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知

盛

の

位

置

板

坂

耀

子

こ
の
考
察

は
、
平
家
物
語
覚

一
本

に
よ
る
。
ま
た
文
中

に
使
用
す

る

「
作
者
」

の
語

は
、
成
立

に
携

わ

っ
た
多
く

の
作
者

た
ち

の
総
称
と
す

る
。

は
じ
め

に

岩
波
新
書

「
平
家
物
語
」
中

で
石
母
田
正
氏
が
、
平
知
盛
を
重
要
な
人
物
と

し

て
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
周
知

の
通
り

で
あ
る
。
氏

は
そ
こ
で
、
知
盛
を

重
盛

と
並

ん
で
、
作
者

の
運
命
観
を
表
現
す
る
人
物

の

一
人
と
し

て
と
ら
え
ら

れ
た
。
重
盛

に
比
す
と
、
二

方

の
大
将

で
は
あ

る
が
、
め
だ
た
な

い
存
在
」
で

あ
り
、

し
か
し

一
読
後
、
忘
れ
が
た

い
印
象
を
残
す
と
し

て
、
そ

の
魅
力

の
さ

ま
ざ
ま
を
指
摘
し

て
お

ら
れ

る
。

こ
の
評
価

は
今
日

で
も
変
わ

つ
て
い
な

い
。

教
育
社
歴
史
新
書

「
伝
説

の
時
代
」

で
志
村
有
弘
氏
が
知
盛
を

「
『
平
家
物
語
』

作
者

の
代
弁
者

と
も
称
す

べ
く
、
徹
底
的

に
運
命

に
支
配
さ
れ
た
人
物
」
と
さ

註
1

れ

て
い
る
の
も
、

そ
の

一
つ
で
あ

ろ
う
。

知
盛

が
、
作
中

で
重
要
な
人
物

で
あ

る
こ
と

は
、
私

に
も
異
論
は
な

い
。
作

者

の
代
弁
者

や
分
身

で
あ

る
と

い
う

の
も
、
う
な
ず
け
る
。
た
だ
、
そ
れ
が
、

ど
う
い
う
意
味

で
そ
う
な

の
か
と

い
う
こ
と

に

つ
い
て
、
今
少
し
考
え

て
み
た

い
。
謡
曲

「
船
弁
慶
」
や
そ

の
影
響

下

に
あ
る
と
は
い
え
、

浄
瑠
璃

「義
経
千

本
桜
」
が
、
知
盛
を
華
や
か

に
活
躍
さ
せ

て
い
る

の
を
見

て
も
、
「
め
だ

た
な
い

存
在

」

の
よ
う

に
見
え

て
知
盛

は
、

か
な
り
注
目

さ
れ
る
要
素
を
有

し
て
い
る

と
も

い
え
る

の
で
あ
る
。
石
母

田
氏

が
評
価

さ
れ
た
、
近
代

の
日
か
ら
見

て
も

魅
力

あ
る
知
盛

の
人
間
像
は
、
む
し
ろ
、
作
中

で
彼
が
負

わ
せ
ら
れ

て
い
る
役

割
か
ら
生
じ

て
き
た
も

の
で
あ
り
、

そ

の
役
割

と
は
、

か
な
り
単
純

で
図
式
的

な
意
図

に
基

く
も

の
で
は
な
か

っ
た
か
と
い
う
の
が
、
本
稿

の
要
旨

で
あ

る
。

神
仏
の
怒
り

い
さ
さ
か
唐
突

で
、
基
本
的

す
ぎ
る
問
か
ら
は
じ
め
た
い
。
平
家

一
族

は
、

な
ぜ
滅
亡
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、
「平
家
物
語
」
の
中

に
お

い
て
、
作

者

の
考
え

で
は
、

と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
。

有
名
な
冒
頭

の

一
文

に
お
い
て
、
既

に
作
者

は
、
諸
行
無
常
と
因
果
応
報
と

い
う
、

一
見
ま

っ
た
く
相

反
す

る
見
解
を
、

こ
の
間

に
対

し
て
示
し

て
い
る
。

定

ま
る
も

の
は
何

も
な
い
と
い
う
考

え
と
、
平
家

の
滅
亡

に
は
し
か
る
べ
き
原

因
が
あ
る
と

い
う
考

え
と
が
、

そ

こ
で
は
並
列

さ
れ
て
い
る
。
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最
終
的

に
は

こ
の
矛
盾
は
止
揚
さ
れ

て
い
る
と
思

う
が
、
本
稿

で
は
そ
れ

に

は
ふ
れ
な

い
。
こ
こ
で
は
、
「
平
家
」
の
作
者

が
、
因

果
応
報

と
い
う
か
た
ち

で
、

そ
れ
な
り

に
、
歴
史

の
法

則
性
を
発
見

し
よ
う
と
す

る
姿
勢

を
有

し
て
い
る
こ

と
を
、
指
摘
し

て
お
き
た
い
。

さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
事
件

や
反
乱

の
原
因

に

つ
い
て
、
作
者

は
そ
れ
を
追
及

し
、
説
明
し
た
い
と
い
う
態
度

を
随
所

で
示

し
て
い
る
。

「抑

源
三
位

入
道
、
年

ご
ろ
日
比
も

あ
れ
ば

こ
そ
あ

り
け
め
、
今
年

い
か
な

る
心
に

て
謀
反

を
ば
お

こ
し
け
る
ぞ
と

い
ふ
に
」

(巻

四

「競
」
)
と
し

て
、
宗

盛

が
源
三
位
頼
政

の
子
仲
綱

に
屈
辱
を
与

え
た
事
件
を
記
し
、

こ
れ

に
怒

っ
た

頼

政
が
、
「宮

を
す

ゝ
め
申

た
り
け
る

(高
倉
宮
以
仁
王

に
平
家
討
伐
を
す
す
め

た
)

と
そ
、
後

に
は
き
こ
え
し
。
」

(同
上
)
と
、
高
倉
宮

の
乱

に

つ
い
て
説
明

す
る
。

頼
朝

の
旗
上
げ

に

つ
い
て
も

「抑
か

の
頼
朝
と

は
」

(巻
五

「
文
覚
荒

行
」
)

と
、

そ
の
経
歴

に
ふ
れ
た
後
、
「
年
ご

ろ
も
あ
れ
ば

こ
そ
あ
り
け
め
、

こ

と
し
い
か
な
る
心

に
て
謀
反
を
ば
お

こ
さ
れ
け
る
ぞ
と

い
ふ

に
、
高
雄

の
文
覚

上
人

の
申
す

ゝ
め

ら
れ
た

り
け

る
と
か

や
。
」

(同
上
)
と
し

て
、
以
下

に
そ

の

詳
細
を
述

べ
る
。
義
経
と
景
時
が
壇
浦
合
戦

の
直
前
、
軍
議

の
席

で
対

立
し
た

場
面
を
描

い
た
後
、
「
そ
れ

よ
り
し

て
梶
原
判
官
を

に
く
み
そ
あ

て
、
つ
ゐ

に
識

善
.口し

て
失

ひ
け

る
と
そ
き

こ
え
し
。
」
(巻
十

一
「
鶏
合

壇
浦
合
戦
」
)
の

一
文

を
附
す

る
。

こ
の
よ
う

に
、
大
き
な
事
件
を
生

む
原
因
を
、
小

さ
く

て
明
ら
か
な
で
き
ご

註
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と

に
、
象
徴
的

に
求
め

て
説
明
す
る
手
法

を
作
者

は
し
ば
し
ば
と

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
史
実
と
異
な
る
か
も
し
れ
な

い
が
、

わ
か
り
や
す

い
し
、
効
果
的

で

も
あ
る
。
そ
れ

で
は
、

平
家

の
滅
亡

に
、

そ
れ
に
該
当
す

る
場
面

は
存
す

る
で

あ
ろ
う
か
。

冒
頭

か
ら
読

み
進

あ

て
い
く
と
次

の
よ
う
な
記
述

が
、
登
場
し

て

く
る
G

「
平
家
も
又
別
し

て
朝
家
を
恨
奉
る
事
も
な
か
り
し

ほ
ど

に
、
世

の
み
だ
れ

そ
め

け
る
根
本

は
」

(巻

一

「
殿
下
乗
合
」
)

佐

々
木
八
郎
氏

「
平
家
物
語
評
講
」
は
、
こ
の
部
分
を

「
(法

皇
も
適
当

な
機

会
が
な

い
か
ら
平
家
を
御
戒
筋
遊
ば
さ
れ
る
事
も
な
く
)

平
家

も
ま
た
特

に
皇

室
を
恨

み
奉

る
と

い
う

こ
と
も
な
か

っ
た

の
だ
が
、
さ

て
世

の
中

が
乱

れ
だ
し

た
原
因

は
と

い
う
と
」
と

口
訳
さ
れ
、
諸
氏

の
訳

も
概

ね

一
致

す
る
。
確

か
に

そ
う

い
う
本
文

で
あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
は
直
接

に
は
ど

の
よ
う
な
戦
闘
場
面

と

も
結
合
し

て
い
な

い
。

こ
の
本
文

に
続

く

の
は
、
重
盛

の
子
資
盛

が
摂
政
基
房

と
路
上

で
会

っ
て
答

礼
せ
ず
、
基
房

の
家
来

に
暴
行

を
受

け
、

こ
れ
を
怒

っ
た

清
盛
が
重
盛

の
制
止

も
聞
か
ず
部
下

に
命

じ
て
基
房

の
車

を
襲
撃
し
恥
ず

か
し

め
る
と

い
う
話

で
あ
る
。

こ
の
事
件

は
、

こ
れ
で

一
応
落
着
す

る
し
、
基
房

が

こ
れ
を
恨
ん

で
平
家
滅
亡

を
策
す

る
わ
け

で
も
な

い
。

に
も

か
か
わ
ら
ず
作
者

が

こ
れ
を

「世

の
乱
れ

そ
め
け
る
根
本
」
と
す
る

の
は
、
「
こ
れ
こ
そ
平
家

の
悪

行

の
は
じ
め
な
れ
。
」

(
同
上
)

だ
か
ら
で
あ

る
。

作
者
は

こ
れ
以
前

の
段
階

で
も
、
平
家

の
栄
花
を
描

い
て
い
る
が
、

そ
れ
を

批
判

は
し

て
い
な
い
。

だ
か
ら
、

こ
こ
で
作
者
が

「
世

の
み
だ
れ
」
と
言

い
、

「悪

行
」

と
い
う
の
は
、
単

に
資
盛

や
清
盛

の
行
動
、

そ
れ
が
社
会

に
起

こ
し

た
、

あ
る
意
味

で
は
さ
さ
や
か
な
混
乱

の
み
を
指
し

て
言

っ
て
い
る

の
で
は
あ

る
ま
い
。
平
家
滅
亡

の
原
因

と
結
果

の

一
つ
の
総
括
と
も

い
う

べ
き
、
灌
頂
巻

「女
院
死
去
」

で
の
建
礼
門
院

の
述
懐

で
、

彼
女

は
、

壇
浦

で
生
き

の
び
た

人

々
の
そ
の
後

の
悲
惨
な

日
々
を
語

っ
た

の
に
続
け

て
、
次

の
よ
う

に
言

っ
て

い
る
。

「
是

は
た

ゞ
入
道
相
国
、

一
天
四
海
を
掌

に
に
ぎ

て
、
上
は

一
人
を
も
お
そ

れ
ず
、
下

は
万
民
を
も
顧
ず
、
死
罪
流
刑
、
お
も
ふ
さ
ま
に
行

ひ
、
世

を
も
人

を
も
陣
か
ら
れ
ざ
り
し
が

い
た
す
所
な
り
。

父
祖

の
罪
業

は
子
孫

に
む
く
ふ
と
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い
ふ
事
疑
な
し
と
そ
見
え
た
り
け
る
。」

「
世

の
み
だ
れ
そ
め
け
る
根
本
は
」

の

一
文
は
、

こ
れ
に
照
応

す
る
と
み
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
平
家

の
お
ご

っ
た
行
動

は
、

そ
れ
自
体

が
世
を
乱
す

と

い
う
点

で
悪
行

だ

っ
た
の
み
で
は
な
く
、
平
家

の
滅
亡
と
、

そ
の
具
体
的
過

程

で
あ
る
源

平
合
戦
と

い
う
、
大
き
な

「
世

の
み
だ
れ
」

の
原
因
と
な

っ
た
点

で
も
悪
行

だ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し

て
、

そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
事
件

に
は
じ
ま

っ
て
、
「大
臣
流
罪
」
「法

皇
被

流
」
「
都
遷
」
な
ど
、
お
よ
そ

「
上
は

一
人
を
も
恐
れ
ず
、
下
は
万
民
を
も
顧
ず
、
死
罪
流
刑
、

思
ふ
さ
ま
に
行

ひ
、

世
を
も
人
を
も
揮
か
ら
れ
ざ
り
し
」
清
盛

の
行
動

が
描

か
れ

て
い
る
部
分

の
す

べ
て
に
、
平
家
滅
亡

の
原
因
は
存
し

て
い
る
と

い

っ
て
よ
い
。

建
礼
門
院
は

「
罪
業

の
む
く

い
」
と
表
現

し

て
い
る
し
、
「平
家
物
語
」
の
中

註
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盤
か
ら
後
半

に
か
け

て
、
神
仏

が
平
家

を
見
捨

て
、
源
氏

に
味
方
し

て
い
る
と

註
4

い
う
記
述

は
、

く
り
返
し
登
場
す

る
。
見

よ
う
に
よ

っ
て
は
、
後
半

の
源
平
合

戦
は
、
神
仏

の
判
定

の
執
行

に
す
ぎ

な
い
。
そ
の
神
仏

の
判
定

は
、
「
平
家
」
の

前
半

の
ど
の
時
期

か
に
、
既

に
下

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

作
者

は
、

そ
の
よ
う
な
神
仏

の
判
定
が
存
在
し
、
そ
し

て
そ
れ
が
正
し

い
こ

と
を
、
読
者

や
自
分

に
納
得
さ
せ

る
た
め

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫

を
行

な

っ
て

い
る
。
平
家
以
外

の
人

々
に

つ
い
て
、

い
く

つ
か

の
例
を
見
よ
う
。

物
語
中

で
最
初

に
平
家

へ
の
反
乱
を
企

て
る
、
鹿

谷

の
変

の
主
謀
者
、
成
親

に
対
し
、

作
者

は
終
始

「
是
偏

に
天
魔

の
所
為

と
そ
み
え
し
。
」

(巻

一

「鹿

谷
」
)
、
「
よ
し
な
き
謀
反
お

こ
い
て
、
我
身

も
亡
、
子
息
所
従

に
至
る
ま

で
、
か

か
る
う
き
目
を
み
せ
給
ふ

こ
そ
う
た

て
け
れ
。
」
(巻

二

「
徳
大
寺
之
沙
汰
」
)
と

冷
淡

で
あ
る
。
既
に

こ
の
段
階

で
は
、
成
親

と
同
様

に
、
平
家

の
専
横

に
批
判

的
な
作
者

の
、

こ
の
反
応

は
奇
妙

に
思

え
る
。

そ
の
疑
問
を

一
応
納
得

さ
せ

る

の
は
、

成
親

が
、
大
将

に
な

る
事
を
神

に
祈

っ
た
際
、
悪

い
託
宣
ば
か
り
が
出

た
、

と
い
う
叙
述

で
あ
る
。
結
局
大
将

に
な
れ
な
か

っ
た
成
親

は
、

そ
れ
を
平

家

の
専
横
故
と
恨

ん
で
謀
反
を
決
意
す

る
の
だ
が
、

こ
の
叙
述
が
あ
る
限
り
、

成
親

の
平
家

へ
の
恨

み
は
不
当

で
あ
り
、
神
仏

の
意

に
沿
う
も

の
で
は
な
か

っ

た

こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
か
ら
作
者
が
成
親

に
冷
淡

な

の
だ
と
は
言

え

な

い
。
む
し
ろ
、
作
者

が
成
親

に
冷

淡
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
神
仏

の
判
定

が
成

親
を
支
持
し
な

い
と

い
う
場

面
が
作

ら
れ
た

の
で
あ

る
。

で
は
な
ぜ
、
作
者

は

成
親

に
冷
淡

な
の
か
。
谷
宏
氏

は
作
者

が
京
都

の
共
ハ同
体

の

一
員

と
い
う
立
場

註
5

か
ら
成
親

を
批
判

し
て
い
る
と

さ
れ

る
。
私

は
も

っ
と
単
純

に
、
作
者

は
因
果

応
報
観

の
破
綻
を
恐
れ

て
、
も

し
く
は
そ
れ
を
貫

こ
う
と
し

て
、
成
親

の
企
図

は
神
仏

の
意

に
よ

っ
て
お
ら
ず
、
し

た
が

っ
て
失
敗
す

る
し
か
な
か

っ
た
と

い

う
図
式
を
作

っ
た

の
だ
と
考
え

る
。
失
敗
し
た
反
乱
は
、
手
段

の
み
な
ら
ず
目

的
も
、
誤

っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

平
家

へ
の
第
二

の
反
乱
と
も

い
う

べ
き
、
高
倉
宮

事
件

で
も
、
作
者

は
首
謀

者

の
頼
政
を

「
よ
し
な
き
謀
反
お

こ
い
て
、
宮

を
も
う
し
な
ひ
ま
い
ら
せ
、
我

身
も
ほ
ろ
び
ぬ
る

こ
そ
う
た

て
け
れ
。
」
(巻

四

「
鶴
」
)
と
、
成
親

の
場
合
と

ほ

ぼ
同
じ
言

葉
を
用
い

て
非
難

す
る
。

し
か
し
、

こ
の
時

は
既

に
平
家

の
悪
行
を

か
な
り
描

い
た
後
な

の

で
、
作
者

の
批
判

は
鋭

さ
を
欠
く
。
と
り
わ
け
王
法
を

重

ん
じ
る
作
者

に
と

っ
て
、
高
倉
宮

が
こ
の
乱

の
中
心

で
あ

る
こ
と
は
、
成
親

の
場
合

の
よ
う
に
単
純
な
因
果
応
報

の
適
用
を
許
さ
な

い
。
そ

こ
で
作
者
は
、

こ
の
乱

が
誤

り
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
倉
宮
が
思

い
た

っ
た
原
因
を
、

相
少
納

言
な

る
人
相
見

に
求

め
る
。
「
こ
の
事

い
か
ゞ
あ
る

べ
か

ら
ん
と

て
」

迷

っ
て
い
た
宮

に
、
す
ぐ
れ
た
人
相
見

の
相
少
納
言
が
、
位

に

つ
く
相

が
あ
る

と
告
げ
た

た
め
、
宮
は

「
さ

て
は
し
か
る

べ
き
天
照
大
神

の
御
告

や
ら
ん
」

と

決
意
し
た
と
し

て
、
「
こ
れ
は
相
少
納
言

が
不
覚

に
は
あ
ら
ず

や
。
」
(
巻
四

「通

註
6

乗
之
沙
汰
」
)
と
批
判
し

て
お
わ
る
。
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歴
史
上

の
事
実

に

つ
い

て
、
自
他

と
も
に
納
得

で
き
る
説

明
を

つ
け
よ
う
と

す
る
作
者

の
姿
勢

は
、

こ

の
よ
う
に
、

か
な
り
強
い
。

そ
し

て
、

は
じ
め

に
述

べ
た
よ
う
に
、

一
方

で
作
者

は
、

そ
れ
を
、
象
徴

的
な
挿
話

な
ど
を
用
い

て
、

わ
か
り
や
す
く
印
象
的

に
語
ろ
う
と
す
る
傾
向

を
持

つ
。

こ
の
物
語

の
中
心

で
あ
る
平
家

一
族

の
滅
亡

に

つ
い
て
も
、
作
者

は
諸

行
無

常

と
い
う
語

で
限
界

は
予
告
し

つ
つ
、

あ
く
ま

で
因
果
応
報

と

い
う
か
た
ち

で

の
、
説

明
を

つ
け
よ
う
と
、
そ
の
原
因
を
分
析
す
る
。

滅
亡
が
神
仏

の
怒
り
な

ら
、
平
家

の
ど
の
よ
う
な
点
が
そ

の
怒

り
を
招

い
た

の
か
。

建
礼

門
院

の
こ
と

ば
に
み
る
よ
う
に
、

ま
た

こ
れ
ま

で
の
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う

に
、

王
法
や
、

民
衆

に
対

す
る
平
家

の
態

度

に
問
題

が
あ

っ
た
と
作
者

は
と
ら
え

て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ

は
、
お
そ
ら
く
歴
史
的

に
は
正
し

い
分
析

で
は
な

い
。
し
か
し
、

「平
家
」

の
作
者

は
自

ら

の
実

感
と
し

て
、
そ

の
よ
う

に
と
ら
え
た
ろ
う
し
、

そ
れ
を
さ
ぐ

っ
て
ゆ
く
過
程

で
、
ま
た
そ
れ
を
読
者

に
広
め

て
ゆ
く
過
程

で
、

な
る

べ
く
わ
か
り
や
す

い
か
た
ち

で
、
表
現
し
よ
う
と
し
た
は
ず

で
あ
る
。

い

っ
た

い
、
「
平
家
」
は
す
ぐ
れ
た
文
学

で
あ

る
こ
と

は
疑

い
な

い
が
、
ま
だ

歴
史
的
資
料

と
し

て
扱

わ
れ
す
ぎ
る
よ
う

に
思
う
。
小
さ
な
、
事
実
と

の
差
と

い

っ
た
程
度

で
は
な
く
、
か
な
り
徹
底
し

て
事
実
を
無
視
し

て
い
る
作
品
、

ほ

と
ん
ど
古
事

記
や
日
本
書

紀

に
も
等
し

い
図
式
化
や
擬
人
化
が
、
話
を
わ
か
り

や
す
く
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ

て
い
る
作
品
と

い
う
印
象
を
、
私
は
、
「
平
家
」

に
抱

い
て

い
る
。

先
述

の

「世

の
み
だ
れ
そ
め
け
る
根
本

」
と
作
者
が
考
え
た
、
資
盛

と
基
房

の
争

い
の
際

、
資
盛

を
叱

っ
た

の
は
父

の
重
盛

、
基
房
を
恥
ず
か
し
め
た

の
は

祖
父

の
清
盛

と

「平
家
」

は
記
す
が
、
周
知

の
如
く
、

こ
れ
は
事
実

に
反
し

て

い
て
、
基
房

を
攻
撃

し
た

の
は
実

は
重
盛

で
あ

っ
た
と
も

い
う
。

ま
さ
に
事
実

は
そ
の
よ
う

に
、
重
盛
も
含

め
た
平
家

一
族

の
人

々
す

べ

て
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、

時

に
は
お
ご
り
、
時

に
は
そ
れ
を

た
し
な
め
、
様

々
な
対
立

や
葛
藤
を
経

つ
つ
、

全
体

と
し

て
は
滅
亡

に
至
る
方
向

に
動

い

て
い

っ
た
と
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し

「
平
家
」

に
お
い

て
は
、
作
者

が
考

え
る
と
こ
ろ
の
滅

び
の
原
因

と
な

る
行

動
を
常

に
と
る
の
は
清
盛

で
あ
り
、

お
し
と
め
る
の
は
常

に
重
盛

で
あ
る

の
は
、

こ
れ
ま
た
周
知

の
通
り

で
あ
る
。

私

見

に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
作
者

が
、

平
家

滅
亡

の
原
因
と
な

っ
た
も
の
と
、

そ
れ
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
力
、
あ
る
い
は
、
現
実

に
起

こ

っ
た

こ
と
と
、

そ

う
な
ら
な
か

っ
た
か
も
し
れ
な

い
可
能
性

を
、
前
者

を
清
盛
、
後
者

を
重
盛

と

い
う
人
物

に
か
り

て
、
自
分
な
り

に
追

及
し

て
み

て
い
る

の
で
あ
る
。

前
者

が

清
盛

に
仮
託
さ
れ
た

の
は
、
彼
が
平
家

一
族

の
中
心

で
あ
り
、

事
実

も
そ
れ
に

重
な
り
あ
う

こ
と
が
多
か

っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
重
盛
が
後
者

に
選
ば
れ
た

の

は
、
彼
が
早
逝
し
た
か
ら

で
あ
る
。
何
し
ろ
、
現
実

に
平
家
は
滅
び

て
い
る

の

だ
か
ら
、
「
こ
う
す
れ
ば
滅

び
な
か

っ
た
」
可
能
性

は
、
可
能
性
と
し

て
し
か
存

在
し
な

い
。
な
ぜ
そ
れ
が
現
実

に
な
ら
な
か

っ
た
か
を
最
も
合
理
的

に
説
明
す

る

に
は
、
途
中

で
存
在
し
な
く
な

っ
た
人
を
、
そ

の
体
現
者
と
し

て
選
ぶ

こ
と

で
あ
る
。
重
盛
が
現
実

に
は
ど

の
よ
う
な
人

で
あ

っ
た

に
せ
よ
、

こ
う
し

て
彼

は

「
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
正
し

い
方
針
」
を
主
張
し
た
人
と
し

て
、
「
平
家
」
の

前
半

に
お

い
て

「
実
現
さ
れ
た
誤

っ
た
方
針
」

の
体
現
者

で
あ
る
清
盛
と
対
立

す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

大
勢

の
人

の
手
を
借
り

つ
つ
、
長

い
こ
と
か
か

っ
て
成
立
し

て
き
た
故

で
あ

ろ
う
か
、
「
平
家
」
に
は
、
伊
藤
整
が

「
小
説

の
方
法
」
で
、
そ

の
よ
う
な
種
類

の
文
学

に

つ
い
て

「恐

ろ
し
い
調
和
」
と
表
現
し
た

よ
う
な
、
自
然
さ
が
あ
る
。

不
自

然
な
も

の
は
切

り
す

て
ら
れ
、
あ
る

い
は
納
得

で
き
る
理
由

を
附
加
さ
れ

る
。

重
盛

の
人
物
像

も
ま
た
そ

の
よ
う
に
し

て
、
潤
色

さ
れ
た
。

そ
れ
は
、

今

日

で
は
過
度

な
ま

で
の
美
化

と
し

て
時

に
反
発

を
招

く
。

し
か
し
、
彼

の
お
か
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れ
た
作
品
中

の
位

置
自
体

が
、

そ
れ
を
要

求
す
る
も

の
だ

っ
た

の
で
あ
る
。

二

人
間
の
努
力

重
盛

の
死
を
境
と
し

て
、
平
家

一
族

の
内
部

に
お
け
る
、
「
神
仏

に
見
限
ら
れ

る
か
、
そ
れ
を
防

ぐ
か
」
の
対
立

は
概
ね
終
焉
す

る
。
神

仏

の
判
定
は
下

っ
て
、

平
家

は
見
は
な
さ
れ
、

そ
れ
を
示
す
前

兆
が
あ
ち

こ
ち

に
登
場

し

て
く
る
。
前

章

で
ふ
れ

た
よ
う
に
、
後
半

の
源
平
合
戦
、
源
氏

の
勝
利

と
平
家

の
滅
亡

は
、

全
体

の
流
れ

の
中

で
は
、

そ
の
神
仏

の
判
定

の
執
行
と

し
て
記

さ
れ
て
い
る
と

い

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。

そ

の
は
ず
な

の
で
あ
る
が
、
し
か
し

「
平
家
」

に
は
奇
妙
な

二
重
構
造

の
よ

う
な
も

の
が
あ

っ
て
、
神
仏

の
判
定

に
よ
る
因
果
応
報
と
し

て
の
戦
闘

の
勝
敗

を
描

き
な
が
ら
、
実
際

に
は
、
現
実

の
戦

闘

に
お
け
る
勝
敗

の
原
因
を
作
者
は

常

に
追

及
し

て
い
る
。

し
か
も
、

そ

の
原
因
は
常
に
、
人
間

の
知

恵
や
意
志
と

い

っ
た
、

現
実
的

な
も
の

で
あ
り
、
直
接

に
神

仏
と
結
合

し

て
は
い
な
い
○

た
と
え
ば

ホ
メ

ロ
ス
の

「
イ
ー
リ

ア
ス
」

で
神

々
は
、

あ
る

い
は
姿

を
現
わ

し
て
共

に
戦

い
、
あ

る
い
は

一
方

に
有
利

な
天
然
現
象
を
起

こ
す
。
時

に
は
支

持
す

る
方

の
勇
士

の

一
人

に
化
け

て
仲
間
を
励

ま
し
、

ま
た
、
支
持
す

る
勇
士

註
10

の
心

に
勇
気
を
吹
き

こ
ん
だ

り
、
手

足

に
力
を
与
え
た
り
す
る
。
「平
家
」
に
は

そ
の
よ
う
な
か
た
ち

で
の
神
仏

の
介
入

は
、

い

っ
さ

い
な

い
。
神
仏

の
判
定

の

結
果
と

い
い

つ
つ
、
現
実

に
は
常

に
人
間

に
よ

っ
て
、
勝
敗

は
決
定
し
、

そ
の

過
程

に
作
者
は

い

つ
も
、
あ
く
な
き
興
味
を
抱

い
て
い
る
。

そ
し

て
、

そ
れ
な

り
に
原
因
を

つ
か
む
と
、

こ
れ
ま

で
し
ば
し
ば
見

て
き
た
よ
う

に
、
抽
象
化
し

図
式
化

し
た
挿
話

と
し

て
、

わ
か

り
や
す

く
読
者

に
そ
れ
を
伝

え

よ
う
と
す

る
。

だ
が
、
個

々
の
戦
闘

の
勝
敗
に

つ
い
て
、
作
者
が
行
な

っ
て
い
る
分
析
と
、

示
し

て
い
る
結
論

に
は
、
実

は
か
な
り
明
確

な
傾
向

が
あ

っ
て
、

一
日
に
言
う

と

そ
れ

は
、
積
極
論

の
評
価

と
支
持

で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
も
、

こ
れ
以
外

の

註
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軍
事
的
基
準
と

い
う
も

の
を
、
「
平
家
」

の
作
者

は
有

し
て
い
な
い
。

佐

々
木
八
郎
氏
も

「
平
家
物
語
評
講
」

で
注
目

さ
れ
た

「
橋
合
戦
」

(巻

四
)

の
足
利
又
太
郎
忠
綱
、
「
宇
治
川
先
陣
」

(巻
九
)

の
畠
山
重
忠
、
「
坂
落
」

(巻

九
)

の
佐
原
十
郎
義
連
は
、

い
ず
れ
も
、
突
撃
を
た
め
ら
う
味
方
や
上
官

に
反

論
し
、
た
だ

一
人
先
頭

を
切

っ
て
突

進
し
、
結

局
は

こ
れ
が
勝
利
を
も
た
ら
す
。

佐

々
木
氏

は

こ
の
三
人

に
類

似
を

認
め
ら
れ

て
お
り
、
私

も
同
感

で
あ
る
。
「
藤

戸
」
(巻
十
)
の
佐

々
木
盛
綱

の
先
陣
も
、

こ
れ
に
加

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、

こ
の
よ
う
な
行
動

が
戦
闘

の
勝
敗
を
決
定
す

る
重
要
な

も
の
と
し
て
描

か

れ

る
と

こ
ろ
に

「
平
家
」

の

一
つ
の
特
徴
が
あ

る
。

こ
れ
ら

は
戦
闘
直
前

の
行
動

で
あ

る
。

そ
れ

ほ
ど
派
手

で
は
な

い
が
、
勝
敗

決
定

の
要
因
と
し

て
よ
り
重
要
な

の
は
、
多
く
戦
闘
前
日

の
軍
議

で
展
開

さ
れ

る
、
方
針
を
め
ぐ

っ
て
の
討
論

で
あ

る
。
と

こ
ろ
が

「永
倉
議
」
(
巻
四
)
の
真

海

の
発
言
、
「大
衆
揃
」
(同
)
に
お
け
る
源
覚
対
仲
綱

の
対
立
、
「富
士
川
」
(巻

五
)

の
維
盛

に
対

す
る
忠
清

の
返
答
、

「
三
草
合
戦
」

(
巻
九
)

の
田
代
冠
者

の

発
言
、

い
ず
れ
も
積
極
論

は
勝
利

に
、
消
極
論

は
敗
北

に

つ
な
が

っ
て
い
る
。

真
海

は
敵

の
味
方

を
し

て
い
て
、

そ
の
発
言

は
故
意

の
引

き

の
ば
し
だ
が
、

そ

れ

が
消
極
論

と
い
う
か

た
ち
を
と

る
の
に
注
目

し
た
い
。

他

に
も
、

「願
書
」

(巻
七
)
で
、
義
仲

に
敗
れ

る
平
家
軍

は
消
極
的
行
動

の
故

に
敗
北

し
て
お
り
、

「
弓
流
」

(巻
十

一
)

で
、

屋
島
合
戦

の
夜
、

平
家
が
源
氏

に
夜
討
を
か

け
な

か

っ
た

の
は

「
運

の
き
は
め
」
と

い
う
記
述
も
あ

っ
て
、
積
極
果
敢
な
行
動
が

勝
利

の
原
因
と
な

る
と

い
う
図
式
を
否
定
す

る
例
が
、
「
平
家
」

に
は
な

い
。

こ
れ
が
ど
れ
だ
け
、
事
実

に
基
く
も

の
な

の
か
、
作
者

の
実
感

の
反
映
か
、
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私

に
は
判
断

で
き
な

い
。
「
保
元
物
語
」
で
も
、
勝
敗
の
分
れ
目
は
、
為
朝

の
主

張
す

る
夜
討
と

い
う
か
た
ち

で
の
積
極

論
が
否
定

さ
れ
た
と

こ
ろ
に
あ
る
と
さ

れ

て
い
驚

そ

の
よ
う
な
軍
記
物

と
し

て
の
伝
統

も
あ
ろ
発

ま
た
、
終
始

果

敢
な
攻
撃

で
勝
利
を
お
さ
め
た
印
象

の
強

い
義
経

の
存
在

が
与

え
た
影
響

も
あ

ろ
う
。

だ
が
、
当
然
な
が
ら
、
実

際

の
戦
闘

は
、

そ
の
よ
う
に
単
純

な
二
元
論

で
解

決

で
き
る
も

の
で
は
あ
る
ま

い
。

洋

の
東
西
を
問
わ
ず
、

た
と
え
ば
、

「
三
国

志
」
「水
濡
伝
」
な
ど
を
見

て
さ
え
も
、
戦

い
の
様
相

は
そ
の
よ
う
な
図
式
化
を

拒
む
ほ
ど
多
彩

で
あ
り
、
積
極
論
故

の
敗
北
も
、

ま
た
数
多
く
存
し

て
い
る
。

源
平

の
時

代
に
も
そ
の
よ
う
な
実
例

が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
「
平
家
」
の

中

で
も
、
た
と
え
ば

「
洲
俣
合
戦
」
(
巻
六
)
の
戦
闘
は
、
積
極
論
故

の
源
氏

の

敗

北
と
も
見
え
る
し
、

「富
士
川
」

(巻

五
)

の
勝
利

の
後

で
頼
朝
が

い

っ
た

ん

鎌
倉

へ
ひ
き
h
げ

る
の
は
消
極
論

で
、
結
果
と
し

て
こ
れ

は
成
功
す
る
。
し
か

し
作
者

は
、

そ
の
よ
う
な
事
例

に

つ
い
て
は
、
印
象
的
な
場
面
を
作
ら
ず
、
検

討

も
行

な

っ
て
い
な

い
。

そ
の
功
罪

は
、

こ
こ
で
は
さ
て
お
く
。

そ
の
よ
う

に
比
較
的
単
純
な
基
準

に

よ

っ
て
、
勝
敗

の
原
因
を
分
析
し
た
作
者

は
、

そ
れ
を
、
二
人

の
人
物

の
対
話

と

い
う
形
式

で
、
多
く

の
場
合
、
読
者

の
前

に
提
示
し

て
い
る
。
そ

の
よ
う
な

時
、
正
し

い
発
言
、
誤

っ
た
発
言

の
主
と

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
選
ば
れ
る
人
物
は
、

事
実

に
基
く

こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
基
か
な

い
こ
と
も
あ
り
得
た
と
私

は
考

え

て

い
る
。
作
者
も
、
読
者

の
要
望
も
、
戦
闘

の
勝
敗

の
原
因
を
知
り
、
納
得

し
た

い
と

い
う
気
持
が
強
か

っ
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
説
明

す
る
た

め

に
は
、
戦
闘

に
参
加
し
た
と
さ
れ

て
い
る
者

の
名
か
ら
、

最
も
著
名

な
二
人

を
選

ん

で
相
反

す
る
意
見

を
語
ら

せ
る

の
は
、

む
し

ろ
自

然
な
方
法

で
あ

ろ

・つ

。

作
者

が
、
実
際

の
戦
闘

に

つ
い
て
は
、
神
仏

の
意
志
と
は
切
り
は
な
し
た
分

析

を
行

な
う
こ
と
、

そ
の
分
析

は
、
か
な
り
単
純
な
基
準

に
基
き
、
わ
か
り
や

す

い
説
明

を
眼
目
と

し

て
必
ず

し
も
事
実

を
忠
実

に
反

映
し

て
は

い
な

い

こ

と
、
を
見

て
き
た
。
更

に
前
章

で
、
作
者
が
、
平
家

一
族
が
滅
亡
に
い
た
る
、

平
和
時

に
お
け
る
原
因
を
、
清
盛
対
重
盛

の
対
立
と

い
う
形
式

で
、

さ
ぐ
ろ
う

と

し
て
い
た
こ
と
を
述

べ
た
。

で
は
、

そ
の
よ
う
な
作
者
は
、
後
半

で
は
平
家
が
滅
亡
す
る

に
い
た

っ
た
軍

事
的
な
要
因
を
、
ど

の
よ
う

に
と
ら
え
、
表
現
し
よ
う
と
し

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

既

に
神
仏

の
意
志
が
決
定
し

て
し
ま

っ
て
い
る
以
上
、

前
半

ほ
ど
の
力
は
持

ち
得
な

い
が
、
や
は
り
平
家

に
と

っ
て
、
滅
亡

に
い
た
る
そ

の
瞬
間

ま

で

「実

現
さ
れ
な
か

っ
た
正
し

い
方
針
」

が
、

そ

の
時
々
に
無
数

に
あ
り
得

た
、

と
、

お

そ
ら
く
作
者
は
考
え

て
い
る
。

そ
し

て
、

そ

の
方
針

を
主
張

す
る
人
物

に
、

作
者
は
知
盛
を
選
び
、
彼
が
常
に
対
立

し
、
敗

北
せ
ざ
る
を
得

な
か

っ
た

「実

現
さ
れ
た
誤

っ
た
方

針
」
を
持

つ
人
物

に
宗
盛

を
あ
て
た
。
こ

の
役
割
分
担

は
、

前
半

の
清
盛
対
重
盛

の
場
合

と
同
様
、
後
半
部

を
通

し
て
、

一
度
も

ゆ
ら
い
で

い
な

い
。

平
家

の
敗
北

に
関
す
る
現
実
的

あ
る
い
は
具
体
的
原
因

と
し

て
、
作
者

が
重

要
視

し

て
い
る
の
は
、
都
落

と
い
う
方
針

で
あ

る
。

そ
の
方
針

の
根
拠
を
、
作

者

は
宗
盛

の
女
院

へ
の
説
明
と

い
う
か
た
ち

で
述

べ
て
い
る
。

「
今
は

た
ゞ
と

も
か
う
も
、

そ
こ
の
は
か
ら
ひ
に
て
あ
ら

ん
ず

ら
め
」

(巻
七

「
主
上
都
落
」
)

と
女
院

は
こ
れ
を
肯

う
が
、
平
家

の
忠
臣
貞
能

は

「
西
国

へ
く
だ
ら
せ
給

ひ
た

ら
ば
、

お
ち
人
と

て
あ

そ
こ
こ

ゝ
に
て
う
ち
ぢ

ら
さ
れ
、
う
き
名
を
な
が
さ
せ

給

は
ん
事

こ
そ

口
惜

候

へ
。

た
ゞ
都

の
う

ち

で
こ
そ
い
か

に
も
な
ら

せ
給

は

め
」

(巻
七

「
一
門
都
落
」
)
と
批
判
し
、
宗
盛
が
女
院

に
対
し
た
と
同
じ
説
明

を
す

る
と
、
都

へ
引
返
し

て

一
門
と
別
れ
る
。
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こ
の
場
合
、
宗
盛
と
対
立
す

る
正
論

の
中
心

は
、
む
し

ろ
こ
の
貞
能

の
発

言

で
あ
り
、
知
盛
は
、
「其
時
新
中
納
言
涙
を

は
ら
は
ら
と
な
が

い
て
、
、
『
都
を
出

て
い
ま
だ

一
日
だ

に
も
過
ざ

る
に
、

い

つ
し
か
人

の
心
ど
も

の
か
は
り
ゆ
く
う

た
て
さ
よ
。
ま
し

て
行
す
ゑ
と

て
も
さ

こ
そ
は
あ
ら
ん
ず
ら
め
と
お
も
ひ
し
か

ば
、
都

の
う
ち

で
い
か
に
も
な
ら
む
と
申

つ
る
物

を
』

と

て
大
臣
殿

の
御

か
た

を
う
ら
め
し
げ
に

こ
そ
見
給

ひ
け
れ
。
」
(巻
七

「
一
門
都
落
」
)
と
貞
能

の
発
言

を
く
り
返
す
の
み
で
あ
る
。
後

に

「
逆
櫓
」
(巻
十

一
)
で
も
彼

は
同
様

の
述
懐

を
し

て
い

て
、

や
や
愚
痴

め
い
た
印
象

さ
え
与

え
る
。
し
か
し

「
誠

に
理
と
覚

え
て
哀

な
り
。
」
の

一
文
を

そ
れ

に
附
加
し

て
い
る
よ
う

に
、
作
者
は

こ
こ
で
も

知
盛
を
む
し

ろ
支
持
し

て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

そ
の
後
、
「
法
住
寺
合
戦
」

(巻
八
)

で
平
家
は
義

仲
と

の
連
合
を
、

「請

文
」

(巻
卜
)

で
は
法
皇
か
ら

の
交
渉
を
拒

否
す
る
。

こ
れ
が
正
し
い
選
択

で
あ

っ

た
か
、
歴
史
的
な
判
断
は
困
難

で
あ
る
が
、
明
白
な
悪
い
結
果

は
招

い

て
お
ら

ず
、
少
な
く
と
も

「
平
家
」

の
作
者

は
、

正
し
い
選
択

と
判
断

し
て
い
る
と
、

前
後

の
文
脈
か
ら
は
う
か
が
え
る
。

と
す
れ
ば
、
敗
走
を
続

け
、
判
断
を
誤

り

つ
づ
け
た
中

で
、

こ
の
二

つ
は
少
な

く
と
も
平
家

一
門
が
と

っ
た
正
し

い
処
置

と

い

っ
て
い
い
。

こ
れ
は

い
ず
れ
も
、
知
盛

の
主
張

が

い
れ

ら
れ

た
決

定
と

「平
家
」

は
記

し
て
い
る
。

更

に
、
知
盛

の
主
張

が
決
定
的

に
正
し

く
な

る
の
は
、
壇
浦
海
戦
前

の
阿
波

民
部
重
能

の
処
分

に
関
し

て
で
あ

る
。

こ
れ

は
、
戦
闘

の
準
備
万
端

を
終

え
た

知
盛
が
宗
盛

の
前

に
来

て
、
重
能

の
首
を

は
ね
よ
う
と
進
言
す
る

の
に
対

し
、

宗
盛

は
重
能
を
呼
び
出
し

て
と
り
調

べ
る
も

の
の
、
結

局
そ

の
ま
ま
返
し

て
し

ま

い
、
知
盛
は
終
始

「
あ
は
れ
き
や

つ
が
頸

を
う
ち
お
と
さ
ば
や
と
お
ぼ
し
め

し
、
太
刀

の

つ
か
く
だ
け
よ
と
に
ぎ

て
、
大

臣
殿

の
御
か

た
を

し
き

り
に
見
給

ひ
け
れ
ど
も
、
御

ゆ
る
さ
れ
な
け
れ

ば
、
力

及
ば
ず
O
」

(巻
十

一

「
鶏
合

壇

浦
合
戦
」
)
と
い
う
、
非
常

に
緊
張
し
た
場
面
と
な

っ
て
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の

結

果
、
阿
波
民
部

は
無
事

に
生

き
の
び
、
裏
切

り
を
決
行

し
、

そ
れ

は
平
家

に

と

っ
て
致
命
的

と
な
る
。

「新
中
納
言

『
や
す
か
ら
ぬ
。
重
能

め
を
き
て
す

つ
べ
か
り
け
る
物
を
』
と
、

ち

た
び
後
悔

せ
ら
れ
け
れ
ど
も
か
な

は
ず
○
さ

る
程

に
、
四
国

・
鎮
西

の
兵
ど

も
、

み
な
平
家
を

そ
む

い
て
源
氏

に

つ
く
。

い
ま
ま

で
し
た
が

ひ

つ
い
た
り
し

物
ど
も
も
、
君

に
む
か

て
弓
を

ひ
き
、
主

に
対
し

て
太

刀
を
ぬ
く
。

か

の
岸

に

つ
か
む
と
す
れ
ば
、
波
た
か
く
し

て
か
な

ひ
が
た
し
。

こ
の
み
ぎ
は
に
よ
ら
ん

と
す
れ
ば
、
敵
矢
さ
き
を
そ
ろ

へ
て
ま
ち
か
け
た
り
。
源
平

の
国
あ

ら
そ
ひ
け

ふ
を
か
ぎ
り
と
そ
見
え
た
り
け
る
。
」

(巻
十

一

「遠
矢
」
)

「
さ
る
程
に
」

以
下

の
描

写
は
、

も
は
や
眼
前

の
事
実

で
す

ら
な

い
。
平
家

一
族

の
お
か
れ
た
状

況
が
決
定
的

に
救

い
の
な
い
も

の
と
な

っ
た
こ
と
が
、

い

わ
ば
抽
象
化

さ
れ
た
表
現

で
象
徴
的

に
語
ら
れ

る
。

こ
れ
以
後

は
平
家

の
人

々

は
も

は
や
勝
利
を
考

え
ず
、

ひ
た
す
ら

に
死

に
向

っ
て
急
ぐ

の
で
あ

る
。
ま
さ

に

「
源
平

の
国
あ
ら

そ
ひ
、
け
ふ
を
か
ぎ
り
」
と
な

っ
た

の
で
あ
り
、
冒
頭

に

お
け

る

「
殿
下
乗
合
」

の

「
世

の
乱
れ
そ
め
け
る
根
本
」

と
対
応
す
る
。
あ
る

い
は
同
じ
重
さ
を
持

つ
、
現
実
的
軍
事
的
戦
闘

の
終

焉

で
あ

っ
た
。

そ
れ
を
も
た
ら
し
た

の
は
阿
波

民
部

の
裏
切

り

で
あ
り
、

そ
れ
を
く
い
と
め

る

こ
と

の
で
き
た
方
針

を
主
張
し
た

の
が
知
盛

で
あ

っ
た
と

「平
家
」

は
描

く

の
で
あ
る
。
最
終

段
階

に
お
い

て
も
そ
う

で
あ

っ
た
し
、
最
初

の
段
階

の

「
都

落
」

に

つ
い

て
も
彼

は
、
正

し
い
方
針
を
主
張

し
て
い
た
と
す
る
の
で
あ

る
。

そ

の
間
、
平
家

一
門

が
と

っ
た
比
較
的
正

し
い
と
思

わ
れ

る
判
断

は
、
す

べ
て

彼

の
主
張

し
た
も

の
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
が
現
実

の
反
映
と

は
、
考
え

に
く

い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
清
盛
と
重

盛

の
場
合
と
同
様
、
都
落
以
後

に
平
家

一
門
が
と

っ
た
方
針

の
決
定
は
、
宗
盛
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も
知
盛
も
含
あ

て
そ

の
時

々
に
何
人
も
が
討
論
し
、
迷

い
、
決
断
し
た
も

の
で

あ
り
、

そ
の
過
程

で
は
知
盛
も
誤

っ
た
方
針
を
主
張
し
た

こ
と
が

一
度
な
ら
ず

註
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あ

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
平
家
」
の
作
者
は
、
宗
盛
や
知
盛
が
実
際

に

ど

の
よ
う
な
人
物

で
あ

っ
た
か

に
は
、
さ

ほ
ど
興
味
を
抱

い
て
い
な

い
。
平
家

一
門
が
滅

ん
だ
理
由

を
最
も
わ
か
り
や
す
く
追
求
し
、
表

現
す
る
た
あ

に
必
要

な
二
人
と
し

て
、

こ
の
二
人
を
選
ん
だ
後
は
、
た
だ
、
互

い
の
役
割

に
ふ
さ
わ

し
い
発
言

と
行
動

を
、
徹
底

し

て
と
ら
せ

つ
づ
け
る
。

「実
現

さ
れ
た
誤

っ
た
方

針
」

の
体

現
者

と
し

て
宗
盛

が
選
ば
れ
た

の
は
、

清
盛

と
同
様
、
彼

が
総
大
将

だ

っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
清
盛

に
比
し

て
彼

が
卑
少

で
愚

か
で
み
じ
め
な
の
は
、
清
盛

の
時

代
に
は
、

お
ご

っ
て
悪
業

を

な
す
平
家

一
族

が
、
彼

の
時
代

に
は
、

そ
の
む
く
い
と
し

て
苦
業

を
う
け
、

弱
体
化
し
滅
亡

し
て
い
く

た
め
に
必
然
的

に
創

ら
れ
る
性
格

で
あ
る
。
清
盛

と

註
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彼
と

は
、

そ
の
時

々
の
平
家

そ
の
も

の
と
し

て
描

か
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、

知
盛

は
ど
う
か
。

大
胆

な
推
測

が
許

さ
れ
る
な
ら
、

現
実

の
彼

が

ま

っ
た
く
何
も
し
な

い
、
何

の
意
義
も
な

い
存
在

で
あ

っ
た
か

ら
か
も
し
れ
な

い
と
思
う
。

こ
の
間

の
平
家
が
、

ご
と
ご
と

に
敗
北
し
、
み
じ
め

に
誤
り

つ
づ

け
る
以
上
、
そ

の
中

で
、
と

る
べ
き
行
動
を
と
り
、
正
し

い
方
針
を
主
張
し

て

い
た
人
物
は
、

ほ
と
ん
ど
、
架
空

の
存
在

で
あ
る
。
早
逝
し
た
重
盛
と
同
様
、

現
実

に
は
、

こ
れ
と

い

っ
た
活
躍
も
せ
ず
、
特

に
行
動

の
軌

跡
も
残

し

て
い
な

い
人
物

の
方

が
、

「実

現
さ
れ
な
か

っ
た
正

し

い
方
針
」

の
主

張
者

と
し

て
は
、

よ
り
設
定

し
や
す

く
、
選

ば
れ
や
す

い
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
思

っ
て
み
れ
ば
、

「平
家
」

に
登
場
す

る
知
盛

は
非
常

に
魅
力
的

だ
が
、

そ
の
魅
力

の

一
つ

一
つ

は
、
た
と
え
ば
義
経

の
勝
利
と

そ
の
後

の
没
落
、
重
衡

や
宗
盛

の
虜
囚
と
処
刑
、

の
よ
う

に
、
事
実

で
検
証

で
き

る
も

の
が
少

い
。
重
盛

の
場
合
と
同
様
、
作
品

の
中

で
お
か
れ
た
位
置

に
ふ
さ
わ
し

い
も

の
と
し

て
、
人

々
が
作
り
あ
げ

て
ゆ

く

こ
と
が
可
能
な
も

の
が
多

い
の
で
あ

る
。

現
実

の
知
盛
が
、
そ

の
よ
う

に
影

の
薄

い
存
在

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な

い
と

い
う

の
は
、
私

の

一
つ
の
想
像

に
す
ぎ
な
く

て
も
、

そ
の
想
像
を
許
す

ほ
ど
、

知
盛

に
せ
よ
、

そ
の
他

の
誰

に
せ
よ
、

そ

の
個
人
的
性
格

に

つ
い

て
は
、

「
平

家
」
を
通
し

て
以
外

に
知
る

こ
と
は
困
難

が
多

い
。
そ
し

て

「
平
家
」

の
そ
う

い

っ
た
点

で
の
正
確
さ

に

つ
い
て
、
私
は
前
述
し
た
よ
う

に
強

い
不
安
を
抱
く

の
で
あ
る
。

「
平
家
物
語
」

に

つ
い
て
は
多
く

の
論

が
既
に
あ
る
。
管

見

の
限
り

で
は
、

そ
れ
ら
に
よ

っ
て
私

の
こ
の
不
安

は
消

せ
な
か

っ
た
。
歴
史
的
事
実

と
、

こ
の

物

語

の
創
作
性

が
い
ま

一
つ
明
確

に
区
別

さ
れ
て
お
ら
ず
、
時

に
は
そ
れ
が
あ

い
ま

い
な
ま
ま
、
互

い
に
支

え
あ

っ
て
論

が
展
開

さ
れ
て
い
る
と

い
う
印
象

が

ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
、
言

い
か
え
れ
ば
、
「
平
家
」
の
作
者
が
、
歴
史
的

事
実
を

ゆ
が
め
て
ま
で
何

か
を
書

こ
う
と
す

る
情
熱
、

そ
の
骨
格
と
な

る
思
想

の
存
在

の
無
視

で
も
あ

る
の
で
は
な

い
か
と
思
え

た
。

た
と

え
、
作
者
が
複
数

で
も
、

い
や
、
複
数
な
ら
な
お

の
こ
と
、

そ
の
時
代

の
多
く

の
人
が
求
め
た
、
歴
史
的
事
実
以
上

の
何
か
が
そ

こ
に
あ
り
、
そ

の
た

め

に
、
個
人
も
、
個

々
の
戦
闘
も
、
史
実
と
ぎ
り
ぎ
り

の
妥
協
を
し

つ
つ
、
脚

色
さ
れ
、
潤
色
さ
れ

て
ゆ
く
だ
け

の
力
を
、
そ
れ
は
持
ち
得
る
と
思
う
。

そ
れ
が
何
か
と

い
う

こ
と
を
、
こ
こ
で

一
口
に
は
言
え
な

い
。
少
な
く
と
も
、

因
果
応
報

と

い
う
名

で
作
者

が
表

現
し
た
、

歴
史

の
法

則
性

へ
の
興
味

も
そ

の

一
つ
だ

っ
た
と
言

っ
て
お

こ
う
。

な
ぜ
平
家

は
滅

び
た
の
か
を
、

わ
か
り
や
す

く
読
者

は
知

り
た
い
と
望

み
、
作
者

は
そ
れ

に
応

え
よ
う
と
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
前
半

で
は
、
清
盛
と
重
盛
、
後
半

で
は
、
宗
盛
と
知
盛

の
対

立

に
よ

っ
て
、

そ
れ
が

さ
ぐ
ら
れ

る
と

い
う
構
成
が
生
じ

て
い
る
。

こ
の
他

に

も
多
く

の
要
素
を

「
平
家
」

は
有
し

て
い
る
が
、
そ
れ
ら

は
、

こ
の
構
成
を
混

一48「
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さ
せ
た
り
破
綻

さ
せ
た
り
は
し

て
い
な
い
。

知
盛

が
作
品
中

で
、

そ
の
よ
う
な
位
置

に
存

し
て
い
る
以
上
、

さ
ま
ざ
ま
な

意
味

で
、
彼
が
人

々
を

ひ
き

つ
け
、
注
目

さ
せ
る
の
は
当
然

で
あ

っ
た
。
常

に

正
し

い
発
言
を
し
、
と
る

べ
き
行
動
を
と

る
か
ら
と

い
う
だ

け
で
は
な

い
。
正

し

い
判
断
が
常

に
現
実

の
勝
利
と
な
り
、
成
果
と
な

っ
て
現
わ
れ
た
義
経

や
、

一
定

の
効

果
を
お
さ
め
、
そ
れ
な
り

に
平
家

の
崩
壊
を
く

い
と
め

る
力

は
は
た

し
た
重
盛

(い
ず
れ
も
作
中
人
物

と
し

て
の
)
と
は
異
な
り
、
知
盛

の
方
針

や

判
断

は
、

た
だ
、
物

語
中

に
存
在

し
た
だ
け

で
あ
る
。
そ
れ
以
上

の
力
を
有
し

て
、
彼

が
な
ん
ら
か
の
成
果

を
上

げ
れ
ば
、
史
実
が
変
わ

っ
て
し
ま
う

こ
と

に

な
る
。
そ
れ

に
は
例
え
ば
滝
沢
馬
琴

が
、
「
椿
説
弓
張
月
」
で
為
朝
を
生
き

の
び

さ
せ
、

「傾
城
水
潜
伝
」

で
鎌
倉
時
代

に
女
性

の
政
府

を
実

現
さ
せ
る
よ
う
な
、

史
実
を
無
視

し
て
虚
構
を
構
築
す

る
、
狂
気

と
紙

一
重

の
強

い
精
神

が
必
要

と

さ
れ

る
。
そ

こ
ま

で
の
決
意

の

つ
か
ぬ
ま
ま
、
「
平
家
」
の
読
者

た
ち

と
作
者

た

ち
と

は
、
史
実
を
変
え

ぬ
限
界
ま

で
知
盛
像
を

ふ
く

ら
ま

せ
た
が
、

そ
れ
以
上

に
な

る
こ
と

の
危
険
性
も
お

そ
ら
く

は
感
じ

て
い
た
。

そ
れ
も

ま
た
、
知
盛

と

い
う
人
物

の
、
魅
力

の

一
つ
と
な

っ
た
と
思
う
。
歴
史
的
事
実

に
材
を

と
る
物

語

の
、

ひ
い
て
は
文
学
全
体

の
根
底

に
横

た
わ

る
、
事
実
と
虚
構

の
問
題

に
、

ぬ
き
さ
し
な
ら
ず
か
か
わ
る
位
置

に
も
、
彼

は
存
し

て
い
る
か
ら

で
あ

る
。

註

「
日
本
文
学
」
(昭
和

43
年
6
月
号
)

の

「
ニ

ッ
の
知
盛
像

」
で
以
倉

紘
平
氏

は
、
こ
の

よ
う
な
知
盛
像

は
本
来

の
も
の
で
は
な
く
、

四
部
合
戦
状
本

か
ら
語
り
本
系

の
諸
本

へ
の
過
程
の
中

で
次
第

に
作
り
あ
げ
ら
れ

て
い
く
こ
と
を
指
摘

さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
類
似

の
場
面

に

「年
ご

ろ
日
比
も
あ
れ
ば

こ
そ
あ
り
け
め
」

と
い

っ
た

類

の
常
套
句
が
用

い
ら
れ

る
の
は
、

表
現

の
未
熟

さ
で
は
な
く
、

図
式
化
と

い
う
か

た
ち

で
の
洗
練

で
あ
ろ
う
。

「平
家
」
に
お
け

る
神
仏

は
儒
仏
神
が
混
在
し

て
複
雑
だ

が
、
こ
こ
で
は
人

間
以
上

の

大

き
な
存
在

と
し

て
、

こ
の
語
を
使

用
し

て
お
く
。

「都
遷
」
以
後
、
「物
怪
之
沙
汰
」
を
中
心

に
、
巻
七

「願
書
」、
巻
十

一

「志
渡
合
戦
」

「遠
矢
」
な
ど
、
神

仏
が
平
家
を
見
放

し
、
源
氏
を
支
持

し
て
い
る
こ
と
を
示
す
予
兆

や
託
宣

は
念
入

り
に
記

さ
れ
て
い
る
。

谷
宏
氏

「中
世
文
学

の
達
成
」
。

「
別
冊
国
文
学

・
血
15
」
の

「史
実
と
虚
構
」
で
松
尾
葦
江
氏

は
頼
政

の
動
機

も
、
相

少
納
言

の
告
知
も

「史
料

の
う
え

で
確
か
め

る
こ
と

は
で
き
な

い
。

む
し

ろ
事
件

の

背
景
と
解
釈
と
を
叙
事

に
よ

っ
て
語
ら
し
め
た

「
方
法
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。」
と

さ
れ
、

更
に

こ
の
種

の
記
述
に
お
い

て
は
、

「虚
構

の
意
図
が
問
わ
れ

ね
ば
な

る
ま

い
。」

と
述
べ
ら
れ
る
。

安
田
元
久
氏
は

「
平
家

の
群
像
」
(塙
新
書
)
、
「権
勢

の
政
治
家
、
平
清
盛
」
(清
水
新

書
)
な
ど

に
お

い
て
、
後
者

で
は
近
代

の
教
科
書
な
ど
も

ひ
き

つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
清

盛
像
、
重
盛
像

の
史
実
と

の
差
や
形
成
過
程
を
考
察
さ
れ

て
い
る
。

「
(大
勢
の
作
者

の
手

に
な
る
神
話

や
、

そ
れ
に
類
す
る
文

学
作
品
は
)

構
造

は
鋭
く

な
く
、
不
安
定
な
よ
う

に
見
え
、
人
物

は
性
格

の
角
を
鈍
ら

さ
れ
、
非

写
実
的

で
反
自

然
的

な
感
情

の
高

ま
り
が
あ
り
、

論

理
的

な
現

代
人

の
考

え
か
ら
す
る
と
、

そ
れ
は

幼
稚

な
も
の
に
見

え
な
が
ら
恐
ろ
し
い
調
和

を
持

っ
て
い
る
」
。

拙
稿

「重
盛
像

の
変
遷
」

(「語
文
研
究
」

64
号
)
。

呉
茂

一
氏
訳
、

岩
波
文
庫

「
イ
ー
リ
ア

ス
」

で
、
海
神

ポ
セ
イ
ド
ー

ン
は
自

ら
ギ
リ

シ
ャ
軍

の
先
頭

に
立
ち
、

(中
巻

第
十

四
書
)、

太
陽
神

ア
ポ

ロ
ー

ン
は
窺
を

か
け
て

ヘ
ク
ト
ー
ル
を

ア
キ

レ
ウ
ス
か
ら
逃
が
し

(下
巻
第

三
十
書
)
、
ア
イ
ネ
イ

ァ
ー
ス
の

胸

に
勇
気
を
吹
き

こ
み

(上
巻
第
五
書
)、
女
神

ア
フ

ロ
デ
ィ
テ
は
友
人

デ
ー
イ
ポ
ボ

ス
に
化
け

て
ヘ
ク

ト
=
ル
を
励
す

(下
巻
第
二
十
二
書
)。

こ
の
よ
う
な
例
は
他

に
も

多

い
。

他

に
目

に
つ
く
も

の
と
し

て
、

一
騎
打

の
際

の
郎
党

の
活
躍
が
あ
る
。

し
か
し

こ
れ

は
、
他
の
大
き
な
問
題
と
も
か
か
わ
る
と
思
う

の
で
、
稿
を
あ
ら
た
め

て
述

べ
た
い
。

「平
治
物
語
」
で
も
義
平

が
夜
討

を
す
す
め

て
い
れ
ら
れ
ず
、
敗
北
す

る
。
他

に

「保

一49一
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元
物
語
」
で
義
朝
が
信
西

の
意
見

に
従

っ
て
白
河
殿

に
火
を
か
け
、
「
平
治
物
語
」
で

清
盛

の
都
落

の
方
針

に
対
し
重
盛
が
反
対

し

て
、

そ
れ
ら
が
、

勝
利

に

つ
な
が
る
の

も
、

積
極
果
敢
な
行
動
が
勝
利
を
納

め
る
と
い
う
図
式

が
軍
記
物

に
生

じ
る
傾
向
を

示
す
だ
ろ
う
。

義
仲
と

の
和
平
に

つ
い
て
、
上
横
手
雅
敬

氏

「平
家
物
語

の
虚
構
と
真
実
」
(塙
新
書
)

は
、
「
お
そ
ら

く
実
際

に
平
氏
内
部

で
も
、
主
戦
論
と
和
平
論
と
が
あ

っ
た

で
あ

ろ
う

が
、
そ
れ
ぞ
れ
を
知
盛

と
宗
盛

と
が
代
表

し
た
か
ど

う
か
は
疑

わ
し
い
。
」
と
さ
れ

て

い
る
。

む
し
ろ

「
一
門
大
路
渡
」
(巻
十

一
)
に
見
え
る
宗
盛

の

「
不
思
議

な
落
ち
着
き

よ
う
」

(別
冊
国
文
学

M
15
、
「
平
家
物
語
全
章
段

の

〈解
析
〉」
牧
野
和
夫
氏
)
や
し
ば
し
ば

見
せ
る
情
深

さ
が
、

こ
の
よ
う
な
役
割
と
矛
盾
し

て
も
な
お
、

人
々

に
語
り
伝
え
ら

れ
た
真
実

で
あ

り
、
彼

の
実
像

に
近

い
の
か
も

し
れ
な

い
。
だ

が
、
そ
れ
も
断
定

は

で

き
な
い
。
「
誤

っ
た
方
針

」
が
具
体
的

に
は

「優
柔
不
断

さ
」
「
弱
さ
」
と
し

て
表

現
さ

れ
る
と
き
、
そ
れ
は
強
調
さ
れ

つ
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
逆

に

「情

深
い
人
物
」
と

い
う
方
向

で
の
役
割

の
強
調
と
、
美
化
を
も
生
み
得

る
か
ら
で
あ
る
。

鈴
木
則
郎
氏
は

「別
冊
国
文
学
血

15
」
の

「
平
家
物
語
鑑
賞

と
研
究

の
手
引
き

人

物
形
象
論
を
中
心

に
」
で
、
「人
物

形
象
論

は
微
視
的
な
視
点

で
あ

る
か

の
よ
う

に
も

み
ら
れ
る
が
、

主
題
や
構
想
、

世

界
観

の
ご
と
き
巨
視
的

な
視
点
と

の
関
連

で
展
開

さ
れ
る

の
が
常
道
な

の
で
あ
り
、

結
局

は
主
題
論
、

構
想
論
世
界
観

の
問
題

に
帰
着

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
述

べ
て
お
ら
れ

る
O
同
感

で
あ

る
。
本
稿

で
充
分
に
述

べ

る
余
裕

が
な
か

っ
た
が
、

こ
の
よ
う
な
構
成
を
生

ん
だ
、

作
者

の
よ
り
根
底

に
あ
る

傾
向

に

つ
い
て
、

い
ず
れ
稿
を
あ
ら
た
め

て
ふ
れ
た

い
。

「50一

 

(昭
和

63
年

10
月
31
日
)


