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序
論　

織
田
政
権
に
つ
い
て
の
研
究
史
と
本
書
の
課
題

　

本
書
は
織
田
信
長
政
権
の
権
力
構
造
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
権
力
形
成
過
程
と
領
国
支
配
構
造
の
一
端
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

織
田
信
長
は
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
五
月
の
生
ま
れ
で
、
明
智
光
秀
の
謀
叛
に
よ
る
本
能
寺
の
変
で
弑
殺
さ
れ
た
の
が
天
正
十
年

（
一
五
八
二
）
六
月
の
た
め
、
歴
史
上
で
は
十
六
世
紀
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
日
本
の
歴
史
学
に
お
け
る
政
治
史
的
な
区
分
で

は
室
町
時
代
と
江
戸
時
代
の
中
間
に
位
置
し
、
時
代
区
分
で
は
中
世
と
近
世
の
移
行
期
に
該
当
す
る（
１
）。
当
該
期
は
時
の
関
白
近
衛
尚
通
が

日
記
に
「
戦
国
の
世
の
時
の
如
し
」（『
後
法
成
寺
関
白
記
』
永
正
五
年
〈
一
五
〇
八
〉
四
月
十
六
日
条
）
と
書
き
記
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
し
く

日
常
的
に
合
戦
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
戦
国
動
乱
の
時
世
で
あ
っ
た
。
今
日
的
に
は
「
戦
国
時
代
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

或
い
は
、
天
正
元
年
七
月
の
室
町
幕
府
滅
亡
と
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
三
月
に
徳
川
家
康
が
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
て
江
戸
幕
府

が
開
か
れ
る
間
に
位
置
し
、
信
長
が
近
江
国
蒲
生
郡
（
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
）
に
築
い
た
安
土
城
を
居
城
地
に
、
信
長
に
続
い
て
覇
権
を

確
立
し
た
豊
臣
秀
吉
が
甥
の
秀
次
に
関
白
職
を
譲
っ
て
太
閤
に
な
っ
て
か
ら
山
城
国
紀
伊
郡
（
京
都
府
京
都
市
伏
見
区
）
に
築
い
た
桃
山

城
を
隠
居
所
と
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
居
城
地
を
政
権
所
在
地
と
し
て
「
安
土
・
桃
山
時
代
」
や（
２
）、

両
者
の
姓
か
ら
「
織
豊
期
」

と
称
さ
れ
て
い
る
。

　

信
長
は
尾
張
・
美
濃
や
伊
勢
を
中
心
的
な
勢
力
基
盤
と
し
た
戦
国
大
名
だ
っ
た
が
、
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
九
月
に
室
町
幕
府
第

十
五
代
で
最
後
の
将
軍
と
な
る
足
利
義
昭
に
「
供
奉
」
し
て
上
洛
し
た
後
は
、
信
長
の
家
臣
だ
っ
た
太
田
牛
一
が
信
長
の
一
代
記
で
あ
る

『
原
本
信
長
記
』
に
「
天
下
十
五
年
」
と
記
し
た
よ
う
に（
３
）、「

天
下
」
の
支
配
に
深
く
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た（
４
）。

信
長
は
自
ら
の
覇
権
を
確

立
す
る
た
め
に
「
天
下
布
武
」
を
標
榜
し
て
各
国
に
群
雄
割
拠
す
る
戦
国
大
名
や
諸
勢
力
を
打
倒
し
、「
天
下
統
一
」
し
て
旧
来
の
秩
序

を
破
壊
し
て
新
し
い
支
配
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
政
治
的
目
標
と
し
た
「
革
命
児
」
と
評
価
さ
れ
て
き
た（
５
）。

　

戦
国
時
代
の
始
ま
り
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
定
義
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
に
起
こ
っ

た
「
応
仁
・
文
明
の
乱
」
が
挙
げ
ら
れ
る（
６
）。
室
町
幕
府
の
第
八
代
将
軍
足
利
義
政
は
、
後
継
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
弟
の
義
視
を
継

嗣
に
指
名
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
実
子
の
義
尚
が
生
誕
し
た
こ
と
か
ら
将
軍
家
の
後
継
を
め
ぐ
る
争
い
と
、
各
守
護
家
に
お
け
る

家
督
争
い
と
も
相
俟
っ
て
、
幕
府
の
管
領
を
務
め
て
い
た
細
川
勝
元
を
中
心
と
し
て
義
視
を
推
す
東
軍
と
、
義
尚
を
推
す
山
名
持
豊
（
宗

全
）
の
西
軍
の
勢
力
に
分
裂
し
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
に
争
い
が
終
息
す
る
ま
で
約
十
年
に
わ
た
っ
て
抗
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。

　

こ
の
争
乱
は
政
治
的
に
三
つ
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
将
軍
が
争
乱
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か

ら
、
求
心
力
が
低
下
し
て
権
威
が
著
し
く
失
墜
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
そ
れ
ま
で
各
国
に
補
任
さ
れ
て
い
る
守
護
は
在
京
し
て

将
軍
に
供
奉
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
守
護
は
任
じ
ら
れ
た
国
に
滞
在
す
る
こ
と
と
な
り
、

地
域
に
お
け
る
支
配
の
強
化
が
進
展
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
三
つ
目
と
し
て
、
上
京
し
て
争
乱
に
関
わ
っ
た
守
護
は
勢
力
を
弱
め

る
こ
と
に
な
り
、
在
地
に
お
け
る
地
域
権
力
の
台
頭
を
招
い
た
と
さ
れ
る
。
戦
国
大
名
の
出
自
は
様
々
な
形
態
が
あ
る
が
、
将
軍
の
権
威

が
失
墜
し
た
こ
と
で
幕
府
の
権
力
が
弱
体
化
し
、
中
央
政
権
と
し
て
の
機
能
が
喪
失
し
た
こ
と
か
ら
権
力
が
分
散
化
さ
れ
る
事
態
が
生
じ

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
守
護
が
実
力
で
地
域
支
配
を
展
開
す
る
よ
う
に
な
り
、
或
い
は
在
地
で
勢
力
を
拡
張
し
た
地
域
権
力
が
郡
規
模
か
ら

一
国
に
ま
で
、さ
ら
に
は
複
数
国
以
上
に
も
わ
た
っ
て
実
力
に
よ
っ
て
支
配
す
る
ま
で
広
域
的
に
勢
力
を
拡
大
化
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
政
治
権
力
は
、
今
日
的
に
は
「
戦
国
大
名
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る（
７
）。
中
央
に
お
け
る
抗
争
が
地
域
権
力
の
形
成
に
影
響
を
も

た
ら
し
、
動
乱
が
各
地
で
展
開
さ
れ
る
一
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
に
は
戦
国
乱
世
を
象
徴
す
る
よ
う
な
「
明
応
の
政
変
」
が
起
こ
っ
た
。
応
仁
・
文
明
の
乱
を
終
息

さ
せ
た
管
領
の
細
川
政
元
は
、
第
十
代
将
軍
の
足
利
義
材
（
の
ち
に
復
職
し
て
義
稙
）
を
京
都
か
ら
追
放
し
て
、
義
澄
を
新
将
軍
に
擁
立

す
る（
８
）。
本
来
で
あ
れ
ば
将
軍
か
ら
任
命
さ
れ
る
下
位
の
管
領
が
、
上
位
の
将
軍
を
廃
位
・
擁
立
す
る
と
い
う
逆
転
現
象
が
生
じ
た
こ
の
政

変
は
、
下
剋
上
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
将
軍
は
傀
儡
的
な
存
在
と
な
り（
９
）、
以
後
は
管
領
細
川
氏
が
実
権
を
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掌
握
し
て
「
細
川
京
兆
専
制
」
と
称
さ
れ
る
政
治
体
制
を
築
い
た）

（（
（

。
さ
ら
に
、
細
川
氏
は
同
族
間
で
権
力
争
い
を
展
開
し
た
こ
と
か
ら
勢

力
が
弱
体
化
し
、
細
川
氏
の
家
宰
だ
っ
た
三
好
氏
が
台
頭
す
る
。
足
利
将
軍
は
こ
れ
ら
の
勢
力
と
抗
争
す
る
が
、
京
都
か
ら
逐
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
将
軍
を
放
逐
し
た
三
好
長
慶
は
、
幕
府
の
権
力
を
必
要
と
し
な
い
独
自
の
覇
権
を
確
立
し
た
と
し
て
信
長
に
先
行
す
る
最

初
の
「
天
下
人
」
と
さ
れ
、「
三
好
政
権
」
は
「
プ
レ
統
一
政
権
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

　

そ
れ
ま
で
東
海
地
域
の
戦
国
大
名
だ
っ
た
信
長
が
室
町
幕
府
足
利
将
軍
家
の
義
昭
に
「
供
奉
」
し
て
上
洛
す
る
こ
と
に
な
る
政
治
的
背

景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
畿
内
に
お
け
る
将
軍
家
と
細
川
氏
・
三
好
氏
に
よ
る
中
央
に
お
け
る
覇
権
争
い
が
あ
っ
た
の
だ
っ
た）

（（
（

。

　

信
長
を
主
体
と
し
た
政
治
権
力
は
学
術
上
「
織
田
政
権
」
や
「
信
長
政
権
」
と
さ
れ
、
或
い
は
確
た
る
政
治
体
制
を
確
立
し
得
て
い
な

い
と
し
て
「
織
田
権
力
」
と
称
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
「
織
田
信
長
政
権
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
信
長
の
勢
力

拡
大
に
よ
る
発
展
段
階
の
時
期
区
分
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
織
田
政
権
の
時
期
区
分
は
、
①
濃
尾
平
野
を
中
心
に
領
国
支
配
を
行
っ

て
い
た
永
禄
十
一
年
九
月
ま
で
の
段
階
、
②
足
利
義
昭
を
擁
し
て
上
洛
後
、
義
昭
を
追
放
す
る
元
亀
四
年
（
一
五
七
三
）
七
月
ま
で
の
段

階
、
③
室
町
幕
府
滅
亡
以
降
の
段
階
、
の
三
つ
に
時
期
区
分
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
う
ち
本
書
で
は
、
③
を
さ
ら
に
「
元
亀
」
か
ら
「
天
正
」

に
改
元
す
る
天
正
元
年
七
月
二
十
八
日
以
降
、旧
幕
府
方
勢
力
や
大
坂
本
願
寺
な
ど
の
反
信
長
勢
力
を
征
圧
す
る
同
三
年
ま
で
の
段
階
と
、

④
天
正
四
年
に
安
土
城
を
築
い
て
「
天
下
」
の
支
配
体
制
を
構
築
し
た
以
降
に
分
け
る
こ
と
と
す
る
。
本
書
で
は
、
②
③
段
階
の
上
洛
前

の
地
域
権
力
だ
っ
た
戦
国
大
名
織
田
氏
か
ら
、
義
昭
を
追
放
し
て
自
ら
が
覇
権
を
確
立
す
る
に
至
る
④
ま
で
の
過
渡
的
段
階
に
お
け
る
政

治
権
力
を
「
織
田
信
長
政
権
」
と
し
、「
統
一
政
権
」
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
織
田
政
権
は
一
括
し
て
こ
れ
ま
で
の
呼
称
に
基
づ
い
て
〝
織

田
政
権
〟
と
す
る
。
本
書
で
は
永
禄
十
一
年
九
月
か
ら
天
正
三
年
ま
で
の
時
期
・
段
階
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
、天
正
四
年
以
降
の
「
織

田
政
権
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
本
書
は
主
と
し
て
筆
者
が
一
九
九
〇
年
代
半
ば
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
半
ば
ま
で
の
約
二
十
年
間
に
わ
た
っ
て
著
し
て
き
た
研
究

論
文
を
基
と
し
、
そ
れ
に
新
稿
四
編
を
加
え
て
本
論
と
し
て
編
集
し
た
論
文
集
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
各
章
は
元
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し

た
論
文
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
問
題
関
心
は
各
論
文
執
筆
時
の
学
際
的
な
研
究
動
向
を
背
景
と
し
て
い
る
。
次
章
で
「
織
田
政
権
」
に
関
す

る
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
整
理
し
て
問
題
点
を
提
示
し
、
本
書
の
研
究
史
上
に
お
け
る
位
置
付
け
を
行
う
が
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
原
形

論
文
執
筆
時
の
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
の
研
究
史
に
つ
い
て
述
べ
る
。
基
本
的
に
は
年
代
順
と
し
て
い
る
が
、
後
年
で
も
関
連
し
た
研
究
は

ま
と
め
て
記
し
た
。
そ
れ
以
降
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
本
論
各
章
の
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
て
お
り
、
結
論
に
て
本
書
の
ま
と
め
を
論
じ

る
際
に
触
れ
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
研
究
史
に
関
し
て
は
概
説
書
も
含
め
膨
大
な
研
究
が
あ
る
た
め
概
略
的
な
性
格
の
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
特
に
本
書
に
深
く
関
わ
る
諸
説
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い）

（（
（

。

　
　

一
、
織
田
政
権
に
つ
い
て
の
研
究
史
の
整
理

　

近
年
の
高
等
学
校
検
定
教
科
書
で
織
田
信
長
は
、「『
天
下
布
武
』
の
印
判
を
使
用
し
て
天
下
を
武
力
に
よ
っ
て
統
一
す
る
意
志
を
明
ら

か
に
」
し
て
「
伝
統
的
な
政
治
や
経
済
の
秩
序
・
権
威
を
克
服
し
て
、
関
所
な
ど
の
撤
廃
な
ど
新
し
い
支
配
体
制
を
つ
く
る
こ
と
を
め
ざ

し
た
」（『
詳
説
日
本
史
』
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
）
と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
学
校
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
教
科
書

の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
概
説
書
で
も
「
近
世
の
始
ま
り
」
や
「
近
世
の
幕
開
け
」
は
西
洋
に
お
け
る
航
海
技
術
の
発
達
に
よ
る
大
航
海
時

代
の
到
来
か
ら
記
さ
れ）

（（
（

、
鉄
砲
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
西
洋
の
文
化
が
新
し
く
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
信
長

は
、
そ
れ
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
理
解
を
示
し
た
開
明
的
な
合
理
主
義
者
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
学
校
教
科
書
の
説
明
に
あ
る
よ
う
に
既

存
の
政
治
的
権
威
で
あ
る
朝
廷
・
幕
府
・
宗
教
勢
力
や
経
済
な
ど
の
旧
来
の
秩
序
に
挑
戦
し
、
各
国
の
戦
国
大
名
を
討
ち
滅
ぼ
し
て
日
本

全
国
を
平
定
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
天
下
統
一
」
し
て
新
し
い
支
配
体
制
を
築
く
こ
と
を
目
指
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
い

わ
ば
「
信
長
革
命
児
史
観
」
は
、
戦
前
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

明
治
・
大
正
期
の
近
代
歴
史
学
の
黎
明
期
に
お
け
る
当
該
期
の
学
術
研
究
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
論
文
は
、
渡
辺
世
祐
氏
の
業
績
と
い
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え
る）

（（
（

。
渡
辺
氏
は
学
術
雑
誌
『
史
学
雑
誌
』
に
信
長
と
義
昭
に
関
す
る
二
本
の
論
文
を
執
筆
し
、
そ
れ
ま
で
軍
記
物
語
で
し
か
語
ら
れ
て

こ
な
か
っ
た
信
長
に
つ
い
て
、
古
文
書
・
古
記
録
の
一
次
史
料
を
駆
使
し
て
実
証
的
に
か
つ
両
者
の
関
係
性
を
客
観
的
に
論
じ
、
優
れ
た

研
究
論
文
を
著
し
た
。

　

同
時
期
の
研
究
と
し
て
は
、徳
富
蘇
峰
氏
が
大
著
『
近
世
日
本
国
民
史
』
を
著
し
、そ
の
始
ま
り
が
『
織
田
氏
時
代
』
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

信
長
が
歴
史
上
活
躍
す
る
時
期
を
明
確
に
近
世
の
始
期
に
位
置
付
け
た）

（（
（

。
そ
し
て
徳
富
氏
は
、
中
世
の
政
治
権
力
だ
っ
た
室
町
幕
府
の
将

軍
足
利
義
昭
と
信
長
を
対
比
し
て
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
両
者
に
つ
い
て
、「
義
昭
の
目
的
は
、
室
町
将
軍
家
の
再
興
」
で
「
信
長
の
目
的

は
、
天
下
統
一
」
で
あ
り
、
信
長
は
「
た
だ
旗
を
洛
中
に
入
る
る
方
便
と
し
て
、
彼
を
奉
じ
た
の
に
す
ぎ
ぬ
」「
一
切
の
自
由
を
剥
奪
し
、

た
だ
将
軍
の
虚
名
と
、
空
位
と
の
み
を
与
え
措
」
き
「
義
昭
の
手
中
よ
り
、
政
権
全
部
を
信
長
に
引
き
渡
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
、
大
正
期
に
お
い
て
は
田
中
義
成
氏
の
研
究
も
あ
り
、
田
中
氏
の
講
義
を
ま
と
め
て
著
さ
れ
た
『
織
田
時
代
史
』
に
お
い
て
、「
信

長
賊
を
討
つ
と
称
し
、
義
昭
を
仮
り
て
天
下
に
号
令
せ
ん
と
す
る
に
過
ぎ
ず
」「
其
実
権
は
信
長
に
帰
し
て
義
昭
は
唯
虚
名
を
擁
し
た
る

に
過
ぎ
」
な
か
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
ま
た
、
義
昭
追
放
後
の
「
天
正
」
へ
の
年
号
改
元
に
則
し
て
信
長
を
「
抑
信
長
が
義
昭
を
逐

い
、
京
都
に
凱
旋
し
、
俄
に
改
元
を
奏
請
せ
る
は
、
此
時
を
以
て
信
長
は
全
く
足
利
氏
に
代
り
し
も
の
な
れ
ば
、
其
真
意
は
革
命
的
意
義

を
以
て
、
年
号
を
改
め
た
る
も
の
と
見
る
を
得
べ
し
、
故
に
足
利
幕
府
と
織
田
時
代
と
の
時
期
を
画
す
る
に
は
、
実
に
此
時
を
以
て
す
べ

き
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
前
よ
り
〝
信
長
の
目
的
は
天
下
統
一
で
、
そ
の
た
め
の
上
洛
の
名
目
と
し
て
義
昭
を
利
用
し
、
義
昭
政
権
は
信
長

の
天
下
へ
の
号
令
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
実
権
の
な
い
「
傀
儡
」
政
権
〟
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
田
中
氏
の
言
説
に
あ
る
よ
う
に
信
長
は

「
革
命
児
」
と
し
て
室
町
幕
府
を
打
倒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
と
さ
れ
て
き
た）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、「
義
昭
傀
儡
論
」
も
こ
の
時
か
ら
形

成
さ
れ
た
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
戦
後
歴
史
学
に
お
い
て
既
成
概
念
と
し
て
享
受
さ
れ
、
信
長
・
義
昭
両
者
を
研
究
し
た
奥
野
高

広
氏
・
桑
田
忠
親
氏
・
脇
田
修
氏
ら
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
通
説
と
し
て
認
知
さ
れ
る
に
至
り）

（（
（

、
今
日
に
お
け
る

定
説
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
が
明
治
期
以
来
お
よ
そ
百
年
に
わ
た
っ
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
「
歴
史
」
で
あ
り
、
戦

前
か
ら
の
「
遺
産
」
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
概
念
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

信
長
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
学
会
の
潮
流
で
あ
っ
た
皇
室
崇
敬
に
基
づ
い
た
「
皇
国
史
観
」
に
依
拠
し
て
「
勤
王
家
」
と
し
て
評
価
さ

れ
た
。
一
方
の
幕
府
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
氏
が
「
朝
廷
で
は
室
町
幕
府
の
衰
微
に
伴
う
て
後
柏
原
天
皇
以
来
式
微
の
極
に
達
し
て
」
い
た

と
論
じ
た
。
田
中
氏
は
「
当
時
幕
府
の
威
令
地
に
落
ち
、
天
下
又
幕
府
の
存
在
を
認
め
ず
」
と
述
べ
、
幕
府
の
権
威
が
失
墜
し
た
こ
と
か

ら
人
心
を
集
攬
で
き
な
く
な
り
、
対
し
て
信
長
は
皇
室
を
奉
戴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
海
内
を
一
統
」
し
「
安
土
時
代
」
を
築
い
た
と
論

じ
た
。
徳
富
氏
も
、
信
長
は
「
皇
室
を
も
っ
て
天
下
統
一
の
中
枢
と
為
し
」「
天
皇
の
御
国
た
ら
し
め
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
信

長
の
父
の
織
田
信
秀
も
朝
廷
に
献
金
し
て
い
る
こ
と
か
ら
織
田
家
は
父
の
代
か
ら
の
勤
王
家
で
あ
り
、
信
長
も
朝
廷
を
保
護
し
た
勤
王
家

と
し
て
評
価
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
幕
府
は
衰
微
し
た
こ
と
か
ら
朝
廷
の
式
微
を
招
く
こ
と
に
な
っ
て
権
威
が
失
墜
し
た
と
さ
れ
、
対

照
的
に
信
長
は
皇
室
を
支
え
た
こ
と
か
ら
「
天
下
統
一
」
が
達
成
で
き
た
と
述
べ
ら
れ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
戦
前
の
歴
史
学
に
お
い
て
信
長
は
、
前
代
の
義
昭
と
の
政
治
的
関
係
が
当
時
の
学
会
の
潮
流
で
あ
っ
た
皇
国
史
観
に

基
づ
い
て
述
べ
ら
れ
た
。
信
長
は
朝
廷
を
尊
崇
す
る
「
勤
王
家
」
で
、
天
皇
の
威
光
の
基
で
「
天
下
統
一
」
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
で

あ
り
、
既
存
の
中
世
の
政
治
権
力
で
朝
廷
を
式
微
さ
せ
た
室
町
幕
府
を
倒
す
革
命
的
な
政
治
家
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

戦
後
歴
史
学
に
お
い
て
は
、
戦
前
の
皇
国
史
観
か
ら
脱
却
し
て
日
本
国
家
の
成
り
立
ち
や
国
家
権
力
の
機
構
を
具
体
的
・
客
観
的
に
問

題
と
し
て
捉
え
る
国
家
論
が
議
論
さ
れ
、
中
世
に
つ
い
て
は
中
世
国
家
論
が
、
近
世
に
つ
い
て
は
幕
藩
体
制
論
が
議
論
さ
れ
た
。
ま
た
、

戦
前
か
ら
の
封
建
制
論
に
つ
い
て
、「
初
期
絶
対
主
義
説
」「
封
建
制
再
編
成
説
」「
純
粋
封
建
制
成
立
説
」
な
ど
封
建
制
の
変
質
が
論
点

と
な
り）

（（
（

、
中
世
と
近
世
の
画
期
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
家
父
長
制
的
奴
隷
制
か
ら
の
「
小
農
民
自
立
」
が
争
点
と
な

り
、
貫
高
制
・
太
閤
検
地
の
検
地
を
め
ぐ
る
評
価
や
、
幕
府
・
守
護
・
戦
国
大
名
の
権
力
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
議
論
さ
れ
た
。

　

前
者
に
つ
い
て
は
、
黒
田
俊
雄
氏
が
鎌
倉
幕
府
の
成
立
に
よ
っ
て
武
家
政
権
が
確
立
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
公
家
政
権
と
寺
社


