
紹

介

亀
田
俊
和
著

﹃
観
応
の
擾
乱

室
町
時
代
を
二
つ
に
裂
い
た

足
利
尊
氏
・
直
義
兄
弟
の
戦
い

﹄

観
応
の
擾
乱
の
通
説
は
︑
佐
藤
進
一
氏
の
研
究

を
前
提
と
す
る
︒
佐
藤
氏
は
︑
足
利
尊
氏
が
主
従

制
的
支
配
︑
足
利
直
義
が
統
治
権
的
支
配
を
行
う

こ
と
を
提
示
し
︑
初
期
室
町
幕
府
の
体
制
を
﹁
二

頭
政
治
﹂
と
評
価
し
た
︒
こ
の
よ
う
に
権
限
を
明

確
に
区
別
し
て
示
し
た
こ
と
に
意
義
が
あ
る
︒
そ

し
て
尊
氏
の
執
事
高
師
直
は
直
義
の
権
限
拡
大
に

反
発
し
︑
尊
氏
方
と
直
義
方
で
対
立
が
表
面
化
し

た
︒
そ
こ
に
南
朝
の
動
向
も
相
ま
っ
て
︑
足
利
氏

の
内
紛
に
留
ま
ら
な
い
全
国
規
模
の
内
乱
へ
と
発

展
し
て
い
く
と
い
う
構
図
で
観
応
の
擾
乱
は
描
か

れ
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か
し
実
際
に
は
個
人
の
利

害
関
係
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
い
る
︒
こ
れ
を

﹁
二
頭
政
治
﹂
を
前
提
と
し
て
︑
二
項
対
立
的
に

説
明
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
︑
こ
の
図
式
に
当
て

は
ま
ら
な
い
当
該
期
の
実
態
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま

う
︒
ま
た
史
料
的
に
は
軍
記
物
語
で
あ
る
﹃
太
平

記
﹄
に
依
拠
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
く
︑
史
料
の
信

憑
性
に
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
よ
う
な

状
況
の
中
︑
本
書
は
通
説
を
再
検
証
し
︑
絡
み
合

っ
た
事
実
や
人
間
関
係
を
紐
解
い
た
︒

亀
田
氏
は
︑
こ
れ
ま
で
は
個
々
の
人
物
を
重
視

し
て
研
究
を
進
め
て
お
り
︑﹃
高
師
直
﹄︵
吉
川
弘

文
館
︑
二
〇
一
五
︶
な
ど
︑
人
物
の
動
向
に
焦
点

を
当
て
て
︑
当
該
期
を
論
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
人
物
に
焦
点
を
当
て
た
個
別
研
究
も

進
展
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ

ま
で
の
研
究
の
中
で
個
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

た
人
物
の
動
向
を
結
合
さ
せ
︑
そ
れ
ら
を
南
北
朝

期
︑
観
応
の
擾
乱
の
中
に
位
置
づ
け
た
点
が
本
書

の
魅
力
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

本
書
は
﹁
は
し
が
き
﹂︑﹁
あ
と
が
き
﹂
を
除
き
︑

七
章
構
成
で
あ
り
︑
通
時
的
に
論
が
展
開
さ
れ
る
︒

第
一
章
﹁
初
期
室
町
幕
府
の
体
制
﹂
で
は
︑
観

応
の
擾
乱
を
理
解
す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
室
町

幕
府
成
立
の
契
機
で
あ
る
中
先
代
の
乱
か
ら
歴
史

を
論
じ
︑
尊
氏
︑
直
義
︑
師
直
の
権
限
を
概
観
す

る
︒第

二
章
﹁
観
応
の
擾
乱
へ
の
道
﹂
お
よ
び
第
三

章
﹁
観
応
の
擾
乱
第
一
幕
﹂
は
︑
四
条
畷
の
戦
い

か
ら
高
一
族
の
殺
害
ま
で
が
通
時
的
に
論
じ
ら
れ
︑

観
応
の
擾
乱
の
道
筋
が
示
さ
れ
る
︒
特
に
第
三
章

で
は
引
付
方
の
復
活
や
寄
合
方
の
登
場
と
い
っ
た

制
度
的
側
面
︑
地
方
で
の
戦
乱
の
状
況
︑
細
川
顕

氏
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
︑
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注

目
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
武
将
に
も
目
を
配
り

つ
つ
︑
論
じ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
︒

第
四
章
﹁
束
の
間
の
平
和
﹂
で
は
︑
尊
氏
と
講

和
中
の
直
義
の
政
治
を
﹁
失
政
﹂
と
評
価
す
る
︒

制
度
面
で
は
︑
直
義
に
反
発
す
る
義
詮
が
御
前
沙

汰
を
開
い
た
こ
と
で
中
世
訴
訟
制
度
が
変
質
す
る

と
し
︑
こ
れ
を
室
町
幕
府
体
制
の
画
期
で
あ
る
と

位
置
づ
け
た
︒

第
五
章
﹁
観
応
の
擾
乱
第
二
幕
﹂
を
前
提
と
し

て
第
六
章
﹁
新
体
制
の
胎
動
﹂
が
論
じ
ら
れ
る
︒

直
義
の
死
去
を
狭
義
の
観
応
の
擾
乱
の
終
結
と
捉

え
る
と
と
も
に
︑
こ
れ
が
む
し
ろ
室
町
幕
府
に
と

っ
て
の
戦
い
の
端
緒
で
あ
る
と
評
価
す
る
︒
そ
し

て
足
利
直
冬
が
尊
氏
に
敗
戦
し
た
こ
と
︑
南
朝
の

入
京
が
最
後
に
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
挙
げ
︑
幕
府

を
揺
る
が
す
戦
い
は
終
焉
し
た
と
︑
こ
の
時
期
を

位
置
づ
け
た
︒

終
章
﹁
観
応
の
擾
乱
と
は
何
だ
っ
た
の
か
？
﹂

で
は
こ
こ
ま
で
の
論
を
総
括
し
つ
つ
︑
観
応
の
擾

乱
以
後
の
政
治
に
も
言
及
す
る
︒
近
年
注
目
さ
れ

る
災
害
史
の
観
点
も
取
り
入
れ
て
お
り
︑
興
味
深

い
︒
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本
書
は
通
説
や
分
析
概
念
に
斬
新
に
切
り
込
み

な
が
ら
も
︑
最
新
の
研
究
動
向
に
も
目
を
配
っ
て

い
る
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
そ
の
時
々
の
情
勢
で
動

く
人
々
の
様
子
を
子
細
に
描
い
て
お
り
︑
亀
田
氏

の
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
が
随
所
に
反
映
さ
れ
て

い
る
︒
書
店
な
ど
で
は
話
題
の
本
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
︑
一
躍
︑
脚
光
を
浴
び
て
い
る
︒
一
般
読

者
の
注
目
度
の
高
ま
り
と
と
も
に
︑
今
後
の
南
北

朝
期
研
究
の
進
展
を
期
待
し
た
い
︒
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