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卒
業
論
文
に
お

い
て
、
「山
城
国

一
揆
に
み
ら
れ
る
惣
国
に

つ
い
て
」
と

い
う
題
目
で
考
察
を
行

っ
た
。
修
士
論
文

で
も
山
城
国

一
揆

を
中
心

に
研
究
を
進
め
よ
う
と
考
え
た
時
、
当
時
の
畿
内
、
特
に
南
山
城

の
近
隣
諸
国
や
幕
府

の
権
力
構
造
と
の
関
係
が
大
き
く
左
右
し

て
い
た
た
め
、
山
城
国

一
揆
を
と
り
ま
く
情
勢
の
把
握
が
必
要
と
感
じ
た
。
そ
の
と
り
ま
く
勢
力
と
し
て
幕
府

・
細
川
氏

・
畠
山
氏

・
興

福
寺
を
取
り
上
げ
、
地
域
と
し
て
は
大
和

・
摂
津

・
河
内

・
和
泉
を
取
り
上
げ
て
考
察
を
行
う
。

ま
ず
、
国

一
揆
の
行
わ
れ
た
地
域
の
再
考
察
を
す
る
。
国

一
揆
が
起
き
た
地
域
を
綴
喜

・
相
楽

・
久
世
の
宇
治

川
以
南
の
地
域
と
す
る

立
場

に
た
ち
、
当
時
の
特
色
を
考
察
し
た
い
。
南
山
城
は
、
大
き
な
水
運
で
あ
る
木
津
川
を
抱
え
、
ま
た
幕
府
の
膝
下
と

い
う
こ
と
で
料

所
化

が
着
々
と
進
め
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
寺
社

・
公
家

の
荘
園
を
多
く
抱
え

て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
存
在
す
る
荘
園

の
中

で
圧
倒
的
に
多
か

っ
た
の
が
興
福
寺
支
配
の
荘
園
で
あ
る
。
興
福
寺
は
そ
れ
ら
荘
園

の
代
官
に
南
山
城
の
国
人
衆
を
就
任
さ
せ
た
り

し
て
、
守
護
権
力
の
及
ば
な

い
南
山
城
地
域
を
荘
園

・
国
人
を
通
し
て
支
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

興
福
寺
が
大
和
国
で
強
大
な
権
力
を
振
る
い
、
支
配
力
を
強
め
る
と
大
和
各
地
の
国
人
衆
が
在
地
武
士
団
と
し

て
力
を
持
ち
は
じ
め
、

興
福
寺
に
属
す
る
形
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
彼
ら
は
衆
徒

・
国
民
と
呼
ば
れ
、
し
だ

い
に
実
力
を
現
わ
し
は
じ
め

て
い
る
。
し
か
し
、
文
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明
七

(
一
四
七
五
)
年
四
月
に
な
る
と

一
乗
院
と
大
乗
院

に
よ
る
主
導
権
争

い
が
起
き
、
衆
徒

・
国
民
に
ま
で
そ

の
抗
争
が
波
及
す
る
こ

と
に
な
る
。

一
乗
院
と
大
乗
院
そ
れ
ぞ
れ
に
分
属
す
る
形
を
と
り
、
衆
徒

・
国
民
間

の
抗
争
が
目
立

つ
よ
う
に
な
る
。
大
和

の
国
人
達
は

そ
の
よ
う
な
環
境
の
中
で
、
興
福
寺
に
従

い
な
が
ら
も
自
立

へ
の
傾
向
を
強
め
、
興
福
寺
領
の
荘
園
な
ど
を
押
領
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
動
き
は
、
南
山
城
の
荘
園
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
す

で
に
、
文
正
元

(
一
四
六
六
)
年
に
は
京
都
の
勢
力
と
も

つ
な
が

っ
て
お
り
、

し
だ

い
に
興
福
寺
の
下
知
に
従
わ
な

い
者
も
現
れ
て
き
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
抗
争
は
応
仁
の
乱

へ
と
進
ん
で
い
く
こ
と

に
な

る
。
衆
徒

・
国
民
の
抗
争
で
は
筒
井
党
と
越
智
党
の
争
い
が
目
立

っ
て
く
る
。
畠
山
家
の
家
督
争
い
、
応
仁

の
乱
と
こ
と
ご
と
く
両

者
は
対
立

の
立
場
を
保

っ
て
い
る
。
大
和
国
人
衆
は
自
ら
の
勢
力
拡
大
の
た
め
、
幕
府
勢
力
と
の
つ
な
が
り
を
選
ん
だ
と

い
え
る
が
、
国

人
相
互
の
対
立

・
抗
争
が
激
し
く
突
出
し
た
国
人
が
生
ま
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
各
抗
争
の
戦
火
が
南
山
城
に
も
波
及
し

て
い
く
の
で
あ
る
。

幕
府
勢
力
の
中
心
で
あ
る
細
川
氏
と
畠
山
氏
は
そ
れ
ぞ
れ
摂
津

・
和
泉

・
河
内
を
手
に
し
て
か
ら
畿
内
近
国
の
大
大
名
に
生
長
し
て
い

る
。
両
氏
と
も
そ
れ
ら
領
国
を
、
他
の
守
護
大
名

の
反
乱
を
抑
え
る
と

い
う
軍
功
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。

分
郡
守
護
制
と
そ
う
で

な

い
か
の
違

い
は
あ
る
が
、
同
時
期
に
台
頭
し
た
こ
の
両
氏

こ
そ
今
後
の
幕
府

の
動
き
を
左
右
す
る
の
で
あ
る
。

両
氏
は
幕
府
内

の
主
導

権
を
代
々
争

っ
て
い
る
。
永
享
か
ら
か
嘉
吉
に
か
け
て
の
細
川
持
賢
と
畠
山
持
国
、
嘉
吉
三

(
一
四
四
三
)
年
の
加
賀
国
守
護
職
を
め
ぐ

る
争

い
に
代
表
さ
れ
る
細
川
持
賢
と
畠
山
持
国
、
そ
し
て
応
仁
の
乱
前
後
に
み
ら
れ
る
細
川
勝
元
と
畠
山
義
就
で
あ
る
。
摂
河
泉

で
は
、

守
護

で
あ
る
細
川
氏

・
畠
山
氏
が
争
う
こ
と
で
混
乱
状
態
に
陥
る
こ
と
は
必
至

の
こ
と
で
あ

っ
た
。
両
氏
が
守
護
と
な
り
、
領
国
支
配
を

す
る
上
で
注
目
し
た

い
の
は
、
在
地
の
国
人
衆
を
登
用
し
て
い
る
例
が
少
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
摂
河
泉
の
国
人
衆
は
細
川

・
畠
山

の
強
大
な
力
を
使

っ
て
勢
力
拡
大
を
考
え

て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
守
護
権
力
に
よ
る
地
元
国
人
不
採
用
策
か
ら
発
展
が
制
約
さ
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れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

南

山
城
地
域

の
国
人
衆
と

つ
な
が
り
が
深
か

っ
た
細
川
氏
は
、
畠
山
氏
と
争

い
な
が
ら
も
着
々
と
幕
府
内

で
の
実
権
を
握
る
よ
う
に

な

っ
て
い
た
。
特
に
政
元
の
時
代
に
な
る
と
そ
れ
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
畠
山
家
の
家
督
争

い
に
お
い
て
父
勝
元
の
関
係
か
ら

か
政
元
は
政
長
を
支
援
し
て
い
た
。
し
か
し
、
争

い
が
進
む
に
つ
れ
て
裏
で
義
就
と
も

つ
な
が

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
両
者
を
混
乱
さ
せ
、

畠
山

氏
そ
の
も

の
の
弱
体
化
を
狙

っ
て
の
行
動
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。
そ
ん
な
時
に
南
山
城

の
国
人
達
が
両
畠
山
の
撤
退
を
要
求
す
る

国

一
揆
を
起
こ
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
畠
山
氏

の
弱
体
化
を
は
か
り
、
南
山
城
地
域

の
支
配
強
化
を
ね
ら
う
政
元
の
意
図
が
お
お
い
に

絡
ん
で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

一
方
、
将
軍
義
政
や
伊
勢
氏
を
中
心
と
す
る
幕
府
は
国

一
揆
成
立
直
後
の
御
教
書
よ
り
山
城
国
御
料
所
化
を

考
え

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
国

一
揆
に
よ
る
畠
山
軍
撤
退
は
、
細
川
政
元

・
幕
府
権
力
の
支
援
が
あ

っ
た
た
め
実
現
し
た
と

い
え
る
。

し
か

し
、
国

一
揆
解
体
時
は
違

っ
て
い
た
。
国

一
揆
解
体
前
、
稲
屋
妻
城
で
南
山
城
国
人
、
特

に
細
川
氏

の
被
官

で
あ

っ
た
者
達
が
守
護

権
力

と
戦

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
国
人
衆
は
長
年
頼
み
と
し
て
い
た
細
川
氏
で
は
な
く
、
赤
松
氏
に
頼
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

国

一
揆
が
解
体
し
た
明
応
二

(
一
四
九
三
)
年
、
京
都
で
は
明
応
の
政
変
と

い
わ
れ
る
ク
ー
デ
タ
ー
が
起
き

て
い
る
。
そ
れ
は
、
畠

山
基
家

(義
就

の
子
)
を
討
伐
し
よ
う
と
自
ら
出
兵
し
た
将
軍
義
材
を
廃
立
に
追

い
や
り
、
新
将
軍
を
擁
立
す
る
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。

政
元

は
幕
府
で
の
地
位
を
確
保
す
る
た
め
、
畠
山
を
退
け
る
目
的
を
持

っ
た
山
城
国

一
揆
を
支
持
し
た
が
、
い
ざ
国

一
揆
解
体
前

の
合
戦

で
は

将
軍
義
材
廃
立
の
計
画
を
優
先
さ
せ
、
南
山
城
に
は
援
軍
を
送
ら
な
か

っ
た
。
山
城
国

一
揆
は
政
元
に
よ
る
山
城
国
領
国
化

の
過
程

の
中

に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

山

城
国

一
揆
成
立
は
、
背
後

の
細
川
氏
勢
力

・
幕
府
勢
力
が
関
係
し
て
い
た
と
考
え

る
時
、
か

つ
て
の
山
城
国
守
護
畠
山
氏

の
勢
力
を

排
除

し
、
後
の
管
領
細
川
氏
の
勢
力
が
浸
透
す
る
上
で
大
き
な
画
期
で
あ

っ
た
と

い
う
面
も
持

っ
て
い
た
。
明
応

の
政
変
以
後
、
幕
府
内
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の
政

元
の
専
制
化
や
山
城

・
大
和

・
河
内
な
ど
に
お
け
る
細
川
氏
権
力
の
増
大
が
み
ら
れ
、
畠
山
氏
の
衰
退
が
著
し

い
。

1

城
の
国
人
衆
は
管
領
細
川
政
元
を
頂
点
と
す
る
支
配
体
制

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ

し

て
、

南

山
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