
［
論
文
要
旨
］

室
町
時
代
後
期
の
都
市
京
都
を
考
え
る
際
に
、
社
会
的
組
織
と
し
て
重
要
な
構
成
要
素
と
な
る
の

は
洛
中
日
蓮
教
団
（
宗
祖
日
蓮
を
師
と
仰
ぐ
信
仰
集
団
）
で
あ
る
。
洛
中
の
日
蓮
教
団
は
鎌
倉
時
代

後
期
か
ら
南
北
朝
期
に
日
蓮
門
下
六
老
祖
の
一
人
で
あ
る
日
朗
が
京
都
へ
の
布
教
を
開
始
し
、
そ
の

後
大
覚
妙
実
、
日
像
の
布
教
に
よ
っ
て
教
線
を
拡
大
し
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
る
四
海
唱
導
布
教
の
綸

旨
を
得
て
か
ら
は
、
四
条
門
流
を
中
心
に
諸
派
の
離
合
集
散
を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
宗
勢
を
増
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
日
蓮
教
団
は
天
文
五
年
に
宗
門
に
と
っ
て
の
一
大
法
難
と
も
い
う
べ
き
天
文
法
華

の
乱
（
天
文
法
難
）
に
遭
っ
た
と
さ
れ
、
最
終
的
に
は
帰
洛
を
勅
許
さ
れ
る
も
一
時
的
に
は
洛
中
よ

り
追
放
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
も
教
団
内
部
に
お
け
る
門
流
の
対
立
や
和
合
、
織
田
信
長
に
よ
る
天

正
七
年
の
安
土
宗
論
敗
北
な
ど
教
団
内
の
運
営
は
安
定
性
を
欠
き
、
通
説
的
理
解
で
は
十
六
世
紀
後

半
の
教
団
の
恢
復
は
十
分
に
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
天
文
法
華
の
乱
を
前
後
し
て
制
作
さ
れ
て
い
る
洛
中
洛
外
図
の
諸
本
に
は
日
蓮
教
団

系
寺
院
が
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
従
来
の
洛
中
洛
外
図
研
究
で
は
こ
れ
ら
寺
院
の
存
在
が
景
観
年
代

の
確
定
に
寄
与
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
洛
中
洛
外
図
の
諸
本
が
制
作
依
頼
者
の
意
図
に
基
づ
く
理

想
的
景
観
を
盛
り
こ
ん
だ
工
房
作
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
個
別
の
景
観
年
代
追
求
は
さ
ほ
ど
意

味
の
あ
る
こ
と
で
も
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
日
蓮
教
団
寺
院
は
諸
本
に
よ
っ
て
差
異
が
あ
り
、
描
写

も
一
様
で
は
な
い
。
む
し
ろ
考
究
す
べ
き
は
、
洛
中
よ
り
追
放
処
分
を
受
け
た
教
団
が
描
き
続
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
で
あ
り
、
洛
中
諸
本
山
の
う
ち
の
描
写
さ

れ
る
本
山
と
そ
れ
以
外
の
本
山
に
差
異
は
あ
る
の
か
、
そ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
を
持

つ
の
か
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
成
立
年
代
と
そ
の
制
作
背
景
が
確
定
さ
れ
つ
つ

あ
る
洛
中
洛
外
図
の
研
究
成
果
を
援
用
し
つ
つ
、
描
か
れ
た
日
蓮
教
団
諸
本
山
が
意
味
す
る
点
に
つ

い
て
論
及
し
た
い
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
中
世
、
日
蓮
教
団
、
天
文
法
華
の
乱
、
寺
域
、
洛
中
洛
外
図

は
じ
め
に

❶
十
六
世
紀
の
日
蓮
教
団
と
天
文
法
華
の
乱
の
位
置

❷
十
六
世
紀
に
お
け
る
洛
中
日
蓮
教
団
諸
寺
院

❸
洛
中
洛
外
図
と
日
蓮
教
団
寺
院

お
わ
り
に

古
川
元
也
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描
か
れ
た
洛
中
法
華
教
団
寺
院
を
め
ぐ
っ
て

中
世
都
市
研
究
と
し
て
の
天
文
法
華
の
乱
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