
戦
国
時
代
の
始
ま
り
に
は
１
４
６
７
年

の「
応
仁
・
文
明
の
乱
」と
す
る
説
が
一
般

的
で
あ
る
。
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
に
最
初
の

大
が
か
り
な
下
剋
上
で
あ
る
１
４
９
１
年

の
北
条
早
雲
の
伊
豆
征
圧
に
お
く
説
が

あ
る
。

し
か
し「
で
は
、い
つ
戦
国
時
代
は
終
わ

っ
た
の
か
？
」に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
秀

吉
が
天
下
統
一
を
成
し
遂
げ
た
１
５
９

０
年
で
あ
る
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
そ
の

後
も
関
ヶ
原
の
合
戦
、
大
坂
夏
の
陣
・
冬

の
陣
な
ど
と
い
う
大
規
模
な
合
戦
が
起

こ
っ
て
い
る
た
め
、
完
全
に
戦
乱
の
世
が
終

わ
る
の
は
１
６
１
５
年
。
豊
臣
家
が
滅
亡

し
、
徳
川
家
康
が
安
定
政
権
を
確
立
し

た
と
き
で
あ
る
。

こ
の
間
、
１
０
０
年
以
上
も
戦
争
に
明

け
暮
れ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
当
時
の
人
々

は
、
何
も
好
き
こ
の
ん
で
殺
し
合
い
を
し

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
列
島
全
体

が
戦
闘
状
態
に
陥
っ
た
の
に
は
、
３
つ
の
大

き
な
要
因
が
あ
っ
た
。

ま
ず
第
１
の
要
因
は
、「
室
町
幕
府
」と

い
う
当
時
の
日
本
列
島
の
政
府
の
統
治

力
が
低
か
っ
た
こ
と
だ
。
室
町
幕
府
は
日

本
の
政
権
を
握
っ
て
は
い
た
が
、
全
国

津
々
浦
々
に
ま
で
支
配
力
が
お
よ
ん
で
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
各
地
に
守
護
と
い
う

地
方
官
職
を
派
遣
し
、
そ
の
守
護
が
守
護

代
・
国
人
領
主
と
い
っ
た
在
地
の
有
力
武

士
を
通
じ
て
統
治
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
も
幕
府
は
内
部
対
立
が
続
い
た
た

め
に
政
治
機
能
が
不
安
定
で
あ
り
、
直
属

の
軍
勢
も
わ
ず
か
３
０
０
０
名
ほ
ど
し
か

持
た
ず
、
民
衆
へ
の
支
配
を
強
め
よ
う
と

し
て
も
実
力
が
足
り
な
か
っ
た
。

第
２
の
要
因
は
、
こ
の
よ
う
に
幕
府
の

統
治
力
が
弱
い
一
方
で
、
地
方
勢
力
の
自

立
意
識
が
高
か
っ
た
こ
と
だ
。
各
地
の
民

衆
は「
惣
村
」と
呼
ば
れ
る
自
治
組
織
を

形
成
し
、
幕
府-

守
護
の
支
配
の
や
り
方

が
気
に
入
ら
な
い
と
き
は
、
し
ば
し
ば
武

装
蜂
起
し
て
反
抗
し
て
い
た
。

そ
し
て
第
３
の
要
因
は
、
当
時
の
日
本

戦
乱
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、

新
し
い
秩
序
が
求
め
ら
れ
た

18

戦
国
時
代
に
突
入
し
た

３
つ
の
要
因



が
天
災
続
き
で
、
飢
え
死
に
が
続
出
す
る

ほ
ど
の
深
刻
な
食
糧
不
足
に
陥
っ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。

幕
府
が
あ
て
に
な
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
で

は
飢
え
死
に
す
る
と
あ
っ
て
、
民
衆
の
危

機
感
は
募
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
民
衆
の
危

機
感
を
受
け
る
形
で
、
各
地
域
の
新
し
い

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
名
乗
り
を
上
げ
た
の
が

「
戦
国
大
名
」と
呼
ば
れ
る
人
々
だ
っ
た
。

彼
ら
は
在
地
の
武
士
や
農
民
た
ち
を
統

率
し
、
近
隣
諸
国
を
武
力
に
よ
っ
て
侵
略

す
る
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
農
地
を
獲
得

し
、
自
分
た
ち
が
生
き
る
た
め
に
必
要
な

だ
け
の
食
糧
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

一
般
に
こ
の
時
代
の
主
役
は
、「
戦
国

大
名
」と
呼
ば
れ
る
各
地
の
有
力
武
将
た

ち
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
戦
国
時
代

は
、
彼
ら
の
武
勇
伝
で
彩
ら
れ
た
面
だ
け

に
目
が
向
け
ら
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
彼

ら
は「
天
下
を
手
中
に
し
た
い
」と
い
う
自

分
た
ち
の
野
望
の
た
め
に
自
分
勝
手
に
争

っ
た
の
で
は
な
く
、
民
衆
の
要
求
に
従
い
、

民
衆
の
た
め
に
戦
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

そ
の
た
め
、
戦
国
時
代
の
真
の
主
役
は
民

衆
だ
っ
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
戦
乱
に
明
け
暮
れ
た
時
代
は
さ

ぞ
か
し
無
秩
序
な
時
代
だ
っ
た
ろ
う
と
思

わ
れ
が
ち
だ
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、戦
乱
の
世
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

秩
序
が
求
め
ら
れ
た
。

な
に
し
ろ
兵
の
数
が
多
く
、
統
率
が
と

れ
、
し
か
も
物
資
が
大
量
に
あ
る
軍
勢
の

ほ
う
が
強
い
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
軍
勢
を
つ
く
る
に
は
、
国
内
を
厳
格
に

統
治
す
る
政
治
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
。
戦

乱
の
世
を
生
き
抜
く
た
め
に
、
各
国
の
大

名
た
ち
は
領
国
内
に
新
し
い
ル
ー
ル
を
打

ち
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

そ
の
た
め
に
各
大
名
は
、「
分
国
法
」と

呼
ば
れ
る
体
系
的
な
法
律
を
つ
く
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
分
国
法
に
は
、
領
国
内
の
紛
争
解

決
手
段
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
決
闘
・
私

闘
を
禁
止
す
る「
喧
嘩
両
成
敗
法
」が
取

り
入
れ
ら
れ
た
例
が
多
い
。
武
士
ど
う
し

の
紛
争
の
決
着
を
つ
け
る
権
限
を
大
名
に

集
中
さ
せ
る
こ
と
で
、
国
内
の
紛
争
を
抑

え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
考
え
方
は
、
後
の
秀
吉
の「
惣
無

事
令
」に
も
受
け
継
が
れ
、
や
が
て
戦
乱

の
世
を
終
結
さ
せ
る
手
段
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
く
。

戦国時代の流れを掴むポイント
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戦
国
時
代
を
終
焉
に
導
い
た

「
喧
嘩
両
成
敗
法
」の
思
想
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滅
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築
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築
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群
雄
割
拠
的
状
況
だ
っ
た
日
本
列
島

１
４
６
７（
応
仁
元
）年
に
勃
発
し
、
１
４
７
７（
文
明
９
）年
に
終

結
し
た
応
仁

お
う
に
ん
・
文
明
ぶ
ん
め
い

の
乱
を
契
機
と
し
て
、
日
本
は
群
雄
割
拠

ぐ
ん
ゆ
う
か
っ
き
ょ

の
戦

国
時
代
に
突
入
す
る
。「
群
雄
」と
は
各
地
に
蟠
踞

ば
ん
き
ょ

し
て
い
る
有
力
者

の
こ
と
。
戦
国
大
名（→

Ｐ
30
参
照
）と
呼
ば
れ
る
人
々
だ
。

応
仁
・
文
明
の
乱
以
前
、
日
本
の
代
表
政
府
は「
室
町

む
ろ
ま
ち

幕
府
」だ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
乱
に
よ
っ
て
、
幕
府
の
政
府
と
し
て
の
機
能
・
権
威
は

完
全
に
失
墜
。
各
地
の
有
力
者
た
ち
は
、
お
お
か
た
が「
頼
り
な
い

幕
府
は
ヤ
ダ
！
」と
ば
か
り
に
、
独
立
独
歩
の
道
を
歩
み
は
じ
め
た
。

彼
ら
は
、
自
分
の
土
地
を
富
ま
せ
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
た
。
し
か

し
、
た
だ
で
さ
え
狭
い
日
本
列
島
の
中
に
あ
る
、
さ
ら
に
狭
い
土
地

だ
。
得
ら
れ
る
物
資
は
限
ら
れ
て
い
る
。
勢
い
、
他
人
か
ら
掠か

す

め
と

ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
群
雄
入
り
乱
れ
て
の
戦
乱
が
起
こ
っ
た
の

は
そ
の
た
め
だ
。

戦
国
時
代
は
日
本
国
改
造
の
胎
動
期

と
こ
ろ
で「
群
雄
割
拠
」と
い
う
と
、
戦
国
時
代
特
有
の
状
況
に
思

う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
遥
か
昔
か
ら
、
日
本
列

島
は
あ
る
意
味
で
、
群
雄
割
拠
的
な
状
態
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

弥
生
時
代
、
日
本
列
島
に
国
家
ら
し
い
も
の
が
で
き
は
じ
め
る
。

集
落
の
周
囲
を
濠
で
囲
ん
だ「
環
濠
集
落

か
ん
ご
う
し
ゅ
う
ら
く

」な
ど
は
、
ミ
ニ
国
家
の
典

型
だ
。
ミ
ニ
国
家
は
集
合
離
散
を
繰
り
返
し
、
や
が
て
大
和
朝
廷

や
ま
と
ち
ょ
う
て
い

が

台
頭
。
古
代
日
本
の
代
表
政
府
と
し
て
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
日

本
列
島
を
支
配
す
る
。
そ
れ
以
後
、
平
安
時
代
後
期
に
な
っ
て
平
清

盛
が
立
て
た
平
氏
政
権
か
ら
、
鎌
倉
幕
府
、
室
町
幕
府
へ
と
、
日
本

国
の「
政
府
」は
変
わ
っ
て
い
く
。

◆
◆
戦
国
時
代
の
意
義
◆
◆

戦
国
時
代
は
日
本
が
統
一
国
家
に
な
る
た
め
の
転
換
期
だ

戦
国
時
代
に
な
っ
て
群
雄
が
割
拠
し
た
の

で
は
な
い
。
日
本
列
島
は
昔
か
ら
群
雄
割

拠
的
状
態
だ
っ
た
の
だ
。
天
下
統
一
事
業

は
根
本
的
な
時
代
の
大
変
革
だ
っ
た
。
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し
か
し
、
こ
れ
ら
の
政
府
は
日
本
列
島
全
体
を
完
全
に
統
治
で

き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
中
世
初
期
、
奥
州
で
は

奥
州
藤
原
氏
が
、
膨
大
な
黄
金
の
力
を
背
景
に
、
平
泉
を
拠
点
と

す
る
半
独
立
国
を
構
え
て
い
た
し
、
同
じ
中
世
期
、
青
森
県
十
三
湊

を
拠
点
と
し
た
安
東
氏
は「
奥
州
十
三
湊
日
之
本
将
軍
」
と
名
乗

り
、
独
自
に
海
外
と
交
易
、
莫
大
な
利
益
を
得
て
い
る
。
要
す
る
に
、

日
本
列
島
の
中
に
半
独
立
勢
力
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

室
町
時
代
ま
で
は
地
方
勢
力
は
互
い
に
平
和
的
に
共
存
し
て
い

た
が
、
応
仁
の
乱
に
よ
り
、
彼
ら
を
緩
や
か
に
支
配
し
て
い
た
室
町

幕
府
の
権
威
が
大
幅
に
失
墜
す
る
。
こ
れ
を
機
に
、
昔
か
ら
の
群
雄

割
拠
的
に
存
在
し
て
い
た
地
方
勢
力
の
自
立
意
識
が
急
速
に
高
ま

り
、
戦
乱
の
時
代
に
向
か
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

戦
国
時
代
は
、
織
田

お

だ

信
長

の
ぶ
な
が

・

豊
臣
秀
吉

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

・
徳
川
家
康

と
く
が
わ
い
え
や
す

の
３
人
の
天

下
人
に
よ
っ
て
終
結
す
る
。
彼
ら
が

成
し
遂
げ
た
「
天
下
統
一
」
は
想
像

以
上
の
難
事
業
だ
っ
た
。
理
由
は
簡

単
で
、
単
に
割
拠
す
る
群
雄
を
平
ら

げ
る
こ
と
で
な
く
、
日
本
列
島
に
長

ら
く
続
い
て
い
た
群
雄
割
拠
的
な
政

治
状
況
を
根
底
か
ら
覆

く
つ
が
えす
こ
と
で
も

あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て

も
戦
国
時
代
は
、
日
本
国
が
真
の
統

一
国
家
へ
と
移
行
す
る
た
め
の
胎
動

期
で
あ
り
、
日
本
史
上
の
一
大
転
換

期
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

第1章　戦国時代とはいかなる時代だったか？

平和な群雄割拠状態から戦乱の世へ�

弥生時代～室町時代の日本�

全国各地に地方勢力が存在。朝廷や幕府は、
地方の有力者らを通じて、間接的に全国を統
括していたにすぎない�

戦国時代へ!!

室町幕府の�
信頼失墜�

地方勢力の�
自立意識の高まり�＋�



24

農
繁
期
は
戦
争
を
し
な
か
っ
た
戦
国
時
代
前
期

戦
国
時
代
と
い
う
と「
毎
日
戦
争
を
し
て
い
た
時
代
だ
」
と
思
い

が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
戦
国
時
代
後
半
の
話
だ
。
前
半
は
そ

れ
ほ
ど
激
し
い
戦
乱
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
理
由
は
農
業
に
あ
る
。
こ
の
頃
の
社
会
は「
兵
農
未
分
離
」

の
状
態
で
、
武
士
た
ち
は
戦
争
が
あ
る
と
き
は
軍
役
に
つ
い
た
が
、

そ
れ
以
外
の
と
き
は
農
業
を
営
ん
で
い
た
の
だ
。
侍
大
将
な
ど
大
名

の
武
将
ク
ラ
ス
の
侍
は
た
い
て
い
、
土
地
の
有
力
者
を
兼
ね
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
頃
は
商
業
経
済
が
浸
透
し
て
き
た
と
は
い
え
、
ま
だ

農
業
経
済
に
依
存
す
る
部
分
も
多
か
っ
た
。
大
名
は
農
産
物
を
税

と
し
て
受
け
と
り
、
そ
れ
を
売
る
こ
と
で
貨
幣
を
得
て
、
軍
資
金
と

し
て
い
た
。
農
産
物
が
入
ら
な
い
こ
と
に
は
、
軍
隊
は
出
動
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
今
も
昔
も
戦
争
に
は
莫
大
な
金
が
必
要
だ
。
た
め

に
戦
国
武
将
た
ち
は
み
な
、
春
の
田
植
え
や
秋
の
収
穫
の
時
期
な

ど
、
農
繁
期
に
は
極
力
戦
争
を
避
け
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
こ
の
状
況
は
、
１
５
４
３（
天
文
12
）年
に
起
こ
っ
た
あ
る

事
件
を
境
に
一
変
す
る
。「
鉄
砲
伝
来
」で
あ
る
。

戦
国
版
超
ハ
イ
テ
ク
兵
器
の
登
場

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
も
た
ら
し
た
鉄
砲
は
、
戦
国
時
代
の
あ
り
方
を

根
底
か
ら
揺
さ
ぶ
っ
た
。
鉄
砲
は
当
時
、
日
本
に
あ
る
武
器
の
ど
れ

よ
り
も
殺
傷
能
力
が
高
か
っ
た
か
ら
、
戦
国
大
名
た
ち
は
先
を
争

う
よ
う
に
し
て
鉄
砲
を
入
手
し
よ
う
と
し
た
。と
こ
ろ
が
こ
の
鉄
砲
、

超
ハ
イ
テ
ク
兵
器
だ
け
に
値
段
も
張
る
。
明
国
の
侯
継
高
が
著
し
た

『
日
本
風
土
記
』に
よ
れ
ば
、
鉄
砲
が
出
回
り
は
じ
め
た
頃
、
一
挺
の

値
段
は
20
余
両
。
一
両
を
25
万
円
と
し
て
換
算
す
る
と
、
５
０
０
万

◆
◆
戦
国
時
代
の
流
れ
◆
◆

戦
国
時
代
は「
鉄
砲
伝
来
」を
境
に
大
き
く
２
つ
に
分
け
ら
れ
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
伝
来
し
た
超
ハ
イ
テ
ク

兵
器
・
鉄
砲
は
、
戦
争
の
や
り
方
ば
か
り

で
な
く
、「
兵
農
分
離
」を
促
す
な
ど
日
本

社
会
の
あ
り
方
も
変
え
た
。
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円
余
り
に
も
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
、
一
挺
二
挺
が
火
を
噴
い
て

も
意
味
が
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
大
量
装
備
が
必
要
に
な
る
。

射
撃
手
も
問
題
だ
。
当
時
の
鉄
砲
に
は
、
一
度
発
砲
す
る
と
、
次

の
弾
の
装
填
に
手
間
ど
る
と
い
う
最
大
の
弱
点
が
あ
っ
た
。
お
の
ず

と
相
応
の
訓
練
が
必
要
に
な
る
。
大
量
の
人
間
に
鉄
砲
を
持
た
せ

集
団
訓
練
を
施
す
と
な
る
と
、
農
業
と
い
う
本
職
を
持
っ
て
い
る
武

士
で
は
ど
う
し
て
も
駄
目
だ
。
と
な
る
と
、
大
量
の
足
軽

あ
し
が
る（

戦
争
を

職
業
と
す
る
プ
ロ
の
傭
兵
）を
雇
い
入
れ
、
訓
練
す
る
必
要
が
あ
る
。

ち
な
み
に
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
革
新
的
解
決
策
を
見
い
だ
し
た

の
は
、
戦
国
三
大
武
将
の
一
人
で
あ
る
織
田
信
長
だ
っ
た
。
信
長
は
、

武
士
た
ち
を
城
下
に
住
ま
わ
せ
て
土
地
と
の
関
係
を
切
り
離
し
、

商
業
経
済
を
推
進
。
富
が
自
分
の
手
に
集
ま
る
よ
う
に
し
、
得
た

銭
を
給
付
金
と
し
て
支
払
っ
た
。
こ
の「
兵
農
分
離
」に
よ
り
、
武
士

は
半
農
半
武
か
ら
職
業
軍
人
へ
と
変
わ
り
、
集
団
訓
練
も
可
能
に

な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
鉄
砲
に
よ
る
集
団
戦
術
は
、
す
べ
て
の
大
名
に
と
っ
て

必
須
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
税
金
の
徴
収
や
戦
闘
訓

練
も
厳
格
に
な
り
、
戦
国
大
名
た
ち
は
領
国
に
対
す
る
支
配
を
強

め
た
。
そ
し
て
、
戦
乱
も
鉄
砲
出
現
を
機
に
、
本
格
的
に
激
し
さ
を

増
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

鉄砲が戦国社会に与えたインパクト�

1543年 鉄砲が伝来するが……�

実践で使うには大量装備�
集団訓練が必要�

しかも大量装備には金がかかる�

兵農分離�
武士を職業軍人化させるとともに、農業経済・
商業経済を強化。おのずと戦乱も激化へ……。�
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内
部
対
立
に
明
け
暮
れ
て
い
た
室
町
幕
府

日
本
の
歴
史
の
中
で
、
幕
府
は
三
度
生
ま
れ
て
い
る
。
鎌
倉
幕

府
・
室
町
幕
府
・
江
戸
幕
府
だ
。
こ
の
う
ち
、
鎌
倉
幕
府
と
江
戸
幕

府
は
、
将
軍
と
家
臣
た
ち
が
強
固
な
主
従
関
係
で
結
ば
れ
、
し
っ
か

り
し
た
政
治
基
盤
を
持
つ
政
権
だ
っ
た
の
に
対
し
、
室
町
幕
府
は
足

利
将
軍
家
の
影
響
力
が
弱
く
、
政
治
基
盤
も
脆
弱
だ
っ
た
。

「
幕
府
」と
は
も
と
も
と
、
朝
廷
に
任
命
さ
れ
た「
征
夷
大
将
軍

せ
い
い
た
い
し
ょ
う
ぐ
ん（
い

わ
ゆ
る
将
軍
の
こ
と
）」が
つ
く
っ
た
政
治
拠
点
の
こ
と
を
い
う
。
つ
ま

り
、
幕
府
は
形
式
的
に
は
朝
廷
の
一
機
関
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。

武
士
の
政
治
力
・
軍
事
力
が
高
ま
る
に
つ
れ
、
朝
廷
の
実
権
は
失
わ

れ
、
次
第
に
幕
府
が
日
本
の
政
権
を
握
る
よ
う
に
な
る
の
だ
が
、
武

家
政
権
は
朝
廷
を
打
倒
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
実

権
は
失
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
朝
廷
の
権
威
は
別
格
で
あ
り
、
幕
府

は
、
朝
廷
の
後
ろ
盾
を
得
る
こ
と
で
、
そ
の
権
力
を
支
え
て
も
ら
う

必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
室
町
幕
府
が
ス
タ
ー
ト
し
た
当
初
、
朝
廷
は
南
朝
と

北
朝
に
分
か
れ
て
い
た
。
幕
府
は
、
南
北
に
分
裂
し
て
い
た
う
ち
の

北
朝
だ
け
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
ス
タ
ー
ト
時
点
か
ら
権

力
基
盤
が
弱
か
っ
た
と
い
え
る
。

南
北
朝
の
分
裂
は
足
利
義
満

よ
し
み
つ（
３
代
将
軍
）の
時
代
に
終
わ
っ
た

が
、
そ
の
後
は
幕
府
の
内
部
で
政
治
的
な
対
立
が
相
次
い
だ
。
幕
府

は
関
東
地
方
に「
鎌
倉
府
」
と
い
う
機
関
を
設
置
し
て
お
り
、
特
に

こ
の
鎌
倉
府
と
幕
府
と
の
対
立
が
激
し
か
っ
た
。
鎌
倉
府
は
幕
府
か

ら
の
自
立
意
識
が
強
く
、
幕
府
は
し
ば
し
ば
こ
れ
を
牽
制
し
た
。

室
町
幕
府
の
政
治
力
が
大
き
く
失
墜
し
た
の
が
、
６
代
将
軍
の
義よ

し

教の
り

の
時
代
だ
。
彼
は
幕
府
の
権
力
を
強
め
る
た
め
に
、
専
制
政
治
を

◆
◆
室
町
末
期
の
幕
府
政
治
◆
◆

１
０
０
年
の
戦
乱
の
世
が
は
じ
ま
っ
た
原
因
は
室
町
幕
府
に
あ
る

政
府
と
し
て
の
基
盤
が
著
し
く
弱
か
っ
た

室
町
幕
府
。
そ
の
脆
弱
さ
が「
応
仁
・
文

明
の
乱
」を
誘
発
し
、
時
代
を
戦
乱
へ
と

導
く
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
。
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室町幕府の信頼が低かった2つの要因�

室町時代初期、朝廷は2つあった！�

幕府の権力の後ろ盾とな
るはずの朝廷が分裂�
スタート当初から、室町幕
府の基盤は不安定だった�

一機関であるはずの鎌倉府が幕府と対立�
6代将軍・義教の時代には武力衝突まで発生�

室町幕府の内部にもまとまりがなかった！�

室町幕府の支配力の弱さが戦国時代を到来させる遠因だった�

対立�

光明天皇�

北朝�

室町幕府�

征夷大将軍�

対立�

鎌倉府を押さえつけたい！�

将軍�
（幕府のボス）�

幕府の支配から独立したい！�

鎌倉公方�
（幕府の関東の拠点「鎌倉府」のボス）�

対立�

後醍醐天皇�

南朝�

協力関係�


