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序論　水軍領主論の軌跡、熊野水軍研究の焦点

　
　
　
序
論
　
水
軍
領
主
論
の
軌
跡
、
熊
野
水
軍
研
究
の
焦
点

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
本
書
は
、
湊
や
そ
の
後
背
地
に
勢
力
基
盤
を
構
築
す
る
こ
と
に
よ
り
地
域
社
会
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
、
そ
う
し
た
実
力
を
背
景
に
海
上

で
の
軍
事
活
動
、
広
域
に
わ
た
る
経
済
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た
水
軍
領
主
の
姿
を
、
平
安
・
鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
・
室
町
・
戦
国

時
代
に
か
け
て
の
い
く
つ
か
の
局
面
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
復
元
し
、
そ
の
領
主
支
配
の
特
質
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
主

な
対
象
と
す
る
の
は
熊
野
地
方
、
紀
伊
半
島
の
水
軍
領
主
た
ち
で
あ
る
。

　
第
Ⅰ
部
で
は
、
ま
ず
熊
野
別
当
家
と
の
関
係
か
ら
熊
野
の
海
上
勢
力
を
見
出
し
、
そ
の
政
治
的
動
向
を
整
理
す
る
。
次
に
個
々
の
水
軍

領
主
に
即
し
て
、
勢
力
基
盤
の
特
質
、
武
士
団
と
し
て
の
構
成
な
ど
を
多
角
的
に
追
究
す
る
こ
と
で
、
そ
の
全
体
像
の
復
元
に
努
め
る
。

　
彼
ら
の
活
動
範
囲
は
そ
の
周
辺
海
域
に
止
ま
ら
ず
広
域
に
及
ん
で
い
た
。
第
Ⅱ
部
で
は
、
熊
野
か
ら
東
へ
向
か
い
伊
勢
を
経
て
東
海
・

関
東
・
東
北
に
ま
で
及
ぶ
、
信
仰
を
通
じ
た
政
治
勢
力
間
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
紀
伊
半
島
か
ら
西
に
向
か
っ
て
瀬
戸
内
海

の
海
上
勢
力
と
結
ん
だ
雑
賀
衆
の
海
上
に
お
け
る
動
向
に
つ
い
て
分
析
し
、
水
軍
領
主
を
媒
介
と
す
る
地
域
間
の
交
流
の
あ
り
方
と
そ
の

変
遷
を
探
究
す
る
。
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収
録
す
る
の
は
す
べ
て
既
発
表
論
文
に
加
筆
・
訂
正
を
加
え
た
論
稿
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
関
係
す
る
研
究
史
を
省
察
し
、

近
年
の
研
究
動
向
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
書
の
研
究
史
的
な
位
置
づ
け
を
行
う
。

　
　
　
　
　
1
　
水
軍
領
主
論
の
系
譜

　
こ
こ
で
用
い
る
「
水
軍
領
主
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
研
究
史
的
に
規
定
し
て
お
き
た
い
。
水
上
で
の
戦
い
に
特
化
し
た
武
力
を
も

つ
階
層
が
、
一
揆
的
に
横
に
連
携
す
る
か
、
あ
る
い
は
戦
国
大
名
の
よ
う
な
上
位
の
権
力
の
も
と
に
編
成
さ
れ
れ
ば
「
水
軍
」
と
な
る
。

こ
こ
で
は
条
件
に
よ
り
「
水
軍
」
の
構
成
要
素
と
な
り
う
る
領
主
層
を
、「
水
軍
領
主
」
と
規
定
す
る
。
戦
時
に
は
「
水
軍
」
に
転
化
し

う
る
諸
階
層
の
、
沿
海
地
域
や
海
上
で
の
平
時
に
お
け
る
「
領
主
」
と
し
て
の
支
配
の
あ
り
方
を
見
極
め
る
必
要
が
あ
る
。

　
耕
地
を
開
き
、
そ
れ
を
中
核
に
所
領
を
形
成
し
て
、
さ
ら
に
広
く
地
域
社
会
に
影
響
力
を
及
ぼ
す
領
主
権
力
を
「
在
地
領
主
」
と
規
定

す
る
。
中
世
武
士
に
つ
い
て
、
京
武
者
や
そ
れ
に
従
う
一
族
に
連
な
る
系
譜
を
重
視
す
る
研
究
も
あ
る
が
、
必
ず
し
も
都
か
ら
下
向
し
た

武
士
が
地
方
に
そ
の
ま
ま
定
着
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
彼
ら
を
受
け
入
れ
る
条
件
が
在
地
の
有
力
層
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
、

両
者
が
融
合
す
る
中
で
都
の
武
士
の
地
方
留
住
・
土
着
が
実
現
し
、
在
地
領
主
と
し
て
の
家
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
と
理
解
す
べ
き
で

あ
る
。
近
年
の
研
究
で
は
、
本
領
の
中
核
を
構
成
す
る
町
場
に
屋
敷
を
構
え
、
そ
こ
を
行
き
交
う
人
々
に
対
す
る
関
与
を
深
め
、
交
通
・

流
通
を
管
理
し
、
自
ら
も
都
鄙
間
の
移
動
を
繰
り
返
す
在
地
領
主
像
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
在
地
領
主
に
つ
い
て
の
規
定
を
前
提
と
す
れ
ば
、
一
方
で
は
田
畠
を
領
有
し
陸
上
交
通
に
か
か
わ
り
な
が
ら
も
、
一
方
で
は

海
上
を
通
じ
た
人
や
物
の
流
れ
に
関
与
し
、
む
し
ろ
後
者
を
主
要
な
基
盤
と
す
る
在
地
勢
力
こ
そ
が
「
水
軍
領
主
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

彼
ら
は
、
水
陸
交
通
の
結
節
点
と
し
て
の
湊
に
即
し
た
屋
敷
や
城
郭
を
構
築
、
そ
れ
を
拠
点
と
し
て
海
上
に
ナ
ワ
バ
リ
を
形
成
し
、
さ
ら
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に
ナ
ワ
バ
リ
を
越
え
て
広
域
に
及
ぶ
海
上
交
通
に
関
与
し
、
戦
時
に
は
こ
う
し
た
海
や
湊
に
即
し
た
拠
点
や
海
上
で
の
活
動
に
よ
り
蓄
積

し
た
航
海
に
関
す
る
技
術
を
活
用
し
て
、
水
軍
と
し
て
の
軍
事
力
を
発
揮
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

　
榎
原
雅
治
は
、
陸
上
の
街
道
で
山
賊
が
果
た
し
た
兵
士
役
と
海
賊（
水
軍
領
主
）の
警
固
役（
上
乗
）と
は
、
地
域
の
領
主
と
し
て
同
質
性

を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
）
1
（

。
海
陸
を
問
わ
ず
交
通
・
流
通
に
関
与
す
る
こ
と
は
在
地
領
主
層
の
普
遍
的
性
格
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ

の
う
ち
特
に
領
主
と
し
て
の
勢
力
基
盤
に
お
い
て
海
上
で
の
活
動
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
階
層
を
、
こ
こ
で
は
「
水
軍
領
主
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
な
る
。

　
ま
た
黒
嶋
敏
は
「
海
の
武
士
団
」
概
念
に
つ
い
て
、
実
際
に
は
多
様
な
階
層
が
集
団
を
作
っ
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
使
用

を
躊
躇
し
て
い
る
）
2
（

。
黒
嶋
の
指
摘
は
理
解
で
き
る
が
、
そ
の
中
核
に
領
主
的
な
階
層
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、

本
稿
で
は
「
海
の
武
士
団
」
の
中
核
と
な
っ
た
海
上
勢
力
と
し
て
「
水
軍
領
主
」
概
念
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
研
究
史
上
、
社
会
経
済
史
的
な
意
味
を
も
た
せ
て
「
水
軍
領
主
」
と
い
う
用
語
を
意
識
的
に
用
い
た
の
は
、
一
九
八
六
年
の
戸
田
芳
実

「
中
世
南
海
の
水
軍
領
主
」
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
）
3
（

。
こ
の
論
文
は
、
畿
内
の
社
会
構
造
の
特
質
解
明
を
目
指
し
た
大
阪
歴
史
学
会
の
取
り

組
み
の
中
で
の
研
究
報
告
に
基
づ
き
執
筆
さ
れ
た
、
一
九
七
〇
年
の
「
御
厨
と
在
地
領
主
」
を
前
提
と
し
て
い
る
）
4
（

。

　「
御
厨
と
在
地
領
主
」
の
中
で
、
戸
田
は
、
畿
内
や
九
州
の
事
例
を
分
析
す
る
。
社
会
的
分
業
の
荘
園
制
的
編
成
の
中
、
御
厨
の
よ
う

な
非
農
業
的
な
産
業
の
場
に
お
い
て
、
王
朝
貴
族
と
在
地
領
主
は
ど
の
よ
う
な
癒
着
・
結
合
関
係
を
も
つ
の
か
と
課
題
を
設
定
し
、
大
江

御
厨
山
本
河
俣
両
執
当
職
と
な
る
水
走
氏
の
よ
う
な
、
供
御
人
の
長
、
供
御
物
の
調
達
・
管
理
・
交
易
者
、
漁
業
・
交
通
業
・
市
場
の
管

理
者
と
い
う
、
海
や
港
に
か
か
わ
る
長
者
的
な
土
豪
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
在
地
領
主
が
、
非
農
業
的
経
済
と
密
着
し
て
公
家
政
権
を
支

え
て
い
た
も
の
と
評
価
す
る
。
さ
ら
に
摂
津
渡
辺
津
を
検
非
違
使
・
惣
官
と
し
て
検
察
し
た
渡
辺
党
、
肥
前
宇
野
御
厨
の
牛
牧
を
管
理
し

た
松
浦
党
に
つ
い
て
も
、
同
質
の
領
主
と
し
て
分
析
し
た
。




