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『
太
平
記
』
第
二
部
の
範
囲
と
構
成

小

秋

元

段

は
じ
め
に

 

『
太
平

記
』

を
三
部

構
成

説

に
従

っ
て
読

む
場
合

、
巻

十

二

に
は
じ

ま

る
第

二
部

が
ど

こ

で
終

結

す
る

と
見

る
か

に

つ
い
て
は
、

議
論

の
分

か
れ

る

と

こ
ろ
で
あ

る
。
例

え
ば

、

『
日
本
古

典
文

学
大

辞
典

』

「太

平
記

」

の

項

(長
谷

川
端

氏
執
筆

)

で
は
、
後

醍

醐
天
皇

死

去

の
記

事

を
含

む
巻

二

十

一
ま

で
を
第

二
部

と
し
、

欠
巻

の
あ

と
、
巻

二
十

三

か
ら

を
第

三
部

と

す

る
と

い
う
見

解
が

示

さ
れ

て

い
る
が

、

こ
れ
は
永

積
安

明
氏

の
説

(続

日

本
古
典

読
本

『太

平
記
』

日
本

評
論

社
、

}
九

四

八
年

)

を

は
じ

め
と

す

る
諸
書

の
所

説
を

反
映

し
た

も

の
で
あ

る
。
ま

た
、

石

田
洵
氏

は
新

田

義
貞

の
討

死

や
南
朝

軍

の
奥

州
渡

航
計

画

の
頓

挫

を
描

く
巻

二
十

ま

で
を

第

二
部

と
と

ら
え

て
お
ら

れ
る
。

長
坂

成
行
氏

、
大

森
北

義
氏

も

以
後

こ

れ

に
同
様

の
見
解

を
示

さ
れ

て

い
る

が
、

こ

の
区

分

の
先
躍

と
し

て

は
後

藤

丹

治
氏

の
説

が

あ

っ
た

(
『太

平
記

の
研

究
』

河
出

書
房

、

一
九

三

八

年

)
。

 

周

知

の
通

り
、

『
太
平

記

』

三
部
構

成

説

を
最

初

に
唱

え

た

の
は
尾

上

八
郎

で
、
校

注

日
本

文
学

大
系

『太
平

記
』

(国

民
図
書

、

一
九

二
五
年

)

の
解

題

の
中

で
こ

の
問
題

を
、

 

…
…
第

二
部

は
、
尊

氏

の
謀
叛

か
ら

、
義

貞

の
戦

死

の
頃

ま

で

で
あ
ら

 
う

。
第

三
部

は
後
村

上

天
皇

の
御
即

位

の
あ
た

り

か
ら
、

細

川
頼

之
が

 
義

満

を
輔
佐

す

る
最
後

の
と

こ
ろ

ま
で

で
あ

る
。

と

説

い

て

い
る
。

第

二
部

が

「
義

貞

の
戦

死

の
頃

ま

で
」
、

第

三
部

を

「後

村

上
天
皇

の
御

即
位

の
あ

た
り

か
ら
」

と

す

る
と
、

そ

の
間

に
挾

ま

れ

た
巻

二
十
末

尾

か
ら
巻

二
十

一
は

じ
め

の
数
章

段

の
扱

い
が

不
分

明

で

あ

る
な

ど

の
問

題
が

残

る

の
だ

が
、

む
し

ろ
尾
上

の
三
部
構

成

説

は
作
品

世
界

を

戴
然

と
区
分

す

る
意
図

か
ら

発
せ

ら
れ

た

の
で
は

な
く

、
長

大

な

作
品

を
読

む
上

で
の
目
安

的
な

も

の
と
し

て
提

示
さ

れ

て

い
る
と

い
う
点

に
留

意

す

べ
き

で
あ

ろ
う

。
大

切
な

の
は
、

以
後

こ
の
三
部

構

成
説

を
継

承

し
、

展

開

し

て
き
た

諸
氏

の
研
究

が

、

『
太
平

記
』

を

三

部

に
分

け

る

こ
と

に

い
か
な
る
意

味
付

け
を

し

て
き
た

か

に
あ
る
。

現
在

、

三
部

構
成

説

は

『
太
平
記

』

の
作
品

世
界

を
把
握

す

る
際

の
基
本

的

な
概

念

と
し

て

定
着

し

て

い
る
が
、

三
部

に
分

け

る
こ
と

の
妥
当

性

が
作

品
論

に
ま

で
掘

り
下
げ

て
確

認

さ
れ

る
機

会

は
、
殊

に
早

い
段

階

に
お

い
て
は
意

外

と
少

な

か

っ
た

の
で

は
あ

る
ま

い
か
。
釜

田
喜

三
郎
氏

が

日
本

古
典

文

学
大

系
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『
太

平
記

』

(
一
九

六

〇
年

)

の
解

説

の
中

で
、

三
部

構
成

説

を
便

宜
的

な
区
分

に
過
ぎ

ぬ
も

の
と
断

じ
、

そ

の
区
分

に
は
山
や

か

ん
ど

こ
ろ

の

一

部

分

は
認

め
ら

れ
て
も
、

そ

こ

に
断
層

を
認

め

る
こ

と
は

で
き
な

い
と
批

判

さ

れ
た

の
も
、

そ
う

し
た

状
況

を
受

け

て

の
こ
と

と
考

え
ら

れ
る
。

 

何

の
た

め

に
作

品
を

区
分

す

る

の
か
 

 
こ
う

し

た
問

い

に
正

面

か
ら

答

え
、

第

二
部

と
第

三
部

の
区
分

に

つ
い
て
論

じ
た

の
は
、

さ

き

に
も
触

れ
た

石
田

洵
氏

で
あ

る
。

石

田
氏

は

『
太
平

記
』

を

三
部

に
区
分

す

る
こ

と

の
意

味

に

つ

い
て
、

 

『
太
平

記
』

の
よ
う

に
歴

史

の
流

れ
を
記

し

て

い
る
作
品

を
対

象

に
し

 

た

場
合

、
作
者

が
時

代

の
推
移

に
対

し

て
ど

の
よ
う

な
意

識
を

持

ち
、

 

社
会

変

動

の
区

切

り
を
ど

の
よ
う

に
作
品

に
示

し

た
か
を

読

み
と

る

べ

 

き

で

は
な

か
ろ
う

か
。

と
述

べ
て
お
ら

れ
る
。

そ

し

て
、

第

二
部

の
は

じ
ま

り

で
あ

る
巻

十

二
が

目
指

し

た
も

の
は
建
武

公
家

政
権

の
崩

壊

で
あ

り
、
第

二
部

は

そ

の
崩
壊

過
程

を
描

く
世
界

だ

と
し

て
、

こ
れ

に
対

す

る
作

品

に
示

さ
れ

た
新

た
な

時
代

の
始

期
を
巻

二
十

一
巻

頭

「
天
下

時
勢

粧
事

」

に
認

め
ら

れ
た
。

こ

の
章

段

に
は
天

下

の
形

勢

は
足
利

方

の
も

の

に
決

ま

り
、

こ
れ

ま

で
記

し

続

け

て
き
た
時
代

と

は
別

の
時
代

が

は
じ

ま

る
と

の
認

識

が
示

さ
れ

て

い

る
こ
と

か
ら
、
こ
こ
を

第

三
部

の
始
発

点

と
位

置

付
け

ら
れ
た

の
で
あ

る
。

た

だ
し
、

作
品

で

は
こ

の
前

後

、
公
家

政
権

が

ど

の
よ
う

に
崩
壊

し

た

か

を

ま
と

め
る
意

識
よ

り
も
、

い
か

に
し

て
新

た
な
時
代

が

は
じ

ま
る

の

か

を
描

く
意

識

の
方
が

強

い
こ

と

(氏

は

「
第

二
部

が
終

ら

な

い
う
ち

に
第

三
部

が
始

ま

っ
た
」

と
言

い
換

え

る
)
を

指
摘

し
、

そ

の
特

性

を
説

か
れ

て
も

い
る
。

 

石

田
氏

の
論

は
、

三
部

構
成

説
を

作
品

の
構
想

の
問
題

と
関

わ
ら

せ

て

意
味

付
け

て
ゆ

く
も

の

と
し

て
貴

重

で
あ

る
が
、

一
方

そ

こ

に
は
疑

問
も

あ

る
。
例

え
ば
、

石

田
氏

の
説

の
根
幹

を

な
す
、

作
品

に
示

さ

れ
た

社
会

変
動

上

の
区
切

り
を

三
部
構

成

の
区

分

の
指

標

と
す

る
考

え
方

は
、

果
た

し

て
妥
当

な
も

の

で
あ

ろ
う

か
。
確

か

に
軍
記
物

語

と
は
、

戦
乱

を

中
心

に
、

そ

れ

に
よ

っ
て
変
革

す

る
時
代

や
社
会

を
素

材

に
作
品

が

形
作

ら

れ

る
も

の
で
あ

る
。
描

か

れ
る

と

こ
ろ

の
情
勢

の
変

化

が
、
作

品
内

の
叙
述

の
質

的
転

換

に
寄

与

す
る
も

の
が
大

き

い
の
も
事
実

で
あ

ろ
う
。
し

か
し
、

社
会

情
勢

上

の
区
分

が
、
常

に
作
品

の
構
成

上

の
区

分
と

不
可

分

の
関
係

に
あ

る

か
と

い
う

と
、

そ
れ

は
疑
問

で
あ

る
。

三
部
構

成

の
区

分

は
作
品

に
投

影

さ
れ

た
歴
史

像

の
変

化

を
問

題

に
す

る
よ
り

も
、

ま
ず

は

そ
う

し

た
も

の
を
切

り
離

し
て
、
対

象

と
す
る
小

世
界

の
骨

組

み
が

始
発

部

以
降
、

ど

の
よ
う

な
意

図

の
も

と
、
ど

の
よ
う

に
構
築

さ
れ

て

い
る

か
を
辿

る

こ

と
に
よ

っ
て
検

討

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。
第

二
部

に

つ

い

て

い
え
ば

、
始

発
部

巻
十

二
か
ら
展

開

さ
れ

る
作

品

構
成

の
意

図

が
、

い

か

に
し

て
結
ば

れ

て
ゆ

く

の
か
を
見

極

め
る
作
業

が

必
要

で
あ

る
。

 
第

二
部

と
第

三
部

と

の
区
分

に

つ
い
て
、
石

田
氏

が

「第

二
部

が
終

ら

な

い
う

ち

に
第

三
部

が
始

ま

っ
た
」

と
説

か
れ
た

こ

と
は
、

『
日
本

古
典

文

学
大
辞

典
』

が

「
第

三
部

は
、
欠

巻

の
巻

二
十

二

の
あ

と
、

巻

二
十

三

か
ら
終
巻

ま

で

で
あ

る
が
、
実

際

に
は

そ

の
は
じ

ま
り

は
第

二
部

の
終

り

と
重

っ
て

い
て
…

…
」

と
す

る

の
と
照
応

す

る
考

え
方

で
あ

る
。
第

二
部

と
第

三
部

と
の
境

界

に
は
幅

が
あ

り
、

明
確

に
し
難

い
も

の
と
も

一
面

で

は
さ

れ
て

き
た
。

し

か
し
、
作

品

の
構
成

意

図
を
辿

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

第

二
部

の
終
結

点

を
明
確

に
浮

か
び
上

が
ら

せ

る
こ
と

は

で
き
な

い
で
あ

ろ
う

か
。

『
太

平

記
』

三
部

構

成
説

は
あ

く

ま

で
も
釜

田
氏

の

い
う

「
山

や

か
ん
ど

こ
ろ
」

と

は
異

な
る
も

の
で
あ

っ
て
、
作

品

の
根
底

を

形
作

る

一14一



構

造
上

の
特

徴
を

裏
付

け

と
し

な
が

ら
、

そ
の
妥
当

性
を

保

っ
て

ゆ
く
も

の
と
考

え

る
。
小

稿

で
は
、
第

二
部

は
何
を

中
心

に
描

こ
う
と

す
る

の

か
、

ま
た
、

ど

こ
ま

で
を
第

二
部

と
す

る
の

か
、

と

い

っ
た
問

題
を

扱

っ
て

ゆ

く

。

そ

し

て
、

そ

の
作
業

を
通

し

て
、

『
太
平

記
』

と

い
う

作
品

の
原
像

も

立

ち
現

れ

て
く

る
の

で
は
な

い
か
と
も
考

え

て

い
る
の

で
あ

る
。

第

二
部
が
見
据
え
る
も
の

 

そ

も
そ

も
第

二
部

の
世

界

は
何

を
中

心

に
描

こ
う
と

し

て

い
る

の

で
あ

ろ
う

か
。

こ

こ
で
は
巻

十

二

・
巻
十

三

と

い

っ
た
第

二
部

の
始

期

が
、

こ

の
先

の
歴
史

展
開

の
う

ち
、

い
か
な

る
時
点

ま

で
見
通

し

て

い
る

か
を
確

か
め

る

こ
と

に
よ

っ
て
考

え

て
ゆ
く
。

そ

の
た

め
に
は
記

事
中

、
先

説
話

法

を

以

て
語

ら
れ

て

い
る
箇

所

が
よ

い
手

掛

か
り
を
与

え

て
く
れ

る

で
あ

ろ
う
。

巻

十

二

・
巻

十

三

で
は
建
武

新
政

に
よ

る
世
上

の
混
乱

が
様

々
な

角

度

か
ら

描

か
れ

る
が
、

そ

の
中

で
、
重

要
な
役

割
を

果

た
す
人
物

の
将

来

が

先
説

さ

れ
る
条

り

が
屡

々
見

ら
れ

る
。

 

例

え
ば

、

巻
十

二

「
天

下

安
鎮

法
事

賄
朧
鞭
醐
軸
」

で

は
、
新

政
府

樹
立

に
多
大

の
功
績
が
あ

り
な
が
ら
、
恩
賞

に
乏

し
か

っ
た
赤
松

円
心

に

つ
い
て
、

 
指

の
軍
忠

あ
り
け

る
赤
松

入
道

円
心

に
は
、
佐

用
庄

一
所
計

を
被

行

て
、

 
播

磨
国

の
守

護
職

を

は
幾
程

な

く

て
召

返

さ
れ
け
り

、

さ
れ

は
、
建
武

 

の

〉
ち

の
乱

に
、

円

心
俄

に
心
替

し

て
朝
敵

に
成

た
り

し
も
、

此
恨

と

 
そ

聞

へ
し
、
 

 

 

 

(神
宮

徴
古

館
本

〈
和
泉

書
院

刊
〉
、
以

下
同

)

と
語

っ
て

い
る
。

ま
た
、

後

醍
醐

天
皇

の
尊
崇

を
う

け
、
奢

り
を

恣

に
し

た
文

観
僧

正

の
末
路

は

、

 
遂

に
幾

程

な
く
て
建
武

の
乱
出
来

し

か
は
、
法
流

相
続

の
人

な
く
し

て
、

 

孤
独
衰

窮

の
身

と
な

れ

り
、
吉

野

の
辺

に
漂

泊
し

て
、

終
給

け
る

と
そ

 
聞

し
、

と
記

さ

れ
る
。

対
蹴

的

な

二
人
だ

が
、

こ
こ

で
は
両
者

の
将

来

は
と

も

に

「建

武

の
乱
」

の
先

の
時

点

ま

で
見

通

さ
れ

て

い
る
。
巻

十

三

「
西

園
寺

公
宗

陰
謀

露
顕

事
鮒
駆
闘
三
」

で
も
、

西
園
寺

公
宗

の
遺

児
実

俊

の
将
来

に

つ

い
て
、

 
其

後
建

武

の
乱
出

来

て
、

天
下
将

軍

の
世

に
成

し

か
は
、

此

人
朝
庭

に

 

つ
か
え

て
、
西

園
寺

の
跡

を
続

た
ま

ふ
、
北
山
中

納
言

実
俊

卿

是

な
り
、

と
、

同

様

に

「
建

武

の
乱

」

を

先
説

す

る

が
、

中

で
も

こ

の
条

り

で

は

「建

武

の
乱
」

を

経

て
到
来

す
る

「
将
軍

の
世
」

ま

で
も
が

言

及
さ

れ

て

い
る
。

こ

こ
で

「
建
武

の
乱
」

は
、

尊
氏

の
天
下

を
導

く

た
め

の
過

程

で

あ

る

と
認

識

さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。
従

っ
て
、
「
建

武

の
乱

」

を
先

説

す

る

こ
の
段
階

で
、
す

で

に
作

品

の
叙

述

は
足
利

政
権
成

立

の
時

点

を
志

向

し

て

い
る
こ

と
が
窺

え

る
。

巻
十

二

・
巻

十

三
と

い

っ
た
第

二
部

の
始

期

に
お

い
て
見
据

え
ら

れ

て

い
る
将

来

は
、
建
武

政
権

の
崩

壊

と

い
う
段

階

よ
り

も
、

む
し

ろ

そ

の
先

ま

で
を
含

む
も

の
で
あ

っ
た

と
考

え

て
よ

い

で
あ

ろ
う
。

 

ま

た
、

巻
十

二

「
兵

部

卿
親

王

囚
事

鮒
鶉
」

の
護

良

親

王

の
配

流

を
語

る
条

り

に
も

、
同

様

の
意
識

が
見

受
け

ら
れ

る
。

 

-
…

是
非

な
く

敵
人

の
手

に
被

渡

て
、

遠
流

に
処

せ
ら

れ

む
事

は
、
朝

 
庭

再

傾

き
武
家

又

弥

へ
き
瑞

相

に
や
と
、

人

々
申

合

け

る

か
、

果

て

 
大

塔

宮
被
失

さ
せ
給

ひ

て
後

、

天
下
忽

に
将

軍

の
世
と
成

に
け

り
、

こ

こ
で
は
護

良
親

王

の
遠
流

が
建

武
政
権

の
崩

壊
だ

け

で
な
く

、

足
利

政

権

成
立

の
前

兆

と
し

て
も

と
ら
え

ら
れ

て

い
る
。

そ
し

て
、
親

王

が
禁

殺

さ
れ

た

こ
と

に
よ

っ
て

「
天
下
忽

に
将

軍

の
世
と
成

に
け
り
」

と
述

べ
る

点

は
、

第

二
部

を
見

わ
た

す
上

で

の
重

要
な

歴
史
観

を

な
す

の
で
は

な

か

一15一



ろ

う

か
。

 
右

の
記

事

の
特
徴

は
、

第

二
部

の
起

点

で
あ

る
巻

十

二
巻
頭

「
公
家

御

一
統

事
鮒
駄
瀦
轄
」

に

お
け
る
歴

史
叙

述

の
あ

り
方

に
よ

く
対
応

す

る
。

そ

も

そ
も
該

章
段

で
は
建
武

政
権

の
開

始

に

つ
い
て
は
冒
頭

わ
ず

か
数
行

で

触

れ

る
の

み
で
、

以
下

は
護
良

親

王

の
入
洛

と
征
夷

大
将

軍
補

任

と
を
め

ぐ

る
、
新

た

に
浮

上
し

た
政

治
的

問
題

が
中

心

と
し

て
語
ら

れ
る
。

そ

の

中

で
親

王

は
、

 

…
…

足
利
治

部
大

輔
高

氏
、

綾

に

一
戦

の
功

を

も

て
、

万
人

の
上

に
立

 

む
と

す
、
今

若
其

勢

の
微

な

る

に
乗

て
、

こ
れ

を
不
討

は
、
高

時
法

師

 

か
逆

悪
を

と
り

て
、
高

氏
朝

臣

か
威
勢

に
加

た

る
者

な

る

へ
し
、
此

故

 

に
兵

を
挙

て
武

を
そ

な

ふ
…
…

と
、

尊

氏
討

伐

の
宿

意

に

つ
い
て
語

る

の
で
あ

る
が
、
親

王

の
尊

氏

に
対

す

る
敵
憶

心

は
何

の
伏
線

も

な
く

、
唐

突

な
形

で
現

れ
て
く

る
こ

と

に
注

意

す

べ
き

で
あ

る
。

い
わ
ば
、

第

二
部

は
護
良

親

王

と
足
利
尊

氏

の
対

立

を

以

て
説

き
起

こ
さ

れ
て

い
る

の
で
あ

る
。
前

引

「
兵
部

卿
親

王
囚
事
鮒
鶉
」

に
も
窺

え

た
よ
う

に
、
尊

氏

は
護
良

親

王

と

の
対

立
を

通
し

て
政
権

を
獲

得

し

て
ゆ

く
も

の
と

し
て
認
識

さ
れ

て

い
る
。

そ
う
考

え

る
と
、
第

二
部

冒

頭
が

後
醍

醐
天

皇

の
新
政

に
注

目

す
る

の

で
は
な
く

、
護
良

親

王

の
動

向

に
注

目

し

て
叙

述
を

展
開

さ

せ

て
い
る

の
も
、
第

二
部
が
、

い
か

に
し

て
尊

氏

は
天

下
を

と

っ
た

の
か
、

と

い
う
問

題
を

根
源

か
ら
描

こ
う

と
す

る
姿
勢

に
あ

る

か
ら

で
は
な

か

ろ
う

か
。

 

『太

平
記

』
第

二
部

の
終

焉

は
必
ず

し

も
明
瞭

に
現

れ

て
は
こ

な

い
、

と

い

っ
た
評

価
が

従
来

な

さ
れ

る

こ
と
が
多

か

っ
た

こ
と

は
前

述

し
た
。

だ

が
、

そ

れ

は
第

二
部

を
建

武
新

政

の
ゆ

く
え

に
焦
点

を
当

て

て
読

ん
だ

場

合

の
理
解

の
仕

方

で
あ

る
。
実

際

に
は
、

こ
の
世
界

は
政
権

崩
壊

を
刻

印

す

る
よ
う

な
記

事
構

成

を

と

っ
て
終

焉

を
迎
え

る

こ
と
は

な

い
。

】
例

を

挙
げ

る

に
、
後

醍
醐

天
皇

を

め
ぐ

る
叙
述

を
と

っ
て

み
れ
ば

明

ら
か

で

あ

る
。

天
皇

の
叙

述

は
巻
十

八
の
京
都

出
奔

以
降
、

巻

二
十

一
の
崩

御

の

記

事

ま

で
は
、

そ
れ

ま

で
持

っ
て

い
た
緊
密

さ
を

明
ら

か

に
欠

く

こ
と
が

指

摘

で
き

る
。
従

来

の
視
座

と
は
別

の
方
向

か
ら
第

二
部

を
見

わ

た
す

こ

と

に
よ
り
、

こ
の
世

界

の
範

囲

と
構
成

を
新

た

に
考

え

て
ゆ

く
必
要

が
あ

る
ゆ

え
ん

で
あ

る
。

二
 
巻

二
十
は
終
結
点

に
な
る
か

 

第

二
部

の
終
結

点

を
巻

二
十
巻

末

に
置

く
考
え

は
、
今

日
多

く

の
研
究

者

の
支

持
を

得

て

い
る
。
巻

二
十

は
越

前
国

に
お
け
る
新

田

・
足
利

の
合

戦

謂
が

中
心

を

な
す

が
、
後

半

で

は
新

田
義

貞

の
討

死
、

巻
末

で
は
吉
野

の
南
朝

軍

の
船
団

に
よ

る
奥

州
進

出
計

画

の
失
敗
、

加
え

て

そ

の
中

核

に

あ

っ
た
結
城

宗
広

の
病

没

が
語

ら
れ

る
。

こ
れ
ら

の
出
来

事

に
よ

り
、
足

利

方

の
軍
事

活
動

は
優

勢

に
な

っ
た

わ
け

で
、

つ
づ
く
巻

二
十

一

「
天
下

時

勢
粧

事
」

で
、

足
利

方

の
武

士
た

ち
が
専

横
を

き
わ

め
る
世

が
訪

れ

た

こ
と

が
記

さ
れ

る

こ
と
な

ど

か
ら
、

こ

こ
に
第

二
部

の
終

末

が
認

め
ら

れ

て
き

た

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

第

二
部
を

足
利
政
権

の
成

立
過

程

を
描

く

世

界

と
と

ら
え

た
時

、

こ
こ

に

】
つ
の
世
界

の
終

焉
を
決

定

す

る
だ
け

の

特

立
性

や
前

後

の
断
絶

と

い

っ
た
も

の
が
認

め
ら

れ
る

で
あ

ろ
う

か
。

 

足
利

尊
氏

は

こ
れ

よ
り
前

、
巻

十

九

に
お

い
て
自

ら

が
擁
立

し

た
持

明

院

統

の
光

明
天
皇

よ

り
征

夷
大

将
軍

に
任

じ
ら

れ
て

お
り
、

そ

の
政
権

の

正
当
性

が
作

品
内

で
も
公

認

さ
れ

る

に
至

っ
た
。

こ

れ
に
対

し

て
、
後

醍

醐
天
皇

方

の
描

か
れ

方
も

多
少

変
質

し

て
く

る
よ
う

で
あ

る
。
後

醍
醐

天

皇
を
支

え

る
南
朝

の
軍
勢

は

「
官
軍

」
と
称

さ
れ
る

一
方

で
、

こ

の
あ

た
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り

か
ら

「
此
外

四
夷

八
蛮

、
此

彼

よ
り

起

と

の
み
聞

し

か
は
」

(巻

十

九

「
諸

国

宮
方

蜂

起
事

」
)
、

「暦

応

元
年

の
末

に

四
夷

八
蛮

悉

く

王
化

を

た

す

け

て
」

(巻

二
十

一

「
天

下
時

勢

粧
事

」
)

の
よ
う

に
、

「
四
夷

八
蛮
」

と
呼

称

さ
れ

る
人

々
も
含

ま

れ
て
く

る
。
南

朝
軍

の

一
部

は
、

中
央

に
仇

な

す
夷
秋

と
認

知

さ
れ

る
よ
う

に
な

る

の
で
あ

る
が
、

こ

の
点

で

『
太
平

記
』

作
者

の
視

座

は
都

に
据

え
ら

れ
て

い
た

こ
と
が

わ
か

る
。
そ

れ

に
と

も
な

っ
て
、

こ
れ

ま
で
唯

一
正
当

な

政
権

で
あ

っ
た
後
醍

醐

天
皇
方

の
地

位

は
、
必

然
的

に
相
対

化

さ

れ
る
。

 

ま
た
、

巻
十

九

「追

奥

勢
跡
道

々
合

戦
事

」

で
は
、
東

海
道

を
西

上

す

る
北

畠
顕

家

の
軍
を
描

く

に
、

 

…
…
前

後

五
日
路

左
右

四
五

里
を
押

て
通

る

に
、
元
来

無
道

不
善

の
夷

 

共

な

れ
は
、

路
次

の
民

家
を
追

捕

し
、
神

社
仏

閣
を
焼

払

、
捻

し

て
此

 

勢

の
打

過

け
る
跡

、
塵

を

は
ら

つ
て
海
道

二
三
里

か
間

に
は
、
在

家

の

 

一
宇

も
残

ら
す
、

草
木

の

一
本
も
無

か
り
け

り
、

と
、

そ

の
掠
奪

の
さ
ま
を

語

っ
て

い
る
。

こ

の
あ
た

り
よ
り
南

朝

軍

の
行

状

の
う

ち
、

悪
逆
無

道

ぶ
り

も
注
目

さ

れ
は
じ

め
る
。

巻

二
十

「越

後
勢

打
越

々
前

事

」

で
も
新

田
軍

の
加
賀

国

で
の
乱
妨

行
為

が
同

様

に
描

か
れ

て

い
る
が
、
中

で
も
巻

二
十

「
結
城

入
道
堕

地
獄

事

」

で
結

城
宗
広

の
現

世

で

の
悪

業

と
堕
地

獄

の
物
語

が
語

ら

れ
る
ご

と
き

は
、

こ
の
顕
著

な
例

と

い
え

る

で
あ
ろ
う

。

こ

の
よ
う

に
南
朝
方

の
描

写

は
、

一
部

に
お

い
て

明

ら

か
な
変
貌

を
遂
げ

て

い
る
。
彼

ら

の
悪

の
面
を
新

た

に
掬

い
上
げ

て

ゆ

こ
う

と
す

る

こ
の
動

き
は
、

後
醍

醐
天
皇

方

の
正
当

性

の
揺

ら
ぎ

に
呼

応

す

る
も

の
と
考

え
ら

れ
よ

う
。

 

と

こ

ろ

で
、

こ
の
周

辺

の
記

事

に
は
配

列
上

の
問

題

も
あ

る
。

『
太

平

記
』

で
は
足
利

尊
氏

の
将

軍
職

就
任

を
巻
十

九

に
記

し
、
以

下
同
巻

で
は

新

田
義
貞

・
北

畠

顕
家

ら
南
朝

諸
将

の
蜂

起
と

そ
れ

に
続

く
合

戦
謂

が
配

置

さ
れ
、

こ
れ
ら

は
義
貞

の
討

死

や
南
朝

軍

の
東

国
進

出
計

画

の
失
敗

を

語

る
巻

二
十
末

尾

へ
と

つ
な

が

っ
て
ゆ

く
。
し

か
し
、

史
実

で
は
、
尊

氏

の
将

軍
補

任

は
暦
応

元
年

(
=

壬
二
八

)
八
月

十

一
日

の
こ

と
で
、

一
方

義
貞

の
討

死

は
そ

の

一
月
前

の
閏

七
月

二
日

の
こ

と
で
あ

っ
た

。

こ

こ
で

は
新

田

・
足
利

の
合

戦
記

事

の
前

に
尊
氏

の
将

軍
補
任

を
先

取

り

し
て
配

置

す
る
明

ら

か
な
虚

構

が
行

わ
れ

て

い
る
。

 
巻

十

四

以
来

、

『
太

平
記

』

で
は

新

田

と
足
利

を

互

い

に
武

家

の
棟

梁

権

を
争
う

、
対

等

に
対
立

し

あ
う
関

係

の
も

の
と
し

て
描

い
て

い
る
。

両

者

は

「或

は
官

軍

の
大
将

に
て
而
も

新

田

の
家
嫡

な

り
、
或

は
武
家

の
上

将

に
て
亦

足

利

の
正

統

な

り
」

(
巻
十

六

「
湊

川
合

戦

事
鮒
駐
阻
賭
踊
暫

)

と

い
わ

れ
る

よ
う

に
、
新

田

・
足
利

と

い
う
氏

族

と
し

て
だ
け

で
な

く
、

宮
方

と
武

家
方

の
双
方

を
代
表

す

る
存
在

と
し

て
も

二
極

に
対

置

し
て
描

か
れ

て
き
た
。

と

こ
ろ

が
、
史

実

の
枠
組

み
を
超

え

て
、
巻

十

九

で
北
朝

朝

廷
が
開

か
れ
、
尊

氏

が
将

軍

に
任

じ

ら
れ

た
こ

と
を
記

す

こ
と

に
よ

っ

て
、

こ
う
し

た
対

峙

の
構

図

は
以
後

崩
壊

す

る
こ

と

に
な

る
。

例

え
ば
、

巻

二
十

「
水
練

栗

毛
付
難

事

」

で
は
、

足
羽
城

攻
撃

を

ひ
か

え
た
義

貞

の

軍

陣

の
威

容

を
、

 
魏

々
た
る
粧

、
堂

々
た
る
礼

、
誠

に
将

軍

の
天
下

を
奪

す

る
人

は
必
義

 

貞
な

る

へ
し
と

、
思

は

ぬ
人
は
無

か
り
け

り
、

と

語

っ
て

い
る
が

、

こ
こ

で
は
世

の
大
勢

を

す
で

に

「
将

軍

の
天
下

」

と

認

め

て

い
る
と

こ
ろ

に
注
目

さ
れ

る
。
尊

氏

は
天
下

の
掌

握
者

で
あ

る
と

い
う
認

識
が

、
彼

の
将

軍
補

任

の
記

事

以
降
、

公
然

と
現

れ

て
く

る

の
で

あ

る
。
そ

こ
で
は
義

貞

の
人
物

像

も
相
対

的

に
矯
小

化
せ
ざ

る
を

え
な

い
。

越
前

に
あ

っ
て
軍
事

的

に
は
優

位
を

保

っ
て

い
た

は
ず

の
義

貞

は
、

す

で
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に
将

軍

と
な

っ
た
尊

氏

を
前

に
し

て
滅

亡

し

て
ゆ
く

と

『太

平
記

』

で
は

描

か
れ

る

の
で
あ

る
。
尊
氏

が

将
軍

と
な

り
、
そ
し

て
義

貞

は
滅

亡

す
る
、

と

い
う

事
件

の
流

れ

の
倒
錯

に
は

明
確

な
意
図

が
見

出

さ
れ

る
よ
う

に
思

う

の
で
あ

る
。

そ
う
考

え

る
と
、
新

田

・
足
利

の
真

の
対

立

の
世
界

は
巻

十

八

ま

で
で
終

っ
て
お
り
、

こ
の
前

と
後

に
は
尊
氏

・
義

貞

の
作

品

内

で

の
位
置

付

け

に
大

き
な

屈
折

が
あ

る
と

い
え

る
。
北
畠

顕
家

や
新

田
義

貞

ら
南
朝

の
有

力
諸

将

の
敗
死

を
語

る
巻
十

九

・
巻

二
十

の
記
事
群

が

そ
う

劇

的

に
、
第

二
部

の
終

焉

に
相
応

し

い
形

で
構

成

さ
れ

て

い
る
わ

け
で

は

な

い
こ
と

が
、
以

上

の
点

か
ら
わ

か

る
で
あ

ろ
う
。

四
 
第

二
部
の
範
囲

 

そ

れ

で
は
第

二
部

の
終
結
点

は
巻

十

八
巻
末

に
求

め

ら
れ
、
尊

氏

が
将

軍

と

な
る
巻

十

九

か
ら
新

た
な
別

の
世

界
が

は
じ

ま
る

の
か

と

い
う

と
、

そ
れ

も
そ

う

で
は
な

い
で
あ

ろ
う

。
確

か

に
、
巻
十

八

で
は
南

朝
軍

の

一

大

拠
点

、
越

前

国
金
崎

城

の
落
城

と

そ
れ

に
よ

る
戦

乱

の
小
康

化

が
記

さ

れ
、
巻

末

「
比
叡

山
開

關
事

」

で
は
玄

恵
法

印
が
尊

氏

ら

に
四
海
静

誼

を

寿
ぎ

、
以

後

は
比
叡
山

を
崇

仰

す

べ
き
旨
を

説
く
記

事

が
あ

る
な

ど
、

足

利

氏

に
と

っ
て
政
権

樹
立

に
向

け
た
大

き
な
前

進
が
描

か
れ
て

い
る
。
が
、

『太

平
記

』

で
は

こ
れ
ら

の
事
柄

や
、

次
巻

に
述

べ
ら

れ
る
尊

氏

の
将
軍

補
任

と

い

っ
た

こ

と
な
ど

に
よ

っ
て
、

建
武

新
政

以
来

続

い
て
き

た
全

国

的

な
争
乱

が
終

結

す
る
と

は
認

め

て

い
な

い
。

こ
れ

に
よ

っ
て
も

た
ら

さ

れ
る

の
は
、
記
事

の
配

列
を
見

れ
ば
明

ら
か
な
よ
う

に
、
金
崎

落

城

に
よ

っ

て

一
旦

は
身
を

隠

し
て

い
た
新

田
義
貞

の
再

挙
を

は
じ

め

と
す

る
諸

国
宮

方

の
蜂
起

と

い
う
、

こ
れ
ま

で
の
世
界

の
延

長
的

局
面

で
あ

っ
た
。

従

っ

て
、
第

二
部

を
足
利

政
権

成
立

の
過

程
を
描

く

世
界

と
し

て
見

た
場
合

、

こ

こ
に
そ

の
達
成

さ

れ
た
姿

を
認

め
る

の
は
難

し

い
で
あ

ろ
う

。

 
そ

れ
は

ま
た

『
太
平

記
』

の
み
な
ら
ず

、
同
時

代

人

の
共
通

し

た
認
識

で
も

あ

っ
た

の
で
は

な

か
ろ
う

か
。
足
利

尊
氏

が
建

武

三
年
十

一
月

に
定

め

た

「
建

武
式

目
」

に
は
、

以
下

の
よ
う
な
条

り
が

あ

る
。

 
方
今

諸

国

の
干
戊

い
ま

だ
止

ま
ら
ず

。
も

つ
と

も
賜
錆

あ

る

べ
き

か
。

 
古

人
日

く
、
安

き

に
居

て
な

ほ
危

ふ
き
を

思

ふ
と
。
今

危

ふ
き

に
居

て

 
な

ん
ぞ
危

ふ
き
を

思
は
ざ

る

や
。

 
 
 

(日
本

思
想
大

系

『中

世

政
治
社

会
思

想
上
』
。
原

漢
文

。
以

下
同

)

光
明

天
皇

が
践
詐

し

、
天

下

の
大

勢

は
武
家

方

の
も

の
に
定

ま
ろ

う
と

し

て

い
る
時

に
、

こ

こ
で
は
現

時
点

を

い
ま
だ

「
危

ふ
き
」

時

と
と

ら
え

て

い
る
。

政
権

の
当

事
者

た

ち

に
と

っ
て
今

は
、
足
利

氏

が
京
都

に
あ

っ
て

政
治

上

の
実

権

を
掌
中

に
し
た

こ
と

を
祝
寿

す

る
よ
り

も
、
諸

国

の
戦

乱

に
対

処
し

、
政
権

安
定

の
方

途

を
ま
ず

は
探

ら
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
時

で

あ

っ
た

こ
と
を
、

こ
の

一
節

は
よ
く
物

語

っ
て

い
る
。

 
巻

十

二
以
来
描

か
れ
続

け

て
き
た
戦

乱
が

、
足
利

体
制

の
本

当

の
意

味

で

の
成
立

と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て
作

品
上
終

熔
を

見

る
の

は
、
も

う
少

し

先

の

こ
と
と
考

え

る

べ
き
で
あ

ろ
う
。

巻
十

九

以
降

の
、
新

田
義

貞

の
復

活
を

は
じ

め

と
し
た
南

朝

軍

の

一
連

の
抗
戦

が
徐

々

に
抑

え

ら

れ
、
政

権

の
基

盤
が

安
定

す
る

ま

で
の
過
程

が

、
足
利

政
権

の
成

立
を

描
く

こ

と
を

意
図

し

た
第

二
部

の
世
界

に
は
含

ま

れ

る
も

の
で
あ

っ
た

と
思

わ
れ

る
。

だ

と
す

れ
ば
、

第

二
部

の
冒
頭

で
作
者

が

見
据

え

て

い
た

も

の
の
帰
結

点

は
、

足
利

体
制

の
確

立

の
名

の
下

で
諸

国

の
戦
乱

が
治

ま

る

こ
と
を
叙

し

た
段

階

に
見
出

さ
れ

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

そ
し

て
、
そ

の
段

階

と
は

恐
ら

く
巻

二
十

五

に
認

め
ら

れ
る

の

で
は
な

か
ろ
う

か
。

 
巻

十

九

の
義

貞

の
再
起

以
降

、
足

利
政

権

に
対
抗

す
る
南

朝

軍

は
巻

二
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十
巻

末

の
段

階

で
潰

滅

す

る
わ

け

で
は
な

く
、
以
後

『太

平
記

』

で
は
後

村

上
天

皇

の
繍
旨

を
帯

し

た
脇

屋
義

助
が
中

心

と
な

っ
て
描

か
れ

る
よ
う

に
な

る
。
義

貞

討
死
後

の
越

前

を
回

復

し
た
義
助

は
、

巻

二
十
三

で
は
吉

野

に
帰

還
し

て
忠

賞

を
蒙
り

、
巻

二
十

四

で
は
瀬

戸
内

方
面

に
転
戦

し

て
、

こ

の
地
方

に
空
前

の
宮

方
優

勢

の
軍
事

状
況
を

現
出

さ
せ
た
と
記
さ
れ

る
。

作

品

で
は

こ
れ

に
楠

正
成

の
怨
霊

も

助
力

す

る
と

い
う
趣
向

を
絡

め
な

が

ら
、

そ

の

一
連

の
戦
乱

の
鎮

静

化
が

記

さ
れ

る
の

は
、

義
助

が
病

死
し
、

魔

下

の
諸
将

が

敗
滅

す

る
巻

二
十

四

の
巻
末

に
至

っ
て
か

ら
で
あ

る
。
建

武

年
間

に
は
じ

ま
り
、

足
利

尊
氏

の
将
軍
補

任

以
後

も
継
続

さ
れ

て
き

た

足
利
氏

対
南

朝

の
戦
闘

状

態

は
、

こ

こ
ま
で
途

切
れ

る
と

こ
ろ
を

見
な

い

の

で
あ

る
。

つ
い
で
巻

二
十

五

に
な

る

と
、
後

醍
醐

天
皇

の
霊
を

慰
め

る

た

め

に
天
龍

寺

が
造
営

さ
れ
、
落

慶

供
養

が
行

わ

れ
る
記
事

が
巻

の
大
半

を
占

め

る
こ

と

に
な

る
。

戦
争

の
勝

利
者

た

る
為
政
者

が
、

仏
法

に
よ

っ

て
敗

者

の
怨
霊

を
抜

済

し
、
鎮

魂

す
る

こ
と

は
、
戦
後

処

理

の
中

で

の
重

大

な
儀
礼

で
あ

り
、

し

か
も
、

そ

れ
は

勝
者

の
政
治
権

力

の
正
統

性
を

示

す

た
め

の
行
為

で
も
あ

っ
た

こ
と

が

い
わ
れ

て

い
る
。
そ

の

こ
と
を
考

え

る

と
、

こ

こ

で
足
利

氏

に
よ

る
建

武

の
争

乱

の
最
大

の
横
死

者

で
、

「
是

は
何

様
先

帝

の
御
神

霊
、

御
憤

深

し

て
、
国
土

に
災

を
く

た
し
、

禍
を

な

さ

れ

候
歌

と
覚

え

候
」

(巻

二
十

五

「
天
龍
寺

建

立

事
鮒
猷
瓢
」
)

な
ど

と

し

て
、

そ

の
怨

霊

の
発
動

が

信
じ

ら
れ

て

い
た
亡

き
後
醍
醐

天
皇

を
鎮

魂

す

る
事
業

に

つ
い
て
詳
述

す

る

こ
と

は
、
巻
十

二
以

来
続

い
て
き
た
戦

乱

が

、
足
利

体
制

の
本

格
的

な
成

立

を
受

け

て
終

焉
を

迎
え

た

こ
と
を
示

す

意

味

を
持

つ
で
あ

ろ

う
。

た

だ
、

『
太

平

記
』

は
禅

宗

に
対

し

て
批

判

的

な

姿
勢

に
あ

り
、

天
龍
寺

造

営

お
よ
び

落
慶

を

め
ぐ

っ
て
も
終

始
冷
徹

な

視

線

を
送

っ
て
い
る
。

し

か
し
、

批
判

性

を
含

み

つ

つ
も
、
巻

二
十

五
を

以

て
こ
れ

ま

で

の
争

乱

の
叙
述

を

一
旦

ま
と
め

る
意
図

の
あ

っ
た
こ

と
は

動

か
な

い
の
で
は
あ

る

ま

い
か
。

な

に
よ
り
も

、
諸
国

の
戦

乱

が
漸
次

収

拾

さ
れ

る
さ

ま
を
描

き
、

そ
し

て
天
龍
寺

造
営

記
事

に
結

ぶ
と

い
う

こ

の

あ

た
り

の
構
成

は
緻

密

に

で
き

て

い
る
と

い

っ
て
よ

い
。

 

と

こ
ろ

で
、

「
建

武

の
乱
」

を
通

し

て

い
か
に
し

て

「
将
軍

の
世
」

が

訪

れ
た

か
を
描

く

の
が
第

二
部

な
ら
、

こ

の
世

界

は
巻

二
十

六

以
降

の
第

三
部

と

は
自
ず

か
ら
差

異
を

持

っ
て
く

る

で
あ

ろ
う
。

ま
ず

巻

二
十

六

か

ら

は
、
足

利
尊

氏

・
足
利

直

義

・
高
師

直

の
証

争

で
あ
る
観

応
擾

乱

が
描

か

れ
る
。

こ
こ

で
は
楠

正
成

の
遺

児
正
行

の
奮
戦

が
印

象
的

に
叙

述

さ
れ

る
部

分

は
あ

る
も

の

の
、

す

で
に
物

語

は
高
師

直

の
動

き

を
追

う

こ
と

に

重
点

を
移

し

て

い
る
と

見

ら
れ
、

以
後

の
南
朝

側

の
軍
事
行

動

は

一
貫
し

た
連

続
性

を

以

て
正
面

か

ら
描

か
れ

る
こ

と
は
な
く

な
る
。

巻

二
十

六

か

ら

大
尾

に
至

る
世

界

で
重
要

な

の
は
、

混
迷

す
る
種

々

の
戦

乱

が
、

す

で

に
成

立

し
た

足
利
幕

府

体
制

の
内

部
分

裂

と
し

て
語

ら
れ

る

と

こ
ろ

に
あ

る
の

で
は
な

か

ろ
う

か
。
武

家
方

対
宮

方
、

と

い

っ
た
構

図

で
は

な
く
、

政

権
内

部

に
視
点

を
置

き
、

内

部

の
混

沌

と

い
う

見
方

で
争
乱

を
描

き
、

と

き

に
は
批

評
し

て

ゆ
く

の

で
あ
る
。

 

そ
し

て
そ

の
際

、
世

上

を
撹
乱

す

る
も

の
と
し

て

の
怨

霊

の
存
在

が
、

作

品

の
前

面

に
出

て
く

る

こ

と
に
も
注

意

さ
れ
る
。

た
だ

し
、

怨
霊

は
第

三
部
以
前

に
も
登

場

す
る

の

で
あ

っ
て
、
巻

二
十

四

に
は
大
森

彦

七
が
所

持

す

る
宝
剣

を
楠

正
成

の
亡
霊

が
乞

い
取

り

に
来

る
話

が
あ

る
。

と

こ
ろ

が

、
正
成

の
亡
霊

は
大

般
若

経

講
読

の
功
力

に
よ

り
、

す
ぐ

に
鎮

め
ら

れ

て
し

ま
う
。

ま

た
、
後

醍
醐

天
皇

も

死
後

す
ぐ

に
そ

の
霊

威

の
発
動

が

噂

さ

れ
る

が

(巻

二
十

三

「
上
皇

祈
精

直

義
病

悩

之
事

」
、

巻

二
十

五

「
天

龍

寺

建

立

事
鮒
鰍
響

)
、

こ
れ

も

天
龍
寺

建

立

と

い
う

形

で
供
養

を

受

け

一19



る

こ
と
と
な

る
。

こ

の
よ
う

に
第

二
部

に
登
場

す

る
怨
霊

は

、
長
大

な

ス

ト

ー
リ
ー

に
構
想
上

深
く

関

わ
る

こ
と
な

く
消

え

て
ゆ

く
存
在

な

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

こ

の
後

に
登
場

す

る
怨
霊

た

ち

(巻

二
十
六

の
護

良
親

王

ら

の
怨

霊

、
巻

三
十

四

の
後
醍

醐

天
皇

ら

の
怨

霊

)

は
、

い
ず

れ
も
謀
議

を
凝

ら
し
、

世
を
争

乱

に
陥

れ

て
ゆ
く
中

心

と
し

て
描

か
れ

て

い
る
。

し

か
も

、
彼

ら

の
鎮
魂

に

つ
い
て

は
、

巻

二
十

四

の
正
成

の
怨

霊

な
ど

の
場

合

と
異
な

り
、
作

品

の
中

で
語

ら

れ

る
こ
と

も
な

い
。
横

死

者

の
鎮
魂

と

い
う

こ
と

が
軍
記
物

語

の
基
底

を
支

え

る
重
要

な
要

素

と
見

る

の

で
あ

れ

ば
、

形
式

と
し

て
そ

の
系

譜

に
則

る

の
は

『
太
平
記

』

の
場

合
、

そ

れ
は

第

二
部
ま

で

で
あ

る
。
第

三
部

で
は
、
担

う

べ
き

死
者
供

養

の
目

的

は
結

果
的

に
放
梛

さ

れ
、
あ

た

か
も
そ

れ
を
逆

手

に
と

る
よ

う

に
し

て
、
鎮
魂

さ

れ
ざ

る
怨

霊
を

作
品

に
跳
梁

さ

せ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
果

て

る

こ
と
を

知

ら
な

い
戦

乱

に
混
迷

す

る
世

の
不
思
議

が

理
解

さ
れ

る
よ

う

に
な

る
。

こ
れ
は

『
太
平
記

』
が

新
た

に
獲
得

し

た
方

法

で
も
あ

る
。

第

二
部

・
第

三
部

の
世

界

の
隔

絶

は
こ
う

し

た
と

こ
ろ

に
も
探

る

こ
と
が

で
き
る

と
思

わ

れ

る
。

 

な

お
、

『太

平

記
』

は
今

日

見

る
四

十
巻

の
形
態

が

成

る

以
前

に
、
途

中

の
段
階

で

一
旦
完
結

し
、

以
後

順
次
書

き
継

ぎ

が
な

さ

れ

て
全

体
が

形

成

さ
れ

た
と
考

え
ら

れ
て

い
る
。

よ
く
知

ら

れ

て

い
る
よ
う

に

『
難
太

平

記
』

に
は
、

「
昔

シ
等
持

寺

ニ
テ
。

法
勝

寺

ノ
慧
鎮

上

人
。

此

記

ヲ
先

三

十
余

巻
持

参

シ
給

テ
。

錦
小

路
殿

ノ
御

目

二
懸

ラ

レ
シ
ヲ
。

玄
慧

法
印

二

読

セ
ラ

レ

シ

ニ
…

…
」

(
貞
享

三
年
刊

本

)

と

い
う
成

立

に
関

す

る
伝

が

載

る
。
全

面
的

な
信

用

に

は
慎
重

で
あ

り

た

い
が
、

『
太

平
記

』

は
当
初

錦
小
路
殿

と
呼
ば

れ
た
足
利

直
義

の
周
辺

で
、
玄
恵

や
恵
鎮

と

い

っ
た
人

々

の
手

に
よ

っ
て
編

ま
れ
た

と

い
う
説

は
、
事

実

か
ら
大

き

く
離

れ

た
も

の

で
あ

っ
た

と

は
思

わ

れ
な

い
。

そ

し

て

こ

の

「
原

太

平

記
」

に
当

た

る

『
太
平

記
』

が
完
結

す

る

の
は
、

長
谷

川
端

氏
が

説

か
れ

る
よ
う

に
、
観

応
擾
乱

の
時

、
直

義

と
高
師

直

の
関
係

が

緊
迫

し
た
段

階

に
入

る
貞
和

五

年

(
=

二
四
九
)

閏

六
月

よ
り
前

の
こ
と

と
考

え

て
ま
ず
間

違

い
あ

る
ま

い
。
観

応
擾

乱

は
そ

の
発
端

部
も

含

め
れ
ば

『太

平
記

』

で
は
巻

二
十

六

か
ら
描

か
れ
る
。

か

つ
て
考

察

し
た

よ
う

に
、

こ

こ

に
は
新

た
な

構
想

に

基
づ

く
世
界

の
発

端

が
認

め
ら

れ
る

の

で
あ

っ
た
。
想

像

さ
れ

る

「
原

太

平
記
」

は
、

現
存

本

に
見

る
少

な

く

と
も
巻

二
十

六

以
前
、

巻

二
十
五

あ

た
り

ま

で
に
相
当

す

る
記
事

を
有

し

て
完
結

し

て

い
た
可
能

性

は
高

い

の

で
あ

る
。

だ

と

す

れ
ば

、
第

二
部

世

界

を
構

築

す

る
作

者

の
意

図

は
、

「
原
太

平
記

」
段

階

の
作
者

の
構

成
意

識

を
引

き
継

ぐ
も

の
で
あ

っ
た
と

は
考

え
ら

れ
な

い
で
あ

ろ
う

か
。

第

二
部

と
第

三
部

と

の
区

分

は
、
単

に

作
品
論

上

の
区
分

で
あ

る
だ

け

で
な

く
、
成

立
論

に
根

差

し
た
作

品

の
結

接
点

で
も

あ

っ
た
と
思

う

の

で
あ

る
。

五
 
政
道
批
判
す
る
こ
と
の
意
味

 
現
存

本

『
太
平

記
』

か

ら
、
仮

に
巻

二
十

五

ま

で
を
採

り
挙
げ

、
第

三

部
を

考
慮

に
入

れ
な

い

「
原

太
平

記
」

の
形

を
想

定

し

て

『
太
平

記
』

を

読

ん

で
み
る
と
、

当
時

こ
の
書

が
ど

の
よ

う
な
性

格

を
備

え

て
成

立

し
た

の
か
、
そ

の

一
面

が

浮
か
び

上

が

っ
て
く

る
よ
う

で
あ

る
。

上
述

の
よ
う

に
、

第

二
部

は
巻

十

九

で
尊

氏

の
征
夷

大
将

軍
補

任

を
語

っ
た
後

も
、

さ

ら

に
物
語

は
完
結

す

る

こ
と
な

く
続

け
ら

れ
た
。

そ

こ

で
は
足
利

政
権

が

様

々
な

問
題

に
対
処

し
、
「
将

軍

の
世
」

を
迎

え

る

ま

で

の
道

程

が
記

さ

れ

て

い
た

の

で
あ
る

が
、

そ

の
記

事

は
対
南

朝

の
合
戦

繹

の
ほ

か

に
、

幕

府

に
対

す
る
政
道

批

判
を

主
眼

と
す

る
も

の
も
多

く
含

ま
れ

て

い
る
。
例
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え
ば

、
巻

十

九

「
本

朝
将

軍
任

兄
弟

無
其

例
事

」

で
は
、
尊

氏

・
直
義

兄

弟

の
将

軍

・
副

将

軍
補

任

に
と
も

な

い
、

一
族

門
葉

の
者

ま

で
が
分

不
相

応

な
地
位

に
就

き
、
諸

国

の
守
護

や
国

司

の
職

に
も
補

さ
れ

る
な
ど

し
て
、

過

分

の
恩
賞

に
誇

っ
た

こ
と

が
批

判

さ
れ

て

い
る
。

同
様

に
巻

二
十

一

「
天
下

時
勢
粧

事

」

の
中

で
も
、

 

天
下

の
危

か

り
し
時

た
も

世
識

を
も

不
知

、
修

を
き

は
め
欲

を
恣

に
せ

 

し
大
家

高
名

の
氏
族

、
高

・
上

枚

の
党

類

な
れ

は
、
能

な
く
芸

な

く
し

 

て
乱

階
不

次

の
賞

に
あ

つ
か

り
、
例

に
あ

ら
す
法

に
非

し

て
警

衛

判
断

 

の
職

を

つ
か

さ
と

る
、

と
、
武

家

の
人

々
が

そ

の
器

量

も
な

い

の
に
高

位
高

官

に
昇

っ
た

こ
と
を

非

難

し
て

い
る
。

ま
た

、
武
家

の
人

々

の
生
活

が
奢

修

で
あ

る
こ

と
に

つ

い
て

は
、
巻

二
十

五

「
天
龍
寺

建

立
事
鮒
猷
靴
」

で
、

 

坐

な

る
風

躰

(諸

本

、
バ
サ

ラ
)

に
よ
り

て
、
身

に
は
五
色

を

か
さ
り
、

 

食

に

は
八
珍

を
尽

の

み
か
は
、

茶
会

酒
宴

に
若

干

の
費

を

い
れ
、

傾
世

 

田
楽

に
無

量

の
財
を

与

し

か
は
、
国

幣

え
人
疲

て
、
飢

餓
疫

癌
、

盗
賊

 

兵

乱
更

に
休
時

な

し
、

と
指
弾

す

る
。

こ

の
ほ

か
彼

ら

の
傍
若

無
人

な
行

跡

の
例

と

し

て
、

佐

々

木

道
誉

(巻

二
十

一

「
佐
渡

判
官

入
道

流
罪

事
」
)
、
高
師

直

(巻

二
十

一

「
塩

冶
判
官

講

死
事
」
)
、
土

岐
頼

遠

(巻

二
十

三

「
土
岐

向
御

幸
狼

籍
之

事

」
)

ら

が
惹

き

起

こ
し

た
事

件

が

具
体

的

に
記

さ

れ
、
非

難

の
対

象

と

な

っ
て

い
る
。

 

と

こ
ろ

で
、

『
太
平

記
』

に
展
開

さ

れ
た

こ
れ

ら

の
武
家

批
判

と
同
種

の
批

判
記
事

が

、
「
建

武
式

目

」

の
中

に
も
見
ら

れ

る
こ
と

は
興
味

深

い
。

第

一
条

「
倹
約

を
行

は

る

べ
き
事
」

は
但

し
書

き

に
、

 

近

日
婆
佐
羅

と
号

し
て
、
専

ら
過
差

を
好

み
、
綾

羅
錦

繍

・
精

好
銀
剣

・

 

風
流

服
飾

、
目

を
驚

か

さ
ざ

る
は

な
し
。

頗

る
物

狂

と
謂

ふ

べ
き

か
。

 
富

者

は

い
よ

い
よ

こ
れ

を
誇

り
、
貧

者

は
及
ぼ
ざ

る

を
恥

づ
。
俗

の
凋

 

弊

こ
れ

よ
り
甚

だ

し
き

は
な

し
。

も

っ
と
も
厳
制

あ

る

べ
き

か
。

と
あ

っ
て
、

バ
サ

ラ
の
禁
止

を
掲

げ

る

こ
と
か

ら
は
じ

ま

る
。

バ
サ

ラ
の

風

潮

が
浪
費

を

促
し

、
衆
庶

の
疲

弊

を
生

む
と
批

判
す

る

の
で
あ

る
。

同

じ
く
第

二
条

「群

飲
侠

遊

を
制

せ
ら

る

べ
き
事
」

で

は
、

 

格
条

の
ご

と

く
ば

、
厳
制

こ
と

に
重
し
。

あ

ま

つ
さ

へ
好

女

の
色

に
耽

 

り
、

博
変

の
業

に
及

ぶ
。

こ

の
ほ

か
ま

た
、
或

は
茶
寄

合

と
号

し
、
或

 

は
連
歌
会

と
称
し

て
、
莫

太

の
賭

に
及

ぶ
。
そ

の
費
勝
計

し
難

き
も

の
か
。

と
断

じ
、
遊

女

・
博
変

・
茶

会

・
連

歌
会
等

へ
の
濫
費

を
厳

し
く

禁
じ

て

い
る
。

こ
の

二

ヶ
条

に
見
出

だ

さ
れ

る
武
家

の
生
活

面

へ
の

一
種

の
批
判

は
、

『
太

平
記

』

で
も
巻

二
十

五

「
天
龍
寺

建

立
事
鮒
鰍
鶉
」

で
な

さ

れ
て

い
た
武

家

の
奢

修

に
対
す

る
批

判
記

事
と
内

容

に
お

い
て
近

い
も

の
を
持

つ
と

い
え
る
。

一
方

、
第

七
条

「
諸

国

の
守

護

人
、

こ
と

に
政
務

の
器

用

を
択
ば

る

べ
き
事
」

で

は
、

 

当

時

の
ご

と
く
ば

、
軍

忠

に
募

り
て
、
守

護

職

に
補

せ

ら
る

る

か
。

恩

 

賞

を
行

は

る

べ
く
ば
、

庄
園

を
充

て
給

ふ

べ
き

か
。

と
し

て
、
多

く

の
武
家

が

軍
功

の
賞

と
し

て
濫

り

に
諸

国

の
守
護

職

に
恩

補

さ
れ

る
現
状

を
批

判

し
、
守

護

は
政
務

に
熟
達

せ

る
人
物

を

選
ん

で

こ

れ

に
補

す

べ
き
だ

と
説

い
て

い
る
。

同
様

に
第

九
条

は

「
公

人

の
緩
怠

を

誠

め
ら

る

べ
し
。

な
ら
び

に
精

選
あ

る

べ
き
事

」
と

し
て
役

人

の
厳

選
を

謳

い
、
第

十

二
条

「
近
習

の
者

を
選

ば

る

べ
き
事

」

で
も
、

 

…
…
君

の
善

悪

は
、
必

ず
臣

下

に
よ

り
、

即

ち
顕

は
る

る
も

の
な

り
。

 

も

つ
と
も

そ

の
器
用

を
択
ば

る

べ
き

か
。

と
、
政
道

確

立

の
た

め

に
将

軍

の
近

習

に
は
器

用

の
人
を

選

ぶ

べ
き

こ
と
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を
述

べ

て

い
る
。

『
太
平

記

』

で

は
、

巻

十

九

や
巻

二
十

一
に
見

た
よ

う

に
、

「
能

な

く
芸

な

く

し

て
」
栄

達

を
遂

げ

た
武

家

の

一
類

が
顕
要

の
職

を
占

め

た

こ

と
を
批

判

し

て

い
た
が
、

「
建

武

式
目

」
が

は

ら

む
問

題

意

識

は
、

こ
れ

に
よ
く
似

る
と

こ
ろ

が
あ

る
と

は

い
え

ま

い
か
。

 
も

ち

ろ
ん
、

双
方

で
述

べ
ら
れ

る
政
道

批
判

の
内

容

は
、
当

時

の
社

会

の
共

有

の
思
潮

に
す
ぎ

な

い
も

の
で
、
両

者

の
内
容

面

で

の
結

び
付

き
を

想
定

す

る

こ
と
は
難

し

い
と

す
る

こ
と
も

で
き
る

か
も

し
れ
な

い
。

し

か

し
、

両
者

に
展

開

さ
れ

る
政
道

批
評

の
共

通
性

か
ら

、
読

み
と

る

べ
き
も

の
は
何

も
な

い
の
で
あ

ろ
う

か
。

 

「
建
武

式
目

」

は
光
明

天
皇

を
擁

立

し
、
新

た

に
政
権

を
担

っ
て
ゆ
く

地
位

に
就

い
た
足
利

氏
が

、
政

治
的

規
範

を

示
す

た
め

に
発
し

た
法
令

で

あ

る
。

そ

の
内

容

は
政
治

的

・
社
会

的
混

乱

を
収
拾

す

る
た
め

の

"綱

紀

粛

正
"

と

い

っ
た

も

の
に
満

ち
て

い
る
。

そ

こ

で
批

判

の
姐
上

に
の
ぼ

っ

た
武

家

政
権
が
持

つ
諸

問
題

は
、
政

権

の
首

班

で
あ
る
足

利
氏

が
対
処

し
、

正

し

て
ゆ

か
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
緊

要

な
政
治

課
題

で
あ

っ
た

わ
け

で
あ

る
。
こ
う
し

た

「
建
武

式

目
」

の
政
道

批

評

に
同
質

の
内
容

を

『
太
平

記
』

が

持

つ
こ
と

を
考

え

て

み

る
と
、

『
太

平

記
』

も

ま
た
記

事

中
、
何

を

目

的

に
し

て
政

道
批
判

を
行

っ
て

い
る

の
か
が
見

え
て

こ
な

い
で
あ

ろ
う
か
。

「建

武

式
目

」

の
よ
う

に
現
政

権

の
抱

え
る
問

題
点

を
真
率

に
提
示

し
、

そ
れ
を
前

提

に
し

て
あ

る

べ
き
方
向

を
指

し

示
そ
う

と

す
る
政

道
批

評

の

あ

り
方

が
、

『
太
平

記
』

に
も

共
通

し

て
存

在

し

た

の
で
は

な

い
か
と
推

察

さ

れ

る

の
で
あ

る
。

そ

の
意
味

か
ら

す

れ
ば
、

『
太

平
記

』

は
足
利

氏

に
対
し

て
厳

し

い
批
判

を
行

っ
て

い
る
が
ゆ

え

に
、

足
利

氏

に
対

し
て
批

判

的
な

書

で
あ

る
、

と
評
価

す
る

こ

と
は
短
絡

し

て

い
る

こ
と

に
な
る
。

 

推

測

さ
れ

る

『
太
平

記

』

の
成
立

環

境

は
、

「
建

武
式

目

」

あ

る

い
は

「式

目

」
型

の
政
道

批

評
を

生

み
出

す

よ
う

な
場

に
連
接

す

る

の
で
あ

っ

た
。
「
建

武

式

目
」

は

足
利

尊

氏

が
政

道

上

の
指
針

を

八
名

の
儒
者

・
法

曹
家

・
鎌
倉
幕

府

出
身

の
文
筆

系
官

僚

ら

に
諮
問

し
、

そ

こ
で
得

た
勘
文

を

そ

の
ま

ま
法
令

と
し

て
用

い
た
も

の
で
あ

る
。

周
知

の
通

り
、

こ

の
式

目

の
制
定

に
あ

た
り
、
実

際

に
指
導

的
地
位

に
あ

っ
た

の
は
足

利
直
義

で
、

八
名

の
勘
申
者

は

い
ず

れ
も
直

義

と
緊

密
な

関
係

に
あ

っ
た

人
物

と
考

え

ら
れ

て

い
る
。

そ
し

て
、
そ

の
八
名

の
中

に
は
玄

恵
法
印

も
含

ま

れ

て

い

る
。
玄

恵
が

和
漢

の
学
識

を

以

て
直

義

の
厚

い
信

任
を
得

て
、

直
義

の
傍

ら

に
侍

し

て

い
た

こ
と

に

つ

い
て

は
贅

言

を

要

さ

ぬ
と

こ
ろ

で
あ

る
。

『
難
太

平
記

』

の
中

で

『太

平
記
』

の
成
立

に
関
与

し

た
人
物

と

し

て
玄

恵

の
名

が
見

え

る
こ

と

に

つ
い
て
は
、

こ
う

い

っ
た
背
景

を
十

分

に
考

え

る

べ
き
で
あ

ろ
う

。
た

だ
残
念

な

こ
と

に
、

玄
恵

を

『太

平
記

』
作

者

の

一
人

と
認
定

す

る
た

め

の
史
料

は
そ
れ

ほ
ど

多
く

は
な

く
、

ま
た

、
そ

の

関

与
が

ど

の
程
度

の
も

の
で
あ

っ
た

の
か
も

不
明

の
ま

ま

で
あ

る
。
そ

し

て
、

「
建
武

式

目
」

に
お

い

て
も
、

玄

恵
個

人

の
見
解

が

ど
れ

だ

け
内
容

に
反
映

さ

れ

て

い
る

か
は
、
実

際

の
と
こ

ろ
審

ら
か

で
な

い
。

し

か
し
、

考

え

て
み

れ
ば

、

治
政
観

、

政
道
希

求

の
思
念

、

そ
し

て
武
家

社
会

の
現

状

に
対

す

る
問
題

意
識

 

 
こ
う

し
た

諸
点

に
お

い
て
玄

恵

な
ど

と
同
質

の
考

え
を
持

ち
、

恐
ら

く

は
直
義

あ
た

り

に
統
括

さ
れ

た

と
思
し

い
玄
恵

の
ご

と

き
人

々
が
、

「
建

武
式

目

」

や

『太

平

記
』

の
成

立

圏

に

い
た

で

あ

ろ
う

こ
と
は
確

実

に

い
え
る

は
ず

で
あ

る
。
両

者
が
持

つ
政
道

批
評

の

位

相
上

の
類
似
は
、
こ
う

し
た
成
立

背
景

に
由
来
す

る
も
の
と
考

え
て
よ

い
。

 

『
太
平
記

』

の
批
判

精
神

を
採

り
挙

げ

て
、
作

者

は
足
利

氏

か
ら

は
比

較

的
自

由

な
立
場

に
あ

る
人

物

で
あ

る
と

か
、
南

朝

に
心
を

寄

せ
る
人
物

で
あ

る
な

ど
と
評

さ

れ
る

こ
と

が
少

な

か
ら
ず
あ

っ
た
。

し

か
し
、
批

判
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記
事

の
存

在

を
以

て
作
者

と
政

権

と

の
距

離
が

測

れ
な

い
こ

と
は
述

べ
て

き
た

通

り

で
あ

る
。

『太

平

記

』

で
は

佐

々
木

道
誉

・
土
岐

頼

遠

・
高
師

直

ら
幕
府

の
有

力
武

将

の
行
跡

が
非

難

の
対
象

と

な

っ
て

い
た
。
彼

ら

バ

サ
ラ
大
名

は

い
ず

れ
も
所

謂

反
直
義

派

に
属

す

る
人
間

で
あ

る

こ
と
を
思

え
ば
、

彼

ら

へ
の
批
判

が

記
事

中

に
な

さ

れ
る

こ

と
は
、

『
太

平
記

』

の

編

述
が

伝
統

的
倫

理
的

な
政
道

の
確

立

に
腐

心
し

、

バ
サ
ラ
禁

止

を
布
令

す
る
側

の
直
義

や
玄

恵

な
ど

の
グ

ル
ー
プ

の
中

で
な

さ
れ
た

こ

と
を
よ

く

物

語

っ
て

い
る

と
は

い
え

ま

い
か
。

そ

し

て
、

『
太
平

記
』

の
政
道

批

評

の
記
事

の
中

に
政
道

確
立

の
思

念

の
ご

と
き

も

の
を
見

る
な

ら
、
結

果

と

し

て

『
太
平

記
』

は

「建

武
式

目

」

の
主

張

す

る
世
界

を
き

わ

め
て
具
体

的

に
描

き
出

し
た
作

品

と

い
え
る

か
も

し
れ

な

い
。
文
学

を

通
じ

て
問
題

点

を

示
唆

し
、
間
接

に
政

道

に
資

せ
し

め
よ

う

と
す

る
、

つ
ま
り

調
諌

の

伝
統

に
似

た
意

識

が

『
太

平

記
』

に
は

あ

っ
た

の

で

は
な

か

ろ
う

か
。

「
建

武
式

目
」

が
実
際

に
は
直
義

の
諮

問

に
玄
恵

ら

が
答
申

す

る

こ
と
に

よ

っ
て
成
立

し

た

の

に
対

し
、

『
太

平
記

』

の
方

も

や

は
り
直

義

の
命

に

基
づ

い
て
玄
恵

や
恵
鎮

と

い

っ
た
人

々
が
編
纂

し

て
成

立
し

た
と
す

る
と
、

両
者

の
成
立

事
情

は
類

似

し

て

い
る
。

直
義

が
自

ら

の
政
道

を
実

現
す

る

た

め

に
法
令

上
制

定

し
た

の
が

「
建
武

式
目

」

な
ら

、
文
学

作
品

の
形

を

と

っ
て
姿

を
現

し
た

の
が

『
太
平

記
』

で
あ

る
、

と
位

置
付

け

る

の
は
臆

見

に
す
ぎ

る

で
あ

ろ
う

か
。

こ
う

し

た
切

り

口
で

『
太
平
記

』

の
描
く

世

界
を

理
解

し
て
ゆ
く

こ
と
も
ま

た
可
能

で
は
な

い
か
と
考

え
る

の
で
あ

る
。

 

以
上

、
小

稿

で

は
第

二
部

の
構
成

を

考

え

る

こ
と
を

通

し

て
、

『太

平

記

』

の
原

像
を

め
ぐ

る

一
つ
の
推
測

を
述

べ
て
み

た
。
第

二
部

全
体

を
作

品

論

の
側

か
ら
だ

け

で
な

く
、

成
立

と
作
者

の
論

か
ら

も
整

合

的

に
と
ら

え
う

る
姿

と
し

て
理
解

し

て
ゆ

こ
う

と
す

る

こ
と
が
、

こ

の
よ
う

な
作
品

の
場
合

、

と
り

わ
け
大

切

な
よ

う

に
思

わ
れ
る
。

な

お
、
今

回

は
ま
ず

は

第

二
部

の
全

像

を
把

握

し
直

そ
う

と

い
う

目
的

か
ら
、

細

か
な
問

題

に
立

ち
入

っ
て
考

察

す
る

こ
と

は
し

な

か

っ
た
。
個

々

の
問

題

に

つ
い
て

は
、

稿

を
改

め

て
詳
論

し

た

い
と
考

え

て

い
る
。

注
(1
) 

石
田
氏

「
『太
平

記
』
第

二
部

か
ら
第
三
部

へ
ー

「
天
下
時
勢
粧

の
事
」

 
 

を

め
ぐ

っ
て
i

」

(『太
平
記
研
究
』
第

七
号
、

一
九
八
二
年
)。

(2
) 

長
坂
氏

「
『太
平

記
』

・
欠

巻
前
後
-

後
醍
醐
物

語
の
変
貌
ー

」

(『鈴

 
 

木
弘
道

教
授
退
任
記
念

国
文
学
論
集
』
〈
和
泉
書
院
、

一
九
八
五
年
〉
所
収

)。

 
 

大
森
氏

『
『太
平
記
』

の
構
想

と
方
法
』

(明
治
書

院
、

↓
九
八
八
年
)
。

(3
) 

石

田
氏
注

(
1
)
前
掲
論
文
。

(4
) 

こ
の
点
は
北
畠
顕
家

の
戦
死

の
記
事

に

つ
い
て
も
同
じ
。

顕
家
は
建
武
四
年

 
 

八
月

に
挙
兵
し
、

翌
暦

応
元
年
五
月

に
戦
死
し
て

い
る
。
尊

氏

の
将
軍
補
任
以

 
 

前

の
出
来
事

で
あ
る
。

(5
) 

長
谷
川

端
氏

『
太
平
記

の
研
究
』

(汲
古
書

院
、

一
九
八

二
年

)
m

「第

二

 
 

部

の
世

界
」
参
照
。

(6
) 
中

西
達
治
氏

も
、
元
弘
以
来

の
内
乱

の
最
終
結
果
は
巻
十

八

コ

宮
御
息
所

 
 

御
事

」
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
、
巻
十

九
以
降
の
合
戦
諌

は
義
貞

の
正
面
に
尊

氏

・

 
 

直
義

の
現
れ

る
こ
と

の
な

い
、
支
配
者

側
か
ら
の
反
乱
鎮

圧

の
戦

い
と
し

て
の

 
 

意

味
が
色
濃
く

な
る
、
と

の
評
価

を
さ
れ
て

い
る
。
な
お
、
中
西
氏
は
第

三
部

 
 

の
始
期
は
巻
十

九

に
遡
れ
る

と
い
う
立

場
を
と

っ
て
お
ら
れ
る

(「
『太
平
記
』

 
 

に
お
け
る
光
厳
院
に
つ
い
て
」
「『太
平
記
』
の
構
成
意
識
i

い
わ
ゆ
る
第
三

 
 

部
の
始
期
を
巡
る
諸
問
題
に
つ
い
て
ー

」
〈
『名
古
屋
市
立
女
子
短
期
大
学
研

 
 

究

紀
要
』
第
四
十
五
集

・
第

四
十
八
集
、

一
九
九
〇
年

・
一
九
九

二
年
〉
)。

(
7
) 

『
太
平
記
』

の

こ
の
点

に
着
目

し
て
、
南
北
朝
争

乱

の

一
つ
の
歴
史
像
を
形

 
 

成

し

た

の
が

『梅

松
論
』

で
あ

る

こ
と

は
、

拙
稿

「
『梅

松
論
』

の
構

成

と

 
 

 
『太
平
記
』
」

(『中
世
文
学
』
第

三
十
九
号
、

一
九
九
四
年
)

で
述

べ
た
。
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(8
) 

久
野
修
義
氏

「中
世
寺
院

と
社
会

・
国
家
」

(『日
本
史
研
究
』
第

三
六
七
号
、

 
 

一
九
九

三
年

)。

(9
) 

中

西
達
治

氏

「
『
太
平
記
』

の
天
竜
寺
造
営
記
事

に

つ
い
て
」

(『名
古

屋
市

 
 

立
女
子
短
期

大
学
研
究
紀
要
』
第

四
十

四
集
、

一
九
九
〇
年

)
に
詳
し

い
。

ま

 
 

た
、
五
味
文
彦

氏

「後
醍
醐

の
物
語
ー

玄
恵

と
恵
鎮
」

(『
国
文
学
解

釈
と
教

 
 

材

の
研
究
』

一
九
九

↓
年

二
月
号
)
、
麻
原
美
子
氏

「
『太
平
記
』
の
時
空
ー

 
 

『愚
管
抄
』

を
基
軸
と

し
て
 
 
」

(『
日
本
女

子
大
学
紀
要
』

第
四
十

一
号
、

 
 

一
九

九
二
年
)

は
、
『
太
平
記
』
全
体

の
構
成
を

二
部

に
分
け
、
前
半

を

"後

 
 

醍
醐
天
皇

の
物

語
"

と
と
ら
え
、
天
龍
寺
造
営
記
事

に
完
結
点

を
認
め
る
考
え

 
 

を
示
し

て
い
る
。

 
 
 

な

お
、

同
記
事

に
は

「此
寺
廿
余
年

の
う
ち
に
、

二
度

ま
て
焼
け
る
事

こ
そ

 
 

不
思
議

な
れ
」

の
ご
と
く
、

は
る
か
後

の
出
来
事

を
先
説

す
る
条

り
も
あ
る
。

 
 

一
旦
完
結
し
た
記
事

に
対
し
て
後
補
さ
れ
た
要
素
も
あ
る
と
考
え
て
お
き
た

い
。

(10
) 

長
谷
川
氏
注

(5
)前

掲
書
、
序
章
。

(
11
) 

拙
稿

「
『太

平
記
』
観
応

擾
乱
記
事

の

}
側
面
1

「
雲
景
未
来

記
事
」
を

 
 

中
心

に
ー

」

(
『三
田
国
文
』
第
十
五
号
、

一
九
九

一
年
)。

(
12
) 

鈴
木
登
美

恵
氏
も
、
巻

二
十

四
、
巻

二
十

五
ま
で
の
規
模

の
作

品
を
想
定
し

 
 

う

る
と
し
、
「
難
太
平
記

を
信
懸
す

れ
ば

、
直
義

と
玄
恵
法

印

の
見

た
と

い
ふ

 
 

太
平
記

三
十
余
巻

も
、
又

こ
の
時
期

の
も
の
で
あ

っ
た
と
想
像

さ
れ
る
」
と
述

 
 

べ
て
お
ら
れ

る

(「太
平

記

の
書

き
継
ぎ

に
つ
い
て
」

〈『
文
学

・
語
学
』

第
十

 
 

四
号
、

↓
九
五
九
年
〉
)
。

(
13
) 

「建

武
式
目

」
と

『太
平

記
』

の
政
道

観
の
同
質
性

と
背

景
と
な

る
人
的
環

 
 

境
を
探

る
論

と
し

て
は
鈴
木
登
美
恵
氏

「太
平
記
作
者

と
玄

恵
法
印
」

(『国
語

 
 

と
国
文
学
』

一
九

七
三
年
五
月
号
)
が
あ
る
。

(14
) 

日
本

思
想
大
系

『中
世

政
治
社
会
思

想
上
』

(
一
九
七

二
年
)

の
笠
松

宏
至

 
 

氏

の
解

説
。

さ
ら
に
笠
松

氏
は

こ
れ
を

発
展
さ
せ
て
、
「
建
武
式

目
」
政
道
事

 
 

十
七
条

は
畿
内

の
武
士
団

に
対

し
、
京
都

に
幕
府

を
置

く
こ
と

へ
の
妥
協

の
条

 
 

件

と
し

て
示

さ

れ
た
直
義

側

の
政
策

の
基
本

方
針

で
あ

っ
た

と
論

じ
ら
れ

た

 
 

(
『週
刊
朝
日
百
科

日
本

の
歴
史

12
 
後
醍
醐
と
尊
氏
』
〈
朝
日
新
聞
社
、

一
九

 
 

八
六
年
〉
所
収

「京
都

の
幕
府
-

尊
氏

と
直
義
」
)。

そ
う
考

え
る
と
、
後
述

 
 
す

る
よ
う

に
、

「建
武
式

目
」
と
直
義

周
辺

の
意
志

を
反
映
す

る

『太
平

記
』

 
 
と
に
お

い
て
、
佐

々
木
道
誉

・
高
師
直

・
土
岐
頼
遠

ら
の

バ
サ

ラ
大
名

(彼
ら

 
 
は
畿
内
お
よ
び
そ

の
周
辺
諸
国
を
本
拠

と
し
て
い
た
)

が
共
通
し

て
鋭

く
非
難

 
 
さ

れ
る
こ
と
も

よ
く
理
解

で
き
る
。

(15
) 

最
近

の
成
果
と
し

て
は
、
堀
川
貴
司
氏

「足
利
直
義
i

政
治

・
信
仰

・
文

 
 
学
1

」

(和
漢
比
較
文

学
叢
書
13

『新
古
今
集
と
漢
文
学
』

〈汲
古
書
院

、

一

 
 
九
九

二
年

V)
が
玄
恵
と
直
義

の
関
係
を
論
じ
た
も

の
と
し
て
注
目
さ

れ
る
。

〔
附
記
〕

 

小
稿
は
、

一
九
九
四
年
六
月
二
十
四
日
の
芸
文
学
会
研
究
発
表
会

(於
慶
応
義

塾
大
学
)
、
お
よ
び
同
年
七
月
二
十
三
日
の
第
二
十

一
回
関
西
軍
記
物
語
研
究
会

 
(於
福
井
県
福
井
市
)
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
口
頭
発
表
を
も
と
と
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(こ
あ
き
も
と
 
だ
ん
)
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