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研
究
ノ
ー
ト

中
世
日
蓮
教
団
に
お
け
る
法
華
一
揆
の
研
究

　
　
　
　
　

│
そ
の
構
成
員
を
中
心
と
し
て
│

齋　

藤　

宣　

裕

◎
発
表
の
概
要

　

町
衆
と
は
南
北
朝
の
内
乱
、
応
仁
の
乱
を
経
て
都
市
生
活
の
前
面
に
進
出
し
来
っ
た
「
町
」
に
據よ

っ
て
、
地
域
的
な
集
団
生
活
を
い
と

な
む
人

①々

を
指
す
。
当
時
の
京
都
は
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
周
辺
郷
村
に
よ
る
徳
政
や
年
貢
の
減
免
を
求
め
る
土
一

揆
の
乱
入
の
危
機
、
さ
ら
に
一
向
一
揆
に
よ
る
襲
撃
の
脅
威
と
、
京
都
の
人
々
は
常
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
町
衆
は
そ
の
よ
う
な

状
況
に
お
い
て
、
自
衛
の
必
要
に
よ
っ
て
法
華
一
揆
と
い
う
組
織
を
構
成
す
る
。
法
華
一
揆
と
は
、
当
時
京
都
に
お
い
て
隆
盛
を
ほ
こ
っ

て
い
た
法
華
宗
の
僧
侶
・
信
徒
を
中
心
と
し
た
武
装
集
団
で
あ
る
。

　

法
華
一
揆
に
つ
い
て
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
主
に
三
つ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
林
屋
辰
三
郎
氏
、
藤
井

学
氏
な
ど
に
よ
る
「
町
衆
と
法
華
一
揆
を
一
体
的
に
理
解
し
、
京
都
自
衛
の
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た②

」
と
す
る
見
解
、
も
う
一
つ
は
今

谷
明
氏
、
西
尾
和
美
氏
な
ど
に
よ
る
「
法
華
一
揆
の
構
成
員
は
町
衆
と
は
重
な
ら
ず
、
法
華
一
揆
は
権
力
に
徴
発
さ
れ
た
武
力
に
す
ぎ
な

い③

」
と
す
る
見
解
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
坂
輪
宣
政
氏
は
「
こ
の
二
つ
の
見
方
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
視
点
の
み
か
ら
み
て
、
そ
れ
を
絶
対
視

し
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る④

」
と
し
て
新
し
い
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
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筆
者
は
坂
輪
氏
の
見
解
に
賛
同
し
、
法
華
一
揆
の
構
成
員
と
し
て
は
法
華
信
徒
で
あ
っ
た
有
力
な
町
衆
を
中
心
と
し
つ
つ
も
、
完
全
に

同
一
の
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
京
都
の
町
衆
は
自
ら
自
衛
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
法
華
一
揆
を
構
成
し
た
が
、
そ
の

動
き
を
細
川
晴
元
政
権
に
利
用
さ
れ
た
と
考
え
る
。
本
発
表
に
お
い
て
は
、
法
華
一
揆
の
構
成
員
に
つ
い
て
先
行
研
究
を
も
と
に
改
め
て

検
討
を
加
え
、
法
華
一
揆
の
歴
史
的
展
開
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

◎
町
衆
と
は

　

さ
て
、
京
都
の
町
が
惣
町
と
し
て
の
実
体
を
整
え
始
め
た
の
は
応
仁
の
乱
後
、
幕
府
の
権
威
が
衰
え
て
、
都
市
の
秩
序
が
幕
府
の
手
で

守
り
き
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
で
あ
る⑤

。
十
四
世
紀
初
頭
、
京
都
の
町
は
す
で
に
三
百
軒
以
上
の
土
倉
が
営
業
す
る
ほ
ど
の
経
済
的
発
展
を

と
げ
て
い
た
。
そ
し
て
幕
府
は
地
口
銭
・
棟
別
銭
の
よ
う
な
土
地
や
家
屋
に
応
じ
た
課
税
体
制
を
と
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
京
都
に
住
む
人
々
に
お
い
て
は
地
縁
的
な
組
織
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る⑥

。

　

そ
の
後
、
地
子
銭
の
請
け
負
い
や
町
の
自
衛
の
必
要
性
な
ど
か
ら
都
市
住
民
の
間
に
は
自
治
の
気
運
が
見
ら
れ
、
惣
的
結
合
の
傾
向
が

著
し
く
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
う
ち
に
都
市
の
住
民
は
し
だ
い
に
そ
の
自
立
的
結
合
を
強
め
、
都
市
の
領
主
と
の
戦
い
の

う
ち
に
そ
の
自
由
を
確
保
し
て
行
っ
た⑦

。
応
仁
の
乱
を
経
て
、
新
し
い
町
に
生
活
を
す
る
住
民
た
ち
を
当
時
の
日
記
・
記
録
に
お
い
て
町

衆
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
町
衆
と
は
単
に
「
町
の
住
人
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
原
則
と
し
て
自
ら
土
地
・
家
屋
を
所
有
し

て
、
そ
こ
に
住
む
一
定
の
義
務
、
権
利
を
持
つ
も
の
を
指
し
、
借
地
借
家
の
者
は
町
の
構
成
員
と
は
み
な
さ
な
い⑧

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
町

衆
と
は
一
定
の
力
を
持
っ
た
住
民
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

◎
天
文
法
難
へ
至
る
経
緯

　

応
永
年
間
（
一
三
九
四
〜
一
四
二
七
）
に
お
い
て
、す
で
に
特
定
の
商
業
地
区
で
は
な
く
全
般
に
わ
た
っ
て
生
活
組
織
体
と
し
て
「
町
」
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を
つ
く
り
上
げ
一
応
の
自
治
的
意
識
を
も
っ
た
「
町
人
」
は
存
在
し
た
の
で
あ
る
が
、
自
主
独
立
性
の
点
で
は
な
お
低
調
で
あ
り
、
自
己

防
衛
に
し
て
も
幕
府
の
警
察
機
関
で
あ
る
侍
所
に
よ
り
か
か
る
傾
き
が
強
か
っ
た
り
、
幕
府
に
対
し
て
も
町
人
夫
や
棟
別
銭
を
納
入
せ
し

め
ら
れ
た
り
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た⑨

。

　

そ
の
後
、
京
都
の
町
は
経
済
的
成
長
に
あ
わ
せ
て
土
倉
・
酒
屋
な
ど
の
高
利
貸
資
本
が
発
達
し
、
ま
た
町
衆
た
ち
は
法
華
宗
を
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
、
ま
す
ま
す
そ
の
団
結
を
強
め
て
い
っ
た
。
当
時
は
政
情
も
不
安
定
で
あ
り
、
京
都
は
戦
乱
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
。
さ
ら
に
は
周
辺
郷
村
に
よ
る
徳
政
や
年
貢
の
減
免
を
求
め
る
土
一
揆
が
頻
発
し
、
京
都
の
町
へ
の
乱
入
の
危
機
、
そ
し
て
一
向
一

揆
に
よ
る
襲
撃
の
脅
威
と
、
町
衆
は
つ
ね
に
生
命
・
財
産
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
幕
府
は
力
を
失
っ
て
お
り
、
町
衆
に

は
自
衛
の
必
要
性
が
生
ま
れ
、
つ
い
に
は
法
華
一
揆
を
構
成
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
法
華
一
揆
は
京
都
の
自
衛
の
ほ
か
に
も
、
そ
の
武
力
を
背
景
と
し
て
諸
本
所
へ
地
子
銭
不
沙
汰
を
行
な
い
、
ま
た
幕
府
に
変
わ
っ

て
京
都
の
町
の
警
察
機
関
と
し
て
も
働
い
て
い
た⑩

。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
力
を
つ
け
て
い
く
法
華
一
揆
は
、
以
前
よ
り
法
華
宗
と
対
立
を

深
め
て
い
た
旧
支
配
層
で
あ
る
山
門
や
細
川
幕
府
に
と
っ
て
疎
ま
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
京
都
の
町
の
自
衛
を
目
的
と

し
て
組
織
さ
れ
た
法
華
一
揆
は
、
共
通
の
敵
を
持
っ
て
い
た
細
川
晴
元
政
権
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
の
天
文
法

難
に
よ
っ
て
壊
滅
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

◎
法
華
一
揆
に
つ
い
て

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
法
華
一
揆
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
主
に
三
つ
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

林
屋
辰
三
郎
氏
、
藤
井
学
氏
な
ど
は
町
衆
と
法
華
一
揆
を
ほ
ぼ
一
体
的
に
理
解
さ
れ
、
法
華
一
揆
の
活
動
と
町
衆
に
よ
る
京
都
の
町
の

自
治
・
自
衛
と
を
強
く
結
び
つ
け
て
お
ら
れ
る⑪

。
し
か
し
そ
の
後
に
今
谷
明
氏
、
西
尾
和
美
氏
な
ど
に
よ
っ
て
法
華
一
揆
の
構
成
員
は
京

都
の
町
衆
と
は
重
な
ら
ず
、
そ
の
行
動
も
細
川
晴
元
政
権
に
徴
発
・
利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
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そ
れ
ら
に
対
し
て
近
年
、
坂
輪
宣
政
氏
は
「
こ
の
二
つ
の
見
方
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
視
点
の
み
か
ら
み
て
、
そ
れ
を
絶
対
視
し
て
し
ま
っ

て
い
る
も
の⑫

」
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
出
さ
れ
た
。

　

筆
者
は
こ
の
三
つ
の
見
解
の
中
で
坂
輪
氏
の
見
解
に
賛
同
す
る
。
す
な
わ
ち
、
視
点
こ
そ
違
え
ど
も
こ
の
二
つ
の
見
解
に
は
そ
れ
ぞ
れ

真
実
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
京
都
の
町
衆
が
自
衛
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
法
華
一
揆
を
構
成
し
た
の
は
あ
る
側
面
に
お
い
て
は
事

実
で
あ
る
が
、
そ
の
動
き
を
細
川
晴
元
政
権
に
利
用
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

林
屋
辰
三
郎
氏
は
法
華
一
揆
の
構
成
員
を
町
衆
と
同
一
視
し
、
そ
し
て
法
華
一
揆
と
町
衆
の
自
治
活
動
と
を
一
致
し
た
も
の
と
考
え
て

い
た⑬

が
、
近
年
の
研
究⑭

に
お
い
て
は
、
法
華
一
揆
は
細
川
晴
元
政
権
に
よ
っ
て
徴
発
さ
れ
た
武
力
で
あ
り
、
そ
の
構
成
員
も
京
都
町
衆
と

は
完
全
に
重
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

享
禄
五
（
一
五
三
二
）
年
六
月
、
細
川
晴
元
は
本
願
寺
一
向
一
揆
と
結
び
三
好
元
長
を
攻
め
自
害
へ
と
追
い
込
ん
だ
。
こ
れ
に
よ
り
畿

内
に
お
い
て
各
地
で
一
向
一
揆
が
蜂
起
し
、
七
月
に
は
南
都
に
乱
入
し
て
諸
坊
を
焼
く
ま
で
に
発
展
し
た
。
細
川
晴
元
と
一
向
一
揆
の
同

盟
は
破
綻
し
、
そ
の
一
方
で
は
一
向
一
揆
が
京
都
法
華
寺
院
を
攻
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
風
聞
が
起
こ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
法
華
一
揆

が
組
織
さ
れ
、
一
向
一
揆
と
対
決
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
こ
の
時
、
す
な
わ
ち
天
文
元
（
一

五
三
二
）
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
始
ま
っ
た
合
戦
に
お
い
て
法
華
一
揆
の
軍
は
摂
津
の
有
力
国
人
で
あ
っ
た
柳
本
賢か
た

治は
る

の
被
官
で
あ
っ
た

山
村
正
次
に
率
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
複
数
の
文
献
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
事
実
で
あ
り⑮
こ
れ
に
よ
っ
て
少

な
く
と
も
法
華
一
揆
勃
発
の
時
点
に
お
い
て
は
、
法
華
一
揆
は
率
先
し
て
主
体
的
に
軍
事
力
を
行
使
し
た
の
で
は
な
く
、
武
家
の
指
揮
下

に
お
い
て
行
動
を
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
法
華
一
揆
の
構
成
員
に
関
し
て
藤
井
学
氏
は
、
法
華
一
揆
の
構
成
員
と
し
て
町
衆
に
加
え
て
畿
内
法
華
武
士
・
野
武
士
や
京
都
周

辺
の
地
侍
な
ど
の
参
加
を
指
摘
さ
れ
、
そ
の
攻
撃
的
な
性
格
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る⑯

。
法
華
一
揆
が
京
都
近
郊
を
打
ち
廻
っ
た
と
さ

れ
る
示
威
行
動
に
関
し
て
坂
輪
宣
政
氏
は
『
一
度
山
科
よ
り
一
向
一
揆
が
起
れ
ば
、
こ
の
騒
動
と
京
の
無
防
備
を
奇
貨
と
し
て
一
向
一
揆
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に
加
わ
っ
て
掠
奪
を
し
よ
う
と
す
る
近
郷
の
人
々
と
と
も
に
京
へ
乱
入
し
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
事
情
が
京
の

均
衡
を
「
打
ち
廻
る
」
示
威
行
動
に
つ
な
が
っ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か⑰

』
と
述
べ
て
い
る
が
、
打
ち
廻
り
の
理
由
に
は
野
武

士
・
地
侍
の
攻
撃
的
性
格
も
影
響
は
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
自
治
・
自
衛
意
識
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
法
華
一
揆
で
は
あ
っ
た
が
、

闘
争
と
は
縁
の
な
か
っ
た
町
衆
た
ち
に
と
っ
て
は
自
分
た
ち
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
武
家
の
指
揮
、
あ
る
い
は
細
川
政
権
か
ら
の
報
酬
が

目
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
野
武
士
、
地
侍
の
参
加
も
軍
事
力
と
い
う
面
で
は
時
に
必
要
な
勢
力
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ

る
。

　

ま
た
、
当
時
は
町
衆
に
よ
る
地
子
銭
の
不
沙
汰
、
あ
る
い
は
年
貢
の
減
免
で
あ
る
半
済
の
事
例
が
頻
発
し
て
い
た
。
坂
輪
宣
政
氏
は

「
幕
府
の
指
示
や
諸
領
主
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
華
宗
檀
徒
と
し
て
の
身
分
を
楯
に
地
子
納
入
を
拒
み
続
け
た⑱

」
の
で
は
な
い
か
と

推
測
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
地
子
銭
納
入
を
拒
む
た
め
の
、
あ
る
意
味
に
お
け
る
免
罪
符
と
し
て
法
華
宗
は
民
衆
か
ら
評
価
さ
れ
、

法
華
宗
の
信
徒
と
な
る
者
は
ま
す
ま
す
増
加
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
推
測
か
ら
も
法
華
一
揆
が
盛
ん
に
活
動
し
て
い

た
時
代
に
お
い
て
、
町
衆
の
中
で
の
法
華
信
徒
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
法
華
一
揆
の
構
成
員
は
法
華
宗
信
徒
を
中
心
と
し
、
そ
れ
に
加
え
て
信
徒
・
未
信
徒
混
在
の
京
都
町
衆
、
さ
ら
に
は
細
川
政
権

か
ら
の
報
酬
が
目
的
で
あ
っ
た
野
武
士
や
地
侍
な
ど
が
加
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
法
華
一
揆
の
隆
盛
と
と
も
に
、
そ
の
構

成
人
数
は
増
加
し
て
い
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

法
華
一
揆
を
構
成
す
る
町
衆
た
ち
は
、
そ
の
力
の
増
大
と
と
も
に
年
貢
や
地
子
銭
の
半
済
ま
た
は
不
沙
汰
の
要
求
を
頻
繁
に
行
な
う
よ

う
に
な
っ
た
。
こ
の
動
き
に
よ
っ
て
、
山
門
を
は
じ
め
と
す
る
荘
園
領
主
た
ち
は
決
し
て
黙
視
で
き
な
い
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
町
衆
の
力
の
増
大
は
旧
支
配
階
級
の
人
々
に
と
っ
て
封
建
権
力
そ
の
も
の
を
ゆ
る
が
し
か
ね
な
い
事
実
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
今
谷
明
氏
は
「
晴
元
は
早
く
か
ら
町
一
揆
の
軍
事
力
を
恐
れ
、
弾
圧
の
機
を
狙
っ
て
い
た
は
ず⑲

」
で
あ
る
と
述
べ
て
、
山
門

だ
け
で
は
な
く
細
川
晴
元
も
ま
た
、
そ
の
存
在
に
危
機
を
感
じ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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◎
法
華
一
揆
の
歴
史
的
意
義

　

当
時
の
京
都
は
近
郊
郷
村
な
ど
か
ら
の
乱
入
、
略
奪
の
危
機
に
加
え
、
一
向
一
揆
の
脅
威
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
幕
府
の
警
察
機
構

の
弱
体
化
も
と
も
な
い
、
京
都
住
民
の
自
衛
の
必
要
性
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
必
然
的
に
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
法
華
一
揆

と
い
う
組
織
が
、
共
通
の
敵
を
持
っ
て
い
た
細
川
晴
元
政
権
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

細
川
政
権
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
京
都
の
町
の
自
衛
と
い
う
点
に
お
い
て
は
法
華
一
揆
成
立
の
目
的
は
果
た
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
各
地
で
の
戦
闘
に
よ
っ
て
力
を
つ
け
た
法
華
一
揆
の
軍
事
力
は
、
そ
の
自
治
の
力
を
成
長
さ
せ
る
た
め
に
大
い
に
役
立
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
以
上
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
に
、
京
都
に
お
け
る
町
衆
は
土
倉
・
酒
屋
な
ど
の
経
済
的
な
力
に
よ
っ
て
成
長
を
遂
げ
、
法
華
宗

の
信
仰
に
よ
っ
て
そ
の
団
結
を
強
め
、
さ
ら
に
は
法
華
一
揆
と
い
う
軍
事
力
に
よ
っ
て
京
都
の
町
の
自
治
的
な
成
長
を
大
い
に
促
し
た
と

言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

天
文
法
難
の
後
に
は
織
田
信
長
の
入
洛
に
よ
っ
て
京
都
の
町
は
次
第
に
新
し
い
封
建
的
専
制
支
配
の
う
ち
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
が
、

旧
勢
力
の
支
配
か
ら
自
ら
の
力
で
自
立
・
自
治
の
動
き
を
生
み
出
し
た
点
に
お
い
て
、
法
華
一
揆
は
歴
史
上
注
目
す
る
べ
き
事
柄
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

《
註
》

①　

林
屋
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」（『
中
世
文
化
の
基
調
』）
二
〇
二
頁

②　

林
屋
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」（『
中
世
文
化
の
基
調
』）

　
　

藤
井　

学
「
法
華
一
揆
と
『
町
組
』」（『
京
都
の
歴
史
』
第
三
巻
）
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③　

今
谷　

明
『
言
継
卿
記
』

　
　

西
尾
和
美
「『
町
衆
』
論
再
検
討
の
試
み
│
天
文
法
華
一
揆
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
日
本
史
研
究
』
二
二
九
号
）

④　

坂
輪
宣
政
「
京
都
法
華
宗
寺
院
と
天
文
法
難
」（『
大
崎
学
報
』
第
一
五
五
号
）
一
三
〇
頁

⑤　

豊
田　

武
「
都
市
に
お
け
る
惣
的
結
合
の
発
展
│
特
に
天
文
の
法
華
一
揆
を
中
心
と
し
て
│
」（『
史
林
』
第
四
一
巻
第
六
号
）
五
一
〇
頁

⑥　

馬
田
綾
子
「
中
世
都
市
と
諸
闘
争
」（『
一
揆　

３　

一
揆
の
構
造
』）
一
三
四
頁
・
一
三
七
頁

⑦　

註
⑥
に
同
じ

⑧　

吉
川
弘
文
館
『
国
史
大
辞
典
』

⑨　

林
屋
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」（『
中
世
文
化
の
基
調
』）
一
九
六
〜
一
九
七
頁

⑩　

西
尾
和
美
「『
町
衆
』
論
再
検
討
の
試
み
│
天
文
法
華
一
揆
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
日
本
史
研
究
』
二
二
九
号
）
六
三
頁

⑪　

林
屋
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」（『
中
世
文
化
の
基
調
』）『
京
都
の
歴
史
３　

近
世
の
胎
動
』

⑫　

坂
輪
宣
政
「
京
都
法
華
宗
寺
院
と
天
文
法
難
」（『
大
崎
学
報
』
第
一
五
五
号
）
一
三
〇
頁

⑬　

林
屋
辰
三
郎
「
町
衆
の
成
立
」（『
中
世
文
化
の
基
調
』）

⑭　

今
谷　

明
『
言
継
卿
記
』

　
　

西
尾
和
美
「『
町
衆
』
論
再
検
討
の
試
み
│
天
文
法
華
一
揆
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
日
本
史
研
究
』
二
二
九
号
）

⑮　
『
経
厚
法
印
日
記
』
天
文
元
年
八
月
十
日
条

　
　
『
祇
園
執
行
日
記
』
天
文
元
年
八
月
十
一
日
条

⑯　

藤
井　

学
「
西
国
を
中
心
と
し
た
室
町
期
法
華
教
団
の
発
展
│
そ
の
社
会
的
基
盤
と
法
華
一
揆
を
中
心
と
し
て
│
」

 

（『
佛
教
史
学
』
第
六
巻
第
一
号
）
一
八
〜
一
九
頁

⑰　

坂
輪
宣
政
「
京
都
法
華
宗
寺
院
と
天
文
法
難
」（『
大
崎
学
報
』
第
一
五
五
号
）
一
三
一
頁

⑱　

同
右　

一
四
一
頁

⑲　

今
谷
明
『
言
継
卿
記
』
九
五
頁
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