
一
・
は
じ
め
に

信
長
は
従
来
、
革
命
児
と
よ
ば
れ
る
よ
う
な
革
新
的
人
物
で
あ
っ
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
近
年
の
研
究
で
信
長
は
室
町
将
軍
足
利
義
昭
を
あ
く
ま
で

も
主
君
と
し
て
立
て
た
り
、
天
皇
の
権
威
を
重
ん
じ
て
皇
室
へ
の
手
厚
い
奉
仕

を
心
が
け
た
り
す
る
人
物
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
信
長
の
人

物
像
を
詳
し
く
探
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
．
信
長
の
「
天
下
」
構
想

信
長
は
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
九
月
に
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
上
洛
し
た
。

そ
し
て
京
都
を
掌
握
し
て
い
た
三
好
三
人
衆
を
撃
破
し
て
畿
内
を
平
定
し
、
義

昭
の
入
京
に
安
堵
し
た
信
長
は
美
濃
へ
帰
国
し
た
。
し
か
し
翌
年
一
月
五
日
に

義
昭
が
仮
御
所
と
し
て
い
た
京
都
本
圃
寺
を
三
好
三
人
衆
が
襲
撃
し
た
（
本
囲

寺
の
変
）
。
し
か
し
義
昭
自
身
の
奮
戦
で
三
人
衆
ら
は
本
囲
寺
を
落
と
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
翌
日
、
細
川
藤
孝
や
三
好
義
継
、
荒
木
村
重
ら
が
救
援
に

駆
け
つ
け
、
桂
川
河
畔
で
戦
闘
に
及
ん
だ
。
こ
の
戦
闘
で
は
優
勢
と
な
っ
た
足

織
田
信
長
の

「
天
下
」
構
想

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻

工
藤
大
輝

利
・
織
田
方
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
「
信
長
公
記
」
で
は

六
日
に
三
人
衆
の
本
聞
寺
急
襲
の
報
を
岐
阜
で
聞
い
た
信
長
は
単
身
大
雪
の
中

を
京
都
へ
向
か
っ
た
。
こ
の
時
付
き
従
う
人
夫
以
下
は
大
雪
に
よ
り
凍
え
死
ん

だ
者
も
い
た
と
い
い
、
そ
の
中
で
も
信
長
は
わ
ず
か
十
騎
ば
か
り
で
三
日
か
か

る
と
こ
ろ
を
二
日
で
走
破
し
、
本
圃
寺
に
駆
け
込
ん
だ
、
と
あ
る
。
こ
の
件
に

つ
い
て
神
田
千
里
氏
は
信
長
の
こ
の
行
動
は
軍
事
的
な
意
味
で
は
な
く
、
義
昭

へ
の
命
が
け
の
忠
義
を
自
ら
実
践
す
る
こ
と
で
周
囲
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
意
味
が

あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
信
長
は
義
昭
と
対
立
し
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に
義

昭
を
京
か
ら
追
放
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
脇
田
修
氏
は
、
「
天
皇
は
政

治
的
か
つ
祭
祁
的
に
〃
天
下
静
護
珍
に
勤
め
る
役
を
も
ち
、
将
軍
は
そ
れ
を
補

佐
す
る
役
を
負
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
天
下
静
謎
と
天
下
安
穏
は
天
皇
家
や
将

軍
家
を
こ
え
て
守
る
べ
き
徳
目
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
論
理
は
逆
に
と
れ

ば
、
天
下
の
た
め
に
は
将
軍
あ
る
い
は
天
皇
す
ら
容
赦
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
註
１
）
。

天
皇
の
政
治
的
役
割
と
は
廷
臣
や
大
名
ら
の
官
途
補
任
、
僧
侶
の
僧
位
僧
官

叙
任
、
天
台
座
主
や
興
福
寺
別
当
な
ど
有
力
寺
社
を
統
括
す
る
職
へ
の
補
任
で

あ
り
、
祭
祁
的
役
割
と
は
災
害
や
疫
病
の
発
生
の
際
に
有
力
寺
社
に
祈
祷
を
命

じ
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
義
昭
は
天
皇
を
補
佐
す
る
と
い
う
職
務
を

怠
慢
し
て
い
た
た
め
、
信
長
は
義
昭
を
追
放
す
る
こ
と
で
義
昭
に
代
わ
り
天
下

静
護
を
自
身
の
責
務
と
し
た
。
天
皇
家
に
対
し
て
は
、
天
正
三
～
四
年
に
起
こ
つ
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た
絹
衣
相
論
や
興
福
寺
別
当
職
相
論
な
ど
に
よ
り
政
治
判
断
の
乱
れ
が
生
じ
た

際
、
信
長
は
先
例
に
基
づ
い
た
朝
廷
の
自
律
的
判
断
を
求
め
た
が
、
期
待
し
な

い
落
着
に
苛
立
ち
、
天
皇
を
叱
責
し
た
。

絹
衣
相
論
と
は
常
陸
の
天
台
宗
僧
と
真
言
宗
僧
の
絹
衣
着
用
を
め
ぐ
る
争
い

が
京
都
の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
寺
を
巻
き
込
み
、
そ
れ
に
朝
廷
の
裁
可
が
求
め
ら
れ
、

信
長
も
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
で
あ
る
。
絹
衣
は
も
と
も
と
天
台
宗
僧
が
着
用
す

る
も
の
で
あ
り
、
常
陸
の
国
衆
江
戸
氏
は
天
台
宗
寺
院
を
外
護
し
て
い
た
た
め
、

常
陸
国
内
で
天
台
宗
が
勢
威
を
誇
っ
て
い
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
真
言

宗
僧
も
絹
衣
を
着
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
背
景
に
は
江
戸
氏
の
真
言
宗

へ
の
帰
依
が
あ
っ
た
。
こ
の
争
い
に
後
奈
良
天
皇
は
天
文
二
十
四
年
（
一
五
五

五
）
に
天
台
宗
僧
の
訴
え
を
認
め
る
論
旨
を
発
し
た
。
し
か
し
後
奈
良
天
皇
の

子
正
親
町
天
皇
が
天
正
二
年
（
一
五
七
四
）
七
月
九
日
付
で
関
東
の
天
台
宗
・

真
言
宗
に
宛
て
た
論
旨
は
真
言
宗
僧
の
絹
衣
着
用
を
認
め
る
と
い
う
父
天
皇
の

裁
定
を
覆
す
内
容
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
翌
年
上
乗
院
道
順
（
正
親
町
天
皇

の
典
侍
万
里
小
路
房
子
の
兄
弟
）
が
上
洛
し
、
蔵
人
右
中
弁
の
中
御
門
宣
教
に

前
年
の
論
旨
を
無
効
と
す
る
新
た
な
論
旨
の
作
成
を
要
請
し
た
。
真
言
宗
僧
の

絹
衣
着
用
を
許
可
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
勝
手
に
許
可
し
た
こ
と
を

答
め
ら
れ
た
柳
原
資
定
（
前
年
の
輪
旨
発
給
に
関
与
）
は
六
月
に
勅
勘
を
被
っ

た
。
こ
の
頃
相
論
を
知
っ
た
信
長
は
奉
行
衆
を
設
置
し
再
審
議
を
要
請
し
た
（
い

ず
れ
の
宗
派
に
理
が
あ
る
か
の
判
断
に
は
及
ん
で
い
な
い
）
。

次
の
興
福
寺
別
当
職
相
論
と
は
大
乗
院
前
門
主
の
尋
円
（
関
白
九
条
尚
経
の

子
）
と
東
北
院
兼
深
（
広
橋
兼
秀
の
子
で
別
当
の
次
位
で
あ
る
権
別
当
）
の
興

福
寺
別
当
職
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
。
大
乗
院
家
は
兼
深
の
別
当
補
任
に
異
を

唱
え
、
兼
深
の
次
期
別
当
補
任
運
動
は
興
福
寺
内
の
門
跡
・
良
家
の
身
分
秩
序

を
損
な
い
、
興
福
寺
の
決
ま
り
ご
と
を
壊
す
企
み
で
あ
る
か
ら
、
朝
廷
へ
厳
重

に
訴
え
出
て
ほ
し
い
と
い
う
抗
議
で
あ
っ
た
。
一
方
兼
深
は
未
探
題
の
ま
ま
別

当
に
就
い
た
先
例
を
あ
げ
、
自
ら
の
正
当
性
を
主
張
し
た
。
探
題
と
は
興
福
寺

の
最
大
の
法
会
で
あ
る
維
摩
会
に
お
い
て
竪
義
論
議
（
僧
侶
の
実
力
を
検
定
す

る
）
の
際
に
竪
義
者
（
受
験
者
）
に
対
し
仏
教
諸
学
に
関
す
る
十
問
を
課
し
、

最
終
的
な
決
定
を
下
す
最
高
責
任
者
で
あ
る
。
し
か
し
大
乗
院
家
や
興
福
寺
学

侶
ら
は
兼
深
が
あ
げ
た
先
例
は
特
例
で
あ
る
と
し
て
、
兼
深
が
別
当
と
な
る
資

格
を
欠
い
て
い
る
と
主
張
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
信
長
は
上
洛
し
た
。
二
条

晴
良
宛
て
の
書
状
に
よ
る
と
、
信
長
は
六
月
七
日
に
聖
秀
女
王
（
正
親
町
天
皇

の
異
母
妹
で
そ
の
母
は
兼
深
の
姉
妹
）
の
直
談
判
を
聞
く
と
相
違
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
、
従
来
の
寺
法
に
任
せ
て
晴
良
か
ら
命
令
を
下
さ
れ
る
の
が
よ
い
、

と
判
断
を
示
し
、
八
日
に
安
土
へ
帰
っ
た
。
し
か
し
天
皇
は
尋
円
側
か
ら
の
抗

議
が
あ
っ
た
も
の
の
、
兼
深
を
推
す
と
い
う
女
一
房
奉
書
を
出
し
、
そ
の
判
断
を

信
長
に
伝
え
る
た
め
に
安
土
へ
奉
行
衆
を
派
遣
し
た
。
こ
れ
に
信
長
は
「
笑
止

の
沙
汰
」
と
憤
り
、
兼
深
と
奉
行
衆
を
処
罰
せ
よ
、
と
の
最
終
的
な
判
断
を
下

し
た
。
兼
深
は
権
別
当
の
職
を
解
か
れ
て
寺
外
へ
追
放
さ
れ
、
奉
行
衆
は
前
年

に
与
え
ら
れ
た
所
領
を
召
し
上
げ
ら
れ
塾
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
こ
れ
を
見

れ
ば
信
長
の
怒
り
は
天
皇
に
は
及
ば
ず
、
公
家
が
犠
牲
と
な
っ
た
か
に
み
え
た
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三
．
ま
と
め

信
長
は
従
来
天
皇
や
将
軍
な
ど
伝
統
的
権
威
を
否
定
し
、
彼
ら
と
戦
う
こ
と

で
新
た
な
国
家
を
創
り
出
そ
う
と
し
た
「
革
命
児
」
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
考
え
方
は
戦
後
の
も
の
で
、
戦
前
は
「
皇
国
史
観
」
に
よ
る
「
信

長
勤
王
論
」
が
語
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
に
私
た
ち
は
信
長
の
従
来
の
捉
え

方
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。

が
、
信
長
が
六
月
二
十
九
日
に
烏
丸
光
康
・
飛
鳥
井
雅
教
両
権
大
納
言
に
宛
て

た
書
状
に
興
味
深
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
箇
所
を
現
代
語
訳
す
る
と
「
そ
ん
な

こ
と
を
し
て
い
れ
ば
天
皇
の
面
目
が
失
わ
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
私
（
信
長
）

の
面
目
も
失
わ
れ
ま
す
。
」
と
な
る
。
天
下
静
謎
の
た
め
の
戦
い
に
忙
殺
さ
れ

て
い
る
傍
ら
に
そ
の
重
要
な
構
成
体
で
あ
る
朝
廷
が
混
乱
し
て
い
る
の
で
は
、

自
分
の
天
下
人
と
し
て
の
責
務
が
果
た
さ
れ
ず
面
目
を
失
う
と
言
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
天
皇
は
詫
び
状
と
よ
ぶ
べ
き
書
状
（
註
２
）
を
信
長
に

送
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
天
皇
が
信
長
の
叱
責
に
目
を
醒
ま
し
深
く
反
省
し

送
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
｝

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

註（
１
）
脇
田
修
『
織
田
信
長
中
世
最
後
の
覇
者
』
（
中
公
新
書
、
一
九
八
七
年
）

織田信長の「天下」栂想（工藤）

こ
の
よ
う
に
信
長
は
将
軍
や
天
皇
に
対
し
て
彼
ら
の
行
動
を
叱
責
す
る
ほ
ど

天
下
静
読
へ
の
思
い
が
強
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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