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は
し
が
き
　
二
十
一
世
紀
の
楠
木
氏

楠
木
正
成
・
正
行
・
正
儀
と
現
代

鎌
倉
時
代
末
期
か
ら
南
北
朝
時
代
の
武
将
楠
木
正
成
と
そ
の
長
男
の
正
行
、
三
男
の
正
儀
。
こ
の
三
人
の

父
子
が
本
書
の
主
役
で
あ
る
。

い
ま
、
本
書
を
開
い
て
く
れ
て
い
る
多
く
の
人
は
、
こ
の
三
人
、
あ
る
い
は
そ
の
う
ち
の
誰
か
に
興
味
が

あ
っ
て
手
に
取
っ
て
く
だ
さ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
一
般
的
に
は
彼
ら
が
歴
史
上
、
ど
の
よ
う
な
活
躍

を
し
た
か
を
知
る
人
は
さ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

正
成
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
全
て
の
日
本
史
の
教
科
書
で
名
前
が
出
て
い
る
た
め
、
か
つ
て
習
っ
た
こ
と
を

覚
え
て
い
る
人
が
い
る
と
し
て
も
、
教
科
書
で
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
正
行
、
教
科
書
に

は
一
切
登
場
し
な
い
正
儀
に
い
た
っ
て
は
初
め
て
名
前
を
聞
く
人
、
そ
も
そ
も
﹁
ま
さ
の
り
﹂
と
読
む
こ
と

さ
え
知
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
人
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
最
近
、
マ
ン
ガ
や
小
説
、
舞
台
な
ど
で
楠
木
父
子
・
兄
弟
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
増
え

た
こ
と
で
、
以
前
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
彼
ら
の
認
知
度
が
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
コ
ン
テ
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ン
ツ
で
描
か
れ
る
彼
ら
の
姿
は
、
脚
色
や
虚
構
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
史
実
で
の
そ
れ
と
は
と
き
に
著
し
く

離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
娯
楽
と
し
て
楽
し
む
も
の
だ
か
ら
、
無
味
乾
燥
な
史

実
を
最
優
先
に
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
は
理
解
し
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
父
子
は
そ
れ
ぞ
れ
が
没
後
す
ぐ
か
ら
、
多
様
な
捉
え
方
を
さ
れ
て
、
時
代
と
と
も
に
評
価
も

変
わ
り
続
け
て
お
り
、
そ
れ
が
現
在
に
も
続
い
て
い
る
。

楠
木
父
子
の
捉
え
方

正
成
・
正
行
は
、
鎌
倉
幕
府
を
倒
し
た
後
醍
醐
天
皇
と
天
皇
が
樹
立
し
た
南
朝
を
裏
切
る
こ
と
な
く
、
そ

の
生
涯
を
終
え
た
﹁
忠
臣
﹂
と
し
て
賞
賛
さ
れ
、
戦
前
の
教
育
で
は
日
本
人
の
理
想
と
す
る
べ
き
人
物
と
さ

れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
見
方
は
戦
後
に
な
っ
て
否
定
さ
れ
、
正
成
は
﹁
忠
臣
﹂
か
ら
権
力
に
抗
う
﹁
悪

党
﹂（
単
な
る
悪
者
で
は
な
く
、
荘
園
領
主
や
幕
府
・
朝
廷
に
対
し
て
反
抗
的
な
活
動
を
し
た
武
士
な
ど
）
と
い

う
評
価
で
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
、
正
儀
に
関
し
て
は
戦
前
の
教
育
で
一
切
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
南
朝

か
ら
北
朝
・
室
町
幕
府
側
に
転
じ
て
、
再
び
南
朝
に
戻
る
と
い
う
変
節
を
遂
げ
た
た
め
、
江
戸
時
代
か
ら
﹁
忠

臣
﹂
の
父
・
兄
と
は
異
な
る
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
彼
ら
の
評
価
が
時
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
わ
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
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ら
の
活
動
を
物
語
る
史
料
の
残
り
方
に
顕
著
な
差
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

歴
史
学
、
特
に
日
本
史
学
は
、
文
字
史
料
に
記
載
さ
れ
た
事
柄
を
読
み
解
き
、
そ
れ
ら
を
根
拠
に
し
て
、

歴
史
的
事
件
や
人
物
の
実
像
を
復
元
す
る
。
文
字
で
書
か
れ
た
史
料
な
ら
ば
な
ん
で
も
よ
い
か
と
い
う
と
そ

う
で
は
な
い
。
ま
ず
重
視
す
る
の
は
、
あ
る
出
来
事
・
人
物
と
同
時
代
に
書
か
れ
た
古
文
書
や
古
記
録
で
あ

る
。
そ
れ
ら
を
一
次
史
料
（
一
級
や
一
番
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
と
い
う
が
、
本
書
で
は
同
時
代
史
料
と
呼

称
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
時
代
史
料
は
古
い
時
代
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
残
っ
て
い
る
数
が
少
な
い
と
い
う
問
題
が

あ
る
。
ま
た
、
滅
ん
で
し
ま
っ
た
家
に
伝
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
史
料
も
、
そ
の
家
の
滅
亡
と
同
時
に
消
滅

す
る
こ
と
も
あ
る
。
楠
木
一
族
と
彼
ら
の
も
と
に
残
さ
れ
て
い
た
（
か
も
し
れ
な
い
）
同
時
代
史
料
が
ま
さ

に
そ
れ
に
あ
た
る
。
正
成
・
正
行
の
評
価
が
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
彼
ら
の
人
物
像
を
物
語
る
同
時
代
史

料
が
極
端
に
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

楠
木
父
子
と
『
太
平
記
』

そ
れ
で
も
、
現
在
ま
で
様
々
な
か
た
ち
で
彼
ら
が
描
か
れ
て
き
た
の
は
、
彼
ら
の
生
存
時
あ
る
い
は
死
か

ら
ほ
ど
な
く
し
て
作
ら
れ
た
全
四
十
巻
の
軍
記
物
語
﹃
太
平
記
﹄
の
存
在
が
大
き
い
。
同
書
は
諸
説
あ
る
も

の
の
、
暦
応
元
・
延
元
三
年
（
一
三
三
八
）
か
ら
観
応
元
・
正
平
五
年
（
一
三
五
〇
）
ま
で
の
間
に
最
初
の
形
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が
、
応
安
末
か
ら
永
和
年
間
（
一
三
七
五
〜
七
九
）
に
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
改
訂
作
業
や
数
度
に
及
ぶ
書
き

継
ぎ
・
添
削
等
を
経
て
成
立
し
、
明
徳
三
年
（
一
三
九
二
）
以
降
に
現
存
す
る
四
十
巻
本
の
最
終
形
態
が
完

成
し
た
と
さ
れ
る
。

同
書
に
は
、
楠
木
父
子
の
活
躍
が
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
お
り
、
同
時
代
史
料
の
少
な
い
正
成
・
正
行
の

実
像
を
追
究
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
に
比
し
て
比
較
的
多
く
の
同
時
代
史
料
が
残
る
正
儀
に

つ
い
て
も
多
く
の
紙
数
が
割
か
れ
て
お
り
、
同
時
代
史
料
で
は
う
か
が
え
な
い
、
彼
の
側
面
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
述
べ
る
と
、﹃
太
平
記
﹄
は
、
同
時
代
史
料
で
は
な
い
後
世
の
編
纂
物
（
二
次
史
料
と
呼
ぶ
）
だ
か
ら
信

用
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
疑
問
に
思
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
﹃
太
平
記
﹄
は
同
時
代
史
料
で
は

な
く
、
物
語
と
い
う
虚
構
や
脚
色
が
含
ま
れ
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
記
載
内
容
の
全
て
が
真

実
だ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
彼
ら
と
ほ
ぼ
同
時
代
を
生
き
た
人
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
た
め
、
一
定
程
度
の
史
実
や
信
憑
性
の
あ
る
情
報
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
み
る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。

ち
な
み
に
、
か
つ
て
﹃
太
平
記
﹄
は
南
朝
寄
り
の
書
物
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
は

否
定
さ
れ
て
お
り
、
室
町
幕
府
の
成
立
・
南
北
朝
動
乱
に
関
わ
る
正
史
と
し
て
成
立
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
正
成
・
正
行
・
正
儀
の
人
物
像
を
復
元
す
る
た
め
に
﹃
太
平
記
﹄
を
用
い
る
こ
と
は
、
南

朝
方
に
偏
っ
た
見
方
に
陥
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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本
書
の
視
角

本
書
は
、
楠
木
正
成
・
正
行
・
正
儀
三
代
の
軌
跡
・
実
像
を
、
同
時
代
史
料
や
﹃
太
平
記
﹄
に
基
づ
い
て
、

可
能
な
限
り
史
実
に
近
い
か
た
ち
で
復
元
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
の
力
量
で
、
し
か

も
現
代
人
が
彼
ら
の
生
涯
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
お
こ
が
ま
し
い
限
り
だ
が
、
こ
の
機
会
に
現
在

の
日
本
史
学
の
成
果
を
反
映
さ
せ
な
が
ら
、
通
説
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
三
人
の
実
像
を
再
構
築
す
る
こ
と

を
試
み
た
い
。

本
書
は
第
一
部
と
第
二
部
に
分
か
れ
て
お
り
、
第
一
部
で
は
正
成
・
正
行
・
正
儀
三
代
の
生
涯
に
つ
い
て
、

第
二
部
で
は
彼
ら
の
支
配
領
域
や
、
彼
ら
と
と
も
に
戦
っ
た
武
士
団
、
彼
ら
の
戦
争
の
実
態
、
三
代
の
後
の

楠
木
氏
に
つ
い
て
叙
述
す
る
。
第
一
部
と
第
二
部
に
は
、
取
り
上
げ
る
ト
ピ
ッ
ク
の
都
合
上
、
重
複
す
る
部

分
も
あ
る
。
ど
ち
ら
を
先
に
読
ん
で
も
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
し
た
つ
も
り
も
あ
る
た
め
、
お
許
し
い
た
だ

き
た
い
。

な
お
、
本
書
で
は
、
数
多
く
の
写
本
が
残
る
﹃
太
平
記
﹄
の
中
で
、
最
も
早
い
時
期
に
書
写
さ
れ
た
西
源

院
本
を
底
本
と
す
る
、
岩
波
文
庫
の
兵
藤
裕
己
校
注
﹃
太
平
記
（
一
）
〜
（
六
）﹄（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
〜

一
六
年
）
を
用
い
る
。
同
書
に
は
、
各
巻
（
文
庫
の
巻
数
で
は
な
く
﹃
太
平
記
﹄
の
も
と
の
巻
数
）
と
章
段
名
・

ア
ラ
ビ
ア
数
字
の
章
段
番
号
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
同
書
か
ら
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

第
三
巻
の
﹁
笠
木
合
戦
の
事
　
２
﹂
で
あ
れ
ば
、﹁﹃
太
平
記
﹄
三
―
２
﹂
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
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ま
た
、
史
料
的
根
拠
や
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、（
　
　
）
で
出
典
を
示
し
、
煩
を
避
け

る
た
め
最
低
限
の
注
記
に
と
ど
め
た
。

最
後
に
、
表
紙
カ
バ
ー
の
画
像
は
、
江
戸
時
代
成
立
の
﹃
本
朝
百
将
伝
﹄
に
描
か
れ
た
楠
木
父
子
の
図
で

あ
る
。﹃
太
平
記
﹄
や
後
世
の
史
料
に
お
い
て
、
楠
木
氏
の
名
字
は
﹁
楠
﹂
の
一
文
字
で
記
さ
れ
る
が
、
本
書

は
同
時
代
史
料
で
多
く
用
い
ら
れ
る
﹁
楠
木
﹂
に
統
一
す
る
。
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統
﹈
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北
朝
﹈
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大
覚
寺
統
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﹈
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武

庫

川

琵
琶
湖

琵
琶
湖平

安
京

生駒山

二上山

摩耶山

比良山

高野山

信貴山

金剛山

淀

川

東 

高 

野 

街 

道

玉 

串 

川

深野池深野池

旧
大 和 川

巨椋池

西
高
野
街

勝尾寺

金剛峰寺

八尾

東 

条

卍

四天王寺

住吉社

渡辺津

丹下

古市
池尻

金剛寺
観心寺

卍

卍

卍

卍

教興寺

赤坂城

千早城

賀名生

四条畷

石 

川
石 

川

藤井寺

隅田 吉野

道

卍
大覚寺

図 1　楠木氏関係地図（「東条」はおおよその範囲を示す）

16



第

一
章
　

楠
木
正
成

一
、
楠
木
正
成
の
登
場

楠
木
正
成
の
実
像

元
弘
元
年
（
一
三
三
一
）
の
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
、
和
泉
国
で
は
あ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
。﹁
悪

党
楠
木
兵ひ

ょ
う

衛え
の

尉じ
ょ
う﹂

が
和
泉
国
の
若
松
荘
（
大
阪
府
堺
市
堺
区
）
に
乱
入
し
、
そ
こ
を
占
拠
し
た
と
い
う
の
で

あ
る
（﹁
天
龍
寺
文
書
﹂）。
こ
の
﹁
悪
党
楠
木
兵
衛
尉
﹂
こ
そ
が
、
動
乱
の
鎌
倉
時
代
末
期
に
そ
の
名
を
と
ど

ろ
か
す
楠
木
正
成
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
後
、
正
成
は
鎌
倉
幕
府
打
倒
を
目
指
す
後
醍
醐
天
皇
に
呼
応
し
て
河
内
国
の
千
早
・
赤
坂
（
大

阪
府
千
早
赤
阪
村
）
で
挙
兵
す
る
が
、
若
松
荘
へ
の
乱
入
は
正
成
と
天
皇
と
の
連
携
の
も
と
に
行
わ
れ
た
と

い
う
説
が
古
く
か
ら
あ
る
。
若
松
荘
は
後
醍
醐
天
皇
に
ゆ
か
り
の
あ
る
荘
園
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
荘
が
正

成
の
軍
費
を
捻
出
す
る
た
め
の
所
領
と
し
て
彼
に
与
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
正
成
と
天
皇
と
の
間
に
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
繫
が
り
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
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両
者
の
接
点
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
乱
入
事
件
以
前
の
正
成
の
経
歴
に
つ
い
て
は
一
切
わ
か
ら
な
い
。
彼
の
出
自

や
身
分
を
め
ぐ
っ
て
は
諸
説
あ
り
、
い
ま
だ
確
た
る
答
え
が
出
て
い
な
い
。
当
時
問
題
と
な
っ
て
い
た
﹁
悪

党
﹂（
現
代
的
な
悪
人
の
こ
と
で
は
な
く
、
朝
廷
や
幕
府
、
荘
園
領
主
に
敵
対
し
て
追
捕
の
対
象
と
な
っ
た
集
団
）

と
捉
え
る
見
解
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
正
成
及
び
楠
木
氏
が
幕
府
の
御
家
人
、
あ
る
い
は
得
宗
被
官
（
鎌
倉
幕
府
執
権
を
務
め
る

北
条
氏
嫡
流
家
の
従
者
）
で
あ
っ
た
と
い
う
説
が
以
前
か
ら
あ
る
も
の
の
、
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
こ
と
は
正

成
に
つ
い
て
詠
ま
れ
た
、
あ
る
歌
の
内
容
か
ら
鎌
倉
幕
府
の
関
係
者
だ
っ
た
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い

で
あ
る
。

正
成
と
鎌
倉
幕
府

そ
の
歌
と
は
、
千
早
城
の
正
成
が
幕
府
軍
を
相
手
に
籠
城
を
続
け
て
い
た
元
弘
三
・
正
慶
二
年
（
一
三
三

三
）
閏
二
月
に
、
京
都
で
詠
ま
れ
た
﹁
楠
の
木
の
根
ハ
か
ま
く
ら
に
な
る
も
の
を
枝
を
き
り
に
と
何
の
ほ
る

ら
ん
﹂
と
い
う
も
の
で
あ
る
（﹃
後
光
明
照
院
関
白
記
﹄）。﹁
楠
の
木
の
根
﹂（
＝
正
成
の
ル
ー
ツ
）
が
鎌
倉
に

あ
る
こ
と
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
楠
木
氏
が
幕
府
に
関
係
の
あ
る
一
族
で
あ
り
、
幕
府
に
と
っ
て
は
い
わ
ば
﹁
身

内
﹂
の
正
成
を
討
て
ず
に
い
る
こ
と
を
揶
揄
し
た
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
頃
正
成
が
幕
府
の
関
係
者

で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
京
都
の
人
間
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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当
時
の
御
家
人
に
は
、
内
裏
を
警
護
す
る
内
裏
大
番
役
を
務
め
た
り
、
承
久
の
乱
後
に
設
置
さ
れ
た
六
波

羅
探
題
に
出
仕
し
た
り
す
る
な
ど
、
京
都
で
の
活
動
（
在
京
活
動
）
を
担
う
も
の
が
多
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、

畿
内
に
拠
点
を
置
く
武
士
は
、
古
く
か
ら
王
家
（
天
皇
家
）
や
貴
族
諸
家
、
朝
廷
な
ど
公
家
へ
の
奉
仕
を
行

っ
て
い
た
。
よ
っ
て
、
河
内
を
拠
点
と
す
る
正
成
ら
楠
木
一
族
が
御
家
人
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て

も
、
在
京
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
六
波
羅
へ
の
出
仕
か
公
家
へ
の
奉
仕
か
、
あ

る
い
は
そ
の
両
方
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
正
成
が
在
京
活
動
を
行
う
う
ち
に
、
後
醍
醐
天
皇
ら
反
幕
府
勢
力

に
連
な
る
人
脈
と
繫
が
り
、
倒
幕
運
動
に
身
を
投
じ
て
い
っ
た
と
み
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

ひ
と
ま
ず
、
正
成
挙
兵
以
前
に
話
を
戻
し
、
彼
が
歴
史
の
表
舞
台
に
あ
ら
わ
れ
た
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て

み
て
お
こ
う
。

二
、
正
成
と
後
醍
醐
天
皇

後
醍
醐
天
皇
の
登
場

文
保
二
年
（
一
三
一
八
）
二
月
、
後
醍
醐
天
皇
が
践せ

ん

祚そ

（
天
皇
の
位
に
即
く
こ
と
）
し
た
。
当
時
の
王
家

（
天
皇
家
）
は
、
鎌
倉
中
期
に
後
嵯
峨
天
皇
の
二
人
の
子
の
後
深
草
天
皇
と
亀
山
天
皇
を
そ
れ
ぞ
れ
祖
と
す
る

持
明
院
統
と
大
覚
寺
統
と
い
う
二
つ
の
皇
統
に
分
裂
し
て
お
り
、
両
者
は
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
続
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け
て
い
た
。
そ
の
解
決
策
と
し
て
両
統
が
交
代
で
皇
位
を
継
承
す
る
両り

ょ
う

統と
う

迭て
つ

立り
つ

と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
て
お

り
、
承
久
の
乱
以
後
、
皇
位
継
承
問
題
に
関
与
し
て
い
た
鎌
倉
幕
府
も
そ
れ
を
推
進
し
て
い
た
。

大
覚
寺
統
の
生
ま
れ
の
後
醍
醐
天
皇
は
、
そ
う
し
た
両
統
迭
立
の
原
則
の
中
で
、
そ
も
そ
も
皇
位
継
承
候

補
者
で
は
な
か
っ
た
。
兄
の
後
二
条
天
皇
の
早
世
に
よ
り
、
そ
の
子
の
邦く

に

良よ
し

親
王
が
成
人
す
る
ま
で
の
一
代

限
り
の
天
皇
、
す
な
わ
ち
﹁
中
継
ぎ
﹂
と
し
て
天
皇
に
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
継
ぎ
と
い
う
立
場
で
あ

る
以
上
、
当
然
な
が
ら
自
分
の
子
孫
に
皇
位
を
継
承
さ
せ
、
当
時
の
政
治
制
度
と
し
て
定
着
し
て
い
た
院
政

を
敷
く
こ
と
も
で
き
ず
、
膨
大
な
王
家
領
を
子
孫
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
。
天
皇
が
そ
れ
を
打
破

し
て
自
ら
の
皇
統
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
両
統
迭
立
の
原
則
を
維
持
し
て
皇
位
継
承
に
多
大
な
影
響
力
を

及
ぼ
し
、
朝
政
を
も
左
右
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
た
幕
府
の
排
除
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
度
の
倒
幕
計
画

天
皇
は
正
中
元
年
（
一
三
二
四
）
に
幕
府
打
倒
の
計
画
を
立
て
た
が
、
幕
府
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
失
敗

に
終
わ
っ
た
。
最
初
の
計
画
で
は
天
皇
が
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
七
年
後
の
元
弘
元

年
（
一
三
三
一
）
八
月
に
二
度
目
の
倒
幕
計
画
が
露
顕
し
た
こ
と
で
、
六
波
羅
探
題
の
追
及
を
受
け
る
こ
と

と
な
っ
た
。
御
所
を
脱
出
し
た
天
皇
は
、
山
城
国
の
南
端
の
笠
置
山
（
京
都
府
笠
置
町
）
へ
と
逃
れ
山
頂
の

笠
置
寺
を
行あ

ん

宮ぐ
う

と
し
て
、
関
東
か
ら
進
軍
す
る
幕
府
軍
に
対
抗
す
る
べ
く
籠
城
を
は
じ
め
た
。
正
成
が
姿
を
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あ
ら
わ
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
頃
で
あ
る
。

正
成
と
後
醍
醐
天
皇

﹃
太
平
記
﹄
で
は
、
天
皇
が
夢
の
告
げ
に
よ
り
河
内
の
正
成
の
存
在
を
知
り
、
笠
置
山
へ
呼
び
出
し
た
と
こ

ろ
、
正
成
が
倒
幕
の
方
策
を
天
皇
に
語
り
、
河
内
へ
帰
る
と
い
う
場
面
が
描
か
れ
る
（﹃
同
﹄
三
―
１
）。
一

方
、
十
四
世
紀
に
成
立
し
た
歴
史
物
語
の
﹃
増ま

す

鏡か
が
み﹄

に
よ
る
と
、
笠
置
山
の
天
皇
の
も
と
に
続
々
と
集
う
近

隣
の
武
士
の
中
で
、
天
皇
が
当
初
か
ら
頼
り
に
し
て
い
た
の
が
正
成
で
あ
っ
た
と
す
る
。

正
成
は
自
身
の
館
を
堅
固
な
城
に
改
修
し
て
笠
置
山
が
陥
落
す
れ
ば
、
天
皇
を
そ
こ
に
迎
え
入
れ
る
用
意

を
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
も
後
醍
醐
天
皇
と
正
成
の
間
に
は
、
天
皇
の
二
度
目
の
倒
幕
計
画
の
露
顕

以
前
か
ら
接
点
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三
、
正
成
の
挙
兵

赤
坂
城
で
の
挙
兵

元
弘
元
年
九
月
十
一
日
、
正
成
は
赤
坂
城
で
兵
を
挙
げ
た
。﹃
太
平
記
﹄
に
は
、
正
成
が
五
百
騎
ほ
ど
の
軍

勢
で
こ
こ
に
立
て
籠
も
っ
た
こ
と
や
、
正
成
追
討
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
幕
府
軍
が
赤
坂
城
を
急
ご
し
ら
え
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の
小
城
と
あ
な
ど
り
、
正
成
が
繰
り
出
す
ゲ
リ
ラ
戦
や
城
中
か
ら
の
大
石
・
大
木
の
投
下
と
い
っ
た
、
数
々

の
奇
策
に
よ
っ
て
散
々
に
打
ち
の
め
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
る
（﹃
太
平
記
﹄
三
―
８
）。

こ
の
間
、
九
月
二
十
八
日
に
笠
置
山
は
陥
落
し
、
後
醍
醐
天
皇
は
捕
ら
え
ら
れ
六
波
羅
へ
と
送
ら
れ
た
。

笠
置
山
を
落
と
し
た
幕
府
軍
は
、
そ
の
ま
ま
千
早
・
赤
坂
へ
と
向
か
い
、
赤
坂
城
一
帯
を
包
囲
し
た
。
正
成

の
籠
城
は
ひ
と
月
ほ
ど
続
い
た
が
、
や
は
り
赤
坂
城
が
急
ご
し
ら
え
の
城
で
兵
糧
も
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、

十
月
二
十
一
日
に
落
城
し
た
。
正
成
は
城
を
脱
出
し
て
、
そ
の
後
お
よ
そ
一
年
に
わ
た
っ
て
行
方
を
く
ら
ま

す
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
の
護も

り

良よ
し

親
王
も
父
の
挙
兵
に
呼
応
し
て
お
り
一
度
は
正
成
の

館
に
も
い
た
が
、
大
和
の
南
部
に
潜
伏
す
る
。

後
醍
醐
天
皇
の
隠
岐
配
流

京
都
で
は
十
月
六
日
に
、
幕
府
が
擁
立
し
た
持
明
院
統
の
光こ

う

厳ご
ん

天
皇
が
後
醍
醐
天
皇
に
代
わ
っ
て
即
位
し
、

後
醍
醐
天
皇
の
隠
岐
へ
の
配
流
と
、
天
皇
に
従
っ
た
公
卿
や
武
士
た
ち
の
処
分
が
決
定
さ
れ
た
。
翌
元
弘
二

年
三
月
に
天
皇
は
隠
岐
へ
と
流
さ
れ
、
元
号
は
元
弘
か
ら
正し

ょ
う

慶き
ょ
うへ

と
改
め
ら
れ
た
。
こ
こ
に
、
幕
府
と
争
っ

た
天
皇
が
敗
れ
て
流
罪
に
処
さ
れ
、
新
た
な
天
皇
が
立
て
ら
れ
る
と
い
う
、
一
一
〇
年
前
に
起
こ
っ
た
承
久

の
乱
後
と
同
じ
状
況
が
再
現
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
当
時
の
誰
も
が
承
久
の
乱
後
と
同
じ
よ
う
に
こ
れ
で
決

着
が
つ
い
た
と
考
え
た
だ
ろ
う
が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

22



正
成
の
再
挙
兵

正
慶
元
年
十
二
月
、
行
方
知
れ
ず
と
な
っ
て
い
た
正
成
が
紀
伊
で
挙
兵
し
、
同
時
期
に
護
良
親
王
も
吉
野

で
兵
を
挙
げ
た
。
幕
府
は
直
ち
に
正
成
と
護
良
親
王
の
追
討
を
諸
将
に
命
じ
た
が
、
正
成
の
進
軍
は
迅
速
で

あ
っ
た
。
正
成
は
紀
伊
の
隅す

田だ
の

荘し
ょ
う（

和
歌
山
県
橋
本
市
・
奈
良
県
五
條
市
）
で
幕
府
方
の
隅
田
党
を
破
る
と
河

内
へ
入
り
、
す
ぐ
さ
ま
幕
府
に
接
収
さ
れ
て
い
た
赤
坂
城
を
奪
還
し
た
。

年
が
明
け
て
も
正
成
の
進
撃
は
止
ま
ら
ず
、
正
慶
二
・
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
正
月
五
日
の
河
内
の
甲か

い
の斐

荘し
ょ
う

安あ

満ま

見み

（
大
阪
府
河
内
長
野
市
）
で
の
幕
府
方
諸
将
と
の
合
戦
を
皮
切
り
に
、
十
四
日
か
ら
十
六
日
に
か

け
て
、
河
内
守
護
所
一
帯
や
和
泉
の
堺
等
で
幕
府
方
を
圧
倒
し
た
。

こ
の
間
、
正
成
は
河
内
の
金
剛
寺
（
同
上
）
に
対
す
る
祈
禱
へ
の
返
礼
や
、
和
泉
の
久
米
田
寺
（
同
岸
和

田
市
）
に
対
し
て
同
寺
境
内
・
寺
領
で
の
軍
勢
の
狼
藉
を
禁
止
す
る
護
良
親
王
の
命
令
を
伝
え
る
文
書
を
発

給
し
て
い
る
。
右
の
軍
事
行
動
を
円
滑
に
実
現
し
得
た
の
も
、
再
挙
兵
か
ら
わ
ず
か
ひ
と
月
足
ら
ず
の
間
に

正
成
が
南
河
内
や
和
泉
南
部
一
帯
に
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
背
景
に
あ
り
、
そ
れ
は
挙
兵
以
前
か

ら
正
成
、
ひ
い
て
は
楠
木
一
族
が
構
築
し
て
き
た
地
域
社
会
と
の
関
係
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

幕
府
は
、
和
泉
の
堺
ま
で
軍
勢
を
進
め
た
正
成
に
対
し
て
、
そ
れ
以
上
の
北
進
を
食
い
止
め
る
べ
く
、
六

波
羅
の
軍
勢
を
摂
津
の
四
天
王
寺
（
大
阪
市
天
王
寺
区
）
に
派
遣
し
て
城
郭
を
構
え
さ
せ
た
。
正
月
十
九
日
、

23 第一章　　楠 木 正 成



正
成
は
五
百
騎
ほ
ど
の
軍
勢
で
四
天
王
寺
へ
攻
め
寄
せ
、
六
波
羅
軍
を
淀
川
（
現
在
の
大
川
）
の
最
下
流
部

の
渡
辺
（
大
阪
市
北
区
・
中
央
区
）
ま
で
追
い
落
と
す
と
い
う
大
勝
利
を
収
め
た
。

﹃
太
平
記
﹄
に
は
こ
の
後
、
四
天
王
寺
に
下
っ
て
き
た
﹁
坂
東
一
の
弓
矢
取
り
﹂
宇
都
宮
公
綱
と
の
に
ら
み

合
い
や
、
四
天
王
寺
で
聖
徳
太
子
が
書
き
残
し
た
と
い
う
﹁
未
来
記
﹂（
予
言
書
）
を
正
成
が
披
見
し
た
こ
と

が
描
か
れ
て
お
り
、
正
成
の
特
異
な
立
場
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

千
早
城
で
の
籠
城
戦

同
月
二
十
二
日
に
千
早
・
赤
坂
へ
と
帰
還
し
た
正
成
は
、
居
館
か
ら
南
東
約
六
キ
ロ
の
山
間
部
に
あ
る
千

早
城
へ
と
入
っ
た
。
千
早
城
は
金
剛
山
系
の
標
高
約
六
七
四
メ
ー
ト
ル
の
稜
線
上
に
位
置
し
、
深
い
谷
に
囲

ま
れ
た
要
害
で
あ
る
。
正
成
は
千
早
城
だ
け
で
な
く
、
金
剛
山
系
の
所
々
に
城
を
構
築
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
味

方
を
配
置
し
た
。
大
手
本
城
の
赤
坂
城
に
籠
も
っ
た
平
野
将し

ょ
う

監げ
ん

入
道
は
、
鎌
倉
末
期
の
京
都
で
在
京
活
動
を

行
っ
て
い
た
摂
津
の
平
野
（
大
阪
市
平
野
区
）
を
本
拠
と
す
る
武
士
で
あ
る
。
詳
細
は
後
に
述
べ
る
が
、
彼

は
反
幕
府
勢
力
と
関
係
を
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
正
成
と
も
在
京
活
動
を
通
し
て
結
び
付
い
た
と
推
測

さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
金
剛
山
系
一
帯
に
展
開
し
た
正
成
ら
の
反
乱
軍
を
鎮
圧
す
る
た
め
、
幕
府
は
再
び
軍

勢
を
動
員
し
た
。

幕
府
軍
は
、
護
良
親
王
の
吉
野
、
正
成
の
籠
も
る
千
早
城
、
そ
し
て
正
成
方
の
摂
津
の
武
士
平
野
将
監
入
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道
が
籠
も
る
赤
坂
城
へ
そ
れ
ぞ
れ
軍
勢
を
進
め
た
。
北
条
一
門
の
阿あ

曾そ

治は
る

時と
き

を
大
将
と
す
る
軍
勢
は
、
二
月

二
十
二
日
に
千
早
城
に
攻
め
寄
せ
た
も
の
の
正
成
に
敗
退
し
た
。
二
十
七
日
に
は
再
び
千
早
城
一
帯
に
総
攻

撃
が
か
け
ら
れ
、
平
野
将
監
入
道
が
守
る
赤
坂
城
な
ど
諸
城
が
落
と
さ
れ
た
。
平
野
将
監
入
道
は
他
の
将
兵

と
と
も
に
幕
府
に
投
降
し
た
が
、
そ
の
後
の
運
命
は
わ
か
ら
な
い
。﹃
太
平
記
﹄
が
描
く
よ
う
に
、
投
降
後
、

六
波
羅
へ
送
ら
れ
た
の
ち
、
見
せ
し
め
と
し
て
殺
害
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
あ
る
（﹃
太
平
記
﹄
六
―
９
）。

閏
二
月
に
入
る
と
吉
野
も
陥
落
し
、
護
良
親
王
は
紀
伊
へ
と
落
ち
延
び
た
。
残
る
千
早
城
に
は
吉
野
や
金

剛
山
の
諸
城
を
攻
略
し
た
幕
府
の
軍
勢
が
結
集
し
、
激
し
い
戦
闘
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、

千
早
城
が
落
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
正
成
は
、
ま
た
し
て
も
奇
策
を
駆
使
し
た
戦
術
で
幕
府
軍
を
ひ

た
す
ら
翻
弄
し
た
の
で
あ
る
。

正
成
の
抵
抗

こ
の
頃
、
正
成
が
幕
府
の
関
係
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
京
都
で
知
れ
渡
っ
て
お
り
、
本
来
な
ら
幕
府
の

命
令
に
服
す
る
は
ず
の
正
成
に
叛そ

む

か
れ
た
ば
か
り
か
、
幕
府
が
な
か
な
か
彼
を
討
て
ず
に
い
る
こ
と
を
嘲
る

者
も
出
は
じ
め
た
。
前
記
し
た
﹁
楠
の
木
の
根
ハ
…
﹂
の
歌
は
そ
ん
な
雰
囲
気
の
中
で
詠
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
間
、
正
成
と
対
峙
し
た
の
は
御
家
人
た
ち
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
千
早
城
で
の
攻
防
が
は
じ
ま

っ
た
二
月
二
十
日
、
朝
廷
で
は
﹁
楠
木
城
合
戦
﹂
平
定
の
た
め
の
様
々
な
密
教
修
法
が
行
わ
れ
て
お
り
、
閏
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二
月
十
五
日
に
は
鎌
倉
の
北
条
高
時
の
屋
敷
で
も
護
良
親
王
と
正
成
を
対
象
と
し
た
冥み

ょ
う

道ど
う

供く

と
い
う
修
法
が

行
わ
れ
て
い
る
（﹃
門
葉
記
﹄）。
と
り
わ
け
、
鎌
倉
で
は
そ
れ
ま
で
も
大
小
様
々
な
修
法
が
実
施
さ
れ
た
も
の

の
全
く
効
果
が
な
い
た
め
、
幕
府
の
滅
亡
も
い
よ
い
よ
か
と
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た
中
、
閏
二
月
二
十
四
日
、
後
醍
醐
天
皇
が
配
流
先
の
隠
岐
か
ら
脱
出
し
、
伯
耆
の
武
士
名な

和わ

長な
が

年と
し

の
協
力
の
も
と
、
船
上
山
（
鳥
取
県
琴
浦
町
）
に
立
て
籠
も
っ
て
挙
兵
し
た
。
天
皇
は
倒
幕
の
綸り

ん

旨じ

（
天
皇

の
命
令
文
書
）
を
各
地
に
発
し
、
反
幕
府
の
気
運
を
高
め
た
。

一
方
、
河
内
で
は
幕
府
軍
に
よ
る
千
早
城
の
包
囲
が
続
い
て
い
た
が
、
将
兵
た
ち
の
士
気
は
低
下
し
、
数

度
の
攻
防
で
も
正
成
に
連
敗
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
四
月
に
は
包
囲
網
に
参
加
す
る
幕
府
軍
の
将
兵
た
ち
の

も
と
に
、
吉
野
か
ら
逃
れ
た
護
良
親
王
の
倒
幕
の
令り

ょ
う

旨じ

（
親
王
な
ど
の
命
令
文
書
）
が
届
け
ら
れ
て
お
り
、

幕
府
軍
か
ら
離
反
す
る
者
も
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
た
。

六
波
羅
探
題
の
滅
亡

そ
の
一
人
が
、
こ
の
後
、
鎌
倉
幕
府
を
攻
め
滅
ぼ
す
上
野
国
の
御
家
人
新
田
義
貞
で
あ
る
。
義
貞
は
親
王

の
令
旨
を
受
け
取
る
と
、
仮
病
を
装
っ
て
陣
を
引
き
払
い
、
本
国
の
上
野
へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
。
ち
ょ
う
ど

時
を
同
じ
く
し
て
、
畿
内
に
は
も
う
一
人
、
幕
府
を
見
限
る
関
東
の
武
士
が
い
た
。
の
ち
の
室
町
幕
府
初
代

将
軍
足
利
尊
氏
で
あ
る
（
当
時
は
高
氏
を
名
乗
っ
て
い
た
が
、
尊
氏
で
統
一
す
る
）。
尊
氏
は
伯
耆
の
後
醍
醐
天
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皇
を
捕
ら
え
る
た
め
京
都
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
が
、
京
都
を
出
立
し
た
後
、
丹
波
の
篠
村
八
幡
宮
の
地
（
京

都
府
亀
岡
市
）
で
軍
勢
を
引
き
返
し
、
五
月
七
日
に
六
波
羅
探
題
を
攻
め
滅
ぼ
し
た
。
幕
府
の
出
先
機
関
と

し
て
京
都
に
設
置
さ
れ
た
六
波
羅
の
滅
亡
は
、
承
久
の
乱
か
ら
一
〇
〇
年
以
上
続
い
た
畿
内
一
帯
へ
の
幕
府

の
支
配
が
消
滅
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

六
波
羅
滅
亡
の
報
せ
は
千
早
城
に
も
届
け
ら
れ
、
立
場
を
失
っ
た
幕
府
軍
は
包
囲
網
を
解
き
、
南
都
（
奈

良
）
へ
と
落
ち
延
び
て
い
っ
た
。
こ
こ
に
お
よ
そ
五
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
続
い
た
正
成
の
籠
城
戦
は
、
事
実
上
、

正
成
の
勝
利
に
終
わ
っ
た
。

鎌
倉
幕
府
の
滅
亡

五
月
二
十
一
日
、
関
東
で
兵
を
挙
げ
た
新
田
義
貞
が
鎌
倉
を
攻
め
る
と
、
北
条
高
時
以
下
、
北
条
一
門
ら

千
人
余
り
が
自
害
に
追
い
込
ま
れ
て
、
鎌
倉
幕
府
の
歴
史
に
幕
が
閉
じ
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
元
弘
元
年
八
月
の
後
醍
醐
天
皇
の
笠
置
山
籠
城
か
ら
始
ま
っ
た
正
成
の
戦
い
は
、
終
わ
り
を
迎

え
た
。
こ
の
後
、
正
成
は
後
醍
醐
天
皇
に
仕
え
、
新
た
な
人
生
を
歩
む
こ
と
と
な
る
。
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四
、
正
成
と
建
武
の
新
政

建
武
の
新
政

伯
耆
か
ら
帰
京
し
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
幕
府
を
廃
止
し
自
ら
を
頂
点
と
し
た
天
皇
親
政
の
政
治
体
制
を
構

築
し
た
。
い
わ
ゆ
る
建
武
の
新
政
（
建
武
政
権
）
で
あ
る
。
天
皇
は
倒
幕
戦
争
で
功
績
の
あ
っ
た
者
た
ち
を

多
く
取
り
立
て
、
彼
ら
に
破
格
の
恩
賞
を
与
え
た
。
そ
れ
ら
に
は
、
六
波
羅
を
落
と
し
た
足
利
尊
氏
や
鎌
倉

を
滅
ぼ
し
た
新
田
義
貞
は
当
然
な
が
ら
、
天
皇
の
挙
兵
当
初
か
ら
天
皇
に
従
い
倒
幕
戦
争
を
続
け
た
正
成
、

隠
岐
脱
出
後
の
天
皇
を
支
え
た
名
和
長
年
、
護
良
親
王
の
令
旨
に
応
じ
て
挙
兵
し
、
尊
氏
の
六
波
羅
攻
略
に

協
力
し
た
播
磨
の
赤
松
円
心
（
則
村
）
ら
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
正
成
と
と
も
に
天
皇
に
重
用
さ
れ
た
名
和

長
年
・
結ゆ

う

城き

親ち
か

光み
つ

、
公
家
の
千ち

ぐ
さ種

忠た
だ

顕あ
き

ら
四
名
は
、
の
ち
に
三さ

ん

木ぼ
く

一い
っ

草そ
う

と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

正
成
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
政
権
を
運
営
す
る
上
で
新
設
し
た
雑ざ

っ

訴そ

決
断
所
（
所
領
問
題
の
訴
訟
を
扱
う
機

関
）・
記
録
所
（
朝
廷
の
重
要
案
件
を
裁
決
す
る
た
め
の
機
関
）・
窪
所
・
恩
賞
方
（
所
領
・
諸
職
を
褒
美
と
し

て
与
え
る
た
め
の
審
理
・
事
務
を
担
う
機
関
）・
武
者
所
（
京
都
の
警
固
を
主
務
と
し
た
機
関
）
の
五
つ
の
役
所

の
う
ち
、
窪
所
以
外
の
職
員
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
畿
内
を
中
心
に
関
東
・
東
北
や
四
国
の
所
領
も

与
え
ら
れ
て
い
た
。
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正
成
の
待
遇

特
筆
す
べ
き
は
、
正
成
が
従
五
位
下
の
官
位
を
与
え
ら
れ
、
河
内
・
摂
津
二
ヶ
国
の
国
司
・
守
護
に
任
じ

ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
は
古
代
以
来
の
地
方
行
政
官
の
国
司
と
、
鎌
倉
幕
府
が
諸
国
に
設
置
し

た
守
護
を
併
置
し
た
が
、
正
成
は
河
内
・
摂
津
と
も
両
方
を
兼
ね
て
い
た
。
そ
も
そ
も
正
成
は
、
貴
族
社
会

の
身
分
秩
序
に
お
い
て
国
司
に
就
任
で
き
る
身
分
で
は
な
か
っ
た
。
正
成
の
よ
う
に
、
幕
府
滅
亡
以
前
は
兵

衛
尉
・
左
衛
門
尉
と
い
う
六
位
相
当
の
官
職
を
帯
し
、
五
位
ま
で
到
達
で
き
る
身
分
を
﹁
侍
﹂
と
い
い
、
そ

れ
は
尊
氏
の
よ
う
に
五
位
か
ら
四
位
に
昇
進
で
き
国
司
に
も
な
れ
る
﹁
諸
大
夫
﹂
よ
り
下
位
に
位
置
し
て
い

た
。
尊
氏
が
武
蔵
・
常
陸
・
下
総
の
三
ヶ
国
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
身
分
違
い
の
正
成

が
二
ヶ
国
も
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
い
か
に
破
格
の
待
遇
だ
っ
た
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
厚
遇
は
正
成
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
名
和
長
年
や
赤
松
円
心
ら
後
醍
醐
天
皇
に
取
り
立
て

ら
れ
た
武
士
た
ち
も
同
様
で
あ
っ
た
。
後
醍
醐
天
皇
に
よ
り
、
身
分
の
低
い
武
士
た
ち
が
本
来
獲
得
で
き
る

は
ず
の
な
い
官
職
や
ポ
ス
ト
を
得
て
い
る
状
況
は
、
従
来
の
秩
序
を
破
壊
す
る
も
の
で
あ
り
、
天
皇
に
対
す

る
非
難
・
不
満
が
募
る
こ
と
と
な
っ
た
。﹃
梅ば

い

松し
ょ
う

論ろ
ん

﹄
は
、
正
成
・
長
年
・
円
心
ら
が
天
皇
の
恩
を
笠
に
着

て
傍
若
無
人
な
振
る
舞
い
を
し
て
い
た
と
記
す
が
（﹃
同
﹄
上
）、
実
際
に
彼
ら
が
そ
う
し
た
態
度
で
あ
っ
た

か
否
か
は
別
に
し
て
も
、
天
皇
と
結
び
付
い
て
急
速
に
台
頭
す
る
新
興
の
勢
力
は
、
天
皇
と
同
じ
く
非
難
の

対
象
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
へ
の
反
発
は
中
央
・
地
方
を
問
わ
ず
、
政
権
発
足
当
初
か
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ら
く
す
ぶ
っ
て
お
り
、
や
が
て
そ
れ
は
政
権
を
崩
壊
さ
せ
る
大
き
な
う
ね
り
と
な
る
。

五
、
建
武
政
権
の
崩
壊

建
武
政
権
へ
の
反
発

建
武
の
新
政
開
始
以
降
、
列
島
各
地
で
は
政
権
に
対
す
る
反
乱
が
頻
発
し
た
。
そ
の
半
数
以
上
は
北
条
氏

与
党
が
関
与
し
た
も
の
で
あ
り
、
正
成
も
そ
れ
ら
の
鎮
圧
に
駆
り
出
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
建
武
元
年
（
一

三
三
四
）
十
月
に
は
紀
伊
国
の
飯
盛
城
（
和
歌
山
県
紀
の
川
市
）
で
蜂
起
し
た
故
北
条
高
時
一
族
ら
の
反
乱
に

対
処
し
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
京
都
で
は
幕
府
滅
亡
以
降
、
足
利
尊
氏
と
の
対
立
を
深
め
て
い
た
護
良
親
王
が
謀
反

の
疑
い
で
捕
縛
さ
れ
、
翌
月
に
関
東
へ
護
送
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
。
倒
幕
戦
争
に
お
け
る

親
王
と
正
成
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
正
成
の
紀
伊
へ
の
派
遣
は
親
王
に
協
力
し
か
ね
な
い
正
成
を
牽
制
す

る
た
め
の
措
置
と
も
み
え
な
く
は
な
い
。
だ
が
正
成
は
河
内
国
司
・
守
護
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
で
、

反
乱
が
起
こ
っ
た
国
に
隣
接
す
る
国
司
・
守
護
が
そ
の
鎮
圧
に
向
か
う
と
い
う
古
来
か
ら
続
く
慣
習
に
則
っ

て
出
兵
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
、
建
武
政
権
期
以
降
、
親
王
と
正
成
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
っ
た
と
み

ら
れ
、
両
者
が
共
闘
す
る
可
能
性
は
低
か
っ
た
だ
ろ
う
。
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こ
の
事
件
後
も
、
建
武
二
年
四
月
に
京
都
で
高
時
一
族
の
高
安
を
正
成
が
討
伐
し
た
よ
う
に
、
北
条
氏
残

党
・
与
党
に
よ
る
反
乱
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
建
武
政
権
を
揺
る
が
す
事
件
が
起
こ
っ
た
。

西
園
寺
公
宗
の
謀
反

建
武
二
年
六
月
二
十
二
日
、
鎌
倉
時
代
に
関か

ん

東と
う

申も
う
し

次つ
ぎ

と
い
う
、
幕
府
と
朝
廷
と
の
連
絡
を
橋
渡
し
す
る
役
割

を
世
襲
し
た
、
西
園
寺
家
の
西さ

い

園お
ん

寺じ

公き
ん

宗む
ね

が
、
後
醍
醐
天
皇
の
暗
殺
を
企
て
た
罪
で
武
者
所
の
正
成
と
高こ

う
の

師も
ろ

直な
お

に
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
っ
た
（﹃
匡
遠
記
﹄）。

鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
よ
り
幕
府
と
朝
廷
を
繫
ぐ
と
い
う
重
要
な
役
割
を
失
っ
た
公
宗
は
、
故
高
時
の
弟
の

泰
家
を
匿か

く
まっ

て
お
り
、
高
時
の
遺
児
時
行
ら
と
と
も
に
列
島
各
地
で
兵
を
挙
げ
、
建
武
政
権
を
転
覆
し
て
幕

府
を
再
興
し
、
自
ら
の
地
位
の
復
権
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

中
先
代
の
乱

天
皇
の
暗
殺
と
列
島
各
地
で
の
反
乱
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
も
の
の
、
同
年
七
月
に
高
時
の
遺
児
時
行
が
信

濃
で
挙
兵
し
、
鎌
倉
を
占
領
し
た
（
中な

か

先せ
ん

代だ
い

の
乱
）。
鎌
倉
に
は
建
武
政
権
が
関
東
一
帯
の
統
治
機
関
と
し
て

設
置
し
た
鎌
倉
将
軍
府
が
あ
り
、
後
醍
醐
天
皇
の
皇
子
成な

り

良よ
し

親
王
と
足
利
尊
氏
の
弟
の
直た

だ

義よ
し

が
詰
め
て
い
た

が
、
時
行
に
敗
れ
て
鎌
倉
か
ら
逃
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
弟
の
窮
状
を
み
た
尊
氏
は
、
天
皇
に
時
行
の
討
伐
許

31 第一章　　楠 木 正 成



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



