じ
め
ま
す
｡
駿
河
の
今
川
義
元
は
､
自
ら
が
制
定
し
た
｢
今

川

か
な
も
く
ろく
つい
か

仮
名
目
録
追
加
｣

の
な
か
で
､
も
は
や
将
軍
が
天
下
に
命
令
を

下
し
守
護
を
通
じ
て
地
方
を
支
配
す
る
時
代
は
終
わ
っ
た
､
こ

れ
か
ら
は
自
分
の
力
で
法
律
を
定
め
領
国
の
平
和
を
実
現
す
る

時
代
だ
､
と
述
べ
て
い
ま
す
O
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
き
､
今

けん
か

川
氏
は
喧

嘩

す
な
わ
ち
紛
争
の
武
力
に
よ
る
解
決
を
禁
止
し
､

大
名
の
裁
判
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
｡
ま
さ
し

く
'
地
域
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
公
権
力
の
立
場
の
表
明
で
す
｡

大
切
な
の
は
､
そ
れ
が
室
町
幕
府
の
権
限
を
奪

っ
た
､
あ
る

い
は
受
け
継
い
だ
も
の
で
は
な
-
､
新
し
ぐ
作
り
出
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
で
す
｡
変
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
､
実

は
､
中
世
の
全
国
政
権
に
は
地
域
社
会
の
秩
序
を
き
ち
ん
と
維

持
す
る
だ
け
の
力
が
な
か

っ
た
の
で
す
｡
鎌
倉
幕
府
に
裁
判
制

度
が
あ
っ
た
の
は
事
実
で
す
が
､
そ
の
や
り
方
は
当
事
者
主
義

と
い
っ
て
､
被
告
を
法
廷
に
呼
び
出
す
の
は
原
告
の
責
任
'
判

決
が
出
て
も
実
際
の
執
行
ま
で
は
面
倒
を
見
て
く
れ
な
い
と
い

し
せ
つ

う
､
極
め
て
い
い
加
減
な
も
の
で
し
た
｡
室
町
幕
府
は
､
使

節

じ
*んぎ
.+ラ

遵

行

と
い
っ
て
係
争
地
付
近
の
御
家
人
を
動
員
し
て
執
行
に

あ
た
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
､
こ
れ
も
不
十
分
な
も
の
で
し
た
｡

で
す
か
ら
､
紛
争
は
自
ら
の
力
で
解
決
す
る
-

こ
れ
を

｢
自
力
救
済
｣
と
い
い
ま
す
-

の
が
､
中
世
社
会
で
は
当
た

り
前
だ

っ
た
の
で
す
｡
そ
う
し
た
実
力
を
も
っ
て
い
た
の
は
､

モう
り
上う

ろう
と
う

惣

領

が
指
揮
す
る
家
の
子

･郎
党

た
ち
の
武
士
団
で
し
た
｡

彼
ら
が
実
力
抗
争
を
行

っ
て
も
､
国
家
は
私
戦
だ
と
し
て
取
り

締
ま
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
｡
平
将
門
の
乱
の
よ
う
に
､
そ

こく
が

れ
が
国
衝
襲
撃
な
ど
に
発
展
し
た
と
き
に
'
国
家

へ
の
反
逆
と

し
て
征
討
し
た
の
で
す
｡
民
衆
も
'
こ
う
し
た
有
力
者
に
保
護

を
求
め
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
｡
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こ

く
じ
ん

南
北
朝
内
乱
の
頃
に
な
る
と
､
国

人

1
按
と
い
う
新
た
な
動

き
が
生
ま
れ
ま
す
｡
地
域
の
領
主
た
ち
が
集
ま
っ
て
､
紛
争
を

話
し
合
い
で
解
決
し
よ
う
と
い
う
契
約
を
お
互
い
に
取
り
交
わ

し
た
の
で
す
o

l
按
と
は
'
も
と
も
と
は
闘
争
と
い
う
意
味
で

き

い
つ

は
な
-
､
按
を
｣
に
す
る
､
す
な
わ
ち
心
を

一
つ
に
し
て
行
動

す
る
と
い
う
意
味
で
す
｡
そ
こ
で
は
､
道
理
に
任
せ
て
判
断
す

る
と
か
､
多
数
の
意
見
に
従
う
と
い
っ
た
､
な
か
な
か
民
主
的

な
原
理
が
と
ら
れ
て
い
ま
す
｡

こ
う
し
た
方
式
の
延
長
上
に
､
前
述
の
今
川
氏
の
よ
う
な
地

域
公
権
力
の
登
場
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
た
だ
し
､

1
漢
の
よ
う
に
対
等
の
立
場
の
人
た
ち
の
話
し
合
い
で
解
決
す

一

る
の
で
は
な
-
､

1
人
の
人
間
に
裁
定
権
限
を
委
ね
る
方
式

へ

と
変
わ
っ
て
い
ま
す
O
こ
う
し
た
権
限
を
握

っ
た
人
は
､

1
般

こう
ぎ

に
は
戦
国
大
名
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
､
｢公
儀
｣
と
自
称
す

る
よ
う
に
な
り
ま
す
の
で
､
こ
こ
で
は

｢公
儀
権
力
｣
と
呼
ん

で
お
き
ま
す
｡
｢公
儀
権
力
｣
に
な

っ
た
の
は
､
今
川
氏
な
ど

あ
き

の
守
護
出
身
者
だ
け
で
ぱ
く
､
安

芸

の
毛
利
氏
の
よ
う
に
元
々

は
国
人

1
按
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
人
も
い
ま
す
｡
こ
の
こ
と
も
､

｢
公
儀
権
力
｣
が
地
域
社
会
の
中
か
ら
新
し
く
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
｡

こ
う
し
た
方
式
は
､
さ
ら
に
豊
臣
秀
吉
に
よ
り
戦
国
大
名
間

の
領
土
紛
争
に
も
適
用
さ
れ
､
全
国
的
秩
序
の
原
理
と
も
な
り

モう
ぷ
じ
れ
い

ま
し
た

(惣
無
事
令
)
｡

そ
し
て
近
世
に
お
い
て
は
､
江
戸
幕
府

も
各
藩
も
大
小
の

｢公
儀
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
｡

そ
の
意
味
で
は
､
中
世
か
ら
近
世

へ
の
移
行
は
､
｢公
儀
権
力
｣

に
よ
る
国
家
秩
序
の
確
立
過
程
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

三
､
な
ぜ

｢
公
儀
権
力
｣
が
生
ま
れ
た
の
か

し
か
し
､
こ
れ
だ
け
で
中
近
世
移
行
の
意
味
に
つ
い
て
説
明

で
き
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
な
ぜ

一
授
方
式
か
ら

｢公
儀

権
力
｣

へ
と
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
?

そ
れ
が
全
国
政
権

に
ま
で
拡
大
す
る
必
然
性
は
あ

っ
た
の
で
し
ょ
う
か
?

惣
国

1
校
な
ど
の

1
挨
型
秩
序
が
戦
国
時
代
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
は

ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
?

さ
し
あ
た
り
､

こ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
で
し
ょ
う
｡

ま
ず
､
地
域
社
会
の
内
部
対
立
が
激
し
く
な
り
､

1
摸
方
式

で
は
秩
序
が
維
持
で
き
な
.-
な
っ
た
こ
と
が
重
要
で
す
C
毛
利

氏
の
場
合
､
そ
れ
ま
で
は
家
臣
の
一
操
的
関
係
に
よ
っ
て
紛
争

ち
*.つぱ
つ

を
処
理
し
て
い
ま
し
た
が
､
井
上
衆

諌

伐

事

件
と
い
う
ク
ー
デ

タ
ー
を
通
じ
て
毛
利
氏
が
裁
判
権
を
振
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

井
上
衆
と
い
う
の
は
毛
利
氏
の
重
臣

一
族
で
す
が
､
同
僚
の
領

地
を
奪
い
取

っ
た
り
､
従
者
に
喧
嘩
を
け
し
か
け
た
り
と
､
勝

手
な
振
舞
が
目
に
余

っ
た
た
め
処
分
し
た
と
い
う
の
が
､
毛
利
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氏
側
の
主
張
で
す
｡
こ
こ
に
は
､
領
地
を
め
ぐ
る
領
主
間
の
紛

争
が
深
刻
化
し
､
し
か
も
､
そ
の
解
決
が
自
力
救
済
的
に
図
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
ま
す
｡

1
挨
方
式
が
機
能
不
全
に

陥
S
)'
よ
り
強
力
な
紛
争
解
決
方
式
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

こ
の
よ
う
に
領
地
を
め
ぐ
る
紛
争
が
深
刻
化
し
た
の
は
､
単

な
る
領
主
の
欲
の
深
さ
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
前
述

の
よ
う
に
､
当
時
は
小
農
民
経
営
が
広
汎
に
成
立
す
る
時
期
で

す
｡
そ
の
た
め
､
民
衆
は
自
ら
の
耕
地
を
少
し
で
も
増
や
す
た

め
､
営
々
と
開
発
を
進
め
て
い
ま
し
た
｡
そ
れ
で
開
発
地
が
ぶ

つ
か
り
合

っ
た
り
し
て
境
界
紛
争
が
起
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
｡

山
野
や
用
水
の
利
用
も
紛
争
の
原
因
と
な
り
ま
す
｡
小
経
営
問

の
問
題
だ
け
に
､
関
係
が
複
雑
に
入
り
組
み
､
解
決
が
難
し
-

な

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
｡
で
す
か
ら
領
主
は
､
支
配
下
の
農

民
の
権
利
を
守
る
た
め
に
も
､
領
地
争
い
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を

得
な
い
わ
け
で
す
｡

も
う

一
つ
重
要
な
の
は
､
流
通
の
問
題
で
す
｡
小
径
営
農
民

は
､
生
産
や
生
活
に
必
要
な
物
資
を
す
べ
て
自
給
す
る
こ
と
は

く
わ

で
き
ま
せ
ん
O
鍬

な
ど
の
農
具
は
買
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
C

そ
の
た
め
(
ま
た
領
主
に
納
め
る
年
貢
銭
を
手
に
入
れ
る
た
め

に
も
､
米
な
ど
の
生
産
物
を
売
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
こ

いち
は

う
し
て
彼
ら
は
､
市
場
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
り
ま
す
｡
そ
の

た
め
､
商
品
経
済
に
参
加
す
る
階
層
が
飛
躍
的
に
広
が
る
こ
と

と
な
り
ま
し
た
｡
中
世
後
期
に
商
品
経
済
が
発
達
す
る
基
礎
に

は
､
こ
う
し
た
動
き
が
あ

っ
た
の
で
す
｡
市
場
で
は
不
特
定
多

数
の
人
が
集
ま

っ
て
商
品
の
売
買
を
す
る
わ
け
で
す
か
ら
､
紛

争
が
絶
え
ま
せ
ん
｡
ま
た
､
商
品
を
は
こ
ぶ
流
通
路
の
安
全
も

確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
こ
こ
で
も
､
強
力
な
公
権

力
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
で
す
｡

こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
､
｢
公
儀
権
力
｣
が
生
ま
れ
る
過

程
に
は
､
必
ず
と
い
っ
て
い
い
は
ど
暴
力
が
伴

っ
て
い
た
こ
と

で
す
｡
そ
れ
ま
で
の

一
按
的
秩
序
が
否
定
さ
れ
強
大
な
上
位
権

力
が
生
ま
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
､
当
然
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
も

強
か
っ
た
の
で
す
｡
毛
利
氏
の
場
合
の
井
上
衆
も
､
抵
抗
勢
力

だ

っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
｡

も
う

一
つ
は
､
そ
う
し
た
強
力
な
権
限
を
め
ぐ
る
ヘ

ゲ
モ
ニ
ー

争
い
で
す
｡
｢
公
儀
権
力
｣

の
地
位
に
誰
が
就
く
の
か
は
､

し
ゅ
tJ
し
き

守
護
職
の
所
持
や

一
摸
内
部
の
話
し
合
い
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
実
力
闘
争
を
勝
ち
抜
い
て
､
政
治

的

･
軍
事
的
能
力
を
証
明
し
た
人
が
､
そ
の
地
位
に
就
く
の
で

す
｡
こ
れ
が
､
戦
国
争
乱
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
根
本
と
な
る
社

会
的
要
因
で
す
｡
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四
､
惣
国

一
投
は
な
ぜ
成
立
し
た
の
か

こ
う
し
た
運
動
を
通
じ
て
､
戦
国
大
名
領
国
と
い
う
広
域
的

秩
序
が
出
来
上
が

っ
て
い
き
ま
す
.
I
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
全
国
統

こ-
ぐ
ん

一
政
権
が
生
み
出
さ
れ
る
の
を
見
通
す
た
め
に
は
､
｢

国
郡

さか
いめ
そ
う
ろん

境

目

相

論

｣

と
呼
ば
れ
る
戦
国
大
名
間
の
領
土
紛
争
､
全
国
規

模
で
広
が
る
商
品

･
貨
幣
流
通
､
さ
ら
に
は
当
時
の
東
ア
ジ
ア

ヽ

地
域
の
国
際
関
係
の
問
題
に
ま
で
話
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､

戦
国
大
名
領
国
の
単
な
る
延
長
上
に
幕
藩
体
制
の
成
立
を
位
置

付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
､
紙
幅
の
余
裕
が
あ
り
ま

せ
ん
の
で
参
考
文
献
を
ご
覧
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
､
こ
こ
で

は
､
惣
国

表

の
問
題
に
ゼ
紺
摘
抽
指
吋

惣
国

一
撰
と
い
う
の
は

､

山

城

国

一
授

こう
が
ぐ
ん
ち
'う
そう

い
か
そ
うご
く
い
っ
き

･
甲

賀

郡

中

惣

･
伊

賀

惣

国

一
按

な
ど
､ て

い
た
だ
き
ま
す
｡

お
と
く
に
ぐ
ん
そう
ご
く
い
っ
き

･
乙

訓

郡

惣

国

一
摸

国
人
領
主
か
ら
民

衆
ま
で
が

｢
国
｣
と
い
う
地
域
の
論
理
で
結
集
し
て
作

っ
た
自

治
権
力
の
こ
と
で
す
｡
惣
国

1
按
も
地
域
公
権
力
の

7
つ
と
し

て
戦
国
末
期
ま
で
各
地
で
生
ま
れ
ま
し
た
が
､

一
按
的
結
合
に

r】

基
づ
い
て
い
た
こ
と
が

｢
公
儀
権
力
｣
と
の
違
い
で
す
｡

惣
国

1
按
が
生
ま
れ
た
の
は
､
畿
内
近
国
す
な
わ
ち
室
町
幕

府
-

守
護
と
い
う
従
来
の
支
配
方
式
が
続
い
て
い
た
地
域
で

す
｡
幕
府
は
全
国
支
配
権
は
失
い
ま
し
た
が
､
畿
内
政
権
と
し

て
生
き
残

っ
て
い
た
の
で
す
Q
し
か
し
畿
内
政
権
は
､
将
軍
家

_ま
そ
か
わ
け
い
ち
▲
う
け

と
細

川

京

兆

家

と
の
対
立
や
両
家
の
内
部
分
裂
な
ど
に
よ
り
抗

争
を
繰
り
返
し
て
い
ま
し
た
｡
そ
の
影
響
で
地
域
社
会
秩
序
が

危
機
に
陥

っ
た
と
き
､

つ
ま
り
領
主
が
支
配
責
任
を
果
た
せ
な

-
な
っ
た
と
き
､
地
域
住
民
が
臨
時
的
に
作
り
出
し
た
の
が
惣

国

一
按
だ

っ
た
の
で
す
｡
で
す
か
ら
､
民
衆
は
領
主
支
配
を
否

定
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
-
､
最
終
的
に
織
田
政
権

が
畿
内
支
配
を
安
定
化
さ
せ
る
と
､
惣
国

一
操
は
歴
史
的
役
割

を
終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
｡

〔参
考
文
献
〕

池
享
編

『
日
本
の
時
代
史
13

天
下
統

一
と
朝
鮮
侵
略
』
(吉
川
弘

文
館
､
二
〇
〇
三
年
)

他
事

｢戦
国
期
の
地
域
権
力
｣

(

『
日
本
史
講
座

-
』
東
京
大
学

出
版
会
､
二

〇
〇
四
年
)

池
享

｢戦
国
期
地
域
権
力
の

『公
儀
』
に
つ
い
て
｣

(
『中
央
史
学
』

二
七
号
､
二
〇
〇
四
年
)

池
享

｢戦
国
期
の

『国
』
に
つ
い
て
｣
(『戦
国
史
研
究
』
四
九
号
､

二
〇
〇
五
年
)

(
い
け

す
す
む

･
一
橋
大
学
大
学
院
)

*
こ
の
論
考
は
､
現
場
教
員
の
疑
問
点
を
も
と
に
池
氏
に
論
述
し

て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す

(編
集
部
)｡
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