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南北朝時代の郷土　その１
～ 菊池武敏、太田清水の戦に圧勝 ～

足
利
尊
氏
、
九
州
へ
逃
れ
る

足
利
尊た

か
う
じ氏

は
、
後ご

だ
い
ご

醍
醐
天
皇
に

よ
っ
て
成
さ
れ
た
建け

ん
む武

新
政
の

最
大
の
功
労
者
の
一
人
で
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ず
か
1

　
　
　
　

年
そ
こ
そ
こ
で
、
新
政
権
か
ら
離

反
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
後
は

後
醍
醐
天
皇
側
と
激
し
く
せ
め
ぎ

合
い
、
一
旦
は
上じ

ょ
う
ら
く洛

を
果
た
す
も

の
の
支
え
切
れ
ず
に
、
つ
い
に
敗

走
し
ま
す
。

尊
氏
・
直た

だ
よ
し義

兄
弟
は
追
手
が
迫

る
中
、
室む

ろ
の
つ津

（
現
兵
庫
県
御
津
町

室
津
）
か
ら
、
九
州
で
の
再
起
を

賭
け
て
出
航
し
ま
す
。「
旗
を
巻

き
、冑か

ぶ
とを

ぬ
ぎ
」（
梅
松
論
）
と
か
、

「
乗の

り
お
く殿

れ
た
る
兵つ

わ
も
の共

、
物も

の
ぐ
い
し
ょ
う

具
衣
装

を
脱ぬ

ぎ
す捨

て
」（
太
平
記
）
と
あ
る

よ
う
に
、
ほ
う
ほ
う
の
態て

い
で
の
逃

走
で
し
た
。

一
方
九
州
で
は
、
尊
氏
が
九
州

へ
走
る
一
報
を
受
け
て
動
い
た
、

二
人
の
人
物
が
い
ま
し
た
。
一
人

は
大
宰
府
有う

ち
や
ま
じ
ょ
う

智
山
城
を
本
拠
と
す

る
少し

ょ
う
に
さ
だ
つ
ね

弐
貞
経
で
、
息
子
の
頼よ

り
ひ
さ尚

を

下
関
へ
迎
え
に
出
し
て
い
ま
す
。

も
う
一
人
は
、
肥
後
国
菊
池
を
本

拠
と
す
る
菊き

く
ち
た
け
と
し

池
武
敏
で
す
。
後
醍

醐
天
皇
に
近き

ん
じ侍

し
て
活
動
し
て
い

た
兄
の
武た

け
し
げ重

か
ら
の
連
絡
で
、
九

州
へ
下
る
尊
氏
を
討
つ
べ
く
挙
兵

の
準
備
を
始
め
ま
す
。

当
の
尊
氏
は
、
少
弐
頼
尚
の
先

導
の
も
と
、
芦あ

し
や
の
つ

屋
津
（
現
福
岡
県

遠
賀
郡
芦
屋
町
）
に
上
陸
し
て
、

宗
像
大
宮
司
館
に
迎
え
入
れ
ら
れ

ま
す
。

太
田
清
水
の
戦

菊
池
武
敏
は
軍
勢
を
調と

と
の

え
て

阿あ
そ
こ
れ
な
お

蘇
惟
直
（
阿
蘇
大
宮
司
）
と
と

も
に
、
本
拠
地
の
菊
池
を
進
発
し

て
北
上
を
開
始
し
ま
す
。
一
方
の

少
弐
貞
経
も
こ
の
動
き
を
察
知
し
、

早
速
菊
池
軍
迎
撃
の
た
め
詫た

く
ま磨

之こ
れ

親ち
か

・
同
貞さ

だ
ま
さ政

な
ど
を
発
向
さ
せ
て

い
ま
す
。

2
月
27
日
に
こ
の
両
軍
が
ぶ
つ

か
っ
た
場
所
が
、
現
在
の
広
川
町

太
田
の
東
部
一
帯
で
す
。
時
に

延え
ん
げ
ん元

元
年
（
1
3
3
6
年
）、
今

か
ら
6
8
6
年
前
の
出

来
事
に
な
り
ま
す
。
ち
な

み
に
延
元
（
後
醍
醐
天
皇

側
で
使
っ
た
年
号
）
と
改

元
さ
れ
た
の
は
2
月
29
日
。

厳
密
に
い
う
と
建
武
3
年

2
月
27
日
で
す
。

太お
お
た
し
み
ず

田
清
水
は
太
田
寒
水

と
記
さ
れ
た
古
文
書
も
あ

り
ま
す
。
地
名
の
語
源
を

た
ど
る
と
、
現
在
の
上
太

田
橋
付
近
の
右
岸
に
清
水

（
湧
水
）
が
出
て
い
た
と

い
い
、昔
は
春
日
神
社（
太

田
村
鎮
守
）
の
お
潮し

お
い井

を

汲
ん
で
い
た
と
も
聞
き
ま
す
の
で
、

湧
水
が
あ
っ
た
こ
と
に
因
む
地
名

に
、
間
違
い
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

こ
の
地
で
両
軍
が
激
し
く
ぶ
つ

か
っ
た
理
由
は
、
大
宰
府
か
ら
も

菊
池
か
ら
も
こ
の
地
が
、
距
離
的

に
も
地
形
的
に
も
戦
略
上
の
要

よ
う
し
ょ
う衝

で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
戦
は
菊
池
軍
の
圧
勝
で
、

敗
走
す
る
少
弐
軍
を
激
し
く
追
撃

し
北
上
を
続
け
ま
す
。
実
は
こ
の

時
に
尊
氏
方
に
呼
応
し
て
、
現

み
や
ま
市
田た

じ
り尻

を
拠
点
と
す
る

田た
じ
り
た
ね
い
え

尻
種
家
が
参
戦
。
菊
池
軍
の
背

後
を
脅
か
す
動
き
が
あ
っ
た
事
実

も
、
古
文
書
に
よ
っ
て
判
明
し
ま

し
た
。

　寅年になりました。考古学の世界ですぐ
に思い当たる虎は、装飾古墳に描かれた
「白

びゃっこ
虎」です。国内では、福岡県の竹原古

墳、奈良県の高松塚古墳・キトラ古墳の 3
例のみに確認されています。白虎は、中
国の神話で西の方位を司り、秋の季節を
象徴し、色は白があてられる神獣です。

　飛鳥時代末から奈良時代初期の装飾古
墳において、渡来人の文化と共に、朝鮮
半島で多く見られる四神図が描かれてい
ます。国宝になっているキトラ古墳の壁
画の白虎は、細身で首が長く、前脚を前
方に突き出して、北側を向いて立ち上がっ
ている姿を表現しています。
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太田清水の古戦場（南から見た上太田橋付近）
延元元年 2 月 27 日、菊池武敏が率いる軍勢と少弐貞経
が派遣した軍勢がこの一帯で戦った。

▲キトラ古墳の壁画
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人権問題を考える

右と左、どちらに立ちますか ?
～ 時代とともに変わる慣習 ～

問教育委員会事務局人権・同和教育係　☎ 0943-32-0093

右
と
左
、

ど
ち
ら
に
並
ん
で
い
ま
し
た
か
？

学
校
で
集
会
が
あ
っ
た
と
き
、

あ
な
た
は
左
右
ど
ち
ら
側
に
並
ん

で
い
ま
し
た
か
?

多
く
の
人
が
、

正
面
に
向
か
っ
て
「
男
性
は
右
」

「
女
性
は
左
」
に
並
ん
で
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、
次
の
問
題
を
考
え
て
み

て
く
だ
さ
い
。

中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た

左
優
位

論
語
に
「
天
子
南
面
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
中
国

で
は
、一
番
偉
い
人
が
南
（
太
陽
）

を
向
い
て
中
央
に
立
ち
、
そ
の
左

側
（
東
側
・
太
陽
が
昇
る
方
）
に

左
大
臣
、
右
側
（
西
側
･
太
陽
が

沈
む
方
）
に
右
大
臣
が
立
っ
て
い

ま
し
た
。
こ
の
左
優
位
の
考
え
方

が
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
考
え
方
は
、
今
で
も
さ
ま

ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
慣
習
と
し
て

残
っ
て
い
ま

す
。
舞
台
で

は「
左
側（
向

か
っ
て
右

側
）
を
上か

み
て手

（
座
）」、「
右

側
（
向
か
っ

て
左
側
）
を

下し
も
て手

（
座
）」

と
い
い
、
舞

台
に
立
つ
と

き
は
下
手
か

ら
入
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

席
に
座
る
と

き
も
、
図
①

か
ら
⑤
の
順

で
座
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

並
ぶ
と
き
は

ど
う
し
て
右
優
位
?

で
は
現
在
、
な
ぜ
男
女
が
並
ぶ

と
き
に
、
こ
の
左
優
位
の
考
え
方

が
右
優
位
に
変
わ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
?

実
は
か
つ
て
、
欧
米
で

男
性
が
剣
を
持
ち
歩
い
て
い
た
こ

ろ
、
右
手
に
剣
を
持
ち
、
女
性
は

男
性
の
あ
い
て
い
る
左
腕
を
つ
か

む
と
い
う
習
慣
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
欧
米
で
は
右
優

位
の
考
え
方
が
あ
る
よ
う
で
す
。

明
治
時
代
以
降
、
多
く
の
外
国

人
の
来
賓
を
迎
え
る
中
で
、
日
本

で
も
国
際
化
の
た
め
、
昭
和
天
皇

が
即
位
し
た
と
き
か
ら
男
女
の
立

つ
位
置
が
変
わ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
に
合

わ
せ
て
内
裏
雛
も

①
か
ら
②
に
か
わ

っ
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
京
都
で
は
、

京
雛
と
し
て
昔
か

ら
の
左
優
位
の
考

え
方
が
守
ら
れ
て

い
ま
す
。

男
女
が
並
ん
で

立
つ
と
い
う
中
に

も
、
優
位
が
あ
り

ま
す
。「
日
ご
ろ

か
ら
そ
ん
な
こ
と
は
考
え
て
い
な

い
」
と
い
う
人
も
多
い
と
思
い
ま

す
が
、
知
ら
な
い
う
ち
に
優
位
の

慣
習
を
引
き
継
い
で
い
た
の
で
す
。

世
の
中
に
は
、
多
く
の
慣
習
が

あ
り
、
優
位
の
考
え
方
も
含
ま
れ

て
い
ま
す
。「
慣
習
は
守
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
も
の
」
で
は
な
く
、

時
代
と
と
も
に
「
慣
習
と
し
て
残

す
も
の
、
変
わ
っ
て
い
く
も
の
、

変
え
て
い
く
も
の
」
と
変
化
し
て

き
ま
し
た
。「
今
ま
で
や
っ
て
き

た
か
ら
当
然
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
慣
習
を
強
制
す
る
こ
と

は
、
人
権
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

に
も
な
り
ま
す
。
常
に
人
権
を
意

識
し
な
が
ら
考
え
ま
し
ょ
う
。

　　　ジェンダーギャップ指数

　世界経済フォーラムが昨年 3 月、国別に男女
格差を数値化した「ジェンダーギャップ指数」を
発表しました。この指数は「経済」「政治」「教育」

「医療」の４つの分野のデータから作られ、０
が完全不平等、１が完全平等を示します。今年の
日本の総合スコアは 0.656。順位は 156 か国
中 120 位でした。特に政治分野では女性の議
員数の割合が低く、経済分野では収入での男女
格差、管理職や専門職 ･ 技術者の数について男
女差があることが、全体の指数に影響しています。

多
く
の
地
域
で
は
、
②
の
よ
う

に
並
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
大
正

時
代
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
①
の

よ
う
に
並
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

① ②

内
だ い り び な

裏雛があります。
あなたが住む町では①②どちらでしたか ?

問題

下手 上手舞台

客席
⑤ ③ ① ② ④

世界
120 位




