
岸下 『太平記」における後醍醐天皇の物語47

《修
士
論
文
要
旨
》

『太
平
記
』

に
お
け
る
後
醍
醐
天
皇
の
物
語

*

岸

下

裕

『太
平
記
』
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
、
そ
の
後
の
南
北
朝

の
騒
乱
を
描
い
た

四
十
巻
か
ら
な
る
軍
記
物
語
で
あ
る
。
そ
の

『太
平
記
』
の
序
は
、
長
谷
川
端
氏

の

「
い
わ
ゆ
る
第
三
部
の
巻
々
が
ま
と
め
ら
れ
た
時
点
と
大
き
く
関
連
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。」
と

い
う
指
摘
を
も
と
に
考
察
す
る
と
、
『太
平
記
』
が
か
な
り

形
を
整
え
た
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と

か
ら
、
序
が
表
す
、
世
を
治
め
る
た
め

の
条
件
で
あ
る

「天
の
徳
を
備
え
た
天
皇

と
地
の
道
を
実
践
す
る
臣
の
存
在
」

つ
ま
り
、
「儒
教
的
政
道
観
」
と
い
う
も

の

は
、
作
者
の

「
世
界
観
」

・

「政
道
観
」
ま
た
は
、
「作
者
の
世
界
認
識
の
基
本

姿
勢
」
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
『太
平
記
』
世
界
を
支
配
す
る
基

本
的
な
思
想
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し

て
、
『太
平
記
』
作
者

(作
者
群
)
が
南

北
朝
の
内
乱

の
様
相
を
物
語
と
し
て
、
綴
り
上
げ
て
い
く
上
で
、
重
要
視
し
た
も

の
は

「君
と
臣
に
よ
る
政
道

の
あ
り
か
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
四
半
世
紀
に

　

い
た
る
争
乱

の
原
因
を
後
醍
醐
天
皇
と
北
条
高
時
に
求
め
、
高
時
の
み
が
悪
な
の

で
は
な
く
、
後
醍
醐
天
皇
も
悪
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
下
、
綴
ら
れ
た
物
語
で
あ

る
と
考
え
た
。

『太
平
記
』
は
、
序
に
続
き
、
争
乱

の
原
因
で
あ
る
後
醍
醐
天
皇
、
北
条
高
時

を
登
場
さ
せ
、
批
判

の
対
象
に
し
て
い
る
。
『太
平
記
」
世
界
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
人
物
が
登
場
し
、
批
判
さ
れ
、
そ
し
て
去

っ
て
い
く
。
『太
平
記
』
は
、
「『誰

も
勝
た
な
い
』
物
語
で
あ
る
。
『敗
者
の
物
語
」
で
は
な
く
、
誰
も
勝
つ
者
の
な

い
、
後
醍
醐
天
皇
を
は
じ
め
強
烈
に

『意
志
』
し
た
者
た
ち
が
、
次
々
に
去

っ
て

行
く
物
語
。」
な
の
で
あ
る
。
そ
の

一
番
初
め
に
後
醍
醐
天
皇
は
批
判

の
対
象
に

さ
れ
て
い
る
。

『太
平
記
』
は
、
「後
醍
醐
天
皇
の
物
語
」
で
あ
る
。
「後
醍
醐
天
皇
批
判
の
物

語
」
で
あ
る
。
そ
の
、
「後
醍
醐
天
皇
批
判
」
の
性
格
を
さ
ぐ
る
た
め
に
、
『太
平

記
』
世
界
の
中
で
後
醍
醐
天
皇
が
見
る
二
つ
の
夢
、
そ
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
の
近

臣
た
ち
の

『太
平
記
』
世
界
か
ら
の
退
場
を
考
察
し
て
き
た
。

後
醍
醐
天
皇
が
見
た
二
つ
の
夢
、
そ
の
ひ
と

つ
は
、
笠
置
で
の
楠
正
成
召
還
の

た
め
の
霊
夢
で
あ

っ
た
。
紫
震
殿
の
庭
前
の
常
葉
木
が
南

へ
よ
く
伸
び
て
い
る
さ

ま
を
夢
解
き
し
、
「楠
」
の
字
を
表
し
た
後
醍
醐
天
皇
は
、
万
里
小
路
藤
房
に
正

成
を
迎
え
さ
せ
、
そ
の
後
正
成
は
鬼
神
の
ご
と
き
活
躍
を
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
を

助
け
る
。
そ
し
て
、
後
醍
醐
天
皇
自
身
は
再
び
そ
の
手
に
政
権
を
取
り
戻
す
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
夢
に
対
し
て
筆
者
は
、
夢

の
舞
台
が
な

ぜ
紫
震
殿
の
中
で
は
な
く
、
庭
前
で
あ

っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
夢

の
中
に
出
て
き

た
日
光

・
月
光

の
両
菩
薩
は
な
ぜ
涙
を
流
し
て
い
た
の
か
、
と

い
う
二
つ
の
疑
問

平成16年度*文 学研究科国文学専攻
一200一



48奈良大学大学院研 究年報 第11号(2006年)

を
提
示
し
、
そ
れ
に

つ
い
て
考
察
を
お
こ
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
庭
前
」
と

い

う

の
は
、
建
武
政
権
に
見
ら
れ
る

一
時
的
な
政
権
の
奪
取
、
そ
し
て
、
吉
野
の
南

朝
政
権
を
表
し
、
そ
の
こ
と
を
告
げ
る
た
め
、
日
光

・
月
光
の
両
菩
薩
は
涙
を
流

し
な
が
ら
後
醍
醐
と
接
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ふ
た
つ
め
の
夢
は
、
巻
第
十
三
に
み
ら
れ
た
後
醍
醐
天
皇
暗
殺
計
画
を
予
言
す

る
と

い
う
内
容

の
夢
潭
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
後
醍
醐
天
皇
の
幕
府
討
伐
前
と

そ
の
後
の
建
武
政
権
樹
立
後

の
夢
に
対

す
る
意
識
の
違
い
と
い
う
も
の
が
見
て
取

れ
た
。
笠
置
で
は
、
あ
ん
な
に
夢
解
き

に
熱
心
に
な
り
、
そ
の
結
果
を
重
要
視
し

て
い
た
後
醍
醐
天
皇
が
、
こ
の
場
面

で
は

「こ
れ
程
ま
で
に
事
を
定
め
た
る
臨
幸

を
、
夢
な
ど
に
よ
つ
て
期
に
臨
ん
で
停

め
ん
事
も
如
何
」
と
思
い
、

一
度
は
無
視

す
る
。
結
局
、
暗
殺
計
画
は
未
然
に
発
覚
し
、
後
醍
醐
天
皇
は
難
を
逃
れ
た
わ
け

で
あ
る
が
、
夢
を
無
視
し
た
ま
ま
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
後
醍
醐
天
皇
は
死
ん
で
い

た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
政
権
を
樹
立
し
、
自
信
を
持

つ
、
驕

っ
た
後
醍
醐

像
が
描
か
れ
て
い
た
。

続
く
第
三
章
で
は
、
後
醍
醐
天
皇

に
尽
く
し
た
忠
臣
た
ち
の
後
醍
醐
天
皇
自
身

の
手
に
よ
る

『太
平
記
』
世
界
か
ら
の
退
場

の
顛
末
を
見
て
、
そ
の
悲
劇
的
な
描

き
か
た
か
ら
後
醍
醐
天
皇
に
対
す
る

『太
平
記
』
の
批
判
的
性
格
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
考
察
を
お
こ
な

っ
た
。

『太
平
記
』
序
に
見
ら
れ
る

「儒
教
的
政
道
観
」
は
、
『太
平
記
』
全
体
を
律

す
る
世
界
観
で
あ
る
が
、
続
く
巻
第

一
で
描
か
れ
る
よ
う
に
後
醍
醐
天
皇
自
身
に

は

「天
の
徳
」
は
備
わ

っ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、

い
か
に
忠
臣
達
が

「
地
の
道
」

の
実
践
を
お
こ
な
い
、
後
醍
醐
天
皇

に
忠
誠
を
尽
く
そ
う
と
も
世

の
中
は
平
和
に

治
ま
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
中
原
章
房
、
日
野
俊
基
、
大
塔
宮
護

良
、
万
里
小
路
藤
房
、
そ
し
て
楠
正
成
の

『太
平
記
』
世
界
か
ら
の
退
場
の
場
面

を
見
て
き
た
。

中
原
章
房
の

『太
平
記
』
世
界
か
ら
の
退
場
は
、
島
津
家
本
に
描
か
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
後
醍
醐
天
皇
の
倒
幕
計
画
を
聞
か
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
や
め
る
よ
う

に
諌
言
し
た
ら
、
殺
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

日
野
俊
基
は
、
倒
幕
計
画
の
中
心
人
物
、
計
画
者
と
し
て
、
鎌
倉
に
お
い
て
斬

首
の
憂
き
目
を
見
た
。

大
塔
宮
護
良
は
、
後
醍
醐
天
皇
方
の
鎌
倉
幕
府
討
伐

の

立
て
役
者
と
し
て
、
ま
た
、
隠
岐
に
い
る
後
醍
醐
天
皇
の
代
理
と
し
て
、
宮
方
勢

力
を
と
り
ま
と
め
後
醍
醐
天
皇
の
た
め
に
尽
く
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
足
利

尊
氏
と

の
対
立
を
さ
け
る
た
め
、
そ
し
て
阿
野
廉
子
の
陰
謀
の
た
め
に
、
な
に
よ

り
将
軍
を
置
き
た
く
な
い
と

い
う
後
醍
醐
天
皇

の
権
力
欲

の
た
め
に

『太
平
記
』

世
界
か
ら
退
場
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

万
里
小
路
藤
房

の
場
合
は
、
他
の
忠
臣
た
ち
と
は
少
し
趣
を
異
に
す
る
。
笠
置

以
来
の
忠
臣
で
あ
る
藤
房
の
度
重
な
る
諌
言
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
を
せ
ず
、
強
引

な
政
治
を
お
こ
な
い
、
武
士
の
不
満
を
あ
お
る
後
醍
醐
天
皇
に
対
し
て
愛
想
を
尽

か
し
た
と

い
う
か
た
ち
で

「
臣
た
る
道
、
我
に
お
い
て
尽
く
せ
り
。
よ
し
や
、
今

は
身
を
奉
じ
て
退
く
に
は
し
か
じ
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
、
自
ら

『太
平
記
』
世

界
か
ら
退
場
し
て
い
く
。
藤
房
出
家
後
、
藤
房
を
戻
そ
う
と
や
っ
き
に
な
る
後
醍

醐
が
描
か
れ
る
が
、
ま
さ
に
後
の
祭
り
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
楠
正
成
は
、
足
利
尊
氏
と
の
合
戦
に
お
い
て
、
後
醍
醐
天
皇
に
よ
り

湊
川
に
出
陣
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
地
で
弟
正
季
と
刺
し
違
え
て
、
死
ん
で
い
く
。
正
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成
は
後
醍
醐
天
皇
に
よ
り

『太
平
記

』
世
界
に
召
還
さ
れ
、
「正
成

一
人
い
ま
だ

生
き
て
あ
り
と
聞
こ
し
食
し
候
は
ば

、
聖
運
は
つ
ひ
に
開
く
べ
し
と
思
し
召
し
候

へ
」
と

い
っ
て

『太
平
記
』
世
界
で
活

躍
し
た
武
将
で
あ

っ
た
。
そ
の
正
成
の
献

策
を
む
げ
に
し
、
公
家

の
意
見
を
採

用
し
、
後
醍
醐
天
皇
自
身
が
正
成
を
死
地

へ

と
追

い
や
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
後
醍
醐
天
皇
は
正
成
が
献
策
し
た
よ
う
に
比
叡

山
に
逃
げ
て
い
る
。
そ
の
滑
稽
な
様

が
後
醍
醐
天
皇

に
対
す
る
批
判
と
し
て
読
み

と
れ
る
。

こ
れ
ら
五
人
の
忠
臣
た
ち
の
最
期

の
後
に
は
い
つ
も
後
醍
醐
天
皇
に
対
す
る
批

判
と
と
れ
る
記
事
が
続
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
『太
平
記
』
が
後
醍
醐

天
皇
批
判

の
性
格
を
有
し
て
お
り
、
物
語
の
全
体
を
通
し
て
後
醍
醐
天
皇
を
批
判

し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
言
い
表
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

論
の
展
開

に
お
い
て
、
本
文
の
引
用
が
長
く
な

っ
た
部
分
も
み
ら
れ
る
が
、

『太
平
記
』
自
身
が
ど
の
よ
う

に
彼

ら
忠
臣
た
ち
の
最
期
を
描

い
て
い
る
の
か
、

そ
の
本
文
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
そ
の
悲
劇
性
と
い
う
も
の
が
伝
わ
る
と
考

え
た
。
『太
平
記
」
自
身

の
言
葉
が
何
よ
り
の
根
拠
で
あ
る
。

『太
平
記
』
が
当
時
の
現
代
史
的
な
も
の
で
あ

っ
た
以
上
、
正
面
か
ら
天
皇
を

批
判
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
む
ず
か
し
い
。
ゆ
え
に
、
後
醍
醐
天
皇
に
仕
え
た
忠

臣
た
ち
の
後
醍
醐
天
皇
自
身
の
手
に
よ
る

『太
平
記
』
世
界
か
ら
の
退
場
を
描
く

こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
そ
の
退
場
の
悲
劇
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「太
平

記
』
は
後
醍
醐
天
皇
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『太
平
記
』
は

「後
醍
醐
天
皇

の
物
語
」
で
あ
る
。
「後
醍
醐
天
皇
批
判
」
の

精
神
を
物
語
全
体
を
通
し
て
そ
の
根
底

に
有
す
る
物
語
で
あ
る
。
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