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は
じ
め
に

　

近
年
、
南
北
朝
時
代
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
お
り
、
優
れ
た
研
究
が
相
次
い
で
い
る
。
そ
う
し
た
研
究
に

基
づ
き
、
関
連
す
る
一
般
書
も
続
々
と
刊
行
さ
れ
た
。
東
京
堂
出
版
か
ら
刊
行
さ
れ
た
﹃
南
北
朝
遺
文
﹄
を

は
じ
め
、
地
方
自
治
体
の
史
料
編
の
刊
行
が
研
究
を
後
押
し
し
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

南
北
朝
時
代
の
研
究
は
、
戦
前
に
お
い
て
も
っ
と
進
ん
で
い
た
。
そ
の
発
端
の
一
つ
は
、
明
治
四
十
四
年

（
一
九
一
一
）
の
南
北
朝
正せ

い

閏じ
ゅ
ん

論
（
南
朝
と
北
朝
の
い
ず
れ
が
正
統
で
あ
る
か
の
論
争
）
で
議
論
が
沸
騰
し
た
こ

と
に
あ
る
。
近
世
で
は
南
朝
正
統
が
主
張
さ
れ
た
が
、
近
代
以
降
は
両
朝
並
立
が
学
界
の
主
流
と
な
っ
た
。

や
が
て
、
南
北
朝
正
閏
論
は
政
治
問
題
化
し
、
紆
余
曲
折
を
経
て
南
朝
が
正
統
と
み
な
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は

第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
ま
で
の
認
識
と
な
っ
た
。

　

そ
の
間
、
後
醍
醐
天
皇
に
与く

み

し
た
楠
木
正
成
、
新
田
義
貞
は
忠
臣
と
み
な
さ
れ
、
敵
対
し
た
足
利
尊
氏
ら

は
逆
賊
と
称
さ
れ
た
。
尊
氏
に
従
っ
た
赤
松
円
心
の
子
孫
は
、
赤
松
姓
を
憚は

ば
かっ

て
﹁
赤
鹿
﹂
な
ど
に
改
姓
し

た
と
さ
え
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
後
醍
醐
の
た
め
に
命
を
投
げ
出
し
て
戦
う
正
成
や
義
貞
は
、
戦
意
高
揚

に
利
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
南
北
朝
時
代
や
南
朝
の
忠
臣
の
書
籍
は
、
か
な
り
の
数
が
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
終
戦
と
と
も
に
天
皇
は
神
聖
視
さ
れ
な
く
な
り
、
唯
物
史
観
の
台
頭
に
よ
っ
て
タ
ブ
ー
視
さ
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れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
戦
後
長
ら
く
南
北
朝
時
代
の
研
究
は
忌
避
さ
れ
て
い
た
が
、

徐
々
に
活
発
化
。
今
で
は
先
述
の
と
お
り
、
南
北
朝
時
代
の
研
究
は
も
っ
と
も
ホ
ッ
ト
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て

い
る
。

　

本
書
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
両り

ょ
う

統と
う

迭て
つ

立り
つ

に
は
じ
ま
り
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
の
南
北
朝
合
一
ま
で
の
主

要
な
合
戦
を
中
心
に
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
合
戦
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
る

ま
で
の
各
武
将
の
動
向
、
あ
る
い
は
政
治
過
程
に
つ
い
て
も
触
れ
た
。
巻
末
に
は
全
体
の
流
れ
を
確
認
す
べ

く
、
主
要
合
戦
の
一
覧
を
付
け
た
。

　

本
書
を
通
し
て
、
各
合
戦
の
経
過
や
詳
細
だ
け
で
は
な
く
、
南
北
朝
合
一
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
ご
理
解

い
た
だ
け
る
と
幸
い
で
あ
る
。
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西 

暦

月

出
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手
指
原
の
戦
い

５

久
米
川
の
戦
い

５

分
倍
河
原
の
戦
い

５

関
戸
の
戦
い

５

鎌
倉
の
戦
い
。
東
勝
寺
の
戦
い

５

鎮
西
探
題
攻
略

５

鎌
倉
幕
府
滅
亡

６

後
醍
醐
天
皇
が
新
政
を
開
始

西 

暦

月

出
来
事

１
３
３
５

７

中
先
代
の
乱

８

足
利
尊
氏
が
中
先
代
の
乱
を
鎮
圧

1 1

矢
作
川
の
戦
い
な
ど

12

箱
根
竹
ノ
下
の
戦
い

１
３
３
６

１

新
田
義
貞
が
足
利
尊
氏
か
ら
京
を
奪
回

２

豊
島
河
原
の
戦
い

３

多
々
良
浜
の
戦
い

５

湊
川
の
戦
い

６

京
都
の
戦
い

1 1

後
醍
醐
天
皇
が
北
朝
に
三
種
の
神
器
を
渡
す

1 1

建
武
式
目
の
制
定
（
室
町
幕
府
の
成
立
）

12

後
醍
醐
天
皇
が
吉
野
に
移
る

１
３
３
７

１

金
ヶ
崎
城
の
戦
い
（
３
月
落
城
）

１

青
野
原
の
戦
い

12

利
根
川
の
戦
い
な
ど



西 
暦

月

出
来
事

１
３
３
８

５

石
津
の
戦
い
。
北
畠
顕
家
が
戦
死

閏
７

藤
島
の
戦
い
。
新
田
義
貞
が
戦
死

８

足
利
尊
氏
・
征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
る

１
３
３
９

８

後
醍
醐
天
皇
没

１
３
４
７

９

藤
井
寺
の
戦
い

1 1

住
吉
の
戦
い

１
３
４
８

１

四
条
畷
の
戦
い

１
３
５
０

1 1

観
応
の
擾
乱

１
３
５
１

２

高
師
直
・
師
泰
が
謀
殺
さ
れ
る

２

打
出
浜
の
戦
い

12

薩
埵
峠
の
戦
い

１
３
５
２

２

笛
吹
峠
の
戦
い

２

足
利
直
義
没

閏
２

小
手
指
原
の
戦
い

閏
２

八
幡
の
戦
い
（
５
月
終
結
）

西 

暦

月

出
来
事

１
３
５
３

６

南
朝
に
降
っ
た
山
名
父
子
が
京
都
に
進
入

１
３
５
４

４

北
畠
親
房
没

１
３
５
５

２

神
南
の
戦
い

１
３
５
８

４

足
利
尊
氏
没

１
３
５
９

８

筑
後
川
の
戦
い

１
３
６
１

12

南
朝
軍
が
京
を
制
圧

１
３
６
８

３

後
村
上
天
皇
没

12

足
利
義
満
が
３
代
将
軍
に
就
任

１
３
７
４

１

後
光
厳
上
皇
没

１
３
８
３

３

懐
良
親
王
没

１
３
９
１

12

明
徳
の
乱

１
３
９
２

閏
10

南
北
朝
合
一
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摂
津
湊
川
の
戦
い
の
位
置
付
け

　

建
武
三
・
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
五
月
二
十
五
日
、
摂
津
国
の
湊み

な
と

川が
わ

（
現
在
の
兵
庫
県
神
戸
市
を
流
れ
る

川
。
現
在
は
明
治
時
代
の
付
け
替
え
に
よ
り
中
世
の
流
路
と
は
異
な
っ
て
い
る
）・
兵
庫
津
一
帯
で
前
年
に
後
醍
醐

天
皇
に
反
旗
を
翻

ひ
る
が
えし

た
足
利
尊
氏
と
、
後
醍
醐
天
皇
方
の
楠
木
正
成
・
新
田
義
貞
の
軍
勢
が
激
突
し
、
義
貞

は
京
都
へ
敗
走
、
正
成
も
敗
れ
て
一
族
と
と
も
に
自
害
し
た
。
こ
れ
が
摂
津
湊
川
の
戦
い
で
あ
る
。
合
戦
自

体
は
午
前
十
時
頃
か
ら
午
後
四
時
頃
ま
で
の
わ
ず
か
な
時
間
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
結
果
が
の
ち
の
歴
史
に
及

ぼ
し
た
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
。

　

勝
利
を
収
め
た
尊
氏
は
京
都
に
上
る
と
後
醍
醐
天
皇
と
の
戦
い
に
決
着
を
つ
け
、
持
明
院
統
の
豊と

よ

仁ひ
と

親
王

（
光
明
天
皇
）
を
新
た
な
天
皇
と
し
、
自
身
の
政
権
の
施
政
方
針
で
あ
る
建
武
式
目
を
制
定
し
た
。
事
実
上
の

室
町
幕
府
の
成
立
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
皇
位
を
退
い
た
後
醍
醐
天
皇
は
同
年
十
二
月
に
吉
野
へ
亡
命
し
、

光
明
天
皇
に
譲
っ
た
天
皇
の
象
徴
で
あ
る
三
種
の
神
器
は
偽
物
で
あ
り
、
自
身
こ
そ
が
正
統
な
天
皇
で
あ
る

と
主
張
し
た
。
こ
こ
に
光
明
天
皇
を
戴
い
た
京
都
の
朝
廷
（
北
朝
）
と
、
後
醍
醐
天
皇
を
頂
点
と
し
た
吉
野

の
朝
廷
（
南
朝
）
と
が
並
立
す
る
南
北
朝
時
代
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
湊
川
の
戦
い
は
、
単
に
足
利
尊
氏
が
楠
木
正
成
を
破
っ
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

南
北
朝
内
乱
の
本
格
的
な
幕
開
け
と
な
っ
た
合
戦
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
戦
い
が
起
こ
り
、
共
に
鎌
倉
幕
府
打

倒
に
力
を
尽
く
し
た
尊
氏
と
義
貞
・
正
成
が
争
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
正
成
が
戦
死
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

本
章
で
は
こ
う
し
た
問
題
を
検
討
し
な
が
ら
、
湊
川
の
戦
い
の
全
容
を
解
明
す
る
。
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足
利
尊
氏
の
建
武
政
権
か
ら
の
離
反

　

建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
七
月
に
起
こ
っ
た
故
北
条
高
時
の
遺
児
時
行
の
信
濃
で
の
挙
兵
と
鎌
倉
の
占
拠

（
中
先
代
の
乱
）
は
、
翌
八
月
に
京
都
か
ら
後
醍
醐
天
皇
の
許
可
を
得
ず
に
出
撃
し
た
足
利
尊
氏
に
よ
っ
て
鎮

圧
さ
れ
た
。
天
皇
は
帰
京
命
令
を
無
視
し
た
尊
氏
の
行
為
を
謀
反
と
見
な
し
、
十
一
月
に
新
田
義
貞
を
尊
氏

の
追
討
に
遣
わ
す
も
、
十
二
月
に
義
貞
は
箱
根
竹
ノ
下
の
戦
い
で
尊
氏
に
敗
れ
た
。
尊
氏
は
、
義
貞
軍
を
追

撃
す
る
か
た
ち
で
京
都
を
目
指
し
、
建
武
三
年
正
月
に
京
都
一
帯
で
新
田
義
貞
・
楠
木
正
成
・
北
畠
顕
家
ら

の
軍
勢
と
一
進
一
退
の
攻
防
を
繰
り
広
げ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
九
州
へ
落
ち
延
び
る
こ
と
と
な
り
、
後

醍
醐
天
皇
と
尊
氏
と
の
戦
い
に
一
旦
終
止
符
が
打
た
れ
た
、
は
ず
だ
っ
た
。

　

後
醍
醐
天
皇
以
下
、
建
武
政
権
の
首
脳
陣
が
戦
勝
ム
ー
ド
に
浮
か
れ
る
中
、
一
人
状
況
を
冷
静
に
み
て
い

た
の
が
楠
木
正
成
で
あ
る
。
正
成
は
鎌
倉
時
代
末
期
に
倒
幕
を
進
め
る
後
醍
醐
天
皇
に
呼
応
し
て
河
内
の
千

早
・
赤
坂
（
大
阪
府
千ち

早は
や

赤あ
か

阪さ
か

村
）
で
挙
兵
し
、
鎌
倉
幕
府
軍
を
相
手
に
長
期
間
に
及
ぶ
籠
城
戦
を
展
開
し
た

こ
と
で
幕
府
滅
亡
に
一
役
買
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
正
成
の
実
像
に
つ
い
て
は
諸

説
あ
り
、
近
年
で
は
鎌
倉
幕
府
の
関
係
者
（
御
家
人
、
あ
る
い
は
得と

く

宗そ
う

被
官
＝
鎌
倉
幕
府
執
権
を
世
襲
し
た
北
条

氏
嫡
流
家
の
家
臣
）
だ
っ
た
可
能
性
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
生
駒
：
二
〇
一
八
な
ど
）。

　

天
皇
が
建
武
の
新
政
を
開
始
す
る
と
、
無
位
だ
っ
た
正
成
は
従
五
位
下
に
叙
さ
れ
、
摂
津
・
河
内
の
国
司
・

守
護
、
和
泉
守
護
に
任
じ
ら
れ
、
政
権
中
枢
の
ポ
ス
ト
に
就
く
な
ど
、
本
来
な
ら
ば
あ
り
得
な
い
破
格
の
待

遇
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
建
武
政
権
に
お
け
る
正
成
の
位
置
は
、〝
三さ

ん

木ぼ
く

一い
っ

草そ
う

〞
と
呼
ば
れ
た
結
城
親ち

か
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光み
つ

・
名
和
（
伯
耆
守
）
長な

が

年と
し

・
千ち

種く
さ

忠た
だ

顕あ
き

ら
と
と
も
に
、
天
皇
の
親
衛
隊
長
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か

し
、
正
成
は
天
皇
の
命
令
に
唯い

々い

諾だ
く

々だ
く

と
従
う
だ
け
の
人
物
で
は
な
か
っ
た
。

　

足
利
側
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
歴
史
書
﹃
梅ば

い

松し
ょ
う

論ろ
ん

﹄（
貞
和
五
・
正
平
四
年
︿
一
三
四
九
﹀
頃
の
成
立
）
に
よ

る
と
、
正
成
は
尊
氏
の
西
走
後
に
新
田
義
貞
の
誅ち

ゅ
う

伐ば
つ

と
尊
氏
を
九
州
か
ら
呼
び
戻
し
て
和
睦
を
結
ぶ
こ
と
を

提
案
し
、
尊
氏
へ
の
使
者
は
自
身
が
担
う
こ
と
を
天
皇
に
奏
上
し
た
と
い
う
。
そ
の
提
案
が
一
笑
に
付
さ
れ

る
と
、
正
成
は
天
皇
が
鎌
倉
幕
府
を
滅
ぼ
せ
た
の
は
尊
氏
の
は
た
ら
き
の
お
か
げ
で
あ
り
、
諸
国
の
武
士
は

誰
も
が
義
貞
や
天
皇
で
は
な
く
尊
氏
に
従
っ
た
。
そ
れ
を
み
て
天
皇
は
人
望
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く

べ
き
で
す
と
辛し

ん

辣ら
つ

な
言
葉
を
ぶ
つ
け
た
。
さ
ら
に
三
月
ぐ
ら
い
に
は
尊
氏
が
京
都
に
攻
め
上
っ
て
く
る
で
あ

ろ
う
こ
と
、
そ
れ
に
対
し
て
天
皇
た
ち
が
ど
れ
だ
け
考
え
を
め
ぐ
ら
そ
う
と
も
、
武
略
の
道
に
つ
い
て
は
自

分
に
任
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
、
涙
を
流
し
て
訴
え
た
と
い
う
。

的
中
し
た
正
成
の
予
想

　

正
成
の
予
想
は
ほ
ぼ
的
中
し
、
尊
氏
は
三
月
に
筑
前
多た

々た

良ら

浜
（
福
岡
市
東
区
）
の
戦
い
で
後
醍
醐
天
皇
方

の
菊
池
武た

け

敏と
し

ら
を
破
り
、
九
州
の
武
士
た
ち
を
味
方
に
付
け
て
四
月
に
は
京
都
を
目
指
し
た
。
天
皇
へ
の
涙

な
が
ら
の
提
言
を
却
下
さ
れ
た
正
成
は
、
尊
氏
の
迎
撃
を
命
じ
ら
れ
て
摂
津
の
兵
庫
へ
と
下
る
途
中
の
尼
崎

か
ら
、
再
び
天
皇
に
対
し
て
諫か

ん

言げ
ん

を
送
っ
た
。

　

今
回
の
合
戦
は
天
皇
が
必
ず
負
け
る
こ
と
、
か
つ
て
鎌
倉
幕
府
軍
を
相
手
に
河
内
の
金
剛
山
に
籠
城
し
た
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と
き
は
、
国
中
の
諸
勢
力
が
味
方
を
し
て
く
れ
た
が
、
和
泉
・
河
内
の
武
士
た
ち
や
民
衆
、
親
類
一
族
も
難

色
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
天
下
が
天
皇
を
見
捨
て
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
自
分
は
生
き

て
い
て
も
無
益
な
た
め
、
戦
場
で
真
っ
先
に
命
を
落
と
し
て
み
せ
ま
す
、
と
言
い
切
っ
た
と
い
う
（﹃
梅
松
論
﹄

下
）。

　

こ
う
し
た
正
成
の
天
皇
に
対
す
る
厳
し
い
態
度
は
、
古
態
本
（
最
も
古
い
か
た
ち
を
残
す
本
）
の
西せ

い

源げ
ん

院い
ん

本

﹃
太
平
記
﹄
に
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
正
成
は
、
尊
氏
の
九
州
か
ら
の
東
上
に
際
し
て
、
後
醍
醐
天
皇

を
比
叡
山
に
避
難
さ
せ
て
空
に
し
た
京
都
に
尊
氏
軍
を
誘
い
入
れ
、
義
貞
と
自
分
と
で
挟
撃
す
る
作
戦
を
提

案
し
た
も
の
の
、
一
年
の
内
に
二
度
も
天
皇
が
京
都
を
離
れ
る
（
同
年
正
月
に
尊
氏
が
入
京
し
た
際
に
比
叡
山

に
行
幸
し
て
い
た
）
の
は
面め

ん
つ子

に
関
わ
る
と
し
て
却し

り
ぞけ

ら
れ
、
兵
庫
へ
下
向
せ
よ
と
の
み
命
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

に
対
し
て
正
成
は
、
天
皇
が
尊
氏
の
大
軍
を
討
ち
破
る
策
も
立
て
ず
、
た
だ
自
分
を
ぶ
つ
け
よ
う
と
す
る
の

は
、
討
ち
死
に
せ
よ
と
の
命
令
と
捉
え
、
死
を
顧
み
な
い
の
は
﹁
忠
臣
勇
士
﹂
の
望
む
と
こ
ろ
と
述
べ
て
兵

庫
へ
と
下
っ
て
行
く
（﹃
太
平
記
﹄
第
十
六
巻
）。

﹃
梅
松
論
﹄
と
﹃
太
平
記
﹄
と
い
う
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
史
料
に
お
い
て
、
正
成
が
後
醍
醐
天
皇
に
対
し

て
同
様
の
言
葉
を
投
げ
た
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
事
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
建
武
政
権
内
に
正
成
の
言

葉
に
耳
を
傾
け
る
人
物
が
い
な
か
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
正
成
が
政
権
内
部
で
孤
立
し
て
い
た
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
楠
木
正
成
と
い
え
ば
、
後
醍
醐
天
皇
の
﹁
忠
臣
﹂
と
捉
え
る
戦
前
以
来
の
見
方
が
い
ま
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だ
に
根
強
い
が
、
こ
う
し
た
点
は
正
成
が
後
醍
醐
に
妄
信
的
に
仕
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
終
始

冷
静
な
目
で
後
醍
醐
を
見
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ち
な
み
に
﹃
太
平
記
﹄
で
正
成
の
口
か
ら

発
せ
ら
れ
た
﹁
忠
臣
勇
士
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
正
成
自
身
が
自
認
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
こ
の
後

に
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
正
成
に
同
情
し
た
﹃
太
平
記
﹄
作
者
の
皮
肉
に
過
ぎ
な
い
。

使
命
を
果
た
そ
う
と
し
た
正
成

　

ま
た
、
尊
氏
の
復
帰
を
提
案
し
た
の
も
、
武
士
の
人
望
を
集
め
る
尊
氏
こ
そ
が
傾
き
つ
つ
あ
る
建
武
政
権

の
建
て
直
し
に
必
要
だ
と
感
じ
て
お
り
、
正
成
も
尊
氏
を
信
頼
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
の
発
言
だ
っ
た
と
言
え

る
。
だ
が
、
正
成
は
尊
氏
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
尊
氏
へ
の
和
睦
の
提
言
や
尊
氏
と
の
共
闘
と
い
っ

た
選
択
肢
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
尊
氏
と
の
対
決
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
自
身
を
引
き
立
て

て
く
れ
た
後
醍
醐
天
皇
に
対
す
る
義
理
立
て
だ
っ
た
の
か
、
千
載
一
遇
の
勝
機
を
狙
っ
た
も
の
だ
っ
た
の
か

は
わ
か
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
正
成
は
東
上
す
る
尊
氏
の
軍
勢
を
迎
え
撃
つ
と
い
う
使
命
を
果
た
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

建
武
三
・
延
元
元
年
（
一
三
三
六
）
五
月
、
正
成
は
兵
庫
に
先
行
す
る
新
田
義
貞
の
も
と
に
向
か
っ
た
。﹃
太

平
記
﹄
は
京
都
か
ら
兵
庫
へ
向
か
う
道
中
、
摂
津
国
の
桜
井
の
宿
（
大
阪
府
島
本
町
）
で
嫡
男
の
正ま

さ

行つ
ら

に
﹁
自

分
は
こ
の
戦
い
で
死
ぬ
だ
ろ
う
が
、
決
し
て
足
利
に
屈
す
る
こ
と
な
く
戦
い
続
け
よ
﹂
と
の
遺
訓
を
伝
え
て

河
内
に
返
し
た
と
い
う
逸
話
を
載
せ
る
が
（﹃
太
平
記
﹄
第
十
六
巻
）、
古
く
か
ら
同
書
の
創
作
で
あ
る
こ
と
が
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指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
京
都
で
の
正
成
の
屋
敷
は
後
醍
醐
天
皇
の
内
裏
（
二
条
富
小
路
殿
）
の
近
く

に
あ
り
、
正
行
も
そ
こ
で
正
成
と
同
居
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
正
成
の
屋
敷
は
、
建
武
三
年
正
月
に
尊

氏
軍
が
入
京
し
た
際
、
二
条
富
小
路
殿
と
共
に
焼
失
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（﹃
梅
松
論
﹄
上
）、
正
成
は
尊
氏
が

後
醍
醐
天
皇
に
反
旗
を
翻
し
て
世
情
が
不
安
定
と
な
っ
た
前
年
の
十
一
月
く
ら
い
に
は
正
行
を
河
内
に
送
り

返
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

同
じ
く
﹃
太
平
記
﹄
に
は
兵
庫
に
到
着
し
て
義
貞
に
合
流
し
た
正
成
が
、
合
戦
前
夜
に
箱
根
竹
ノ
下
の
戦

い
の
敗
戦
以
降
の
失
態
で
弱
音
を
吐
く
義
貞
を
励
ま
し
た
様
子
が
描
か
れ
る
（﹃
太
平
記
﹄
第
十
六
巻
）。
こ
れ

も
﹃
太
平
記
﹄
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
考
え
ら
れ
、﹃
梅
松
論
﹄
で
後
醍
醐
天
皇
に
義
貞
の
誅
伐
を
勧
め
た
正
成

の
姿
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹃
太
平
記
﹄
の
作
者
が
、
義
貞
に
同
情
的
な
人
物
と
し
て
正
成
を
認
識

し
て
い
た
こ
と
の
反
映
と
も
言
え
よ
う
。
そ
の
後
﹃
太
平
記
﹄
は
合
戦
の
具
体
的
な
描
写
へ
と
移
っ
て
い
く

が
、﹃
梅
松
論
﹄
に
は
足
利
勢
の
布
陣
や
合
戦
の
推
移
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
か
ら
は
同
書
の

描
写
を
中
心
に
み
て
い
き
た
い
。

湊
川
の
戦
い

　

九
州
か
ら
進
軍
し
た
足
利
勢
は
、
海
と
陸
と
に
分
か
れ
て
東
を
目
指
し
た
。
五
月
十
八
日
に
は
瀬
戸
内
海

を
進
む
尊
氏
を
中
心
と
し
た
船
団
が
播
磨
の
室
津
（
兵
庫
県
た
つ
の
市
）
に
停
泊
し
、
直
義
率
い
る
軍
勢
は
加

古
川
（
兵
庫
県
加
古
川
市
）
に
到
着
し
た
。
二
十
四
日
に
船
団
は
細
川
定じ

ょ
う

禅ぜ
ん

の
四
国
勢
を
先
頭
に
明
石
海
峡
・
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須
磨
（
神
戸
市
須
磨
区
）
一
帯
に
、
陸
上
の
軍
勢
は
摂
津
の
一
ノ
谷
（
同
上
）

か
ら
印い

南な
み

野の

（
兵
庫
県
加
古
川
市
）
ま
で
展
開
し
た
。

　

義
貞
・
正
成
軍
が
布
陣
す
る
兵
庫
一
帯
を
決
戦
の
場
と
決
め
た
足
利
勢

は
、
大
手
（
敵
を
正
面
か
ら
攻
撃
す
る
軍
勢
）
が
直
義
を
大
将
に
、
副
大
将

を
高
師も

ろ

泰や
す

・
大
友
・
三
浦
・
赤
松
と
し
た
播
磨
・
美
作
・
備
前
の
軍
勢
、

山
の
手
は
斯し

波ば

高た
か

経つ
ね

を
大
将
と
し
た
安
芸
・
周
防
・
長
門
の
軍
勢
、
海
沿

い
の
浜
の
手
は
少し

ょ
う

弐に

頼よ
り

尚ひ
さ

を
大
将
に
、
筑
前
・
豊
前
・
肥
前
・
薩
摩
の
軍

勢
に
分
け
ら
れ
た
。

　

一
方
、
正
成
・
義
貞
の
軍
勢
は
、﹃
太
平
記
﹄
に
よ
る
と
正
成
が
湊
川
の

西
の
宿
に
布
陣
し
て
陸
上
を
進
む
足
利
勢
に
備
え
、
義
貞
は
兵
庫
の
南
端

の
和
田
岬
（
神
戸
市
兵
庫
区
）
に
、
義
貞
の
弟
の
脇
屋
義よ

し

助す
け

は
経

き
ょ
う
が

島し
ま

（
平

清
盛
が
築
い
た
波
除
け
の
た
め
の
島
）
に
、
新
田
一
族
の
大お

お

館だ
ち

氏う
じ

明あ
き

は
灯と

う

炉ろ

堂
の
南
の
浜
に
布
陣
し
た
と
い
う
（﹃
太
平
記
﹄
第
十
六
巻
）。

　

細
川
定
禅
の
船
団
五
百
余
艘
は
、
二
十
五
日
の
午
前
五
時
頃
に
そ
れ
ら

湊
川
・
兵
庫
の
敵
陣
を
左
手
に
見
な
が
ら
海
上
を
進
み
、
そ
の
後
に
尊
氏

の
船
団
が
続
い
た
。
午
前
九
時
頃
に
兵
庫
島
に
近
づ
い
た
足
利
勢
の
目
の

前
に
は
、
湊
川
の
後
ろ
の
山
か
ら
里
ま
で
旗
を
な
び
か
せ
て
楯
を
並
べ
た

足利尊氏勢

 浜手
（少弐頼尚勢）

 

山
手

（
斯
波
高
経
勢
）

 大手
（足利直義勢）

新田義貞勢
大館氏明勢
脇屋義助勢

細
川
定
禅
勢

高取山

和田岬

紺部浜

生田の森

会下山

西国
街道

鵯
越
道

鹿
松
峠

楠木正成勢

湊
川

生
田
川

苅
藻
川

妙
法
寺
川

兵庫津

湊川の戦い

足利方
後醍醐天皇方

『週刊 新発見！ 日本の歴史 22号 室町時代①』（朝日新聞出版、2013年）に基づき作図
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正
成
の
軍
勢
が
布
陣
し
て
い
た
。

　

陸
地
を
進
む
足
利
勢
は
午
前
十
時
頃
に
山
の
手
、
大
手
（
須
磨
口
）、
浜
の
手
の
三
方
が
同
時
に
兵
庫
へ
進

軍
し
た
が
、
浜
の
手
の
少
弐
勢
が
一
足
先
に
進
み
、
海
上
の
尊
氏
の
船
か
ら
発
せ
ら
れ
た
乱ら

ん

声じ
ょ
う（

鉦か
ね

や
太
鼓

を
鳴
ら
し
て
鬨と

き

の
声
を
あ
げ
る
こ
と
）
を
合
図
に
戦
端
が
開
か
れ
た
。

　

和
田
岬
の
新
田
勢
は
浜
の
手
の
足
利
勢
の
勢
い
に
押
さ
れ
敗
走
し
、
大
手
、
山
の
手
の
軍
勢
も
総
崩
れ
と

な
っ
た
。
そ
こ
へ
海
上
か
ら
生
田
の
森
（
神
戸
市
中
央
区
）
に
上
陸
し
た
細
川
定
禅
の
四
国
勢
が
、
兵
庫
の
戦

場
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
義
貞
勢
に
襲
い
か
か
る
。
生
田
の
森
は
、
寿
永
三
年
（
一
一
八
四
）
二
月
に
源
義
経

が
摂
津
の
福
原
（
神
戸
市
兵
庫
区
）
に
布
陣
し
た
平
家
を
攻
め
た
、
い
わ
ゆ
る
一
の
谷
合
戦
の
際
に
、
一
の

谷
・
鵯

ひ
よ
ど
り

越ご
え

（
神
戸
市
北
区
・
兵
庫
区
）
と
と
も
に
戦
場
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
（
川
合
：
二
〇
〇
七
）。
義
貞
は

激
戦
の
の
ち
、
こ
こ
で
も
敗
れ
て
京
都
へ
と
落
ち
て
い
っ
た
。

新
田
勢
の
戦
線
離
脱

　

新
田
勢
が
戦
線
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
で
、
足
利
勢
の
標
的
は
楠
木
勢
に
絞
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。﹃
梅
松

論
﹄
で
は
新
田
勢
を
蹴け

散ち

ら
し
た
細
川
勢
が
、
湊
川
の
楠
木
勢
と
対
峙
す
る
大
手
軍
の
直
義
勢
に
合
流
し
て

楠
木
勢
を
追
い
詰
め
、
午
後
四
時
頃
に
正
成
と
弟
の
七
郎
左
衛
門
（
正ま

さ

季す
え

。
西
源
院
本
﹃
太
平
記
﹄
で
は
正
氏
）

以
下
五
十
余
人
が
自
害
し
三
百
人
余
り
が
、
そ
し
て
兵
庫
・
湊
川
全
体
で
七
百
人
余
り
が
討
ち
死
に
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
直
義
勢
と
正
成
勢
の
攻
防
と
そ
の
顚て

ん

末ま
つ

に
つ
い
て
は
﹃
太
平
記
﹄
の
描
写
の
方
が
詳
し
い
。
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同
書
が
ど
こ
ま
で
史
実
を
伝
え
て
い
る
か
は
判
断
し
難
い
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
人
の
理
解
・
認
識
の
反
映
と
し

て
捉
え
て
参
照
し
て
お
こ
う
。

　

新
田
勢
が
撤
退
し
た
こ
と
で
、
前
後
を
敵
に
挟
ま
れ
て
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
悟
っ
た
正
成
は
、
前

方
に
控
え
る
敵
を
蹴
散
ら
し
た
後
に
、
背
後
の
敵
に
挑
む
こ
と
を
弟
の
正
氏
に
提
案
し
、
七
百
騎
ば
か
り
で

前
方
の
直
義
の
率
い
る
大
軍
に
向
か
っ
て
い
っ
た
。
正
成
た
ち
の
前
方
に
い
た
足
利
直
義
の
軍
勢
は
、
正
成

軍
が
は
た
め
か
せ
る
﹁
菊
水
の
旗
﹂
に
出
く
わ
す
と
﹁
幸
い
の
敵
﹂
と
思
い
、
正
成
た
ち
を
討
ち
取
ろ
う
と

し
て
激
し
く
攻
め
立
て
た
。

　

だ
が
、
正
成
・
正
氏
は
全
く
ひ
る
む
こ
と
な
く
縦
横
無
尽
に
直
義
軍
を
追
い
散
ら
し
て
、
直
義
の
首
だ
け

を
狙
っ
た
。
楠
木
勢
の
猛
攻
に
耐
え
か
ね
た
直
義
は
、
須
磨
の
上
野
に
撤
退
し
た
と
い
う
。
こ
の
戦
い
で
の

直
義
の
軍
勢
は
五
十
万
騎
と
あ
る
が
、
七
百
騎
ほ
ど
の
小
勢
と
さ
れ
た
楠
木
勢
と
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
た

め
に
誇
張
さ
れ
た
数
字
で
あ
ろ
う
。

　

尊
氏
は
楠
木
勢
に
追
撃
さ
れ
て
い
る
直
義
の
窮
地
を
見
て
、
将
兵
た
ち
に
直
義
の
救
援
を
命
じ
る
と
、
足

利
一
門
の
吉
良
・
石
塔
・
渋
川
・
荒
木
・
小
俣
・
今
川
・
一
色
・
岩
松
・
仁
木
・
畠
山
、
外
様
の
大
友
・
厚

東
・
大
内
・
土
岐
・
赤
松
・
千
葉
・
小
山
・
小
田
・
佐
竹
ら
が
応
じ
、
手
練
れ
の
兵
七
千
騎
余
り
が
集
め
ら

れ
、
楠
木
勢
の
退
路
を
断
つ
た
め
湊
川
の
東
を
取
り
巻
い
た
。

　

正
成
兄
弟
は
、
も
の
と
も
せ
ず
そ
れ
ら
の
軍
勢
に
討
っ
て
掛
か
っ
た
。
尊
氏
勢
は
気
力
だ
け
で
奮
戦
す
る

正
成
た
ち
と
ま
と
も
に
ぶ
つ
か
り
合
う
こ
と
は
せ
ず
、
敵
兵
を
分
散
さ
せ
つ
つ
徐
々
に
包
囲
し
て
矢
種
を
尽
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き
さ
せ
る
作
戦
に
出
る
。
楠
木
勢
も
む
や
み
に
攻
撃
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
四
方
八
方
に
軍

勢
を
展
開
す
る
う
ち
次
々
と
犠
牲
を
出
し
、
お
よ
そ
六
時
間
の
戦
闘
で
わ
ず
か
七
十
騎
余
り
と
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
正
成
は
、
敵
陣
を
突
破
し
て
落
ち
延
び
る
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
、
京
都
を
発
っ
た
と
き
か
ら
死

を
覚
悟
し
て
い
た
た
め
逃
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
精
根
尽
き
る
ま
で
奮
戦
し
た
と
こ
ろ
で
、
弟
の
正
氏

以
下
七
十
余
人
と
と
も
に
自
害
し
よ
う
と
湊
川
の
北
に
あ
る
民
家
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
正
成
は
、
将
兵
ら
と

と
も
に
腹
を
切
り
、
正
氏
と
は
七
度
同
じ
人
間
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
っ
て
、
必
ず
や
朝
敵
を
滅
ぼ
そ
う
と
の

願
い
を
述
べ
る
と
、
お
互
い
に
刺
し
違
え
て
息
絶
え
た
と
い
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
正
成
の
内
面
の
描
写
や
正
氏
と
の
最
期
の
掛
け
合
い
な
ど
は
、
彼
ら
に
従
っ
て
そ
の
最
期
を

見
届
け
た
者
に
し
か
わ
か
ら
な
い
話
で
あ
り
、
や
は
り
﹃
太
平
記
﹄
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
、
戦
況
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
湊
川
の
戦
い
に
参
加
し
た
足
利
方
の
武
将
た
ち
の
情
報

な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
お
お
む
ね
同
書
の
描
写
を
信
用
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

同
時
代
史
料
に
よ
る
戦
い
の
顛
末

　

一
方
﹃
太
平
記
﹄
の
よ
う
に
後
世
に
作
成
さ
れ
た
物
語
で
は
な
く
、
古
文
書
な
ど
の
同
時
代
史
料
に
も
湊

川
の
戦
い
の
顚て

ん
ま
つ末

は
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
は
、
五
月
二
十
五
日
に
﹁
兵
庫
湊
河
﹂﹁
兵
庫
島
﹂﹁
摂
州

兵
庫
浜
﹂
で
楠
木
正
成
と
足
利
勢
と
の
合
戦
が
あ
り
、
足
利
勢
・
楠
木
勢
そ
れ
ぞ
れ
に
属
し
て
生
き
延
び
た

武
将
た
ち
の
功
績
が
記
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
（﹁
和
田
文
書
﹂﹁
深
堀
家
文
書
﹂﹁
広
峯
神
社
文
書
﹂
な
ど
）。
そ
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れ
で
も
、
楠
木
勢
の
実
態
と
そ
の
最
期
を
綴
っ
た
記
録
も
あ
り
、
注
目
に
値
す
る
。

　

楠
木
勢
に
は
楠
木
一
族
の
神
宮
寺
正ま

さ

房ふ
さ

や
和
泉
国
の
八
木
弥
太
郎
入
道
法ほ

う

達た
つ

・
岸
和
田
治は

る

氏う
じ

ら
が
加
わ
っ

て
お
り
、
彼
ら
は
正
成
た
ち
と
運
命
を
と
も
に
す
る
こ
と
な
く
、
生
き
延
び
て
そ
の
後
も
畿
内
各
地
で
足
利

勢
へ
の
抵
抗
を
続
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（﹁
和
田
文
書
﹂）。

　

ま
た
、
正
成
た
ち
の
最
期
を
伝
え
聞
い
た
興
福
寺
の
僧
朝ち

ょ
う

舜し
ゅ
んの

書
状
に
は
、
正
成
た
ち
が
二
十
五
日
の
午

後
四
時
頃
に
民
家
に
籠こ

も
っ
て
火
を
掛
け
て
自
害
し
た
こ
と
、
そ
の
後
足
利
方
の
細
川
（
定
禅
か
）
が
楠
木

勢
の
首
を
回
収
し
て
二
日
が
か
り
で
正
成
の
首
を
特
定
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
兵
庫
の
魚う

お

御み

堂ど
う

と
い
う
寺
院
（
神

戸
市
兵
庫
区
の
阿
弥
陀
寺
に
同
寺
の
礎
石
だ
け
が
残
る
）
に
五
十
町
の
所
領
を
寄
進
し
て
正
成
の
首
供
養
を
行
わ

せ
た
こ
と
、
正
成
の
一
族
は
二
十
八
人
が
切
腹
し
、
一
族
の
中
に
は
敵
に
討
た
れ
て
傷
を
負
い
な
が
ら
布
引

の
滝
（
神
戸
市
中
央
区
）
に
逃
れ
た
者
も
い
た
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
（﹁
諸
庄
々
文
書
案
﹂）。﹃
梅
松
論
﹄

に
も
湊
川
の
戦
い
が
終
了
し
た
時
点
で
尊
氏
軍
の
本
陣
は
魚
御
堂
に
置
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
正
成
の
首
実

検
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
み
え
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
﹃
太
平
記
﹄
に
お
い
て
正
成
の
首
は
京
都
の
六
条
河
原
（
京
都
市
下
京
区
）
に
さ
ら
さ
れ
た
の

ち
、
尊
氏
た
ち
が
正
成
の
妻
子
た
ち
の
こ
と
を
思
い
や
っ
て
、
正
行
の
も
と
に
送
り
届
け
た
と
さ
れ
る
（﹃
太

平
記
﹄
第
十
六
巻
）。
魚
御
堂
で
の
首
実
検
の
あ
と
、
正
成
の
首
が
ど
う
な
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
実
際
に
京

都
で
さ
ら
し
首
に
さ
れ
て
、
河
内
の
正
行
の
も
と
に
送
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
正
成
が
尊
氏
を
信
頼
し
て

い
た
よ
う
に
、
尊
氏
も
正
成
に
対
し
て
敵
な
が
ら
敬
意
を
抱
い
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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尊
氏
と
正
成
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
尊
氏
と
正
成
と
の
間

に
は
身
分
の
差
が
あ
っ
た
。
建
武
政
権
に
お
い
て
両
者
が
何
ら
か
の
交
流
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ

る
も
の
の
、
や
は
り
深
い
交
流
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
首
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、

両
者
が
お
互
い
を
最
も
理
解
し
て
お
り
、
周
囲
も
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
、﹃
梅
松
論
﹄﹃
太
平
記
﹄、
同
時
代
史
料
そ
れ
ぞ
れ
の
湊
川
の
戦
い
の
記
録
を
た
ど
っ
て
み
た
。
合
戦

の
詳
細
は
差
が
あ
る
も
の
の
、
正
成
た
ち
の
最
期
は
大
同
小
異
で
あ
る
た
め
、
史
実
と
し
て
確
定
で
き
る
部

分
を
整
理
し
て
み
た
い
。

　

足
利
直
義
率
い
る
大
手
軍
と
湊
川
で
対
峙
し
た
正
成
た
ち
は
、
七
百
騎
ほ
ど
の
軍
勢
で
奮
戦
し
た
が
衆し

ゅ
う

寡か

敵て
き

せ
ず
、
次
々
と
兵
た
ち
は
討
た
れ
、
自
ら
も
疲
弊
の
際
に
達
し
、
湊
川
の
民
家
に
籠
も
る
と
そ
こ
に
火
を

放
ち
一
族
二
十
八
人
と
と
も
に
切
腹
に
及
ん
だ
。
そ
し
て
足
利
勢
に
よ
っ
て
焼
け
跡
の
中
か
ら
見
つ
け
出
さ

れ
た
正
成
の
首
は
、
魚
御
堂
で
丁
重
に
供
養
さ
れ
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

湊
川
の
戦
い
の
余
波

　

正
成
が
湊
川
の
戦
い
で
敗
死
し
た
二
日
後
の
五
月
二
十
七
日
、
後
醍
醐
天
皇
は
三
種
の
神
器
を
携
え
て
比

叡
山
へ
と
逃
れ
た
。
皮
肉
に
も
建
武
政
権
の
首
脳
陣
が
天
皇
の
面
子
を
優
先
し
て
却
下
し
た
、
比
叡
山
へ
の

避
難
と
い
う
正
成
の
提
案
を
実
行
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
足
利
勢
は
入
京
を
果
た
し
、
六
月
三
日
に
は
持
明
院
統
の
光こ

う

厳ご
ん

上
皇
と
そ
の
弟
の
豊
仁
親
王
を

八や

幡わ
た

（
京
都
府
八
幡
市
）
に
迎
え
入
れ
た
。
尊
氏
は
こ
の
年
の
二
月
に
九
州
へ
逃
れ
る
際
、
朝
敵
と
な
ら
な
い

よ
う
に
光
厳
上
皇
と
連
絡
を
取
り
合
っ
て
上
皇
の
院
宣
を
獲
得
し
て
い
た
。
つ
ま
り
西
走
後
の
尊
氏
の
軍
事

行
動
は
、
後
醍
醐
天
皇
へ
の
反
乱
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
光
厳
上
皇
と
い
う
も
う
一
方
の
天
皇
家
の
権
威
を

戴
い
た
こ
と
で
正
統
化
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

尊
氏
は
六
月
中
、
後
醍
醐
天
皇
勢
と
京
都
争
奪
戦
を
繰
り
広
げ
、
三
木
一
草
の
最
後
の
一
人
と
な
っ
た
名

和
長
年
を
破
り
京
都
を
制
圧
す
る
。
そ
の
後
も
京
都
と
そ
の
周
辺
で
は
後
醍
醐
天
皇
勢
と
の
攻
防
が
続
い
て

い
た
が
、
尊
氏
は
着
々
と
自
身
の
政
権
の
足
場
固
め
を
進
め
、
八
月
に
は
豊
仁
親
王
（
光
明
天
皇
）
を
践せ

ん

祚そ

（
天
皇
の
位
に
つ
く
こ
と
）
さ
せ
る
。

　

十
一
月
二
日
に
は
尊
氏
と
後
醍
醐
天
皇
と
の
和
議
が
成
立
す
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
三
種
の
神
器
を
光
明
天

皇
に
譲
渡
し
、﹁
太
上
天
皇
﹂（
上
皇
の
正
式
名
称
）
の
尊
号
を
与
え
ら
れ
て
帝
位
を
退
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ

れ
に
よ
り
、
尊
氏
は
自
身
の
政
権
の
所
在
地
を
か
つ
て
の
鎌
倉
幕
府
の
よ
う
に
鎌
倉
に
置
く
か
、
そ
れ
と
も

こ
の
ま
ま
京
都
に
置
く
べ
き
か
と
い
う
諮し

問も
ん

か
ら
始
ま
る
﹁
建
武
式
目
﹂
を
制
定
し
、
室
町
幕
府
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
十
二
月
に
後
醍
醐
天
皇
が
京
都
を
出
奔
し
、
吉
野
（
奈
良
県
吉
野
町
）
で
南
朝
を

樹
立
し
た
こ
と
は
本
章
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

湊
川
の
戦
い
は
、
前
記
し
た
よ
う
に
現
存
す
る
古
文
書
等
の
同
時
代
史
料
で
は
、
摂
津
の
湊
川
で
合
戦
が

あ
り
、
そ
こ
で
正
成
が
討
た
れ
た
と
い
う
事
実
が
簡
素
に
記
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
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湊
川
の
戦
い
は
尊
氏
が
そ
れ
ま
で
の
不
利
な
形
勢
を
挽
回
し
た
、
九
州
の
多
々
良
浜
の
戦
い
の
よ
う
な
歴
史

的
に
一
大
転
換
点
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
評
価
が
あ
る
（
森
：
二
〇
一
七
）。
確
か
に
大
軍
を
擁

し
て
上
洛
す
る
尊
氏
に
と
っ
て
、
そ
の
途
上
で
の
寡
兵
の
新
田
・
楠
木
軍
と
の
合
戦
は
、
単
な
る
局
地
戦
に

過
ぎ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

だ
が
、
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
、
湊
川
の
戦
い
を
制
し
た
尊
氏
が
後
醍
醐
天
皇
と
の
抗
争
に
決
着
を
付

け
（
結
果
的
に
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
が
）、
半
年
余
り
で
室
町
幕
府
を
始
動
さ
せ
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
や
は

り
南
北
朝
時
代
の
画
期
と
な
る
合
戦
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

　

何
よ
り
も
尊
氏
は
、
図
ら
ず
も
敵
対
す
る
こ
と
に
な
っ
た
正
成
に
好
意
を
抱
き
つ
つ
も
、
正
成
及
び
そ
の

背
後
に
存
在
し
た
楠
木
一
族
の
勢
力
に
は
最
大
限
の
警
戒
心
を
抱
い
て
い
た
。
そ
れ
は
、
湊
川
の
戦
い
後
の

楠
木
氏
の
残
党
に
対
す
る
掃
討
戦
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

さ
ら
に
続
く
楠
木
一
族
の
抵
抗

　

湊
川
の
戦
い
か
ら
二
ヶ
月
後
の
七
月
、
尊
氏
か
ら
和
泉
守
護
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
畠
山
国
清
は
和
泉
・
紀

伊
一
帯
で
抗
戦
を
続
け
る
楠
木
・
新
田
与
党
の
征
伐
に
従
事
し
て
い
た
。
同
年
九
月
以
降
、
湊
川
の
戦
い
を

生
き
延
び
た
楠
木
一
族
や
傘
下
の
武
士
た
ち
は
畠
山
軍
へ
の
抵
抗
を
続
け
、
十
月
に
は
楠
木
一
族
の
テ
リ
ト

リ
ー
で
あ
る
河
内
の
東
条
（
河
内
国
の
石
川
郡
を
北
流
す
る
石
川
の
東
岸
部
。
現
在
の
大
阪
府
太た

い

子し

町
・
河か

南な
ん

町
・

千
早
赤
阪
村
と
羽は

曳び
き

野の

市
の
一
部
、
富と

ん

田だ

林ば
や
し

市
の
東
部
に
相
当
す
る
地
域
）
に
楯
籠
も
り
、
徹
底
抗
戦
に
及
ん
だ
。
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そ
れ
に
対
し
て
尊
氏
は
翌
年
の
三
月
か
ら
十
月
ま
で
東
条
へ
の
攻
撃
を
繰
り
返
し
、
河
内
南
部
一
帯
で
幕
府

軍
と
楠
木
一
族
を
中
心
と
し
た
南
朝
軍
と
の
合
戦
が
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

東
条
は
正
成
の
本
拠
地
で
あ
る
千
早
・
赤
坂
を
中
心
と
し
た
地
域
で
あ
り
、
お
よ
そ
四
ヶ
月
に
わ
た
っ
て

鎌
倉
幕
府
の
大
軍
を
釘
付
け
に
し
て
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
を
導
い
た
歴
史
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
幕
府

の
滅
亡
に
自
ら
も
立
ち
会
っ
た
尊
氏
た
ち
に
と
っ
て
、
当
地
は
抵
抗
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
記
憶
に
新
し
い
。

楠
木
一
族
に
よ
る
東
条
で
の
籠
城
を
放
置
す
れ
ば
、
鎌
倉
幕
府
滅
亡
時
の
よ
う
に
彼
ら
に
与
す
る
勢
力
が
あ

ら
わ
れ
、
そ
れ
は
各
地
の
反
乱
を
誘
発
し
て
や
が
て
は
鎌
倉
幕
府
の
末
路
と
同
じ
く
、
自
分
た
ち
を
滅
ぼ
す

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
危
機
感
か
ら
尊
氏
は
湊
川
の
戦
い
の
直
後
に
、
畠
山
国
清
に
楠
木

一
族
の
影
響
が
強
い
河
内
・
和
泉
で
の
残
党
の
討
伐
を
命
じ
、
お
よ
そ
一
年
以
上
に
及
ぶ
東
条
へ
の
総
攻
撃

（
楠
木
一
族
の
掃
討
戦
）
を
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
湊
川
の
戦
い
は
尊
氏
に
と
っ
て
自
身
の
政
権
を
成
立
さ
せ
る
上
で
画
期
と
な
っ
た
反
面
、

そ
の
政
権
に
打
撃
を
与
え
か
ね
な
い
不
安
材
料
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
合
戦
だ
っ
た
と
言
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　

湊
川
の
戦
い
か
ら
お
よ
そ
十
一
年
後
、
楠
木
正
行
が
河
内
で
挙
兵
し
、
幕
府
軍
を
圧
倒
す
る
も
四し

条じ
ょ
う

畷な
わ
て（

大

阪
府
四
條
畷
市
・
大
東
市
一
帯
）
の
戦
い
で
戦
死
す
る
。
そ
の
後
も
、
高
師
泰
に
よ
る
二
度
目
の
河
内
東
条
へ

の
総
攻
撃
、
楠
木
正ま

さ

儀の
り

（
正
成
の
三
男
、
正
行
の
弟
）
を
中
心
と
し
た
南
朝
軍
と
幕
府
軍
と
の
摂
津
・
河
内
で

の
激
戦
、
京
都
を
め
ぐ
る
四
度
の
攻
防
戦
、
正
儀
の
最
後
の
戦
い
と
し
て
同
時
代
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
永

徳
二
・
弘
和
二
年
（
一
三
八
二
）
閏
正
月
の
河
内
の
平
尾
（
堺
市
美
原
区
）
で
の
幕
府
軍
と
の
合
戦
ま
で
、
正
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儀
が
北
朝
・
室
町
幕
府
に
帰
順
し
た
一
時
期
を
除
き
、
楠
木
一
族
と
室
町
幕
府
と
の
戦
い
は
絶
え
る
こ
と
が

な
か
っ
た
（
生
駒
：
二
〇
二
一
ａ
）。

　

す
な
わ
ち
、
湊
川
の
戦
い
と
は
、
南
北
朝
内
乱
の
開
幕
を
決
定
付
け
る
と
同
時
に
、
正
成
ら
楠
木
一
族
と

足
利
尊
氏
ら
室
町
幕
府
と
の
長
い
戦
い
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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主
要
参
考
文
献

生
駒
孝
臣
﹃
楠
木
正
成
・
正
行
﹄（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
）

同
﹃
楠
木
正
行
・
正
儀
﹄（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
二
一
年
ａ
）

亀
田
俊
和
・
生
駒
孝
臣
編
﹃
南
北
朝
武
将
列
伝 

南
朝
編
﹄（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
一
年
）

亀
田
俊
和
・
杉
山
一
弥
編
﹃
南
北
朝
武
将
列
伝 

北
朝
編
﹄（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
二
一
年
）

川
合
康
﹁
生
田
の
森
・
一
の
谷
合
戦
と
地
域
社
会
﹂（
同
﹃
院
政
期
武
士
社
会
と
鎌
倉
幕
府
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
九
年
、
初
出
二
〇
〇
七
年
）

千
早
赤
阪
楠
公
史
跡
保
存
会
編
、
生
駒
孝
臣
、
尾
谷
雅
比
古
﹃
楠
木
正
成　

知
ら
れ
ざ
る
実
像
に
迫
る
﹄（
批
評
社
、
二
〇
二
一
年
ｂ
）

森　

茂
暁
﹃
太
平
記
の
群
像　

南
北
朝
を
駆
け
抜
け
た
人
々
﹄（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
一
三
年
。
初
刊
一
九
九
一
年
）

森　

茂
暁
﹃
足
利
尊
氏
﹄（
角
川
選
書
、
二
〇
一
七
年
）
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君は、

何と闘うか？

マーカー部分をクリックして、「ジセダイ」
をチェック!!!

「ジセダイ」は、20代以下の若者に向けた、
行動機会提案サイトです。読む→考える→行
動する。このサイクルを、困難な時代にあっ
ても前向きに自分の人生を切り開いていこう
とする次世代の人間に向けて提供し続けます。

ジセダイイベント

ジ セ ダ イ 総 研

星海社新書試し読み

メ イ ン コ ン テ ン ツ
著者に会える、同世代と話せるイベントを毎月

開催中！　行動機会提案サイトの真骨頂です！

若手専門家による、事実に基いた、論点の明確な読み物を。

「議論の始点」を供給するシンクタンク設立！

既刊・新刊を含む、
すべての星海社新書が試し読み可能！

https://ji-sedai.jp

https://ji-sedai.jp/event/info/
https://ji-sedai.jp/series/research/
https://ji-sedai.jp/book/publication/
https://ji-sedai.jp



