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千
早
赤
坂
生
ま
れ
の
「
悪
党
」

増

山

雄

三

神

戸

に

住

む

人

な

ら

、

Ｊ

Ｒ

神

戸

駅

か

ら

歩

い

て

約

十

分

の

所

に

あ

る

、

湊

川

神

社

の

主

祭

神

が

、

鎌

倉

時

代

末

期

か

ら

南

北

朝

時

代

に

か

け

て

活

躍

し

た

武

将

で

、

明

治

以

降

は

「

大

楠

公

」

と

称

さ

れ

た

、

「

楠

木

正

成

（

一

二

九

四

～

一

三

三

六

）
」

で

あ

る

こ

と

は

よ

く

知

っ

て

い

る

。

正

成

は

、

一

三

三

一

年

か

ら

三

年

に

か

け

起

っ

た

「

元

弘

の

乱

」

で

、

南

朝

側

の

後

醍

醐

天

皇

を

奉

じ

た

、

大

塔

宮

護

良

親

王

と

連

携

し

て

、

「

千

早

城

の

戦

い

」

で

、

大

規

模

な

幕

軍

を

千

早

城

に

引

き

付

け

て

、

日

本

全

土

で

反

乱

を

誘

発

さ

せ

る

こ

と

で

、

鎌

倉

幕

府

の

打

倒

に

貢

献

し

た

。

彼

は

、

こ

れ

ほ

ど

の

武

将

で

あ

り

な

が

ら

、

出

自

や

前

歴

は

殆

ど

分

っ

て

お

ら

ず

、

た

だ

確

実

な

こ

と

は

、

河

内

や

和

泉

を

本

拠

地

と

す

る

「

悪

党

」

だ

っ

た

と

い

う

こ

と

で

、

こ

こ

は

商

業

の

発

達

し

て

い

た
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地

域

だ

っ

た

の

で

、

こ

う

し

た

社

会

環

境

や

経

済

環

境

か

ら

生

ま

れ

た

、

反

体

制

の

新

興

武

士

だ

っ

た

。

そ

し

て

、

そ

の

多

く

は

野

伏

や

あ

ぶ

れ

者

で

、

幕

府

か

ら

見

れ

ば

、

ま

さ

し

く

彼

ら

は

悪

党

で

、

こ

う

し

た

勢

力

と

結

び

つ

い

て

い

た

彼

は

、

河

内

の

地

に

お

け

る

、

一

土

豪

に

す

ぎ

な

か

っ

た

。

そ

ん

な

悪

党

と

、

後

醍

醐

天

皇

が

結

び

付

い

た

経

緯

と

い

う

の

は

、

武

士

は

強

け

れ

ば

、

文

盲

で

も

恥

で

は

な

か

っ

た

時

代

、

正

成

の

様

な

無

名

の

家

系

な

が

ら

、

父

が

学

問

へ

の

理

解

が

あ

り

裕

福

だ

っ

た

の

で

、

彼

が

ま

だ

少

年

の

こ

ろ

学

問

を

学

ぶ

た

め

、

今

の

大

阪

府

河

内

長

野

市

に

あ

っ

た

「

観

心

寺

」

に

入

り

、

読

み

書

き

と

「

朱

子

学

」

を

学

ん

だ

。

朱

子

学

と

言

う

の

は

、

後

醍

醐

天

皇

の

行

動

原

理

と

も

い

え

る

学

問

で

あ

り

、

観

心

寺

は

後

醍

醐

天

皇

の

大

覚

寺

統

の

系

列

で

、

た

ま

た

ま

天

皇

の

近

臣

が

こ

こ

で

楠

木

正

成

と

出

会

い

、

彼

の

非

凡

さ

を

知

っ

て

、

後

醍

醐

天

皇

に

推

挙

し

た

の

だ

。

こ

の

時

期

、

後

醍

醐

天

皇

の

最

大

の

悩

み

は

、

自

分

の

理

想

を

実

現

さ

せ

る

に

は

、

彼

を

支

え

る

べ

き



3

軍

事

力

が

な

い

事

だ

っ

た

の

で

、

反

幕

府

側

と

分

る

者

に

諭

旨

を

だ

し

た

上

、

助

力

さ

せ

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

の

で

、

正

成

の

よ

う

な

悪

党

を

利

用

し

よ

う

と

し

た

の

は

、

必

然

の

成

り

行

き

で

、

そ

の

後

、

正

成

は

居

城

の

赤

坂

城

で

、

後

醍

醐

天

皇

は

笠

置

山

で

、

新

し

い

政

府

の

旗

上

げ

を

す

る

の

で

あ

る

。

こ

ん

な

楠

木

正

成

は

、

戦

前

で

は

後

醍

醐

天

皇

の

「

忠

臣

」

と

し

て

顕

彰

さ

れ

、

戦

後

に

は

「

悪

党

」

す

な

わ

ち

、

幕

府

の

荘

園

領

主

な

ど

の

支

配

体

制

に

抗

し

た

、

反

逆

の

ヒ

ー

ロ

ー

で

あ

る

と

喝

采

を

浴

び

た

が

、

彼

を

悪

党

と

し

た

、

Ｎ

Ｈ

Ｋ

の

番

組

が

抗

議

を

受

け

る

な

ど

し

た

た

め

、

い

ま

世

間

的

な

イ

メ

ー

ジ

は

、

ま

だ

定

ま

っ

た

と

は

い

え

な

い

。

先

に

話

し

た

よ

う

に

、

現

在

の

大

阪

府

東

部

で

あ

る

、

河

内

の

土

豪

だ

っ

た

彼

の

前

半

生

は

「

謎

」

が

多

い

が

、

後

醍

醐

に

召

さ

れ

る

と

、

た

ち

ま

ち

軍

事

的

才

能

を

発

揮

し

て

、

鎌

倉

幕

府

軍

を

翻

弄

し

、

足

利

尊

氏

の

大

軍

に

も

怯

ま

ず

、

そ

こ

で

潔

く

自

刃

し

て

果

て

た

、

と

記

し

て

い

る

軍

記

物

「

太

平

記

」

の

正

成

像

が

、

今

で

は

深

く

浸

透

し

て

い

る

。
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こ

の

謎

の

部

分

に

つ

い

て

、

文

化

史

家

の

林

屋

辰

三

郎

は

、

正

成

は

「

散

所

の

長

者

」

で

は

な

か

っ

た

か

と

推

察

し

て

い

る

が

、

散

所

と

い

う

の

は

、

耕

作

に

適

さ

な

い

河

原

な

ど

の

土

地

で

、

領

主

の

警

護

や

交

通

運

輸

業

務

な

ど

の

雑

役

を

行

な

い

、

商

業

的

な

権

利

を

得

て

い

た

者

達

の

事

を

い

っ

た

。

既

存

の

秩

序

を

壊

す

、

悪

党

的

な

性

格

を

積

極

的

に

評

価

し

た

の

は

、

中

世

日

本

史

が

専

門

の

網

野

善

彦

で

、

彼

は

、

著

書

「

悪

党

と

海

賊

」

の

中

で

、

商

業

や

金

融

に

よ

り

利

を

得

る

行

為

も

、

ま

た

「

悪

」

と

さ

れ

た

と

指

摘

す

る

が

、

正

成

は

、

流

通

と

関

わ

る

武

士

だ

っ

た

と

も

言

っ

て

い

る

。

そ

し

て

、

戦

闘

に

な

れ

ば

大

石

や

大

木

を

投

げ

落

と

し

、

石

ツ

ブ

テ

を

投

げ

る

と

い

う

、

東

国

武

士

と

は

全

く

違

っ

た

、

ゲ

リ

ラ

的

戦

法

を

と

っ

た

の

も

、

ま

さ

に

非

正

規

の

武

士

で

あ

る

悪

党

ら

し

い

が

、

古

く

か

ら

あ

る

政

治

や

経

済

の

体

制

に

反

抗

し

た

、

ア

ウ

ト

ロ

ー

的

集

団

こ

そ

悪

党

で

あ

り

、

戦

後

史

学

会

は

、

彼

ら

を

変

革

の

主

体

と

し

て

持

ち

上

げ

た

。

近

年

、

進

展

を

み

た

の

が

正

成

の

出

自

に

つ

い

て
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の

研

究

で

、

太

平

記

で

は

、

橘

諸

兄

の

流

れ

を

く

む

橘

氏

と

さ

れ

た

が

、

こ

れ

に

は

疑

問

が

あ

り

、

楠

木

の

ル

ー

ツ

の

地

は

、

駿

河

の

荘

園

で

今

の

静

岡

県

清

水

区

で

あ

る

、

入

江

荘

内

の

楠

木

村

だ

と

い

う

。

そ

こ

で

、

幕

府

内

で

専

制

を

強

め

て

い

た

、

北

条

氏

惣

領

家

の

配

下

だ

っ

た

と

い

う

が

、

楠

木

氏

は

、

東

国

か

ら

畿

内

の

河

内

に

や

っ

て

き

た

、

鎌

倉

の

軍

事

力

と

さ

れ

、

そ

ん

な

事

も

あ

り

、

正

成

自

身

は

、

河

内

の

千

早

赤

坂

で

誕

生

し

た

と

見

ら

れ

る

。

江

戸

時

代

初

期

に

、

林

羅

山

が

編

述

し

た

「

鎌

倉

将

軍

家

譜

」

に

よ

れ

ば

、

正

成

は

後

醍

醐

に

召

さ

れ

る

九

年

前

、

得

宗

北

条

高

時

の

命

で

、

摂

津

の

山

本

右

衛

門

尉

や

紀

州

の

安

田

庄

司

、

そ

れ

に

、

大

和

の

越

智

四

郎

を

討

伐

し

て

い

る

。

そ

れ

で

、

「

後

醍

醐

の

た

め

に

戦

っ

た

忠

臣

、

と

い

う

先

入

観

か

ら

こ

れ

ま

で

否

定

さ

れ

る

傾

向

が

強

か

っ

た

が

、

や

は

り

正

成

は

鎌

倉

幕

府

関

係

者

だ

っ

た

の

だ

ろ

う

」

と

話

す

の

が

、

日

本

中

世

史

が

専

門

の

生

駒

花

園

大

教

授

だ

。

御

家

人

だ

っ

た

、

足

利

尊

氏

や

新

田

義

貞

も

幕

府
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を

裏

切

っ

て

、

後

醍

醐

に

仕

え

た

の

で

、

正

成

が

同

じ

道

を

進

ん

で

も

お

か

し

く

な

い

が

、

正

成

が

、

そ

れ

で

ず

っ

と

悪

党

だ

っ

た

と

は

考

え

に

く

い

。

そ

し

て

彼

は

、

朝

廷

と

幕

府

の

両

政

権

に

関

り

な

が

ら

、

交

通

や

流

通

に

関

与

し

、

時

に

は

荘

園

領

主

と

対

立

し

た

た

め

、

悪

党

と

非

難

さ

れ

た

人

物

だ

っ

た

が

、

こ

の

よ

う

な

多

面

的

な

面

を

持

っ

て

い

た

か

ら

こ

そ

、

正

成

は

後

醍

醐

と

も

結

び

つ

い

た

の

だ

。

そ

の

後

、

後

醍

醐

に

反

旗

を

翻

し

た

、

逆

賊

と

い

わ

れ

た

尊

氏

と

戦

う

が

、

尊

氏

へ

の

共

感

は

失

わ

な

か

っ

た

よ

う

で

、

尊

氏

寄

り

の

軍

記

物

「

梅

松

論

」

で

は

、

「

帝

に

は

徳

が

な

い

の

で

、

尊

氏

が

い

な

け

れ

ば

、

こ

の

政

権

に

皆

は

つ

い

て

こ

な

い

と

、

新

田

義

貞

を

斬

り

、

尊

氏

と

和

睦

す

べ

し

と

提

案

し

た

」

と

記

さ

れ

て

い

る

、

現

実

主

義

者

だ

っ

た

。

と

こ

ろ

で

、

源

氏

の

嫡

流

を

自

負

し

、

天

下

取

り

は

代

々

の

悲

願

と

し

て

い

た

足

利

尊

氏

は

、

建

武

政

権

で

重

用

さ

れ

た

の

に

、

ど

う

し

て

後

醍

醐

天

皇

と

決

別

し

た

の

か

と

い

え

ば

、

そ

れ

は

、

尊

氏

の

個

性

が

「

八

方

美

人

で

投

げ

出

し

や

屋

」

だ

と

い

う

こ

と
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に

よ

る

と

、

中

世

史

に

詳

し

い

歴

史

家

は

い

う

。

尊

氏

は

、

北

条

氏

残

党

に

よ

る

「

中

先

代

の

乱

」

を

鎮

圧

し

、

鎌

倉

を

占

拠

し

た

あ

と

、

後

醍

醐

の

帰

京

命

令

を

無

視

し

て

、

家

臣

に

恩

賞

の

給

与

を

始

め

る

が

、

そ

れ

は

ま

さ

に

、

彼

の

「

八

方

美

人

」

ら

し

い

と

こ

ろ

だ

が

、

こ

れ

が

後

醍

醐

の

逆

鱗

に

触

れ

る

と

、

「

投

げ

出

し

屋

」

の

本

領

を

発

揮

し

て

、

蟄

居

し

て

し

ま

う

の

だ

。

す

る

と

、

後

醍

醐

か

ら

追

討

軍

を

差

し

向

け

ら

れ

た

の

で

、

尊

氏

は

そ

れ

と

嫌

々

戦

う

が

、

そ

れ

も

、

支

離

滅

裂

な

離

反

の

結

果

だ

と

い

う

後

の

史

家

も

い

る

が

、

そ

ん

な

出

来

事

を

知

る

と

、

尊

氏

は

、

あ

ま

り

深

い

考

え

を

持

た

な

い

、

「

能

天

気

」

な

人

物

だ

っ

た

と

い

う

印

象

を

与

え

る

。

そ

ん

な

チ

ャ

ラ

ン

ポ

ラ

ン

な

尊

氏

が

、

色

ん

な

経

緯

を

経

な

が

ら

、

混

迷

の

時

代

を

纏

め

、

当

時

を

リ

ー

ド

す

る

、

キ

ャ

ス

テ

ィ

ン

グ

ボ

ー

ド

を

握

っ

て

し

ま

う

と

い

う

の

も

、

こ

の

時

代

の

面

白

い

と

こ

ろ

で

は

な

い

か

と

思

え

る

。

令

和

三

年

四

月


