
山
本
隆
志
著

『新
田
義
貞

-
関
東
を
落
と
す
こ
と
は
子
細
な
し
-
』

工
藤

大
輔

本
書
は
'
｢ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選

武
将
と
合
戦
｣
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
う

ち
の

一
冊
で
'
著
者
は
筑
波
大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
教
授
の
山
本
隆
志
氏
で
あ

る
｡本

書
の
構
成
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

は
じ
め
に

第

一
章

新
田
氏
の
家
系

第

二
章

長
楽
寺
再
興
の
政
治
ド
ラ
マ

第

三

章

新
田
義
貞
の
鎌
倉
攻
め

第
四
章

鎌
倉
滞
在

第
五
章

建
武
政
権
下
の
新
田
義
貞

第
六
章

二
二
三
六
年
の
戦
況
と
政
局

第
七
章

北
国
経
営
の
途
絶

お
わ
り
に
-
歴
史
と
し
て
の
義
貞

こ
の
構
成
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
､
本
書
は

｢義
貞
が
各
段
階
の
政
治
情
勢
に
ど

の
よ
う
に
向
か
い
あ
い
'
ど
う
行
動
し
た
か
､
そ
の
解
明
に
努
力
し
た
い
｣
(
｢は
じ

め
に
｣
)
と
す
る
よ
う
に
'
い
わ
ば
政
治
史
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
意
図
を
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
｡

ま
ず
'
第

一
章
で
は
､
新
田
氏
の
家
系
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
o
こ
の
う
ち
､
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新
田
本
宗
家
か
ら
分
か
れ
た
家
筋
で
､
さ
ら
に
は
足
利
の
血
筋
が

一
族
で
あ
る
岩
松

氏
に
関
し
て
多
く
の
分
量
を
割
い
て
い
る
｡
こ
の
岩
松
氏
は
､
以
降
の
叙
述
の
な
か

に
度
々
登
場
す
る
｡
な
か
で
も
､
足
利
尊
氏
と
の
関
係
に
お
い
て
､
お
な
じ
新
田

一

族
で
あ

っ
て
も
義
貞
と
は
対
照
的
な
道
を
歩
み
､
建
武
二
年

(
二
二
三
五
)
に
は
足

利
氏
と
主
従
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る

(
第

五

章

)
｡

そ
の
意
味
に
お
い
て
は
､
長

楽
寺
と
の
関
係
も
含
め
､
第

一
章
は
全
体
の
導
線
的
な
役
割
を
担

っ
て
い
る
よ
う
に

田
,j
う
｡

第
二
章
は
､
正
和
年
間

(
一
三

一
二
-

一
七
)
に
あ

っ
た
と
い
う
長
楽
寺
の
火
災

か
ら
の
再
興
を
め
ぐ
る
政
治
史
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
な
か
で
も
､
新
田

l

族
に
と

つ
て
の

｢氏
寺
｣
長
楽
寺
に
対
し
て
､
そ
の
再
建
過
程
で
北
条
高
時
が
長
楽

寺
の
住
持
の
任
命
を
す
る
な
ど
影
響
力
を
強
め
て
い
っ
た
｡
こ
れ
に
よ
り
両
者
に
生

じ
た
緊
張
関
係
が
新
田
氏
挙
兵
の
契
機
と
み
る
と
こ
ろ
は
ま
さ
に

｢政
治
ド
ラ
マ
｣

で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
本
章
で
は
､
火
災
前
の
長
楽
寺
の
門
前
町
の
復
元
､
さ
ら
に
は
､
世
良
田

の
有
徳
人
に
つ
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡

第
三
章
は
､
本
書
の
中
で
最
も
分
量
を
割
い
て
い
る
章
で
､
新
田
義
貞
の
挙
兵
か

ら
鎌
倉
幕
府
の
滅
亡
ま
で
の
合
戦
の
経
過
を
時
系
列
に
即
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
､
義
貞
の
挙
兵
の
大
義
と
な
る
護
良
親
王
の
令
旨
の
再
検
討
を
試
み
､
さ

ら
に
は
挙
兵
の
日
時

･
場
所
に
も
言
及
し
て
い
る
｡

ま
た
､
本
書
の
視
点
で
あ
る
政
治
史
､
と
り
わ
け

｢武
士
に
は
武
士
の
担
う
政
治

的
次
元
が
あ

っ
た
は
ず
｣
(
｢は
じ
め
に
｣)
と
い
う
問
題
意
識
の
現
れ
と
し
て
か
､

｢倒
幕
軍
の
性
格
｣
と
い
う

l
項
目
を
設
け
､
足
利
千
寿
王

･
岩
松
氏

･
千
葉
貞
胤

･
結
城
宗
広
の
動
き
を
追

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
武
士
た
ち
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況

判
断
に
よ
り
挙
兵
に
お
よ
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
､
新
田

一
族
で
は
､
世
良
田
義
満
は
義
貞
に
同
道
せ
ず
世
良
田
に
残
り
千
寿
王
を
支
え
､
岩

松
氏
は
足
利
尊
氏
と
強
い
連
携
が
あ

っ
た
と
い
う
｡
著
者
は
こ
う
し
た
倒
幕
軍
の
状

況
を

｢カ
オ
ス
状
況
｣
と
評
し
て
い
る
｡

第
四
章
は
､
倒
幕
後
､
元
弘
三
年

(
二
二
三
三
)
八
月
初
旬
の
上
洛
ま
で
の
義
貞

が
鎌
倉
に
滞
在
し
て
い
た
期
間
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
軍
忠
状

･
着

到
状

へ
の
証
判
者
の
分
析
を
行
い
､
新
田

一
族
の
大
館
華
氏

･
氏
明
が
､
義
貞
の
軍

勢
と
は
離
れ
て
軍
事
行
動
を
行

っ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
｡
ま
た
､
義
貞
の
証

判
に
据
え
ら
れ
た
大
き
な
花
押
か
ら
､
源
氏
新
田
氏
の
地
位
を
表
現
し
よ
う
と
し
て

い
る
と
読
み
取
る
｡

ま
た
､
こ
こ
で
は
足
利
氏
と
の
確
執
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
な
か
で
､
両
者
の
政

治
力
の
違
い
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
､
鎌
倉
滞
在
中
の
義
貞
の

｢政

治
プ
ラ
ン
｣
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
｡

第
五
章
は
､
上
洛
後
の
義
貞
が
建
武
政
権
内
で
武
者
所
を
統
括
す
る
役
割
を
担
い
､

ま
た
､
播
磨

･
越
後

･
上
野
の
国
司
と
し
て
国
務
に
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
､
越
後
に
つ
い
て
は
､
義
貞
が
守
護
も
兼
ね
て
お
り
､
日

代

･
守
護
代
も
新
田

一
族
で
構
成
さ
れ
て
お
り
､
軍
勢
催
促
も
し
て
い
た
｡
新
田
氏

が
越
後
で
の
影
響
力
を
も

つ
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
が
､
後
の

｢北
国
政
治
圏
構
想
｣

(第
七
章
)
に
関
わ

っ
て
く
る
｡

ま
た
､
北
条
時
行
の
乱
を
契
機
と
し
て
､

一
族
で
あ
る
岩
松
氏
が
足
利
氏
と
主
従

関
係
に
入
っ
た
こ
と
に
よ
り
､
新
田
氏
惣
領
と
し
て
､
さ
ら
に
は
源
氏
嫡
流
の
家
柄

と
し
て
足
利
尊
氏
と
対
決
す
る
こ
と
と
な

っ
た
と
い
う
｡
こ
こ
で
､
尊
氏
追
討
軍
を

率
い
た
義
貞
軍
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
､
『
太
平
記
』
『
梅
松
論
』
か
ら
天
龍
川
渡
海
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の
逸
話
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
こ
の
逸
話
は
､
義
貞
の
武
士
と
し
て
の
名
誉
と
恥
～

さ
ら
に
は
主
従
の
思
い
や
り
と
い
っ
た
南
北
朝
期
に
は
崩
れ
つ
つ
あ

っ
た
武
士
の
隻

勢
を
'
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
す
る
｡

第
六
章
は
'
建
武
三
年

二

三
三
六
)
の
京
都
と
そ
の
周
辺
'
お
よ
び
播
磨
国
な

ど
で
の
合
戦
と
､
後
醍
醐
の
京
都
遷
幸
を
中
心
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
京
都
と
そ
の

周
辺
で
の
合
戦
が
初
め
て
と
な
る
義
貞
は
'
畿
内
の
寺
社

へ
の
所
領
寄
進
な
ど
が
少

な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
も
あ
り
､
衆
徒

･
神
人
系
の
勢
力
を
う
ま
く
組
織
編
成
で
き

ず
'
結
果
と
し
て
後
醍
醐
方
全
軍
の
指
導
者
と
し
て
の
立
場
を
失

っ
て
い
た
と
述
べ

る
｡ま

た
'
後
醍
醐
の
京
都
還
幸
は
'
義
貞
ら
の
越
前
下
向
と

一
体
の
動
き
と
し
て
理

解
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
'
こ
れ
に
よ

っ
て
義
貞
を
中
心
と
す
る
新
田

一
族
'
さ
ら
に

は
武
家
勢
力
は
分
裂
し
た
と
い
う
｡

第
七
章
は
'
本
書
で
は
第
三
章
に
次
ぐ
分
量
が
割
か
れ
て
い
る
章
で
あ
る
｡

こ
こ

で
は
'
ま
ず
義
貞
軍
の
越
前
下
向
の
コ
ー
ス
を
検
討
し
て
い
る
｡
義
貞
ら
は
当
初
か

ら
敦
賀
を
目
指
し
て
い
た
の
で
は
な
く
､
越
前
国
府
を
目
指
し
て
い
た
｡
し
か
し
～

越
前
国
府
で
の
戦
況
が
思
わ
し
く
な
い
と
い
う
状
況
が
伝
え
ら
れ
た
た
め
に
､
コ
I

ス
を
変
更
し
敦
賀
に
向
か
っ
た
の
だ
と
い
う
｡
敦
賀
が
選
ば
れ
た
理
由
の

一
つ
は
､

日
本
海
海
運
の
要
衝
で
あ
り
､
新
田
氏
の
影
響
力
が
お
よ
ぶ
越
後
と
結
ん
で
い
る
か

ら
で
あ

っ
た
｡

ま
た
'
敦
賀
で
義
貞
は
'
越
前
と
越
後
と
を
政
治
的
に
結
び
つ
け
'
さ
ら
に
は
越

後
か
ら
上
野
国

へ
と
政
治
圏
を
拡
大
し
'
奥
州
の
北
畠

･
結
城
ら
と
結
ぼ
う
と
構
想

し
て
い
た
と
い
う

(
｢北
国
政
治
圏
構
想
｣
)｡
こ
の
義
貞
の
政
治
構
想
は
実
現
は
さ

れ
な
か
っ
た
が
'
東
国
で
義
貞
の
二
男
義
興
ら
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
()

さ
て
'
本
書
の
特
色
は
'
｢軍
忠
状
な
ど
の

一
次
史
料
を
で
き
る
だ
け
優
先
し
～

『
太
平
記
』
と
は
距
離
を
取
ろ
う
と
し
た
｣
(
｢あ
と
が
き
｣
)
と
い
う
こ
と
に
あ
る

と

田
,j

う
｡
し
か
し
t

l
方
で
は
､
第
二
章
6

｢『
太
平
記
』
の
描
く
鎌
倉
合
戦
｣
と

し
て

一
項
目
を
立
て
た
り
'
第
五
章
で
の
天
龍
川
渡
海
の
逸
話
な
ど
､
『
太
平
記
』

を
読
み
解
き
な
が
ら
､
当
時
の
武
士
像
の

一
端
に
迫

っ
て
い
る
｡

史
料
'
史
書
を
い

か
に
読
む
べ
き
か
大
変
教
え
ら
れ
た
｡

さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
､
本
書
の
視
点
に

｢武
士
の
担
う
政
治
的
次
元
｣
と
い

う
も
の
が
あ
る
｡
こ
こ
で
'
義
貞
の
政
治
力
に
関
す
る
記
述
を
い
く
つ
か
拾

っ
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
｡

ま
ず
'
倒
幕
後
'
鎌
倉
で
過
ご
し
た
二
か
月
に
つ
い
て
'
｢義
貞
に
と

っ
て
政
治

上
重
要
な
時
期
が
'
政
治
的
成
果
を
生
む
こ
と
な
く
過
ぎ
た
の
で
あ
る
｣
二

三
二

ペ
ー
ジ
)
と
い
う
｡
ま
た
'
鎌
倉

の
戦
後
処
理
に
関
し
て
も
'
｢義
貞
は
ど
の
よ
う

な
政
治
プ
ラ
ン
を
持

っ
て
'
鎌
倉
に
い
た
の
か
｡
鎌
倉
の
寺
院

･
寺
社
勢
力
に
対
し

て
ど
の
よ
う
な
基
本
態
度
で
い
た
の
か
'
史
料
に
も
､
史
書
に
も
'
見
え
な
い
の
で

あ
る
｡
(中
略
)
鎌
倉
を
本
拠
と
し
て
武
士
を
糾
合
す
る
政
治
勢
力
を
形
成
す
る
可

能
性
は
あ

っ
た
と
思
う
が
'
そ
う
し
た
動
き
は
見
え
な
い
｣
(同
右
)
と
い
う
｡

さ
ら
に
､
義
貞
が
任
官
し
た
こ
ろ
に
は

｢三
十
三
歳
で
あ
れ
ば
'
物
事
を
判
断
す

る
力
'

一
族
や
武
者
を
統
括
す
る
力
'
そ
れ
と
権
勢
者
と
の
距
離
の
と
り
方
な
ど
に

熟
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
､
こ
の
後
の
義
貞
の
行
動
を
見
る
と
'
そ
う
し
た
面
が
あ

ま
り
う
か
が
え
な
い
｡
(中
略
)
政
治
世
界
で
の
訓
練
を
経
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
｣
(
二
二
七

～
三
八
ペ
ー
ジ
)
と
あ
る
｡
北
条
高
時
の
霊
の
鎮
魂
に
関
し
て
も
足

利
尊
氏
の

｢政
治
的
見
識
｣
と
義
貞
の
そ
れ
は
極
め
て
対
照
的
で
も
あ
る

二

七

〇

～
七
三
ペ
ー
ジ
)｡

52



一
方
､
義
貞
は
､
鎌
倉
滞
在
中
に
､
軍
忠
状
の
証
判
を
与
え
､
源
氏
新
田
氏
の
地

位
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ど

｢武
士
大
将
の
名
誉
あ
る
行
為
｣
(
二
八
五
ペ
ー

ジ
)
に
は
熱
心
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
関
東
育
ち
で
あ
る
こ
と
か
ら
鎌
倉
武
士
を
理
想

と
す
る
傾
向
に
あ
り

(二
〇
五
ペ
ー
ジ
)
､
｢合
戦
は
鎌
倉
以
来
の
武
家
の
仕
事
で
あ

る
と
の
観
念
が
あ
る
よ
う
で
､
武
士
主
従
の
恩
愛
に
は
身
に
つ
け
た
も
の
が
う
か
が

え
る
｣
(二
八
六
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
｡

つ
ま
り
､
新
田
義
貞
と
い
う
人
物
は
､
鎌
倉
武
士
を
理
想
と
し
､
自
ら
が
武
士
大

将
で
あ
る
と
い
う
自
覚
は
あ
る
も
の
の
､
政
治
的
な
力
量
に
は
い
さ
さ
か
欠
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
｡

そ
の
よ
う
な
義
貞
が
最
後
に
描
い
た

｢北
国
政
治
圏

構
想
｣
に
は
､
義
貞
の
ど
の
よ
う
な

｢政
治
的
次
元
｣
が
働
き
､
彼
を
突
き
動
か
し

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

以
上
､
本
書
の
第

一
章
か
ら
第
六
章
の
簡
単
な
紹
介
と
､
書
評
と
い
う
よ
り
は
私

の
感
想
文
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
O
そ
し
て
､
何
よ
り
も
私
自
身
の
不
勉
強
が
災
い
し
､

誤
読

･
誤
解
を
含
め
て
十
分
に
著
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
汲
み
取
れ
た
か
ど
う
か

非
常
に
心
許
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
O
こ
の
点
お
わ
び
申
し
上
げ
た
い
｡

(四
六
判
､
三
〇
二
頁
､
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
､
二
〇
〇
五
年
十
月
刊
､
二
三

一
〇
円
)

(く
ど
う

･
だ
い
す
け

青
森
市
史
編
さ
ん
室
非
常
勤
嘱
託
員
)
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