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あ
る
。
富
山
県
教
育
委
員
会
及
び
富
山
県
立
高
岡
南
高
校
に
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
た
い
。

知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
に
つ
い
て

今
回
、
授
業
実
践
で
用
い
た
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
は
、
近
年
、
大

学
発
教
育
支
援
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
推
進
機
構
が
、
新
し
い
学
び
の
方
法
の

一
つ
と
し
て
積
極
的
に
提
案
し
て
い
る
も
の
で
、
埼
玉
県
教
育
委
員
会
を

は
じ
め
と
し
て
い
く
つ
か
の
市
町
村
で
実
践
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
筆
者
は
埼
玉
県
教
育
委
員
会
や
埼
玉
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
に
勤
務

し
て
い
た
折
に
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
に
つ
い
て
そ
の
具
体
的
な
実

践
や
効
果
に
関
す
る
研
究
に
学
ぶ
機
会
を
与
え
ら
れ
た
。
退
職
後
、
再
任

用
教
諭
と
し
て
教
壇
に
復
帰
し
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
に
よ
る
新
し

い
教
材
を
開
発
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
た
が
、
今
回
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡

の
原
因
を
考
察
さ
せ
る
生
徒
主
体
の
授
業
と
し
て
実
践
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
に
つ
い
て
、
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
で
は
、
第
一
段
階
の
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活

動
」
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
が
三
つ
な
い
し
四
つ
の
異
な
っ
た

学
習
課
題
に
取
り
組
み
、
学
び
合
い
の
活
動
を
通
し
て
そ
の
学
習
課
題
を

よ
り
深
く
理
解
す
る
。
次
に
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
を
解
体
し
て
、
異
な
っ
た

学
習
課
題
に
取
り
組
ん
だ
生
徒
が
一
人
ず
つ
集
ま
っ
て
、
新
た
な
グ
ル
ー

プ
を
形
成
す
る
。
こ
の
新
し
い
グ
ル
ー
プ
で
の
活
動
を
「
ジ
グ
ソ
ー
活

（
2
）

は
じ
め
に

鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
関
し
て
は
、
近
年
細
川
重
夫
氏
の
著
書
が
話
題
を

呼
ん
だ
。
元
寇
以
後
に
得
宗
専
制
体
制
を
強
固
な
も
の
と
し
、
そ
の
専
制

体
制
を
確
立
し
た
か
に
見
え
た
鎌
倉
幕
府
が
、
な
ぜ
あ
っ
け
な
く
元
弘
三

（
一
三
三
三
）
年
に
崩
壊
し
た
の
か
。
中
世
史
研
究
の
う
え
で
も
大
き
な

課
題
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

今
回
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
の
原

因
を
生
徒
に
考
察
さ
せ
る
学
習
を
行
っ
た
。
歴
史
研
究
上
の
大
き
な
課
題

を
生
徒
に
取
り
組
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
的
な
思
考
力
の
育
成
を
図

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
今
回

の
授
業
実
践
は
、
富
山
県
教
育
員
会
が
行
っ
て
い
る
「
教
師
の
学
び
支
援

塾
事
業
」
の
一
環
と
し
て
、
平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年
十
月
十
八
日

に
富
山
県
立
高
岡
南
高
校
の
二
年
生
に
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で

（
1
）

◉
教
室
レ
ポ
ー
ト
◉

歴
史
的
思
考
力
の
育
成
を
目
指
し
た
一
実
践

─
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
て

鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
を
考
え
さ
せ
る

─
永松靖典
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動
」
と
い
う
。
新
し
い
グ
ル
ー
プ
で
は
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
で
異

な
っ
た
学
習
課
題
に
取
り
組
ん
だ
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
一
人
の
み
で
あ
り
、

そ
の
生
徒
が
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
で
取
り
組
ん
だ
内
容
を
互
い
に
発

表
し
合
う
。
こ
う
し
て
三
つ
な
い
し
四
つ
の
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
に

お
け
る
学
習
課
題
の
内
容
を
全
員
が
深
く
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
の
授
業

の
目
標
と
な
る
課
題
に
取
り
組
む
。
課
題
は
問
い
の
形
で
提
供
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
の
で
、
そ
の
問
い
を
「
ジ
グ
ソ
ー
活
動
」
の
グ
ル
ー
プ
で
考
察

す
る
と
い
う
協
調
的
な
学
習
を
行
う
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。「
ジ
グ
ソ

ー
活
動
」
の
後
、
課
題
に
取
り
組
ん
だ
内
容
を
各
グ
ル
ー
プ
が
発
表
し
、

お
互
い
に
そ
の
内
容
に
つ
い
て
質
疑
や
討
論
を
行
う
「
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
活

動
」
を
行
い
、
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
の
思
考
や
理
解
を
深
め
る
。
こ
の
一
連

の
学
習
活
動
を
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
と
い
う
が
、
こ
の
学
習
活
動
を

通
し
て
、
生
徒
自
身
が
主
体
的
か
つ
協
調
的
に
学
習
課
題
の
理
解
を
深
め
、

学
習
の
目
標
で
あ
る
課
題
を
考
察
し
た
り
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
。

今
回
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
授
業
方
法
と
し
て
採
用
し
た
の
は
、

全
員
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
参
加
す
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ
る
生
徒
主

体
の
学
習
方
法
で
あ
る
こ
と
や
、
三
つ
な
い
し
四
つ
の
学
習
課
題
か
ら
一

つ
の
課
題
に
収
斂
さ
せ
る
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
る
こ
と
が
、

歴
史
事
象
の
動
因
を
い
く
つ
も
の
要
因
か
ら
多
面
的
・
多
角
的
に
考
察
さ

せ
る
た
め
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
歴
史
学
習

に
お
け
る
歴
史
的
思
考
力
の
育
成
に
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
の
利
点
が

生
か
せ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

授
業
の
様
子

実
践
授
業
を
高
岡
南
高
校
で
実
施
し
た
十
月
に
は
、
通
史
的
に
概
説
を

戦
国
時
代
ま
で
授
業
さ
れ
て
お
り
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
に
つ
い
て
も
、
教

科
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
学
習
済
み
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
教
材
は
一
連
の
学
習
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
「
単
元
の
ま
と

め
」
的
に
実
施
す
る
も
の
と
し
て
構
成
し
た
。

ま
ず
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
に
入
る
前
段
階
と
し
て
、
す
で
に
教

科
書
と
学
習
ノ
ー
ト
を
使
っ
て
学
習
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
生
徒
一
人

一
人
が
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
の
原
因
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
を
簡

単
に
調
査
し
た
。
そ
の
あ
と
、「
悪
党
の
活
動
」「
天
皇
家
の
分
裂
」「
得

宗
専
制
体
制
」
の
三
つ
の
学
習
課
題
を
用
意
し
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」

を
行
っ
た
（
資
料
1
・
2
・
3
参
照
）。「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
学
習

課
題
は
、
教
科
書
の
レ
ベ
ル
を
少
し
超
え
て
よ
り
詳
し
く
学
べ
る
よ
う
に

作
成
し
た
た
め
、
高
校
生
に
は
や
や
高
度
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
高
岡
南

高
校
の
生
徒
は
し
っ
か
り
と
読
み
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
つ
い
て
真

剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

「
悪
党
の
活
動
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
「
鎌
倉

幕
府
が
悪
党
の
鎮
圧
に
苦
慮
し
た
原
因
を
挙
げ
て
み
よ
う
」
と
い
う
課
題

を
用
意
し
た
。
悪
党
が
単
な
る
荘
園
制
的
秩
序
の
破
壊
者
だ
っ
た
だ
け
で

（
3
）
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エキスパートA
「悪党の活動」
鎌倉時代後半には、中小御家人の中から没落するものが現れる一方、経済的な動向をう

まくつかんで勢力を拡大する武士も現れた。畿内やその近国では、こうした新興の武士た
ちの中から、武力に訴えて年貢などの納入を拒否するなど、荘園領主に抵抗するものが出
てきた。彼らは当時悪党と呼ばれた。こうした悪党を取り締まり、荘園公領体制の動揺を
鎮めることは、強盗や山賊行為の取り締まりが守護の職務と御成敗式目にも規定されたよ
うに、鎌倉幕府の義務であった。しかし悪党の鎮圧には幕府は苦慮することとなった。
13世紀半ばは、商業の発展など人や物の流通が拡大し、貨幣経済が日本中に浸透し始

めた時代である。荘園公領制に敵対する悪党は、商業流通の拡大がもたらす富を求めて、
村々を襲ったり、山賊のような暴力行為を行ったりしたが、その活動は従来の荘園や公領
支配の領域を超えた広範囲の活動であったことも幕府が対応に苦慮した原因の一つであ
る。そして、その悪党の中に一部の御家人や得宗の被官（従者）が混じっていたことも幕
府にとって大きな問題であった。
さらに、悪党の一部が当時の朝廷や大寺社などの支配層と結びついていたことも幕府の
鎮圧を困難にした。悪党の典型とされる播磨国矢野荘の公文（荘官の一種）であった寺田
法念は後醍醐天皇の側近と結んでいた。また悪党的武士の楠木正成も和泉国若松荘を通
じて、後醍醐天皇側近の僧文観の弟子と結びついていた。
幕府は1319 年、地頭・御家人を動員して悪党の在所を焼き払わせたが、1324 年にその

強圧策の中心であった六波羅探題の大佛維貞が鎌倉に帰ると、悪党の活動は以前に増し
て活発となったという。『峯相記』という本にはこれが「元弘の重事」（鎌倉幕府の滅亡）
を引き起こした「武家政道の過失」と指摘している。

問　下線部について、鎌倉幕府が悪党の鎮圧に苦慮した原因を挙げてみよう。

エキスパートＢ
「天皇家の分裂」
天皇家では、後嵯峨上皇の死後、天皇家の
家長（これを「治天の君」という）を巡って、
後深草天皇と亀山天皇の兄弟が激しく争っ
た。幕府の斡旋で後深草天皇の皇子（伏見天
皇）が亀山天皇の皇子（後宇多天皇）のあと
皇位につき、以後、持明院統と大覚寺統の双
方から順に天皇が出て、「治天の君」も交代で
出ることとなった。
1308 年に後二条天皇が亡くなると、花園天
皇が即位して、後二条天皇の弟の尊治親王（後
の後醍醐天皇）が皇太子となった。後宇多上
皇は、嫡孫の後二条天皇の皇子の邦良親王の
成長を待つ中で尊治親王には「一期の後、悉
く邦良親王に譲与すべし」と言い含めた。
1317 年、伏見法皇（上皇）が死ぬと、後宇
多上皇は幕府に働きかけ、1318 年、花園天皇
を退位に追い込み、自らが再び「治天の君」となって、尊治親王を即位させた。この
時、持明院統は邦良親王の後に後伏見天皇の皇子の量仁親王（後の光厳天皇）を皇太
子として立てるという約束を得たことから、早く後醍醐天皇を退位に追い込み、邦良
親王を天皇に立て、量仁親王を皇太子に立てるという戦略をとることになった。大覚
寺統の後醍醐天皇派と皇太子邦良親王派、持明院統の 3つの派閥が争い、幕府への働
きかけを強めた。
後醍醐天皇が「一代限りの王」というくびき（束縛されるもの）から抜け出て、政
治的手腕をふるい、自らの子孫に皇位を伝え、「治天の君」になるためには、こうした
状況を打ち破る必要があった。特に「両統迭立」を強制する幕府は大きな邪魔者であ
った。後宇多上皇が 1324 年に亡くなると、後醍醐天皇の討幕は具体的な行動として現
れることになる。

問　なぜ後醍醐天皇が討幕行動を起こしたのか、その理由を上記の文章から挙げてみ
よう。

天皇家系図（後嵯峨〜後醍醐）

資料1

資料2
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エキスパートＣ
「得宗専制体制」
蒙古来襲後も、鎌倉幕府による戦時体制は続いた。異国警護番役が引き続き課され、
西日本の非御家人に対する幕府の支配が強化された。鎮西 9カ国について、その訴訟が
幕府の直接の管轄下に置かれ、やがて鎮西探題が設置されて、九州は幕府の強い統制の
下に置かれることになった。
1284 年、北条時宗が 34 歳で亡くなると、その子の貞時は14 歳で執権となったが、実
権は得宗家の執事（得宗家の家臣を御内人といい、そのリーダーを執事という）である平
頼綱が握った。頼綱は、1285 年 11月に霜月騒動で有力御家人である安達泰盛を滅ぼし
た。成人した貞時は1293 年 4月にその平頼綱を討って執権としての権力をようやく確立
したのである。1293 年、貞時は引付を廃止し、裁判の最終判断は貞時一人が握る体制を
成立させた。1297 年には永仁の徳政令が発布された。これは惣領制が緩み、御家人体制
が解体していくことに対する防衛策だった。貞時の時代には、得宗家を中心に北条氏一門
や御内人による権力集中が進んだ。北条一族の守護は霜月騒動後の1285 年には 28カ国に
及び、幕府滅亡前の1333 年には 30カ国になっている。しかも交通の要衝は得宗家が押さ
えていた。
貞時は1311 年 9月に 41歳で死去。得宗家の家督を継いだのは高時である。高時は 9
歳だったので、御内人の長崎高綱・高資父子の専横が始まった。高時は1316 年に執権と
なり、得宗権力の専制化はますます進んだ。しかし、北条一門の金沢貞顕は高時を「田楽
のほか他事なし」と批判している。金沢貞顕は執権高時を補佐すべき連署である。高時は
『保暦間記』という南北朝時代前半の歴史書にも「頗る亡気の躰にて、将軍家の執権も叶
い難かりけり」と評されている。1321年には、高時は専横を極める長崎高資を討とうとす
るが、失敗し、逆に長崎高資の力がさらに強まった。まもなく鎌倉幕府の滅亡である。

問　蒙古襲来の後の執権政治の専制化について、具体的な事例を挙げ、得宗専制体制の
矛盾を挙げてみよう。

な
く
、
当
時
の
権
力
者
と
も
一
定
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
た
め
に
、
幕
府

に
と
っ
て
も
侮
り
が
た
い
勢
力
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
資
料
に
示
し
、
教

科
書
的
な
悪
党
理
解
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
工

夫
し
た
。
し
か
し
生
徒
の
中
に
は
、
権
力
者
と
結
び
つ
い
た
悪
党
を
幕
府

が
鎮
圧
す
る
と
い
う
事
態
に
矛
盾
を
感
じ
、
理
解
が
で
き
な
い
と
い
う
感

想
を
漏
ら
す
者
も
い
た
。
い
つ
の
時
代
の
ど
の
よ
う
な
社
会
的
事
象
で
あ

れ
、
様
々
な
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
矛
盾
を
止
揚
す
る

形
で
歴
史
が
進
展
し
て
い
く
こ
と
を
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
の
は
難
し
い
こ

と
で
あ
る
と
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

「
天
皇
家
の
分
裂
」
に
関
し
て
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
大
覚
寺
統
の
中
で

も
嫡
流
で
は
な
く
、
父
の
後
宇
多
上
皇
か
ら
は
「
一
代
限
り
の
王
」
と
言

い
含
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
新
た
な
情
報
と
し
て
加
え
て
、
後
醍
醐
天
皇

が
自
ら
の
地
位
を
子
孫
に
引
き
継
ぐ
こ
と
が
叶
わ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
を
再
確
認
さ
せ
た
。
後
醍
醐
天
皇
が
、
当
時
の
最
先
端
の
宋
学
を
学
び
、

専
制
的
な
君
主
を
志
し
た
こ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
が
説
く
と
こ
ろ
で
あ

り
、
単
に
自
ら
の
子
孫
に
「
治
天
の
君
」
の
地
位
を
継
承
さ
せ
よ
う
と
し

て
討
幕
を
図
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
王
統
の
分
裂
の
中
で
、
後

醍
醐
天
皇
の
思
い
を
理
解
さ
せ
る
た
め
に
あ
え
て
単
純
化
し
た
資
料
を
用

意
し
た
。
生
徒
の
中
か
ら
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
気
持
ち
は
わ
か
っ
た
が
、

そ
れ
が
な
ぜ
討
幕
と
い
う
政
治
行
動
に
直
結
し
た
の
か
が
よ
く
わ
か
ら
な

い
と
い
う
声
が
あ
っ
た
。
生
徒
の
中
か
ら
後
醍
醐
天
皇
の
思
い
の
み
に
焦

（
4
）

資料3
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点
化
し
た
資
料
は
不
十
分
だ
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
生
徒
の
歴
史

的
思
考
力
が
一
定
程
度
育
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
と
積
極
的
に

評
価
し
た
い
。「
ジ
グ
ソ
ー
活
動
」
の
中
で
ほ
か
の
生
徒
の
報
告
や
考
え

方
な
ど
を
聞
い
た
う
え
で
、
も
う
一
度
考
え
て
ほ
し
い
と
助
言
し
た
。

「
得
宗
専
制
体
制
」
に
つ
い
て
は
、
北
条
貞
時
に
よ
る
専
制
体
制
の
確

立
と
高
時
時
代
の
長
崎
高
綱
・
高
資
の
専
横
を
少
し
詳
し
く
資
料
に
書
き

込
み
、
執
権
政
治
の
専
制
化
に
関
し
て
、「
得
宗
専
制
体
制
の
矛
盾
」
を

指
摘
さ
せ
る
学
習
活
動
を
計
画
し
た
が
、
生
徒
は
「
矛
盾
」
と
い
う
言
葉

で
表
現
さ
れ
た
鎌
倉
後
期
の
得
宗
専
制
体
制
の
課
題
や
問
題
点
を
考
察
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
得
宗
体
制
が
御
家
人
一
般
か
ら
遊
離
し
て
い
っ
た
こ

と
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
生
徒
の
プ
リ
ン
ト
を
あ
と
か
ら

確
認
す
る
と
、
霜
月
騒
動
な
ど
を
具
体
的
に
挙
げ
て
、
幕
府
内
部
で
争
い

が
繰
り
返
さ
れ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
幕
府
内
部
で

執
権
の
権
力
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
執
権

政
治
が
確
立
し
た
頃
か
ら
の
矛
盾
（
課
題
）
で
あ
り
、
鎌
倉
後
期
の
得
宗

専
制
体
制
の
固
有
の
矛
盾
（
課
題
）
で
は
な
い
。
惣
領
制
の
解
体
に
伴
う
、

御
家
人
体
制
の
機
能
不
全
の
中
で
、
そ
の
政
治
的
代
替
物
と
し
て
得
宗
専

制
が
実
現
し
た
こ
と
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
と
思
っ
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ

こ
を
指
摘
し
た
生
徒
は
い
な
か
っ
た
。「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
「
問

い
」
を
ど
の
よ
う
に
立
て
る
か
が
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
に
お
け
る

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
の
い
わ
ば
「
肝
」
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。

と
す
る
班
か
ら
二
〇
％
と
す
る
班
、「
天
皇
家
の
分
裂
」
を
五
〇
％
と
す

る
班
か
ら
一
〇
％
と
す
る
班
、「
得
宗
専
制
体
制
」
を
五
〇
％
と
す
る
班

か
ら
二
五
％
と
す
る
班
な
ど
生
徒
た
ち
の
結
論
は
大
き
く
分
か
れ
た
。
次

い
で
各
班
の
代
表
者
か
ら
、
結
論
及
び
そ
の
よ
う
に
考
え
た
理
由
を
発
表

さ
せ
た
。
発
表
の
後
、
各
班
に
対
す
る
質
問
を
求
め
た
と
こ
ろ
、「
天
皇

家
の
分
裂
」
を
五
〇
％
と
し
た
二
班
か
ら
一
〇
％
と
し
た
四
班
に
「
な
ぜ

そ
の
よ
う
に
少
な
い
の
か
」
と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
。
四
班
か
ら
は
「
悪

党
の
活
動
が
大
き
な
要
因
で
、
後
醍
醐
天
皇
個
人
の
思
い
が
歴
史
を
動
か

し
た
部
分
は
小
さ
い
の
で
は
」
と
い
う
答
え
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
し

悪党の活動 天皇家の分裂 得宗専制体制
1班 20％ 45％ 35％
2班 25％ 50％ 25％
3班 30％ 30％ 40％
4班 60％ 10％ 30％
5班 30％ 30％ 40％
6班 20％ 40％ 40％
7班 50％ 20％ 30％
8班 35％ 15％ 50％
9班 20％ 30％ 50％
10 班 30％ 45％ 25％
表1

「
ジ
グ
ソ
ー
活
動
」
で
は
、

鎌
倉
幕
府
滅
亡
の
要
因
と
し
て

「
悪
党
の
活
動
」「
天
皇
家
の
分

裂
」「
得
宗
専
制
体
制
」
が
複

合
的
に
働
い
た
と
い
う
前
提
の

も
と
で
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活

動
」
で
の
学
習
を
踏
ま
え
て
こ

の
三
つ
の
要
因
の
重
み
づ
け
を

円
グ
ラ
フ
（
一
〇
〇
％
）
で
表

現
さ
せ
た
。
一
〇
の
班
の
結
論

は
表
1
の
通
り
で
あ
る
。

「
悪
党
の
活
動
」
を
六
〇
％

（
5
）
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て
二
班
は
「
後
醍
醐
天
皇
が
元
弘
の
変
ま
で
挫
折
に
め
げ
ず
討
幕
を
志
し

た
こ
と
が
決
定
的
な
要
因
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
」
と
い
う
反
論
も
出
た
。

授
業
時
間
が
終
了
し
て
し
ま
い
、「
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
活
動
」
が
そ
こ
で
途

切
れ
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
で
は

「
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
活
動
」
に
十
分
な
時
間
を
保
障
し
な
い
と
、
生
徒
自
身

に
主
体
的
に
考
察
さ
せ
、
そ
の
活
動
を
通
し
て
思
考
力
を
鍛
え
る
学
習
は

十
分
に
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
五
〇
分
間
の
授
業

で
、
そ
こ
ま
で
実
践
す
る
こ
と
は
物
理
的
に
難
し
い
。
筆
者
も
知
識
構
成

型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
実
践
す
る
た
び
に
痛
感
し
て
い
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

平
常
の
授
業
の
中
に
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
取
り
入
れ
て
い
く
た
め

に
は
い
っ
そ
う
の
改
善
・
工
夫
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。

本
実
践
に
よ
る
生
徒
の
変
容

本
実
践
で
は
、
こ
の
授
業
に
よ
る
生
徒
の
歴
史
的
認
識
や
思
考
力
の
変

化
を
可
視
化
し
た
い
と
考
え
て
、
授
業
を
行
う
事
前
・
事
後
の
調
査
を
実

施
し
た
。
調
査
は
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
の
原
因
を
自
由
筆
記
さ
せ
た
も
の

で
対
照
し
た
（
主
な
生
徒
の
記
述
に
つ
い
て
は
表
2
参
照
）。

全
体
的
に
事
前
の
簡
潔
な
記
述
か
ら
、
学
習
を
終
え
た
あ
と
は
記
述
量

が
増
加
し
て
い
る
。
記
述
量
の
増
加
が
生
徒
の
思
考
の
深
ま
り
を
直
接
意

味
す
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
複
数
の
要
因
を
総
合
的
に
記

述
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
し
て
一
定
の
評
価
を
し
た

い
。
ま
た
、
中
に
は
「
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
活
動
」
を
踏
ま
え
て
、
考
察
を
深

化
さ
せ
た
も
の
も
あ
り
、
一
定
の
学
習
成
果
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
事
前
の
調
査
で
は
「
元
寇
で
多
く
の
お
金
が
使
わ
れ
た
り
、
土

地
が
な
く
な
っ
た
り
し
た
か
ら
。」
と
書
い
た
生
徒
が
、
事
後
で
は
「
私

は
今
日
の
学
習
で
の
み
ん
な
の
発
表
を
踏
ま
え
て
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
は

悪
党
や
専
制
体
制
で
幕
府
の
地
盤
が
緩
ん
で
い
る
と
き
に
、
後
醍
醐
天
皇

が
計
画
し
た
討
幕
が
大
打
撃
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
い
ま
す
。
後
醍

醐
天
皇
の
討
幕
に
ま
で
幕
府
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。」
と
、
複
数
の
要
因
を
適
切
に
評
価
し
て
歴
史
的
事
象
を
考
え
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
歴
史
事
実
に
関
す
る
認
識
が
深
ま
っ
た
と
評
価
で
き

る
。
別
の
生
徒
は
事
前
に
は
「
新
田
義
貞
が
鎌
倉
を
攻
め
た
。
足
利
高
氏

が
六
波
羅
探
題
を
攻
め
落
と
し
た
。
得
宗
を
つ
ぶ
し
た
。」
と
記
述
し
た

が
、
事
後
で
は
「
後
醍
醐
と
悪
党
の
絡
み
合
い
。
得
宗
の
勢
力
拡
大
。
持

明
院
統
は
後
醍
醐
が
邪
魔
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
対
処
で
き
な
く
て

幕
府
は
不
安
定
に
な
り
、
滅
亡
し
た
。
班
で
は
悪
党
の
活
動

＜

天
皇
家
の

分
裂

＜

得
宗
専
制
体
制
だ
っ
た
が
、
改
め
て
考
え
る
と
悪
党
の
活
動
＝
天

皇
家
の
分
裂

＜

得
宗
専
制
体
制
で
は
な
い
か
と
思
え
て
き
た
。」
と
「
ク

ロ
ス
ト
ー
ク
活
動
」
を
踏
ま
え
て
、
考
察
を
さ
ら
に
深
め
て
い
る
。
ま
た

「
将
軍
が
飾
り
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
、
執
権
で
あ
っ
た
北
条
氏

が
力
を
握
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
権
力
を
取
り
戻
し
た
い
と
思

っ
て
い
た
後
醍
醐
天
皇
に
つ
い
て
行
っ
た
武
士
に
よ
っ
て
攻
め
ら
れ
て
滅
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授業前 授業後

A
元寇　九州の御家人対応＞幕府
からの給与なし⇒御家人の不満
幕府派と反幕府派の誕生

悪党の活動の活発化や範囲の拡大、得宗専制体制の崩壊。こう
した情勢の不安定さを見て後醍醐天皇が前々から計画していた
討幕作戦を本格的に開始したという様々な要因が重なって鎌倉
幕府の滅亡につながった。

B

武士は分割相続による所領の細
分化、元寇の際の恩賞の不十分、
貨幣経済の流通によって生活が
苦しくなり鎌倉幕府に不満をぶつ
けた。

幕府内部の分裂により、得宗専制政治に反対していた人が悪党
の中に入り、悪党が天皇家の分裂を利用して幕府を倒したのだ
と思う。悪党は天皇家の者、大寺社とも手を結び幕府は手を出
せなくなったのではないかと思う。

C
元寇の時に十分恩賞を与えられ
なかった。貨幣経済が発展した
から。

幕府内が混乱して、幕府に不満を抱くものが現れたうえに、悪
党を倒さずにいたところその勢力が強まり、天皇からの呼びか
けもありそれに応じて不満を持つ者や悪党が蜂起したから。

D

北条得宗家の専制政治。幕府へ
の積もり積もった不満。御家人か
ら信用を失った。

本来トップであるはずの将軍をさしおいて、得宗家が権力に執
着したこと。得宗家が権力を持ちすぎたこと。幕府にも内部分
裂があったこと。幕府に従わない武士が天皇家・大寺社とつな
がりを持ち、討幕に立ち上がったこと。天皇家に幕府が介入し
たこと。

E

得宗専制政治や元寇後の生活の
窮乏による御家人の不満の増加。

得宗専制政治によって御家人の不満が高まり、重用されていた
御家人の権力が強まり、1321年の長崎高資の暗殺失敗を機に、
御家人と執権の権力が逆転し幕府の状況が不安定になった。元
寇以後勢力を高めた畿内の悪党と両統迭立から抜け出して権力
を独占したい後醍醐天皇が手を結び、勢力の弱まった幕府を攻
め、鎌倉幕府は滅亡した。

F

元寇で多くのお金が使われたり、
土地がなくなったりしたから。

私は今日の学習でのみんなの発表を踏まえて、鎌倉幕府の滅亡
は悪党や専制体制で幕府の地盤が緩んでいるときに、後醍醐天
皇が計画した討幕が大打撃となったことによると思います。後
醍醐天皇の討幕にまで幕府は手が回らなかったのだと思いまし
た。

G

盛者必衰の理。貨幣経済の発達。
元寇による御家人たちの疲弊。
恩賞が与えられなかった。徳川
家康のように源頼朝に先を見通
す力が足らなかった。

得宗専制体制の矛盾が拡大し、本来はどちらも将軍のためにい
るはずの執権と御家人が霜月騒動で対立するなど、幕府内部が
分裂、崩壊を起こしていた。そこに自身の野望を秘めた後醍醐
天皇が邪魔な幕府をつぶすため、悪党を味方につけ、外部から
崩壊させていった。かくして幕府は滅亡への道をたどっていっ
た。

H

新田義貞が鎌倉を攻めた。足利
高氏が六波羅探題を攻め落とし
た。得宗をつぶした。

後醍醐と悪党の絡み合い、得宗の勢力拡大。持明院統は後醍
醐が邪魔だった。これらのことに対処できなくて幕府は不安定
になり、滅亡した。班では悪党の活動＞天皇家の分裂＞得宗専
制体制だったが、改めて考えると悪党の活動＝天皇家の分裂＞
得宗専制体制ではないかと思えてきた。

I

将軍が飾りだけのものとなってし
まい、執権であった北条氏が力
を握っていくことになったので、
権力を取り戻したいと思っていた
後醍醐天皇についていった武士
によって攻められて滅亡した。

幕府は将軍でなく得宗家が指揮をとっていて、幕府が強制する
「両統迭立」のせいで大覚寺統と持明院統が争っていた。その
中で、後醍醐天皇は「治天の君」になるために幕府を倒さなけ
ればならなかった。そこで当時幕府に反発していた畿内の悪党
と手を結び、得宗に代わって内管領が権力を握るなど揺らいで
いた幕府を倒した。原因は幕府の政策に多くの不満が募り、ま
た、幕府内での争いがあったため。

J

モンゴルが日本に攻めてきた元寇
によって幕府が武士に十分な褒
美を与えることができず、また貨
幣経済の発展や土地の分割相続
による細分化によって武士の不満
が高まったから。

巷で悪党が広がり、その中には御家人もいることがあり、対処
に困っていた。そんな中後醍醐天皇が悪党と結びつき、また得
宗専制体制により御家人が力をつけてきたことによって、幕府
の力が弱まり滅亡に繋がった。

表2
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亡
し
た
。」
と
事
前
に
記
述
し
た
生
徒
は
「
幕
府
は
将
軍
で
は
な
く
得
宗

家
が
指
揮
を
と
っ
て
い
て
、
幕
府
が
強
制
す
る
﹁
両
統
迭
立
﹂
の
せ
い
で
、

大
覚
寺
統
と
持
明
院
統
が
争
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
後
醍
醐
天
皇
は

﹁
治
天
の
君
﹂
に
な
る
た
め
幕
府
を
倒
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
当
時
幕
府
に
反
発
し
て
い
た
畿
内
の
悪
党
と
手
を
結
び
、
得
宗
に
代

わ
っ
て
内
管
領
が
権
力
を
握
る
な
ど
揺
ら
い
で
い
た
幕
府
を
倒
し
た
。
原

因
は
幕
府
の
政
策
に
多
く
の
不
満
が
募
り
、
ま
た
、
幕
府
内
部
で
も
争
い

が
あ
っ
た
た
め
。」
と
具
体
的
な
事
実
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の

事
実
を
抽
象
化
し
て
、
原
因
を
「
幕
府
の
政
策
に
多
く
の
不
満
が
募
り
、

ま
た
、
幕
府
内
部
で
も
争
い
が
あ
っ
た
」
と
要
約
す
る
な
ど
、
歴
史
的
な

認
識
を
深
め
て
い
る
。

し
か
し
、
細
か
く
見
る
と
、
歴
史
的
事
項
に
関
す
る
事
実
誤
認
や
理
解

不
足
の
生
徒
も
若
干
見
ら
れ
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
資
料
の
内
容

を
十
分
理
解
で
き
な
か
っ
た
生
徒
が
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
将
軍
と

執
権
の
関
係
の
歴
史
的
推
移
や
御
家
人
の
意
識
の
変
化
、
さ
ら
に
事
前
に

学
習
し
た
惣
領
制
の
解
体
に
伴
う
政
治
的
な
影
響
な
ど
に
関
し
て
、
理
解

が
不
十
分
な
生
徒
や
考
察
が
深
ま
っ
て
い
な
い
生
徒
が
見
ら
れ
た
。
知
識

構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
に
よ
る
学
習
で
は
、
授
業
者
が
学
習
内
容
を
細
か
く

説
明
す
る
場
面
が
少
な
い
た
め
に
、
適
切
な
配
慮
の
も
と
に
教
材
が
作
成

さ
れ
た
り
学
習
活
動
が
進
め
ら
れ
た
り
し
な
い
と
、
基
礎
的
・
基
本
的
事

項
の
十
分
な
定
着
・
理
解
が
図
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
、
今
回
の
実
践
で
も
、

そ
う
し
た
生
徒
が
い
た
こ
と
は
強
く
反
省
さ
せ
ら
れ
る
。

ま
た
、
授
業
前
に
は
、
元
寇
や
惣
領
制
の
解
体
な
ど
の
影
響
が
鎌
倉
幕

府
の
支
配
体
制
の
弛
緩
を
招
い
た
と
記
述
を
し
て
い
る
者
が
多
か
っ
た
が
、

学
習
後
で
は
、
そ
れ
に
言
及
す
る
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

元
寇
後
の
社
会
経
済
史
的
な
変
化
を
幕
府
の
衰
退
や
滅
亡
と
結
び
つ
け
て

考
え
て
い
た
生
徒
が
、
事
後
の
調
査
で
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
に
触
れ
な
く
な

っ
た
こ
と
は
、
今
回
の
実
践
の
あ
る
種
の
限
界
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。「
悪
党
の
活
動
」
に
関
す
る
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
資
料

の
内
容
が
悪
党
の
実
態
の
み
を
説
明
し
た
も
の
に
偏
っ
た
も
の
と
な
っ
た

た
め
、
生
徒
は
既
習
事
項
で
あ
る
社
会
経
済
史
的
な
前
提
を
考
慮
し
た
う

え
で
、
悪
党
の
活
動
を
考
察
す
る
こ
と
が
十
分
で
き
な
か
っ
た
と
推
察
さ

れ
る
。
ま
た
、「
得
宗
専
制
体
制
」
に
関
し
て
も
、
惣
領
制
の
解
体
や
貨

幣
経
済
の
進
展
が
御
家
人
制
度
の
変
質
の
前
提
と
な
っ
た
こ
と
を
「
エ
キ

ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
学
習
課
題
で
触
れ
て
お
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
生
徒

は
社
会
経
済
史
的
な
視
角
か
ら
、
今
回
の
学
習
活
動
を
深
め
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
で
も
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
学
習
課
題
作
成

上
の
課
題
が
残
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
既
習
事
項
を
前
提
と
し
て
学
習
活
動

を
組
み
立
て
る
場
合
に
、
既
習
事
項
の
理
解
の
状
況
を
事
前
に
十
分
理
解

し
て
い
る
こ
と
が
授
業
者
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
感
じ

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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お
わ
り
に

今
回
、
こ
の
実
践
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
富
山
県
立
高
岡
南
高
等
学
校

は
ほ
と
ん
ど
全
員
が
大
学
進
学
を
目
指
す
、
い
わ
ば
進
学
校
で
あ
り
、
生

徒
の
学
習
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
高
い
学
校
で
あ
る
。
高
校
生
に

は
や
や
高
度
と
思
わ
れ
る
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
学
習
課
題
に
取
り

組
む
姿
勢
は
流
石
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、

教
材
と
し
て
十
分
に
熟
成
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
日
常
の

学
習
活
動
と
の
関
連
を
十
分
に
図
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
生

徒
が
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
の
原
因
を
多
面
的
・
多
角
的
に
考
察
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
る
材
料
を
十
分
に
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
特
に
社
会

経
済
史
的
な
視
角
か
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
鎌
倉
幕
府
を
滅
亡
に
追
い

込
ん
だ
主
要
な
三
つ
の
要
因
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
教
材
を
用

意
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
事
象
の
動
因
を
い
く
つ
も
の
要
因
か
ら

多
面
的
・
多
角
的
に
考
察
さ
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
た
本
実
践
で
は
、
そ

の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
大
き
な
障
害
と
な
っ
た
。

三
つ
な
い
し
四
つ
と
い
う
限
定
さ
れ
た
学
習
課
題
に
よ
っ
て
学
び
を
深

め
よ
う
と
い
う
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
で
は
、
逆
に
そ
の
学
習
課
題
以

外
の
要
素
を
生
徒
た
ち
が
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
か
な
り
難
し
い
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
歴
史
的
思
考
力
が
多
面
的
・
多
角
的
に
歴
史
の
動
因
を

考
察
し
た
り
、
そ
れ
ら
の
様
々
な
動
因
相
互
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
え
た

り
す
る
中
で
鍛
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法

は
歴
史
の
進
展
に
関
す
る
動
因
を
限
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
を
内

包
し
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
知
識
構
成
型
ジ

グ
ソ
ー
法
に
よ
る
日
本
史
の
授
業
に
は
、
三
つ
な
い
し
四
つ
の
学
習
課
題

を
超
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
生
徒
の
考
察
が
進
む
よ
う
な
仕
掛
け
を
講

じ
る
工
夫
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
学
習
に
参
加
す
る
生
徒
一
人
一
人
が
主
体
的
に
学
び
に
参
加

せ
ざ
る
を
得
な
い
特
殊
な
学
習
形
態
を
有
す
る
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法

は
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
極
め
て
有
効
な
指
導
方
法
の
一
つ

で
あ
り
、「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
」
の
学
習
課
題
を
適
切
に
作
成
す
る
な

ど
指
導
に
工
夫
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
限
界
を
越
え
て
一

定
の
指
導
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

学
習
指
導
要
領
で
は
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
以
来
、
学
習
評
価
に
四

つ
の
観
点
が
導
入
さ
れ
、「
知
識
理
解
」
の
み
で
な
く
「
思
考
・
判
断
・

表
現
」
が
大
き
な
評
価
項
目
と
な
り
、
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
に
は

新
た
に
歴
史
の
「
解
釈
」
や
「
説
明
」「
論
述
」
が
加
え
ら
れ
、
歴
史
学

習
の
目
的
は
、
歴
史
的
思
考
力
の
育
成
へ
大
き
く
舵
を
切
っ
た
。
次
期
の

学
習
指
導
要
領
の
改
訂
で
は
「
活
用
」
の
能
力
の
育
成
が
大
き
な
課
題
に

な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
学
習
に
お
い
て
は
歴
史
的
思
考
力
の
育

成
を
図
る
た
め
の
学
習
方
法
の
開
発
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
今
回
の
実

践
は
、
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
を
生
徒
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自
身
に
「
解
釈
」
さ
せ
、「
討
論
」
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
歴
史
的
思
考

力
の
育
成
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
も
、
生
徒
自
身
の
主
体
的
か

つ
協
調
的
な
学
習
活
動
を
通
じ
て
歴
史
的
思
考
力
の
育
成
を
図
る
学
習
方

法
の
開
発
に
向
け
て
工
夫
を
重
ね
て
い
き
た
い
。

註（1
）�　

細
川
重
夫
『
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
』（
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
）。

（
2
）�　

大
学
発
教
育
支
援
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
推
進
機
構
Ｈ
Ｐ
（http://

coref.u-tokyo.ac.jp/

）
に
詳
し
い
説
明
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）�　

エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
の
学
習
課
題
作
成
に
は
、
村
井
章
介
編
『
南

北
朝
の
動
乱
』（
日
本
の
時
代
史
10
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
）、

本
郷
恵
子
『
京
・
鎌
倉　

ふ
た
つ
の
王
権
』（
日
本
の
歴
史
六
、
小

学
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
安
田
次
郎
『
走
る
悪
党
、
蜂
起
す
る
土
民
』

（
日
本
の
歴
史
七
、
小
学
館
、
二
〇
〇
八
年
）、
村
井
章
介
「
十
三
―

十
四
世
紀
の
日
本
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
8
巻
中
世
2
』
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
〇
年
）、
熊
谷
隆
之
「
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
と
鎌
倉
幕
府
」

（『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
第
7
巻
中
世
2
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

な
ど
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（
4
）�　

網
野
善
彦
『
異
形
の
王
権
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
平
凡
社
、

一
九
九
三
年
）
な
ど
。

（
5
）�　

開
発
教
育
な
ど
で
は
ラ
ン
キ
ン
グ
の
手
法
が
多
く
用
い
ら
れ
る
が
、

理
由
や
根
拠
を
可
視
化
す
る
た
め
に
は
、
円
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
重
み

づ
け
を
示
す
方
が
効
果
的
と
考
え
た
。
円
グ
ラ
フ
を
作
成
さ
せ
る
学

習
方
法
は
欧
米
で
は
よ
く
使
わ
れ
る
も
の
だ
が
、
歴
史
学
習
で
今
回

用
い
た
よ
う
な
使
用
法
は
特
に
先
例
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
6
）

（
6
）�　

土
屋
武
志
氏
は
、
歴
史
的
思
考
力
育
成
の
た
め
に
「
解
釈
型
歴
史

学
習
」
を
提
案
さ
れ
て
い
る
（
同
氏
『
解
釈
型
歴
史
学
習
の
す
す
め
』

梓
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
）。
今
回
の
実
践
は
知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ

ー
法
を
用
い
て
「
歴
史
の
解
釈
」
を
生
徒
に
迫
っ
た
も
の
で
も
あ
る
。

�

（
な
が
ま
つ
・
や
す
の
り
／
元
埼
玉
県
立
川
越
女
子
高
等
学
校
校
長
）


