
︿
太
平
記
の
散
歩
道
２
﹀ 

動
乱
の
世
と
三
種
の
神
器 

南
朝
の
最
⾼
指
導
者
︑
北
畠
親
房
は
⼤
著
﹁
神
皇
正
統
記
﹂

で
︑
後
醍
醐
天
皇
崩
御
直
前
の
吉
野
に
つ
い
て
︑
こ
う
思
い
め

ぐ
ら
し
て
い
る
︒
﹁
と
こ
ろ
で
今
は
正
統
の
天
⼦
な
き
旧
都
京

都
で
は
︑
戊
寅
の
年(

建
武
５
年
G
１
３
３
８)

改
元
し
て
暦
応

の
年
号
を
使
⽤
︒
吉
野
で
は
も
と
よ
り
旧
来
の
年
号
延
元
を
⽤

い
た
か
ら
︑
以
後
︑
⽇
本
各
地
で
思
い
思
い
に
こ
の
⼆
つ
の
年

号
が
⽤
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
︒
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
例
も

多
い
が
︑
わ
が
⽇
本
の
国
に
は
そ
の
よ
う
な
例
は
聞
い
た
こ
と

が
な
い
︒
し
か
し
正
統
の
天
⼦
後
醍
醐
天
皇
の
い
ま
す
こ
と
す

で
に
四
年
に
な
ん
な
ん
と
す
る
と
す
る
こ
の
地
吉
野
の
あ
る

⼤
和
国
は
そ
の
昔
の
皇
都
に
ゆ
か
り
の
地
で
も
あ
る
︒
い
ま
天

皇
と
と
も
に
神
鏡
・
神
璽
の
厳
に
存
在
す
る
こ
の
吉
野
こ
そ
︑

唯
⼀
の
皇
都
で
な
く
て
な
ん
だ
ろ
う
か
﹂
︵
中
公
バ
~
ク
ス
⽇

本
の
名
著
９
慈
円
・
北
畠
親
房
︑
笠
松
宏
⾄
訳
︶
︒
こ
こ
に
は
︑

三
種
の
神
器
と
と
も
に
あ
る
天
皇
こ
そ
正
統
の
天
⼦
で
あ
り
︑

そ
の
居
所
こ
そ
が
皇
都
で
あ
る
と
い
う
親
房
の
南
朝
正
統
論

が
明
確
に
⽰
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
吉
野
に
⾄
る
ま
で
の
後

醍
醐
と
神
器
の
結
び
付
き
は
︑
破
綻
の
連
続
で
あ
�
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◇ 

元
弘
元
年(

１
３
３
１)

︑
笠
置
の
落
城
で
南
⼭
城
を
さ
迷
�

て
い
た
後
醍
醐
は
︑
捕
え
ら
れ
て
宇
治
に
連
⾏
さ
れ
た
︒
そ
こ

で
幕
府
側
が
真
�
先
に
要
求
し
た
の
が
三
種
の
神
器
の
引
き

渡
し
で
あ
る
︒
後
醍
醐
は
答
え
た
︒﹁
鏡
は
笠
置
の
本
堂
に
捨
て

置
い
た
の
で
︑
灰
燼
に
ま
み
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
神
璽
は
⼭
中

の
⽊
の
枝
に
か
け
た
ま
ま
だ
︒
宝
剣
は
武
⼠
に
⽟
体
を
汚
さ
れ

ぬ
よ
う
い
ま
も
⾝
に
帯
び
て
い
る
﹂
︒
こ
の
強
い
⾔
葉
に
お
び

え
て
鎌
倉
か
ら
派
遣
さ
れ
た
討
幕
軍
の
指
揮
官
も
︑
そ
の
場
で

の
追
及
を
あ
き
ら
め
た
と
︑
太
平
記
は
語
る
︒
後
醍
醐
が
実
際

に
持
ち
出
せ
た
の
は
神
璽
と
宝
剣
で
︑
⼥
官
の
⽇
記
に
﹁
内
侍

所
︵
神
鏡
︶
は
お
は
し
ま
す
﹂
と
あ
り
︑
鏡
の
⽅
は
宮
中
に
と

ど
ま
�
て
い
た
︒
天
皇
は
︑
剣
璽
︵
宝
剣
と
神
璽
︶
の
引
き
渡

し
を
京
都
に
帰
�
て
か
ら
も
渋
�
て
い
た
が
︑
数
⽇
後
に
は
返

還
に
応
じ
た
︒
引
き
取
り
に
出
向
い
た
公
卿
ら
の
確
認
作
業
に

よ
る
と
︑
神
璽
の
筥
の
緒
が
切
れ
て
い
る
ほ
か
に
は
破
損
は
な

か
�
た
と
い
う
︵
後
醍
醐
の
先
代
花
園
天
皇
の
⽇
記
︶
︒
そ
れ
で

も
︑
戦
場
か
ら
帰
還
し
た
神
器
な
の
で
触
穢
の
恐
れ
が
あ
る
と

し
て
︑
し
ば
ら
く
は
天
皇
か
ら
離
れ
た
場
所
で
保
管
さ
れ
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

◇ 

隠
岐
配
流
︑
夜
陰
脱
出
︑
船
上
⼭
合
戦
と
︑
過
酷
な
局
⾯
を

踏
み
越
え
て
取
り
戻
し
た
皇
位
だ
�
た
が
︑
建
武
政
権
の
崩
壊

で
︑
後
醍
醐
は
延
元
元
年(

１
３
３
６)

⼗
⼀
⽉
︑
事
実
上
︑
⾜

利
尊
⽒
に
膝
を
屈
し
た
︒
尊
⽒
が
擁
⽴
し
た
持
明
院
統
光
厳
上

皇
の
弟
︑
光
明
天
皇
に
三
種
の
神
器
を
渡
し
︑
⾃
ら
は
退
位
す

る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
翌
⼗
⼆
⽉
︑
幽
閉
さ
れ
て
い
た
花
⼭

院
を
抜
け
出
し
︑
吉
野
で
皇
位
の
回
復
を
宣
⾔
し
た
︒
太
平
記

は
︑
光
明
に
渡
し
た
神
器
は
﹁
か
ね
て
よ
り
御
⽤
意
あ
り
け
る

似
せ
物
﹂
だ
�
た
と
し
︑
花
⼭
院
脱
出
に
当
た
�
て
は
︑
本
物

の
神
器
を
⼥
官
に
持
た
せ
︑
⾃
ら
も
⼥
装
し
て
築
地
の
崩
れ
か

ら
忍
び
出
た
と
描
い
て
い
る
︒
以
後
︑
南
朝
は
⼀
貫
し
て
北
朝

の
神
器
を
﹁
偽
器
﹂﹁
虚
器
﹂
と
呼
び
︑
⾃
ら
の
所
持
す
る
神
器

こ
そ
皇
位
の
正
統
性
を
証
明
す
る
本
物
だ
と
主
張
し
続
け
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

◇ 

北
朝
第
３
代
の
崇
⾼
天
皇
が
光
明
の
後
を
継
い
だ
貞
和
４

年(

１
３
４
８)

︑
三
種
の
神
器
の
ひ
と
つ
宝
剣
を
め
ぐ
�
て
︑

不
思
議
な
事
件
が
出
現
し
た
︒
安
徳
天
皇
と
と
も
に
壇
ノ
浦
に

沈
ん
だ
宝
剣
が
伊
勢
で
⾒
つ
か
�
た
と
し
て
︑
朝
廷
に
持
ち
込

ま
れ
た
の
だ
︒
そ
の
真
偽
を
め
ぐ
り
公
家
の
論
争
が
あ
り
︑
結

論
を
⾒
な
い
ま
ま
う
や
む
や
に
な
�
た
が
︑
北
朝
の
公
家
社
会

に
わ
だ
か
ま
る
神
器
へ
の
不
安
を
の
ぞ
か
せ
た
事
件
と
し
て

研
究
者
に
注
目
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
４
年
後
の
正
平
７
年
︑
そ

ん
な
不
安
も
根
こ
そ
ぎ
に
す
る
⼤
事
件
が
起
こ
�
た
︒
⾜
利
⽒

の
内
紛
で
あ
る
観
応
の
擾
乱
に
付
け
込
ん
で
京
都
を
占
拠
し

た
南
朝
軍
が
北
朝
の
持
つ
神
器
を
接
収
し
て
し
ま
�
た
の
だ
︒

南
朝
か
ら
⾒
れ
ば
偽
器
で
あ
�
て
も
︑
北
朝
は
天
皇
の
即
位
に

⽤
い
て
き
た
︒
そ
れ
さ
え
で
き
な
く
し
よ
う
と
い
う
の
が
︑
南

朝
の
狙
い
だ
�
た
︒
以
後
の
北
朝
は
︑
神
器
な
き
皇
位
継
承
と

い
う
深
刻
な
事
態
に
陥
る
︒
北
朝
公
家
の
指
導
層
の
間
で
は

﹁
神
鏡
と
宝
剣
の
本
体
は
伊
勢
神
宮
と
熱
⽥
神
宮
に
あ
る
︒
そ

の
分
⾝
が
天
下
の
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
︑
宮
中
に
あ
る
と
思
え
ば

よ
い
﹂
と
い
う
︑
神
器
離
れ
と
も
と
れ
る
論
理
ま
で
現
れ
た
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

◇ 

 

北
朝
⽀
配
層
の
頭
痛
の
タ
ネ
だ
�
た
神
器
不
在
問
題
は
︑
明

徳
３
年(

１
３
９
２)

の
﹁
南
北
御
合
体
﹂
で
全
⾯
解
決
し
た
︒ 

室
町
幕
府
第
３
代
将
軍
⾜
利
義
満
の
﹁
皇
位
継
承
は
南
北
交
代

に
す
る
か
ら
︑
三
種
の
神
器
は
と
り
あ
え
ず
北
朝
に
譲
渡
し
て

ほ
し
い
﹂
と
い
う
申
し
⼊
れ
を
︑
衰
退
し
た
南
朝
が
⽣
き
残
り

を
か
け
て
受
託
し
た
か
ら
だ
︒
し
か
し
︑
北
朝
は
皇
位
の
交
互

継
承
と
い
う
約
束
を
反
故
に
し
た
︒
こ
の
た
め
︑
南
朝
後
胤
の

復
位
を
目
指
す
後
南
朝
勢
⼒
は
内
裏
を
襲
�
て
神
璽
を
奪
う

(

嘉
吉
３
年
︑
禁
闕
の
変)

︒
そ
れ
を
将
軍
暗
殺
事
件
で
失
脚
し

た
⾚
松
⽒
の
浪
⼈
な
ど
が
奪
還
し
て
︑
⻑
禄
２
年
︑
神
器
は
よ

う
や
く
内
裏
に
帰
還
し
た
︒
以
後
︑
現
在
ま
で
の
５
６
０
余
年

間
︑
神
器
の
安
泰
が
続
い
て
い
る
の
は
不
思
議
と
さ
え
思
え
る
︒ 


