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はしがき

　
　
　
は
し
が
き

　
本
書
は
、
室
町
・
戦
国
時
代
を
中
心
に
、
中
世
前
期
か
ら
近
世
初
期
ま
で
の
日
本
各
地
の
武
家
拠
点
の
多
様
な
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
武
家
の
拠
点
と
い
え
ば
、
中
世
で
は
一
般
に
は
、
在
地
領
主
の
館
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
は
主
従
制
の
核
で
あ
り
、

領
主（
当
主
）の
排
他
的
な
権
力（
暴
力
）が
絶
対
的
な
世
界
で
あ
る
。
こ
う
し
た
拠
点
が
自
然
に
拡
大
し
て
戦
国
大
名
の
城
下
町
か
ら
近
世

城
下
町
に
発
展
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
室
町
時
代
の
守
護
の
支
配
拠
点
で
あ
る
守
護
所
の
研
究
が
進
む
と
異
な
る
様
相
が
注
目
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
。
守
護
所
の
多
く
は
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
期
の
国
衙
の
「
場
」（
空
間
）を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
国
衙
が
有
し
て
い
た
一
国
支

配
の
公
的
な
由
緒
を
引
き
継
い
だ
。
さ
ら
に
守
護
所
か
ら
戦
国
時
代
の
城
下
町
へ
展
開
す
る
な
か
で
、
大
名
は
そ
れ
ぞ
れ
問
題
解
決
能
力

を
高
め
る
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
「
下
か
ら
の
公
権
」
を
あ
わ
せ
て
身
に
つ
け
、
そ
れ
故
に
こ
そ
拠
点
の
中
心
地
性
を
高
め
る
こ
と
が
で
き

た
。
そ
の
先
に
近
世
城
下
町
を
見
通
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　
本
書
で
は
、
こ
う
し
た
地
域
に
お
け
る
拠
点
と
は
別
に
、
京
都
・
鎌
倉
・
江
戸
と
い
う
武
家
の
「
首
都
」
形
成
に
つ
い
て
も
あ
つ
か
う
。

さ
ら
に
、
中
世
に
お
い
て
は
自
律
的
に
営
ま
れ
て
い
た
、
寺
社
・
港
町
・
交
通
な
ど
が
武
家
拠
点
と
関
係
を
強
め
て
ゆ
く
具
体
相
も
解
明

し
て
ゆ
く
。
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各
論
文
に
つ
い
て
、
本
書
の
趣
旨
と
か
か
わ
る
点
を
中
心
に
そ
れ
ぞ
れ
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
高
橋
修
「
常
陸
佐
竹
氏
本
領
・
久
慈
郡
佐
竹
郷
の
復
元
的
考
察
」
は
、
武
家
に
よ
る
本
領
の
支
配
が
、
農
業
生
産
だ
け
で
な
く
、
交
通

や
流
通
の
結
節
点
で
あ
る
町
場
に
も
お
よ
ぶ
こ
と
、
よ
り
広
い
地
域
社
会
へ
の
影
響
力
や
人
間
関
係
の
深
化
に
よ
る
支
配
の
広
が
り
を
と

も
な
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
地
域
的
公
権
力
の
す
が
た
を
活
写
し
た
と
い
え
よ
う
。
中
世
武
士
の
支
配
原
理
を
主
従
制
の
み
か
ら
説

明
し
、
無
縁
・
楽
な
ど
と
の
二
項
対
立
で
論
じ
る
こ
と
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
実
証
的
に
示
す
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。

　
山
田
徹
「
室
町
期
荘
園
制
と
『
守
護
所
』」
は
、
近
年
の
室
町
期
研
究
の
進
展
に
依
拠
し
て
、
先
に
示
し
た
「
守
護
所
」
イ
メ
ー
ジ
に

改
変
を
せ
ま
る
研
究
で
あ
る
。
守
護
所
が
国
衙
を
継
承
し
た
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
、
両
者
の
連
続
性
は
認
め
が
た
い
と
し
た
上
で
、

室
町
時
代
の
一
国
拠
点
の
多
様
性
を
実
例
を
あ
げ
て
論
じ
た
。
御
料
所
、
大
名
の
所
領
、
有
力
被
官
の
拠
点
な
ど
が
守
護
の
拠
点
と
し
て

す
が
た
を
あ
ら
わ
す
。
ま
た
十
五
世
紀
ま
で
の
拠
点
と
比
較
し
て
、
十
六
世
紀
の
守
護
拠
点
は
、
分
国
支
配
上
の
要
地
に
遷
移
す
る
場
合

が
多
い
。
守
護
拠
点
の
出
自
は
よ
り
柔
軟
に
と
ら
え
、
多
様
性
か
ら
説
明
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
村
井
良
介
「
戦
国
期
の
地
域
秩
序
形
成
と
政
治
拠
点
」
は
、
公
的
な
文
書
発
給
が
お
こ
な
わ
れ
る
場
を
政
治
拠
点
と
し
、
幕
府
に
よ
っ

て
普
遍
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
室
町
期
の
権
利
保
証
が
ど
の
よ
う
に
減
退
し
て
ゆ
く
の
か
を
論
じ
た
。
そ
し
て
戦
国
期
の
毛
利
領
国
で

あ
っ
た
安
芸
国
と
備
中
国
を
例
と
し
て
室
町
期
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
国
で
は
、
戦
国
領
主
が
大
型
城
郭

で
あ
る
本
拠
を
築
き
、
判
物
を
発
給
し
、
独
自
の
「
領
」
支
配
を
お
こ
な
っ
た
。
新
た
な
権
利
保
証
主
体
が
新
た
な
政
治
拠
点
を
形
成
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
位
に
、
大
名
権
力
の
政
治
拠
点
が
位
置
す
る
こ
と
で
、
拠
点
は
重
層
的
な
あ
り
方
を
示
す
。

　
新
谷
和
之
「
近
畿
地
方
に
お
け
る
武
家
の
拠
点
形
成
」
は
、
紀
伊
国
と
近
江
国
で
は
、
守
護
の
継
続
性
、
奉
公
衆
の
自
立
性
、
宗
教
勢

力
の
影
響
力
の
強
さ
な
ど
が
、
武
家
の
拠
点
形
成
に
も
反
映
さ
れ
た
と
す
る
。
守
護
の
在
地
で
の
活
動
が
顕
著
で
な
い
紀
伊
で
は
、
守
護

の
拠
点
は
発
達
せ
ず
、
奉
公
衆
ら
有
力
在
地
領
主
の
い
く
つ
か
の
居
館
が
確
認
さ
れ
る
。
近
江
六
角
氏
は
観
音
寺
城
を
築
き
、
家
臣
の
多

く
を
集
住
さ
せ
た
。
豊
臣
政
権
は
、
紀
伊
で
は
和
歌
山
城
を
は
じ
め
、
港
湾
を
お
さ
え
る
拠
点
づ
く
り
を
展
開
し
た
。
近
江
で
は
、
武
家
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拠
点
の
移
動
や
新
設
が
著
し
か
っ
た
。
近
畿
地
方
周
縁
の
両
国
の
特
徴
か
ら
、
武
家
拠
点
の
あ
り
方
を
解
き
明
か
し
て
い
る
。

　
山
田
邦
和
「
室
町
幕
府
将
軍
御
所
の
変
遷
」
は
、
足
利
尊
氏
か
ら
義
昭
ま
で
の
す
べ
て
の
将
軍
の
居
住
地
に
つ
い
て
、
文
献
史
料
、
発

掘
成
果
、
先
行
研
究
を
徹
底
的
に
精
査
し
て
そ
の
位
置
・
領
域
を
確
定
し
、
地
図
上
で
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
二
代
義
詮
の
「
三
条
坊

門
殿
」
と
三
代
義
満
の
室
町
殿
を
両
軸
と
し
つ
つ
、
将
軍
御
所
は
三
条
通
以
北
の
各
地
に
設
定
さ
れ
た
。
寺
院
や
家
臣
の
邸
宅
を
宛
て
る

場
合
も
あ
り
、
占
地
の
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
幕
府
末
期
の
十
四
代
義
輝
、
十
六
代
義
昭
の
御
所
は
、
本
格
的
な
城
郭
の
様
相
を

示
し
て
お
り
、
織
田
氏
・
豊
臣
氏
の
京
都
の
拠
点
の
あ
り
方
に
つ
な
が
る
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
今
後
、
室
町
時
代
の
将
軍

御
所
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
必
ず
参
照
さ
れ
る
論
文
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
江
田
郁
夫
「
鎌
倉
府
の
御
所
と
東
国
武
士
の
拠
点
」
は
、
南
北
朝
・
室
町
時
代
の
鎌
倉
に
あ
っ
た
御
所
や
武
士
の
屋
敷
地
の
実
態
・
役

割
と
東
国
武
士
の
拠
点
形
成
に
つ
い
て
解
明
し
た
。
東
国
武
士
に
と
っ
て
、「
在
鎌
倉
」
す
る
こ
と
は
、
鎌
倉
公
方
へ
の
臣
従
を
示
す
行

為
で
あ
り
、
十
五
世
紀
前
半
に
は
規
範
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
彼
ら
は
鎌
倉
に
常
住
は
し
て
お
ら
ず
、
本
領
と
行
き
来
し
て
い
た
と
す

る
。
下
野
国
小
山
氏
の
場
合
、
本
領
支
配
の
た
め
の
祇
園
城
が
居
城（「
宿
城
」）で
あ
り
、
か
つ
「
館
」
で
あ
っ
た
。
東
国
武
士
の
在
鎌
倉

は
、
豊
臣
政
権
の
在
大
坂
、
徳
川
政
権
の
在
江
戸
と
共
通
す
る
側
面
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
谷
徹
也
「
豊
臣
政
権
に
よ
る
京
都
の
拠
点
化
」
は
、
政
権
の
拠
点
が
置
か
れ
、
武
士
が
集
住
し
た
こ
と
が
、
都
市
住
民
に
い
か
な
る
重

み
を
持
っ
た
の
か
を
「
課
税
」
の
観
点
か
ら
解
い
た
。
政
権
が
独
占
的
に
入
手
し
た
生
糸
を
都
市
共
同
体
に
貸
し
付
け
、
代
銀
を
支
払
わ

せ
た
り
、
木
綿
な
ど
の
「
あ
ら
い
」
を
命
じ
、
政
権
に
返
上
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
制
度
の
結
果
と
し
て
、
富
の
集
積
に
お
い
て
も
天
下
人

に
極
度
に
収
斂
す
る
構
造
が
現
出
し
、
そ
れ
ら
は
居
城
の
天
守
に
納
め
ら
れ
た
と
い
う
。
京
都
は
地
子
免
除
を
得
た
が
、
そ
れ
を
帳
消
し

に
す
る
独
特
の
課
税
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

　
齋
藤
慎
一
「
江
戸
城
下
の
変
遷
」
は
、
近
世
江
戸
の
城
下
町
、
と
り
わ
け
主
要
街
路（
日
本
橋
通
り
）が
、
中
世
の
江
戸
城
下
の
継
承
で

は
な
く
、
町
場
の
位
置
を
変
え
、
新
規
の
町
割
り
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
こ
と
を
丁
寧
な
実
証
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
。
古
文
書
や
記
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録
・
地
誌
、
絵
図
だ
け
で
な
く
、
発
掘
調
査
の
成
果
も
多
角
的
に
活
用
し
て
い
る
。
海
面
の
埋
め
立
て
、
陸
地
化
の
段
階
も
念
頭
に
、
歴

史
地
理
的
な
分
析
も
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
近
世
江
戸
誕
生
に
つ
い
て
の
考
察
の
決
定
版
と
な
っ
た
。

　
長
澤
伸
樹
「
中
世
後
期
奥
羽
に
お
け
る
都
市
と
流
通
・
交
通
」
は
、
中
近
世
移
行
期
に
お
け
る
都
市
の
あ
り
方
が
、
主
に
豊
臣
政
権
と

の
接
触
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
ゆ
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
上
方
で
発
達
し
た
成
文
法
、
町
づ
く
り
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
近
世
城
下
町

の
基
礎
を
形
作
り
、
周
辺
地
域
で
の
市
・
宿
・
港
町
な
ど
の
変
容
に
ま
で
結
び
つ
く
と
い
う
。
中
央
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
技
術
・
文
化
・

情
報
が
、
中
世
の
在
地
の
慣
習
を
淘
汰
し
、
近
世
的
な
法
の
支
配
を
急
速
に
浸
透
さ
せ
た
。

　
天
野
忠
幸
「
三
好
氏
の
城
郭
と
寺
社
」
は
、
十
六
世
紀
の
中
葉
、
京
都
・
畿
内
を
中
心
に
領
域
支
配
を
展
開
し
た
三
好
氏
の
う
ち
、
三

好
長
慶
、
三
好
実
休
、
松
永
久
秀
が
拠
点
を
置
い
た
城
郭
と
宗
教
施
設
の
関
係
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
寺
社
な
ど
の
宗
教
施
設
は
、
城

郭
が
設
置
・
発
達
す
る
以
前
か
ら
存
在
し
、
独
自
の
信
仰
圏
を
形
成
し
て
い
た
。
三
好
氏
権
力
は
、
そ
う
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す

る
た
め
、
寺
社
を
移
転
さ
せ
た
り
、
特
権
を
保
障
し
た
り
し
た
と
い
う
。

　
阿
部
来
「
越
前
の
武
家
拠
点
と
山
の
寺
・
港
湾
」
は
、
発
掘
成
果
や
歴
史
地
理
学
的
視
点
に
よ
る
武
家
拠
点
の
解
明
と
、
一
乗
谷
・
平

泉
寺
・
三
国
湊
の
相
互
比
較
か
ら
な
る
。
朝
倉
氏
の
拠
点
は
交
通
路
に
沿
っ
て
進
展
し
、
ま
た
旧
来
か
ら
の
政
治
拠
点
を
取
り
込
ん
で
い

っ
た
。
武
家
拠
点
が
城
館
と
村
・
町
、
湊
・
寺
社
な
ど
と
一
体
化
し
て
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
寺
社
の
開
創
年
代

な
ど
か
ら
一
乗
谷
の
内
部
に
お
け
る
都
市
開
発
の
段
階
差
を
提
案
し
て
い
る
。「
山
の
寺
」
平
泉
寺
や
三
国
湊
と
一
乗
谷
と
の
間
の
類
似

性
・
異
質
性
を
論
じ
、
武
家
拠
点
を
相
対
化
し
た
。

　
谷
口
正
樹
「
戦
国
期
の
武
家
権
力
と
門
前
町
」
は
、
厳
島
社
と
杵
築
社（
出
雲
大
社
）の
門
前
町
が
戦
国
時
代
に
急
速
に
変
容
し
て
ゆ
く

こ
と
が
、
領
域
を
支
配
す
る
大
内
氏
・
尼
子
氏
や
毛
利
氏
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
解
い
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
権
門
の
し
ば
り

と
、
そ
れ
を
ほ
ど
こ
う
と
す
る
都
市
民
や
商
人
た
ち
の
活
動
が
門
前
町
の
発
展
に
結
果
し
、
そ
の
果
実
を
つ
か
も
う
と
す
る
大
名
権
力
の

介
入
を
招
く
。
地
域
社
会
の
中
核
都
市
が
、
武
家
の
拠
点
と
も
さ
れ
る
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
変
化
や
葛
藤
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
の
か
、
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多
彩
な
側
面
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
関
周
一
「
東
九
州
の
唐
人
町
と
武
家
拠
点
」
は
、
唐
人
町
の
全
体
を
俯
瞰
し
た
上
で
、
豊
後
府
内（
大
分
県
）、
都
城（
宮
崎
県
）、
大
隅

国
国
分（
鹿
児
島
県
霧
島
市
）に
設
け
ら
れ
た
唐
人
町
の
立
地
や
住
人
構
成
な
ど
か
ら
武
家
拠
点
と
の
多
様
な
関
係
を
解
明
す
る
も
の
で
あ

る
。
政
治
都
市
で
も
港
町
で
も
、
多
様
な
商
人
・
職
人
が
住
み
、
経
済
的
な
中
核
と
す
る
た
め
、
唐
人
町
が
設
定
さ
れ
た
。
唐
人
町
の
興

隆
政
策
が
、
当
該
期
の
九
州
に
お
け
る
典
型
的
な
都
市
活
性
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
武
家
拠
点
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
相
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　
中
世
の
武
家
拠
点
が
、
狭
い
意
味
で
の
武
家
と
そ
の
一
族
・
家
臣
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
武
家
の
拠
点
は

本
来
的
に
、
居
館
・
城
館
に
加
え
て
、
町
場
や
寺
社
な
ど
多
様
な
性
格
を
も
つ
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
主
従
制
の
み
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
拠
点
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
武
家
の
拠
点
と
は
別
に
、
中
世
に
お
い
て
は
寺
社
、
門
前
町
、
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
し
、
そ
れ
ら
に
結
び
つ
く
経
済
・
流
通
圏

が
広
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
港
町
な
ど
の
交
通
集
落
も
独
自
の
中
心
性
と
発
展
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。
中
世
社
会
は
武
家
だ
け
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
武
家
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ
る
。
武
家
拠
点
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
域
社
会

の
展
開
の
な
か
で
、
武
家
以
外
の
要
素
の
役
割
が
大
き
い
こ
と
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。

　
武
家
は
宗
教
都
市
や
交
通
集
落
に
寄
生
し
、
利
用
し
な
が
ら
取
り
込
む
こ
と
で
、
武
家
の
拠
点
を
経
済
上
の
中
心
地
に
し
た
り
、
経
済

拠
点
を
武
家
の
拠
点
に
変
え
て
い
っ
た
り
す
る
。
十
五
世
紀
ま
で
の
武
家
に
よ
る
一
国
支
配
の
拠
点
は
中
心
地
性
を
備
え
て
い
な
い
場
合

も
あ
っ
た
が
、
中
世
末
期
に
か
け
て
、
武
家
の
拠
点
は
領
国
の
要
地
に
移
動
す
る
。
こ
う
し
て
ほ
と
ん
ど
の
武
家
の
拠
点
が
、
一
定
地
域

の
な
か
で
中
核
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
て
ゆ
く
。
守
護
所
や
戦
国
期
城
下
町
の
段
階
で
あ
る
。

  

武
家
の
地
域
統
合
が
進
み
、
大
名
、
戦
国
領
主
、
国
衆
な
ど
の
権
力
編
成
が
明
確
化
す
る
に
し
た
が
い
、
そ
れ
ぞ
れ
が
形
成
す
る
拠
点
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はしがき

の
重
層
性
も
顕
著
に
な
る
。
た
だ
し
、
強
力
な
大
名
権
力
が
成
長
す
る
と
、
家
臣
が
官
僚
と
し
て
大
名
城
下
で
勤
務
す
る
傾
向
が
強
ま
り
、

拠
点
の
集
中
、
一
元
化
の
進
展
が
み
ら
れ
る
。
武
家
内
部
の
こ
う
し
た
統
合
と
、
城
下
町
が
経
済
・
流
通
を
束
ね
、
宗
教
勢
力
も
と
り
こ

ん
で
ゆ
く
過
程
は
同
時
並
行
で
進
展
す
る
。
と
は
い
え
、
戦
国
大
名
権
力
が
必
ず
し
も
卓
越
し
て
い
な
い
地
域
で
は
、
こ
う
し
た
編
成
は

必
ず
し
も
普
遍
的
で
は
な
く
、
統
一
権
力（
豊
臣
政
権
）の
介
入
・
後
援
を
得
る
ま
で
そ
れ
が
実
現
し
な
い
地
域
も
多
い
。

　
中
世
の
「
首
都
」
論
は
、
こ
う
し
た
地
方
拠
点
と
は
一
線
を
画
す
。
京
都
の
将
軍
御
所
は
、
規
模
は
圧
倒
的
に
大
き
い
も
の
の
、
構
造

は
一
般
の
武
家
邸
と
変
わ
ら
ず
、
最
後
ま
で
邸
宅
で
あ
っ
た
。
豊
臣
期
に
お
い
て
も
、
流
通
す
る
商
品
や
課
税
の
あ
り
方
は
他
の
武
家
拠

点
と
は
大
い
に
異
な
っ
た
。
た
だ
、「
首
都
」
と
し
て
の
京
都
の
達
成
点
は
、
十
六
世
紀
末
に
お
け
る
天
下
一
統
の
過
程
で
地
方
に
お
け

る
武
家
拠
点
の
権
力
統
合
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
。
一
方
、
関
東
に
お
け
る
極
で
あ
る
鎌
倉
府
に
は
、
関
東
各
地
か
ら
武
士
が
参
勤
に
来
て

い
た
よ
う
で
、
こ
れ
も
ま
た
「
首
都
」
京
都
の
敷
衍
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
近
世
初
期
江
戸
の
町
並
み
開
発
は
、
戦
国
期
の
町
場
の
あ
り
方
を
超
越
し
、
地
形
の
大
規
模
な
改
変
を
と
も
な
い
な
が
ら
な
さ
れ
た
。

都
市
建
設
に
お
け
る
地
形
改
変
は
権
力
者
に
よ
っ
て
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
手
法
で
あ
り
、
近
世
に
お
け
る
「
首
都
」
の
力
量
を
い
か
ん
な

く
発
揮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
本
書
で
解
明
さ
れ
る
武
家
拠
点
や
関
係
す
る
地
域
社
会
の
成
立
・
展
開
の
あ
り
方
か
ら
、
日
本
中
世
社
会
の
多
様
性
と
特
質
を
読
み
と

っ
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
二
〇
二
五
年
四
月
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