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室
町
時
代
よ
り
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
漢
學

二
七

室
町
時
代
は
鎌
倉
時
代
に
引
績

m玉
騨
の
流
行
を
み
た
、
祠
僧
は
淡
學
の
宜
博
者
で
あ
っ
た
、
所
謂
五
山
文
峡
な
る
も
の

は
方
外
の
餘
抜
で
あ
っ
て
筍
銑
の
氣
①
に
滴

t
て
居
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
室
町
時
代
の
派
學
は
全
く
五
山
學
僧
の
手

に
よ

b
て
成
長
し
た
、
博
士
家
や
公
卿
に
も
横
學
研
究
が
行
は
れ
て
居
た
け
れ
ざ
も
學
僧
の
そ
れ
に
比
す
れ
ば
振
は
ざ

室
町
稲
府
は
其
組
織
上
の
手
落
や
統
李
者
の
不
行
届
か
ら
し
て
強
力
な
る
政
府
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
、
特

に
應
仁
の
大
飢
前
後
は
統
制
全
く
鋏
け
て
其
椛
勢
の
基
礎
を
弱
く
し
、
封
建
國
家
の
礎
石
に
動
揺
を
来
す
に
至
っ
た
。

同
じ
輯
に
し
て
も
鎌
倉
時
代
の
祁
y
J

室
町
時
代
の
輝
マ
J

は
少
し
く
行
方
を
異
に
し
て
居
る
マ
J

思
ふ
0

時
宗
の
修
輝
さ
義

政
の
耽
轟
マ
J

は
大
に
距
離
が
あ
る
'
t
J

考
へ
ら
る
A

、
鎌
倉
の
輝
は
前
撲
直
戟
の
氣
に
富
み
、
室
町
の
祁
は
枯
淡
の
内
に

豪
奢
を
含
む
、
一
例
で
は
あ
る
が
金
閤
銀
閤
の
棲
観
は
幽
閑
な
る
林
槌
マ
J

相
侯
ち
て
其
藤
術
的
債
値
を
全
た
か
ら
し
め

自
然
の
裡
に
占
め
得
た
閑
室
は
其
内
容
に
は
複
維
を
蔵
す
る
も
の
が
あ
る
、
其
外
貌
は
民
間
の
栖
届
ご
何
の
相
述
も
無

き
も
、
其
内
に
は
無
自
軍
の
行
修
~
と
氣
品
マ

J

を
盛
つ
て
居
る
、
鎌
倉
の
政
治
が
営
時
の
國
情
に
則
し
た
澄
刺
な
も
の
で
あ

る
こ
y
J

甚
だ
し
い
。

武

藤

室
町
時
代
よ
り
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
漢
學
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っ
た
に
反
し
て
室
町
の
施
政
は
放
漫
マ
J

姑
息
'
J
J

に
滴
ち
國
家
統
治
の
盟
系
を
備
へ
て
居
な
か
つ
た
。
輝
僧
が
大
陸
よ
り

輸
入
し
た
漢
學
や
支
那
藝
術
は
か
な
り
よ
く
室
町
時
代
に
泊
化
さ
れ
た
や
う
に
外
見
に
は
う
つ
る
が
、
之
が
興
相
は
充

分
の
検
討
を
要
す
る
こ
マ
J
A
m
心
ふ
°
鎌
倉
室
町
雨
時
代
に
於
け
る
大
陸
マ
J
の
交
通
は
祠
學
漢
學
の
如
き
精
紳
的
偏
よ
り

も
営
時
設
族
富
古
家
の
物
質
的
慾
望
セ
禍
足
さ
す
べ
き
も
の
に
重
き
を
骰
か
れ
た
や
う
で
あ
っ
た
、
鎌
倉
時
代
の
博
多
は

H
本

L
流
祉
會
の
要
求
品
を
楡
人
し
又
た
薩
府
の
坊
之
津
は
嬌
家
の
私
領
に
厩
す
る
貿
易
港
で
あ
っ
た
0

室
町
時
代
に

な
る
こ
支
那
貨
幣
の
獲
得
に
熱
中
し
、
其
財
政
上
の
弱
期
を
除
く
衰
を
得
ん
が
鯰
に
は
名
義
上
の
主
椎
セ
犠
牲
に
供
し

て
憚
か
ら
ざ
る
に
至
っ
た
。
面
し
て
か
A

る
支
那
通
商
セ
滑
ら
か
に
進
捗
せ
し
む
る
為
に
は
営
時
支
那
の
學
間
ご
文
明

ご
を
輝
解
す
る
五
川
輝
僧
の
オ
幹
手
腕
に
其
援
助
を
借
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
0

是
れ
蓋
し
営
時
支
那
貿

易
の
副
産
物
マ
J

し
て
所
謂
五
山
文
學
な
る
も
の
が
構
成
さ
れ
た
所
以
で
あ
る
。

世
に
は
尊
氏
の
夢
窓
疎
石
セ
尊
俵
し
た
こ
'
y
J

や
、
義
蔽
の
義
堂
周
信
に
指
祁
セ
受
け
た
こ
マ
J

や
、
義
政
が
諏
的
数
養
に

其
の
理
解
あ
り
し
こ
マ
J

な
ざ
を
其
例
證
ご
し
て
室
町
将
軍
の
行
蔵
セ
椰
空
の
妙
諦
や
漢
學
の
放
義
に
結
び
つ
け
ん
ご
試

む
る
史
家
も
あ
る
が
是
は
如
何
の
も
の
で
あ
ら
う
か
、
五
山
文
學
の
其
の
債
値
は
頼
山
陽
の
論
時
絶
句
二
十
七
首
の
五

山
文
學
評
に
盛
く
る
で
は
あ
る
弐
い
か
。
⑰
室
町
時
代
の
如
き
不
統
一
な
政
治
不
健
全
な
恩
想
、
放
縦
マ
J

淫
奔
マ
J

の
過

犯
に
滴
ち
、
好
ま
し
か
ら
ざ
る
一
種
の
貿
易
法
に
よ
り
て
僅
に
國
政
の
資
力
を
滋
し
つ
>
あ
る
如
き
國
愉
に
あ
る
も
の

が
何
の
餘
裕
あ
っ
て
大
陸
學
藝
の
妙
諦
を
玩
味
し
消
化
し
骰
得
し
得
る
で
あ
ら
う
か
。

懐
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室
町
時
代
よ
り
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
漢
學

①
‘
②
、
衣
巾
廿
八
顆
明
珠
｀
風
雅
終
然
堕
筍
薩
、
出
頬
故
賞
推
絶
海
、
指
揮
始
意
刷
掠
魚
、

二
十

應
仁
の
大
胤
後
京
都
を
中
心
ご
し
た
學
藤
の
淵
藪
は
地
方
に
分
散
す
る
に
至
っ
た
、
是
は
常
時
大
飩
文
明
を
最
も
よ
く

珊
解
し
得
た
る
輯
僧
ご
本
邦
典
故
に
精
通
し
た
る
公
卿
の
擾

iLを
避
け
て
比
較
的
平
和
な
る
侯
伯
の
治
下
に
走
っ
た
か

ら
の
こ
こ
で
あ
る
、
防
長
に
於
け
る
大
内
文
學
の
登
逹
、
薩

H
隅
に
於
け
る
島
津
文
峡
の
成
長
は
正
に
其
例
證
こ
な
る

も
の
で
あ
る
0

闊
東
に
於
け
る
足
利
學
校
マ
J

金
澤
文
庫
マ
J

は
武
家
が
公
卿
の
學
臨
ゃ
祠
僧
の
根
間
に
煮
染
し
た
か
ら
起

っ
た
結
果
で
あ
る
、
室
町
時
代
に
於
け
る
足
利
學
杖
ご
金
澤
文
庫
マ
J

の
使
命
は
僧
侶
の
修
學
ご
典
籍
の
保
存
ご
に
在
b

て
、
其
餘
徳
餘
烈
は
全
日
本
に
及
ん
だ
こ
い
つ
て
も
過
言
で
は
あ
る
吐
い
、
特
に
足
利
の
易
學
研
鑽
＜
J

肱
籍
蒐
集
こ
は

戦
國
時
代
よ
り
江
戸
時
代
に
及
ぶ
ま
で
其
風
格
セ
保
持
し
、
今

H
に
至
る
も
其
存
在
の
意
義
は
咆
も
滅
じ
な
い
も
の
が

あ
る
0

足
利
ご
山
日
マ
J

は
東
北
ビ
西
南
マ
J

の
學
藤
の
中
心
を
な
し
て
室
町
よ
り
戦
國
に
か
け
て
の
戦
隈
か
ら
辿
ざ
か

り
、
郁
々
た
る
文
か
処
マ
」
し
て
五

iIOJ
學
藝
を
維
持
し
時
に
或
は
其
學
藝
を
一
層
奥
術
な
ら
し
む
る
も
の
が
あ
っ
た
大
内

文
學
は
室
町
文
學
の
縮
闘
で
あ
っ
て
其
學
風
共
泰
逍
に
全
然
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
大
内
義
隆
は
義
政
将
軍
ご
同
一

型
の
文
藝
保
設
者
で
あ
っ
た
か
ら
、
政
治
的
統
制
力
に
弛
緩
を
生
じ
て
共
統
治
は
破
綻
を
来
た
し
國
の
滅
亡
を
見
て
蕊

術
偏
愛
者
の
招
り
易
き
末
路
を
辿
っ
た
0

室
町
大
内
の
雨
文
學
は
常
に
貴
族
の
要
求
愛
誰
す
る
美
術
學
藝
等
の
登
展

に
は
か
な
り
大
な
る
頁
献
を
な
し
た
が
、
其
の
漠
學
の
研
究
に
は
其
援
助
に
資
す
る
こ
マ
J

多
大
な

b
こ
は
い
へ
な
い
、

――
 



し
」
台
閣
儒
紳
の
及
ば
ざ
る
ご
こ
ろ
あ
b
」
伯
こ
な
す
べ
き
で
あ
る
。

ひ
混
ぜ
ざ
る
能
は
ざ
る
な
り
」
切
'
t
J

い
ふ
べ
く
、
敷
多
き
詩
僧
中
義
堂
周
信
マ
」
絶
栂
中
沖
ご
を
以
て
其
中
の
巨
坪
マ
J

な

之
を
江
戸
時
代
漢
學
の
非
常
な
る
発
逹
に
比
す
れ
ば
其
差
雲
泥
マ
J

い
ひ
得
る
か
も
知
れ
ぬ
0

す
べ
て
外
國
の
高
尚
な
る

訊
本
羹
を
憩
得
す
る
に
は
平
和
な
る
歳
月
の
援
助
を
受
け
る
こ
ご
が
何
よ
り
肝
要
な
る
一
條
件
か
マ
JITI
心ふ
0

前
述
の
如
く

室
町
時
代
は
大
飩
よ
り
費
源
を
仰
ぐ
こ
マ
J

を
以
て
最
大
の
良
策
な
り
ご
な
し
て
、

足
利
将
軍
は
も
マ
J

よ
b
詣
侯
伯
皆
な

學
け
て
之
が
政
策
の
遂
行
に
努
力
を
吝
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
大
内
細
川
雨
氏
の
勘
合
船
を
喰
ひ
し
が
如
き
其
適
例

で
あ
っ
て
、
将
軍
侯
伯
皆
な
進
頁
船
に
よ
り
て
巧
妙
な
る
外
費
輸
入
法
を
請
じ
つ
A

あ
る
如
き
情
態
に
て
、
輝
僧
は
野

心
あ
る
牌
軍
候
伯
の
懇
請
に
よ
り
て
悔
外
條
交
の
任
に
常
り
棺
俎
折
衝
の
役
を
湖
じ
、
時
に
方
外
修
徳
人
の
総
す
を
潔

し
'
y
J

せ
ざ
る
こ
ご
を
も
敢
て
す
る
の
己
む
な
き
に
至
り
し
こ
'
y
J

も
あ
っ
た
や
う
で
あ
る

J

倶
々
椰
僧
は
大
陸
に
滸
ぶ
を

以
て
概
ね
翰
墨
に
長
じ
作
詩
に
妙
で
あ
っ
た
、
而
し
て
時
蓮
の
然
ら
し
む
る
ご
こ
ろ
身
に
輝
衣
を
披
て
心
は
関
里
に
赴

く
も
の
比
較
的
多
く
、
宋
序
提
閉
の
先
鞭
を
着
け
得
た
砧
が
日
本
漠
學
史
上
に
非
常
な
る
貢
献
を
な
し
た
こ
こ
ヽ
な
る
。

桂
槌
女
樹
の
島
沖
文
學
に
於
け
る
、
雪
舟
等
揚
の
大
内
文
學
に
於
け
る
其
卸
々
た
る
も
の
で
岐
陽
方
秀
が
桂
症
の
先
藷

ご
し
て
已
に
新
注
訓
貼
に
先
鞭
セ
着
け
て
居
た
こ
マ
J

は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
宋
學
東
漸
さ
新
注
國
讀
に
闊
し
て
は
従
来

幾
多
の
論
難
が
繰
返
さ
れ
て
居
た
こ
'
y
J

は
學
界
周
知
の
こ
ご
で
あ
る
。

輯
僧
の
詩
は
ぶ
痩
硬
1-
（
で
あ
っ
て
「
参
學
の
暇
、
藝

i

処
に
従
事
す
、
師
承
各
々
異
り
、
盟
裁
も
亦
た
岐
れ
」
図
「
玉
石
相

懐

徳

1
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室
町
時
代
よ
り
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
漢
學

一
向
宗
の
勢

五
山
文
學
に
伴
ふ
列
書
流
行
の
こ
こ
は
常
時
海
外
修
交
の
結
果
外
闊
貿
易
に
陽
係
深
き
商
業
都
市
た
る
堺
、

⑨
正
平
板
論
語
」
「
碧
魯
大
全
」
「
培
注
店
腎
紹
句
一
二
骰
諒
注
」
「
韻
鍍
」

山
日
、
鹿

兒
島
、
兵
庫
等
に
漸
く
盛
に
し
て
其
勢
或
は
帝
都
を
凌
ぐ
も
の
あ
る
に
至
っ
た
、
特
に
堺
の
如
ぎ
は
特
殊
な
る
都
府
自

治
制
を
打
し
、
市
の
常
備
軍
を
有
す
る
マ
J

同
時
に
個
人
の
好
古
癖
よ
り
上
梓
頻
々
た
る
に
及
ん
だ
。
同
さ
り
な
が
ら
共

列
害
よ
り
観
察
す
れ
ば
常
時
序
間
の
内
容
が
如
何
な
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
か
い
分
明
に
な
り
、
所
謂
五
山
文
學
な

陰
鬱
な
る
室
町
時
代
の
篠
が
落
ち
る
ご
澄
刺
な
る
安
土
桃
Jll
時
代
が
展
開
し
来
る
、
冊
は
攻
城
野
戦
に
誨
策
謀
略
に

H

も
足
ら
ざ
る
如
き
侃
離
の
泄
相
な
れ
｝
ヽ
」
も
何
ご
な
く
快
活
な
る
光
梨
が
み
ね
て
来
た
。
丑
央
姿
颯
爽
た
る
織
田
信
長
が
肌

は
れ
て
撥
飢
反
正
の
功
業
を
創
め
る
、
「
天
下
布
武
」
セ
以
て
旗
職
マ
J

な
し
、
兵
馬
倅
悠
の
際
静
座
讀
害
の
暇
無
き
を
以
て

数
坑
訊
子
界
の
偉
傑
を
招
致
し
て
耳
學
間
に
見
聞
を
廣
め
、
従
来
の
慣
円
故
倍
に
捕
は
れ
す
自
由
に
し
て
進
歩
的
な
る
政

．
 

治
を
布
い
た
、
先
づ
足
利
氏
が
皇
宙
セ
疎
じ
奉
り
た
る
諜
れ
る
想
想
セ
一
掃
し
去
つ
て
、
新
に
白
惹
室
の
供
御
を
増
し
宮
閾

を
修
理
し
奉
り
頗
る
恨
重
の
態
度
を
以
て
其
政
梱
を
確
保
し
更
に
進
ん
で
祉
會
秩
序
の
飯
復
に
腐
心
し
、

三

⑫
③
「
日
本
詩
史
」
（
江
村
北
悔
）

①
④
「
書
後
匝
跛
」
（
頼
山
腸
）

る
も
の
>
凰
チ
的
程
度
が
正
確
に
な
る
。



力
を
殺
ぐ
に
某
督
放
を
以
て
し
た
彼
は
佛
耶
儒
の
い
．
つ
れ
に
も
偏
す
る
こ
さ
な
く
、
祉
會
維
持
に
必
要
な
る
数
化
は
何

の
躊
躇
も
辿
屈
も
な
く
自
由
自
在
に
之
を
活
用
し
た
、
足
利
鼎
軍
や
大
内
氏
が
常
時
の
學
僧
を
尊
栄
し
た
る
ご
全
く
異

り
た
る
態
度
を
以
て
學
徳
兼
備
の
高
僧
を
優
待
し
て
施
政
上
の
参
考
に
打
し
た
、
策
彦
周
良
の
如
き
は
彼
が
推
服
傾
倒

安
士
桃
山
時
代
は
國
家
統
一
の
大
事
業
が
時
代
の
意
識
に
上

b
、
信
長
、
秀
吉
に
次
ぐ
家
康
の
周
密
な
る
統
禦
政
策
が

賓
現
せ
ら
る
ヽ
前
提
を
な
し
た
る
時
で
、
其
美
術
の
如
ぎ
も
多
様
な
る
形
態
、
古
家
華
な
る
彩
色
が
其
特
徴
さ
さ
れ
、
足

利
季
世
の
枯
淡
滴
洒
な
る
藝
術
ご
甚
だ
し
く
相
違
す
る
も
の
が
あ
る
ご
い
は
れ
て
居
る
が
、
漢
學
の
登
逹
は
左
様
著
る

し
き
特
色
を
顕
は
し
て
居
な
い
、
前
に
足
利
時
代
が
漢
學
の
痰
逹
に
不
便
な
る
時
代
で
あ
る
如
く
安
士
桃
山
時
代
も
決

し
て
學
藝
の
進
展
に
適
應
し
た
時
代
で
は
な
い
、
唯
だ
従
前
の
如
く
海
外
交
通
の
門
戸
た
る
都
邑
に
海
外
輸
入
の
或
る

程
度
の
學
藝
が
倅
頓
俯
態
を
殿
紐
し
て
居
る
の
み
で
あ
る
、
藤
原
偉
寓
の
慶
長
元
年
薩
南
に
下
り
し
如
き
は
茎
し
斯
邊

の
泊
息
を
洩
す
も
の
で
あ
る
。

夫
れ
戦
國
将
士
の
努
苦
は
非
常
な
も
の
で
何
の
暇
あ
っ
て
か
大
飩
學
藝
の
芳
醇
に
陶
酔
し
得
ん
や
、
學
藤
の
伸
長
は
如

何
に
し
て
も
泰
平
の
悪
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
恨
寓
羅
山
時
代
の
漢
學
は
比
較
的
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
た
<
J

い

ふ
磯
は
免
れ
得
ぬ
、
元
藤
以
後
に
な
っ
て
祖
彼
白
石
出
づ
る
に
及
ん
で
漢
學
降
盛
其
極
に
逹
し
来
り
、
幕
府
に
倣
ふ
雄

滸
の
地
廟
紐
設
は
一
種
の
宗
放
々
育
の
如
き
風
格
に
て
人
間
最
高
の
逍
義
を
放
わ
、

し
た
る
一
傑
僧
で
あ
っ
た
。

懐

撼

H
常
持
倫
の
徳
行
を
動
し
、
醇
化



室
町
時
代
よ
り
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
漢
學

大
な
る
貢
献
を
致
し
た
も
の
で
あ
る
さ
い
ふ
結
論
を
得
る
。

（
昭
和
九
、
七
、
ニ
―

1

一

）

せ
る
儒
故
を
以
て
各
蒲
々
校
の
放
育
方
針
を
定
め
、
封
建
國
家
の
糾
織
に
順
應
す
る
マ
」
こ
ろ
あ
ら
し
め
た
。
長
崎
の
一

泄
を
通
し
て
舶
載
せ
ら
る
る
典
藉
は
江
戸
幕
府
は
勿
論
詣
滸
の
競
ひ
て
賭
求
し
、
共
統
治
管
内
の
打
識
階
扱
を
描
足
せ

し
め
た
、
而
し
て
時
代
の
進
行
に
つ
れ
て
一
般
社
會
が
學
間
に
閥
心
し
来
b
、
漢
學
者
の
研
究
論
議
は
文
字
訓
詰
、
修

身
逍
義
、
政
治
純
清
、
歴
史
地
理
、
文
學
蒻
術
、
自
然
科
學
の
諸
方
面
に
及
ん
だ
、
漢
學
は
武
士
階
級
'
t
J

深
い
闊
係
を

も
つ
て
居
た
こ
さ
は
無
論
で
あ
る
が
吏
に
一
般
社
會
即
ち
諸
階
級
の
間
に
も
珍
煎
せ
ら
る
＞
に
至
っ
た
、
口
ぞ
れ
宜
に
漢

學
な
る
も
の
が
種
々
の
要
素
を
包
容
し
て
居
る
為
で
あ
る
0

江
戸
幕
府
の
政
治
組
織
は
決
し
て
完
全
な
る
も
の
で
は
な

い
、
唯
其
統
治
機
能
の
周
密
な
る
蓮
用
に
よ
り
て
兎
に
も
角
に
も
三
百
年
の
太
平
を
致
し
た
こ
こ
が

H
本
漢
學
史
上
に

附
記
、
江
戸
時
代
漢
息
チ
の
推
移
に
闘
・
し
て
、
今
少
し
く
論
議
し
た
い
↓
J

屈
ふ
が
、
頁
数
に
も
制
限
あ
る
か
ら
蕊
に
一
先
づ
澗
筆
す
る
。



懐
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四


