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平
家
物
語
の
人
物
像
と
そ
の
変
遷

待
遇
表
現

・
語
り
の
曲
節
を
中
心
に
ー

奥

村

和

子

序

平
家
物
語

の
人
物
像

の
研
究

は
従
来
か
ら
数
多
く
認
め
ら
れ
る
が
、
そ

の
大

部
分

は
内
容

の
解
釈
を

も
と

に
し
た
も

の

で
あ

り
、

か
な

り
主

観
的
な
面

も

あ

っ
た
。
。
そ

こ
で
本
稿

で
は
、
別

の
視
点
ー

す
な
わ
ち
平
曲

の
曲
節

や
待
遇

表
現
な
ど

の
面
か
ら

の
ア
プ

ロ
ー
チ
を
試
み
た

い
。

第

一
章

内
容
の
考
察

最
初

に
、
従
来

の
研
究

の
再
検
討

を
し

て
お
く
。

一
ー

①

内
容

の
読

み
取

り

ま
ず
、
話

の
内
容
そ

の
も

の
か
ら
、
作
者

が
ど
の
人
物

に
ど
の
よ
う
な
役
割

を
与

え
よ
う
と

し

て
い
た

の
か
、
登
場

人
物

に
対

し

て
ど

の
よ
う

な
感

情
を

持

っ
て
い
た

の
か
、
を
探

ろ
う
と
す

る
方
法

が
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
こ
れ
が
、

人
物
像
を
探

ろ
う
と
す

る
際

に
最
も

よ
く
行

わ
れ
る
方
法

で
あ

ろ
う
。

例

・
清

盛
を

「敵
対
者

に
対

し
て
仮
借

し
な
い
戦
闘
的

な
人
物
」

と
す

る
も

の

(注

1
)
、
『
判
官
都
落
』

に
お
け
る
義
経
を

「
潔
く
運
命

を
う
け
と
め
る
英

雄
」
と
す

る
も

の

(注
2
)
等
。

一
「

②

史
実

と

の
相
違

の
考
察

『
玉
葉
』
『吾
妻
鏡
』
等

に
よ

っ
て
知
ら
れ
る
史
実

と
、
平
家
物
語

の
内
容

と

が
異
な

っ
て
い
る
場
合

に
、

そ
の
虚
構

の
意
味
を
探

ろ
う
と
す

る
方
法
。

例

・

『
殿
下
乗
合
』

に
お
い

て
清
盛
と
重
盛

の
役
割

が
史
実
と

は
逆

に
な

っ
て

い
る

こ
と
か
ら
、
清
盛

の
悪
人
化

・
重
盛

の
善
人
化
と

い
う
意
図
を
読

み
と

ろ
う
と
す
る
も
の

(注

3
)
等
。

一
ー

③

他

の
文
学
作
品
と

の
相
違

の
考
察

平

家
物
語

と
そ
れ

以
外

の
文
学

作
品

と

の
違

い
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ

の
作
者

の
、

登
場
人
物

あ

る
い
は
作
品

そ

の
も

の

に
対
す

る
態

度

の
違

い
を
探

る
方

法
。

.

例

・
『
保
元
物
語
』
『平
治
物
語
』
に
お
け
る
重
盛

の
勇
猛
果
敢
な
武
人
的
要
素

が
、
平
家
物
語

で
は
薄
れ

て
き

て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
家

の
作
者
が
重
盛

に

「
清
盛

の
批
判
者
」
的
役
割
を
与
え
よ
う
と
し

て
い
た

こ
と
を
読
み
と
る
も
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の

(注

4
)

等

。
一
ー

④

諸
本
間

の
相
違

の
考
察

数
多

い
平
家
物
語
諸
本

の
内
容

の
相
違
点
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
編
者

の
、

あ

る
い
は
そ
の
背
後

に
い
る
享
受
者
た
ち

の
人
物
観

の
変
化
を
探
ろ
う
と
す
る
方

法
。

例

・
義
経

の
優
し

い
性

格
を
象
徴

す

る
よ
う
な
内
容

(宗
盛

の
命

乞

い
を

請

合

っ
た
こ
と
等
)

が
後
世
増
補

さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
判
官
び

い
き

の
高

ま
り
を
考

え
る
も

の

(注

5
)
等
。

以
上

の
よ
う
な
も

の
が
、
内
容
か
ら
人
物
像
を
探
る
場
合

の
視
点
、

そ
し

て

今
ノ
ま

で
主

と
し

て
行

わ
れ

て
き
た
研
究

の
視
点

と
し

て
挙
げ

ら
れ

る
。

し
か

し
、

こ
れ

ら
の
方
法

に
よ
る
考
察

は
ど
う

し

て
も
主
観

的

に
な
り
が
ち

で
あ

る
。
例

え
ば
上
洛
後
、
『
猫
間
』
な
ど

で
無
知
な
と

こ
ろ
を
見
せ
る
義
仲

で
あ
る

が
、

こ
れ
を

「
み
じ
め
な
落
伍
者
」

(注

6
)
と
と

る
か
、
「
素
朴

で
単
純

で
お

人
好

し
の
出
舎
者
」

(注

7
)

と
と
る
か
は
、

読
む
人

の
判
断
次
第
と

い
え
よ

う
。

そ
こ

で
以
下

の
章

で
は
、
あ

る
程
度
具
体
的
な
資
料
を
提
出

で
き
る
と
思

わ
れ
る
方
法

で
の
考
察
を
行

っ
て
み
る
こ
と

に
す

る
。
す
な
わ
ち
、
「
序
」
で
述

べ
た
と
こ
ろ
の

「曲
節
」
と

「
待
遇
表
現
」

で
あ

る
。

第
二
章

曲
節
の
考
察

.
一1

①

資
料
と
方
法

曲
節
の
基
本
的
な
調
査
資
料
と
し
て
は
、
尾
崎
家
本
平
家
正
節

(大
学
堂
書

店
影
印
本
)
を
、
そ
し
て
参
考
資
料
と
し
て
覚

一
本
平
家
物
語

(岩
波
日
本
古

典
文

学
大
系
)

を
使
用
し
た
。

成
立
年
代

は
そ
れ
ぞ
れ
安
永

五
年

(
一
七
七

六
)
、
応
安

四
年

(
一
三
七

一
)

と
推
定

さ
れ

て
い
る
。

二
「
②

装
束
の
考
察

ま
ず
、
覚

一
本

か
ら
武
士

が
戦

い
に
向
か

う
時

の
装
束
描
写
を
抜
き
出
し
、

そ
れ
を
正
節

の
曲
節

と
対

照
さ
せ
る
と
、
「拾
」
の
曲
節

で
語
ら

れ
て
い
る
装
束

は
主

人
公
の
も
の
、

と
い
う
傾
向

が
見

ら
れ

る
こ
と

に
気
づ
く
。

①

長
谷
部
信
連

(巻

四

・
信
連
)

②

源
競

(巻

四

・
競
)

③

源
頼
政

(巻

四

・
鶴
)

④

平
維
盛

(巻

五

・
富
士

川
)

⑤

平
忠
度

(

〃

)

⑥

長
瀬
判

官
代
重
綱

(巻
九

・
宇
治
川
先
陣
)

⑦
熊

谷
親

子

(巻
九

・

一
二
之
懸
)

⑧

平
山
季

重

(

〃

)

⑨

平
教
経

(巻
十

一
・
嗣
信

最
期
)

⑩

那
須
与

一

(巻
十

一
・
那
須
与

一
)

こ
の

「拾
」

に
関

し

て
は
、

「平
家
正
節
」

の
解
題

(注

8
)

に

…
…
上
ド

す
る
音
幅

が
広

く
、
変
化

に
富

み
、

テ

ン
ポ
も
早
く
、
勇
壮
な
旋

律

を
持

つ
。
合
戦
描

写
は
言

う
に
及
ば
ず
、
武
士

の
装
束

に
は
常

に
付
け
ら

綴

、
…
…
そ
の
外

『拾
』

の
用
途

は
か
な

り
広
く
、
荘
厳
な
儀
式
、
天
災
地

変

の
惨
状

に
も
用
い
ら
れ
…
…

(…

線
引
用
者
)

と
い
う
渥
美

か
を
る
氏

の
記
述

が
あ

る
。
し
か
し
、

こ
の
う
ち

「
武
士

の
装
束

に
は
常

に
付

け
ら
れ
」

と
い
う
表
現

は
正
確

で
は
な

い
。
武
士

の
装
束

で
あ

っ

て
も

「
拾
」
以
外

の
曲
節

で
語
ら
れ
て
い
る
例

は
多
数

あ
る
。
(平
貞
能
…
清
盛
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の
家
来

〔巻

一
、
・
教
訓
状
〕
口
説
、
越
中
次
郎
兵
衛
盛

嗣
…
平
家

の
侍

〔巻
九

・

一
二
之
懸
〕

口
説
、
等
。
)
た
だ
、
「
拾
」

で
語
ら
れ
た
装
束

は
そ

の
章
段

の
主

人
公

の
も

の
で
あ
る
、
と

い
う

一
貫
性

・
統

一
性
が
存
在
す
る
わ
け

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
先

に
挙
げ
た
例

の
う
ち
、
⑨

の
平
教

経

に

つ
い
て
考

え

て
み
た
い
。

こ
の

「
嗣
信
最
期
」
と

い
う
章
段
は
、
そ

の
タ
イ
ト

ル
が
示
す
通
り
義
経

の
部

下

で
あ

る
佐
藤
三
郎
嗣
信

の
最
期
を
描

い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
教
経

は
こ
こ
で

そ
の
嗣
信

を
射

殺
す
人
物
と

し

て
登
場
し

て
く

る
。

(も

っ
と
も
本
当

は
義
経

が
狙
わ
れ

て
い
た

の
で
あ
り
、
ま
た
、
義

経

の
身
代

わ
り
と
し

て
死

ん
だ
か
ら

こ
そ
、
嗣
信
は
主
人
公
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味

で
、

こ
の

章
段

の
主
人
公
を
云
々
す
る
場
合

に
は
義
経

も
か
ら
ん

で
く
る
の
だ
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
は
後
述
す
る
。
)
つ
ま
り
、
教
経

は

こ
の
章
段

に
お
い

て
そ
う
い
う
大

き
な
役
割
を
果
た
し

て
お
り
、
か

つ

「
平
家
物

語
」

と
い
う
作
品
全
体

の
中

で

嗣
信
と

は
比
較

に
な
ら
な

い
程
重
要
視

さ
れ

て
い
る
人
物

で
あ
る
。

そ
の
教
経

が
語
り

の
中

で
主
人
公
的
な
扱

い
を
受
け
る
と
い
う
の
は
充
分
考

え
ら
れ
る
こ

と
だ
と

い
え
よ
う
。
「
拾

で
語
ら
れ
る
装
束

は
主
人
公

の
も
の

で
あ
る
」
と
い
う

傾
向
が
指
摘

で
き
る
な
ら
ば
、

こ
こ
に
は
、
教

経
を
も

こ
の
章
段

の
主
人
公

と

し

て
見

つ
め

て
い
た
、

作
曲
者

(語
り
手
)

の
人
物
観
、

あ
る

い
は
章
段
観

が

う
か
が
え

る
わ
け

で
あ
る
。

し
か
し
、
明
ら
か

に
そ

の
章
段

の
主
人
公

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の

装
束
が

「
拾
」
以
外

の
曲
節

で
語
ら
れ

て
い
る
、
と

い
う
例

も
い
く

つ
か
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
次

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。

①
斎
藤
実
盛

(巻
七

・
実
盛
)

口
説

②
鼓
判
官
知
康

(巻
八

・
鼓
判
官
)

口
説

③
木
曽
義
仲

(巻
九

・
木
曽
最
期
)

口
説

④
平
忠
度

(巻
九

・
忠
度
最
期
)

口
説

⑤
平
重
衡

(巻
九

・
重
衡
生
捕
)

口
説

⑥
平
敦
盛

(巻
九

・
敦
盛
最
期
)

口
説

⑦
平
教
経

(巻
十

一
・
能
登
殿
最
期
)
白
声

い
ず

れ
も

「
口
説
」
か

「白
声
」

で
語
ら
れ

て
お
り
、
内
容
的

に
は
圧
倒
的

に

最
期
物

が
多

い
。

一
々
の
事
例

に

つ
い
て
の
検
証

は
こ
こ
で
は
省
く
が
、
大
体

に
お
い
て
、
「
そ
の
章
段

の
内
容
が
、
主
人
公

の
最
期
を
語
る
も

の
で
あ

っ
た
場

合
i

す
な

わ
ち
、
主
人
公

が
死

ぬ
こ
と

に
よ

っ
て
主
人
公
と
な

っ
て
い
る
場

合

に
は
、

主
人
公

の
装
束
を
語
る
曲
節
は

『拾
」

で
な
く
、

『
口
説
」

か

『
白
声
』

に
な

る
」
と

い
う
傾
向
が

こ
こ
か
ら
見
出
せ
る
わ
け

で
あ
る
。
お
そ

ら

く
、
最
期
物

に

「
拾
」

の
よ
う
な
勇
ま
し

い
曲
節

は
似
合
わ
な

い
、
と
判
断

さ
れ

た
た
め

で
あ

ろ
う
。

さ
て
、
先
程
教
経

の
装
束

に

つ
い
て
述

べ
た
際

に
触

れ
た
、
『
嗣
信
最
期
』
に

お

け
る
義
経

で
あ

る
が
、

こ
の
章
段

の
中

で
の
義
経

の
装
束
は

「
口
説
」

で
語

ら
れ
て
い
る
。

こ
の
章
段

に
お
い
て

(死

ぬ
こ
と

に
よ

っ
て
主
人
公
た
り
得

て

い
る
)
主
人

公
は
嗣
信

な

の
で
あ
る
か

ら
、

主
人
公

で
な

い
義
経

の
装
束

が

「拾
」

で
な
く

「
口
説
」

で
語
ら
れ

て
い
る
の
は
当
然
、
と
言

っ
て
し
ま
え
ば

そ
れ
ま
で
で
あ

る
。
し
か
し
、
先

の

『
嗣
信
最
期
』

に
お
け
る
教
経

の
立
場

の

考
察

な
ど
か
ら
考
え

る
と
、
義
経
も

そ
う
簡
単

に
脇
役
と
割
り
き

っ
て
し
ま
う

わ
け
に
は
い
か
な

い
人
物

で
あ

る
。
「
平
家
物
語
」
全
体

に
お
け
る
義
経

の
存
在

の
大

き
さ
は
言

う
ま

で
も
な

い
こ
と

で
あ

る
し
、

こ
の
章
段

で
も
義
経

の
身
代

わ
り
と
な

っ
た
の
で
な
け
れ
ば
、
嗣
信
が
主
人
公
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ

と

に
は
な

ら
な
か

っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
義
経

は
教
経
と
同
様
、
あ
る

い
は
そ

れ
以
上

に
重
要
な
役
割
を
果

た
し

て
い
る
こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
更

に
義
経

は

嗣
信

の
死
を
悲

し
み
、

そ
の
菩
提
を
弔
う
た
め

に
自
分

の
大
切

に
し

て
い
た
秘

蔵

の
馬
を

お
布
施
と

し
て
僧

に
差
し
出
す
。

そ
ん
な
義
経
を
見

て

「159一



こ
の
君

の
御

た
め
に
命

を
う
し
な
は
ん
事
、
ま

っ
た
く
露
塵

ほ
ど
も
お
し
か

ら
ず

と
感
動
す

る
部
下

た
ち
の
台
詞

で
こ
の
章
段

が
締
め
括
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら

し

て
、

こ
の
章
段

で
は
義
経

の
部
下

へ
の
思

い
や
り
や
優

し
さ
、
あ

る
い
は
部

ド

た
ち

の
義

経

へ
の
忠
誠
心

が
強
調

さ
れ

て
い
る
と
考

え
ら
れ

る
。
作

曲
者

(語

り
手
)
も

ま
た
そ
れ
を
感

じ
と
り
、
義
経
と
嗣
信

(を

は
じ
め
と
す

る
部

ド

た
ち
)

と
を

一
体
化

し
て
捉

え
、

そ
れ
を

ま
と
め

て
主
人
公
と
考
え
た

の
で

は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

こ
の
章
段

に
お
い
て
義
経

の
装
束
が

「
拾
」

で

な

く

「白
声
」

で
語

ら
れ
て
い
る
の
は
、
義
経
が
主
人
公

で
な
か

っ
た
か
ら

で

は
な

く
、
義
経

が
嗣
信

と

一
体

の
主
人
公
と

し
て
捉

え
ら
れ
た
た
め

に
、
義
経

ま
で
が
最
期
物

の
主
人
公

と
し
て
の
扱

い
を
受
け

た
結
果

な
の
で
は
な

い
か
、

と

い
う
の

で
あ

る
。
後
世
高

ま

っ
て
い
く
義
経

の
人
気
も
、

こ
の
よ
う
な
義
経

の
優

し
い
性
格

に
依

る
と
こ
ろ
が
大
き

い
と
思

わ
れ

る
か
ら
、

そ
う

い

っ
た
性

格
面

の
強

調
は
、
聴
衆

の
要
求

に
即
し
た
も

の
で
も
あ

っ
た
だ

ろ
う
。

二
=

③

そ
の
他

こ
の
他
、
曲
節

に
見
ら
れ
る
特
徴

と
し
て
は
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ

る
。

ω
怒

り
の
声

に

つ
い

て
、
怒

っ
て
い
る
人
物

に
理

が
あ

る
こ
と
、
あ

る
い
は
怒

り
の
中

に
優
し
さ
が
感

じ
ら
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
語

り
手

や
聴
衆

の
好
意

・
共

感

・
同
情

等
が
予
想

さ
れ
る
場
合

に
は

「強
声
」
、
そ
し
て
逆

に
感
傷
的
な
も

の

を
感

じ
さ
せ
な
い
怒

り
、
権
力

を
ふ
り
か
ざ
し
た
理

の
な
い
怒

り
な
ど

は

「白

声
」

「
口
説
」

で
語

ら
れ
る
、

と
い
う
傾
向
。

考
察

例

・
文
覚

の
場

合
、

そ
の
怒

り

に
正

当
性

が
あ
る
か

ど
う
か
微
妙

で
あ

る
、
と

い
う
内
容

の
も

の
が

い
く

つ
か
あ
る
が
、
そ
れ
が
い
ず
れ
も

「
強
声
」

で
語

ら
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
語

り
手
あ

る
い
は
聴
衆

の
文
覚

へ
の
好
意
を

予
想

で
き
る
。

d
武
士

の
名
告
り
が
強
声

で
語
ら
れ

て
い
る
場
合

に
は
、
印
象
的
な
場
面
、
印

象
的
な
人
物

に

つ
い
て
の
描
写

で
あ
る
こ
と
が
多

い
。

。
強
声

で
語
ら
れ
る
名
告
り

の
例

・
木
曽
義
仲

(巻
九

・
木
曽
最
期
)

・
熊
谷
親
子

(巻
九

・
一
二
之
懸
)

・
源
義
経

(巻
九

・
嗣
信
最
期
)
等

。
強
声
以
外

の
曲
節

で
語
ら
れ
る
名
告

り

の
例

・
手
塚
太
郎
金
刺
光
盛

(巻
七

・
実
盛
)
強

リ
下

ゲ

・
長
瀬
判
官
代
重
綱

(巻
九

・
宇
治
川
先
陣
)
拾

・
石
田
次
郎

(巻
九

・
木
曽
最
期

)

ハ
ヅ
ミ
等

⑧
下
ゲ
類

に
お

い
て
、
下
ゲ
と
強

リ
下
ゲ

に
は
対

照
的

な
使

用
法

(下

ゲ
は
情

趣
的
な
場
面

に
、
強
リ
下
ゲ
は
勇
壮
な
場
面

に
使

わ
れ
る
)

が
見
ら
れ
る
。

。
下
ゲ
が
あ

っ
て
強
リ
下
ゲ

の
な

い
章
段

・
小
督

(巻
六
)

・
忠
度
都
落

(巻
七
)

・
横
笛

(巻
十
)
等

。
強

リ
下
ゲ
が
あ

っ
て
下
ゲ

の
な

い
章
段

・
生
ず
き

の
沙
汰

(巻
九
)

・
宇
治
川
先
陣

(巻
九
)

・
那
須
与

一

(巻
十

一
)
等

こ
の
二

つ
の
曲

節

が
併

存
し

て
い
る
章
段

と
し

て
は
、

例
え
ば

『敦

盛
最
期

(巻
九
)
』

が
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
両
曲
節

の
使

わ
れ
方

を
詳

し
く
見

て
い
く

と
、
ま
ず
熊
谷
が
敵
武
者
を
捕
ら
え

て
首
を
と
ろ
う
と
す

る
場
面

に
強

リ
下

ゲ

が
使
わ
れ

て
い
る
。
し
か
し
熊
谷
が

こ
の
武
者

(敦
盛
)

の
年
格
好
「
自
分

の
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子
供
と
同

じ
よ
う
な
年
齢

で
あ

っ
た
…
を
知

っ
た
後

で
は
、
敦
盛
が
健
気

に
名

も
名
告
ら
ず

に
斬
ら
れ

よ
う
と
す

る
と

こ
ろ
、
敦
盛
を
助
け
た

い
と
思

い
な
が

ら
も
も

は
や
助
け
る
術
は
な

い
と
悟

っ
て
熊

谷
が
泣
く
場

面
、

そ
し
て
熊

谷
が

敦
盛

を
弔
う
た
め
出
家

の
意
志
を
固
め
る
と

こ
ろ
、
等

で
下
ゲ
は
多
出
す

る
の

だ
が
、
強
リ
下
ゲ
が
用

い
ら
れ
る

こ
と
は
な
く
な
る
。

お
そ
ら
く
熊
谷

と
同
時

に
語

り
手

や
聴
衆
も
敦
盛

の
年
格
好
を
知

っ
て
、

そ
の
境
遇

に
同
情
し
、

そ
の

た
め
、
最
初

は
熊
谷

が
敵
武
者
を
捕

ら
え
た
事
実
を
単

に
勇
ま

し
い
行
為
と
捉

え
、
強

リ
下

ゲ
を
使

っ
て
い
た
も

の
が
、
後
半

は
下
ゲ
と

い
う
情
緒
的
な
曲
節

に
切

り
か

え
ら
れ
た

の
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
曲
節

の
傾
向
か
ら
、
語
り
手
や
聴
衆

の
、
登
場
人
物

に
対

す
る

感
情
を
推
し
量
る

こ
と

は
あ
る
程
度
可
能
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章

待
遇
表
現
の
考
察

三
ー
①

資
料
と
方
法

待
遇
表
現

の
調
査

を
行

う
に
あ

た

っ
て
は
、
次

の
よ
う
な

こ
と
を
条
件
と
し

た
。

①

調
査
資
料

と
し
て
は
、
基
本
的

に
覚

一
本
、

そ
し

て
そ
の
比
較
対
象
と
し

て

そ
れ
以
降
の
一
方
流
諸
本
三
本
ー

葉
子
十
行
本

(朝
日
日
本
古
典
全
書
)

・

下
村
時
房
刊
本

(日
本
古
典
全
集
)

・
流
布
本

(桜
楓
社

「平
家
物
語
」
梶
原

正
昭
校
注
)
1

計

四
本
を
使
用
し
た
。

こ
の
四
本

に
は
、
成
立
年
代

が
比
較

的
明
確

で
あ

る
た
め
諸
本

の
順
序

を
考
慮

に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
内
容

の
異
同

が
少
な

い
た
め
待
遇
表
現

の
比
較

が
容
易

に
行

え
る
こ
と
、
な

ど
の
利
点
が
あ

る
。
な
お
、
成
立
年
代
は
覚

一
本

(
一
三
七

一
)
の
あ
と
、
順

に
十
五
世
紀
末
、

慶
長
中

(
一
五
九

六
～

一
六

一
〇
)
、
元
和
中

(
一
六

一
五
～

一
六
二
三
)
と
推

定
さ
れ

て
い
る
。

d
章
段

名
や
詞
章

の
引

用
等

は
、
特

に
注
記

の
な

い
限

り
す

べ
て
、
覚

一
本

の

も

の
に
統

一
す

る
。

㈹
調
査
範
囲

は
地

の
文

に
限
定
す
る
。

㈲
敬
語

は
、
対
象
人
物
を
高
め
る
た
め

に
使
用
さ
れ
た
尊
敬

語
と
謙
譲

語
と
を

調
査

の
対
象
と
す
る
。
そ

の
他
、

具
体
的

な
調
査
方
法

は
そ
の
都
度
示

し
て
い

く
。

三
!
②

人
物
の
行
動
重
視
の
敬
語

ま
ず
、
覚

一
本

で
平
清
盛

・
源
頼
朝

・
木
曽
義
仲

・
源
義
経

の
四
人

に

つ
い

て
そ
の
呼
称
と
、

そ
の
文
末

に
敬
語

の
付
く
呼
称

の
数

を
調
査
す
る
と
、

呼
称

の
総
数

に
対
す

る
敬
語

の
付
く
呼
称

の
数

の
割
合

は
次

の
よ
う
に
な
る
。

。
平
清
盛

麗
/
畑

。
源
頼
朝

66
/
75

。
木
曽
義
仲
30
/
85

。
源
義
経

89
/
㎜

74言235.38888,6
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こ
れ
を
見

て
気
づ

く

の
は
、
義
経

の
敬
語

の
割
合

が
ほ
ぼ
同

じ
身

分

の
義

仲

(
と
も
に
従

五
位
下
)
.に
比

べ
る
と
倍
以
上

で
あ
り
、
む
し
ろ
圧
倒
的

に
身
分

の
高

い
清
盛

・
頼
朝

に
近

い
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
出

て
い
る
と

い
う

こ
と
、

つ

ま
り
義
経

に
使
わ
れ

て
い
る
敬
語
が
身
分

の
割
に
は
多

い
、
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
ま

た
義
経
も
義
仲
も
、
官
位
を
貰
う
以
前
、
主

と
し

て
彼

ら
が
活
躍

し
た

場
面
か
ら
、
敬
語
が
急
激

に
増
加

し

て
い
る
。

こ
う
い

っ
た
こ
と
を
考
え
併

せ

る
と
、

こ
の
調
査
を
行

っ
た
覚

一
本

で
は
、
身
分

よ
り
も
人
物

や
そ
の
行
動
を

重
視
し
た
敬
語

の
使

用
が
為

さ
れ
て
い
た
こ
と

に
な

る
。
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三
「

③

義
仲

の
呼
称

と

こ
ろ
で
、
義
伸
と

い
う
人
物

に

つ
い
て
は
、
「章

段

に
よ

っ
て
描

か
れ
方

に

差
が
あ

る
」
こ
と
が
よ
く
指
摘

さ
れ
て
い
る

(注

9
)
。
呼
称

の
調
査

で
も
確

か

に
、
義
仲
が
京
都

に
進
撃
し

て
く
る
ま

で
、
英
雄

と
し

て
の
活
躍

を
見

せ
て
い

る
部
分

(巻
七

『
倶
梨

迦
羅
落
』
等

)

で
は
主

と
し

て

「木
曽
殿
」
と

い
う
呼

称
が
使
わ
れ

て
い
る
し
、
上

洛
し
た
後
、
都

の
様
式

に
対
す

る
無
知

ぶ
り
を

さ

ら
け
だ
す
部
分

(
巻
八

『猫

間
』
等
)

で
は

「木
曽
」

が
多

く
、
更

に
最
後
、

義
仲
が
死
ぬ
場
面

(巻
九

『木
曽
最
期
』
等
)

に
な

る
と
再
び

「
木
曽
殿
」

が

増
加
し

て
い
る
、

と
い
う
傾
向

が
み
え
る
。

で
は
、

こ
の

「木
曽
」
「
木
曽
殿
」

と

い
う
呼
称

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
の
だ

ろ
う
か
。

覚

一
本
に
お
い
て
、
敬
語

の
付
く
義
仲

の
呼
称

は
こ
の

「
木
曽
」

(
8
/

45
)

と

「木
曽
殿
」

(22
/
27
)

だ
け

で
あ
る
。

そ
の
他

の
、

官
職
名
な
ど

の
呼
称

(木

曽
左
馬
頭

・
木
曽

左
馬
頭
義

仲
等
)

に

は

一
切

付

い
て

い
な

い
。
清

盛

(太
政
大
臣
)
、
頼
朝

(兵
衛
佐
)
、
義
経

(判
官
)
な
ど
を
見

て
も
、
官
職
名

の
呼
称

は
決
し

て
低
く
扱
わ
れ

て
い
る
わ
け

で
は
な

い
。

に
も
か
か
わ

ら
ず
、

そ
の
官
職
名

の
呼
称

に
は

一
つ
も
付
か
な
か

っ
た
敬
語
が
、

一
般

に
あ
ま
り
高

く
な

い
も

の
と
し

て
捉
え
ら
れ

て
い
る

「
木
曽
」
に
は
付

い

て
い
る

の
で
あ
る
。

調
査

の
対
象
と
し
た
四
本
を
比

べ
て
み

て
も
、

こ
の
よ
う
な
現
象
は
覚

一
本

以

外

に
は
見
ら
れ
な

い
。

こ
こ
で
、
覚

一
本

に
お
け
る

「木
曽
」

と
い
う
呼
称

の
用
法

を
眺

め
て
み
る

と
、
感
情

表
現
や
、

あ
る
い
は
感
情

に
流

さ
れ
て
起

こ
し
た
行
動

の
描
写

が
目

立

つ
。
巻
九

の

『木
曽
最
期
』
な

ど
は
、

そ
れ
自
体

そ
う

い
う
義
仲
が
描
か
れ

て
い
る
章
段

で
あ
る
が
、

こ
の
段

に
お

い
て
覚

一
本

は
後
出
本
と
比

べ
て

「
木

曽
」

と
い
う
呼
称
が
多

い
。

こ
の
章
段

の
中
か
ら

「
覚

一
本

で
の

『
木
曽
』
が

後
出

本

で

『木
曽
殿
』

に
な

っ
て
い
る
例
」
を
拾

い
だ
す

と
、
次

の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
。

④
木
曽
大

に
悦

て
、
「比
勢
あ

ら
ば

な
ど

か
最
後

の
い
く

さ
せ
ざ

る
べ
き
。
こ

ゝ

に
し
ぐ
ら
う
で
見

ゆ
る
は
た
が
手

や
ら
ん
」
。

(葉
↓
木
曽
/
下

・
流
↓
木
曽
殿
)

⑧

…
木
曽

さ
ら
ば
と

て
、
粟
津

の
松
原

へ
そ
か
け
給

ふ
。

(葉

・
下

・
流
す

べ
て
木
曽
殿
)

④

は
義
仲
が
乳
兄
弟

で
あ

る
今
井

四
郎
兼
平
及
び
味
方
三
百
騎

に
会
え
た

こ
と

を
喜

ん
で
い
る
場
面
、
⑧

は
兼
平
と

一
緒

に
死

に
た

い
と

い
う
義
仲
が
、
そ

の

兼
平

に
説
得
さ
れ

て
自
害
を
す
る
た
め

に
松
原

へ
と
向
か
う
場
面

で
あ
る
。

い

ず
れ
も
義
仲

の
無
邪
気
さ
、
素
直
さ
と

い

っ
た
も

の
が
表
れ

て
い
る
場

面
だ
と

言
え

よ
う
。
④

の

「
大

に
悦

て
」
と

い
う
描
写
な
ど
は
、
義
仲

の
感
情

が
ま
さ

に
文
字
通
り

「
大
き
く
」
表
れ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
覚

一
本

に
お
い

て
こ
れ
と

類
似
す
る
表
現
は
五
例

(④
を
含
む
)
あ
り
、
そ

の
い
ず
れ
も
が
主

語
と
し

て

「
木
曽
」
と
い
う
呼
称
を
持

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
覚

一
本
は

「木

曽
」

と
い
う
呼
称

の
中

に
、
嘲
笑

や
軽
蔑

よ
り
も
む
し
ろ
、

そ

の

素
直

さ
、
無

邪
気

さ
に
対

す
る
好
意

を
含

ん

で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ

る
。
感
傷
的

な
義
仲
を
軽
蔑

し
た
た
め
に

「木
曽
」
と

い
う
低

い
呼
称

で
呼

ん

だ
の
だ
、
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な

い
が
、
「木
曽

殿
」
と

い
う
呼
称

に
も

そ
う

い
う
義
仲

が
頻
出
し

て
い
る
こ
と
か

ら
い

っ
て
、

そ
の
可
能
性

は
否
定
し

て
よ

い
だ
ろ
う
。

ま
た
、

。
…
判
官
殿
鎮
西

の
か
た

へ
落
ぼ
や
と
お
も

ひ
た
ち
給
ふ
庭

に
、
緒
方
三
郎
維

義
は

(略
)
威
勢

の
も

の
な
り
け
れ
ば
、
判
官

「
我

に
た

の
ま
れ
よ
」
と
そ

の
給

ひ
け
る
。

(巻
十

二

・
判
官
都

落
)

。
…
能
登
守
是
を
き

ゝ

(略
)

い
ま
ぎ

の
城

を
せ
め
給

ふ
。
能
登
殿

「奴
原

は
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こ
は
い
御
敵

で
候
。
か

さ
ね
て
勢
を
給

は
ら

ん
」
と
申

さ
れ
け
れ
ば

…

(巻
九

・
六

ヶ
度
軍
)

。
…
木
曽

さ
ら
ば
と

て
、
粟
津

の
松

原

へ
そ
か
け
給
ふ
。
(略
)
木
曽
殿
は
口
二

騎
、
粟
津

の
松
原

へ
か
け
給
ふ
が
、
正
月
廿

一
日
入
あ

ひ
ば
か
り

の
事
な
る

に
…

(
巻
九

・
木

曽
最
期
)

な
ど

の
例
を
見

て
も
、
覚

一
本

に
お

い
て
は
、
「
殿
」
の
有

無

に
よ
る
敬
意

の
差

が
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
も

の
で
あ

っ
た
と
は
思

わ
れ
な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
考

え
方

か
ら
い
く
と
、
上
洛
後

の
義
仲

が
都

の
礼
儀

に
対
す

る
無
知

を

さ
ら
け
だ
す
部
分

で
あ
り
、

呼
称

の
ほ
と
ん
ど
が

「木
曽
」

で
統

一
さ
れ

て
い

る

『猫

間
』

の
段
も
、
覚

一
本

に
お
い
て
は
そ
の
素
朴

さ
、
純
粋

さ

へ
の
好
意

を
も

っ
て
語
ら
れ
た
も
の

で
は
な
い
か

と
考

え
ら
れ

る
。
実
際
、
敬
語
を
見

て

も
、
「
木
曽
」
と

い
う
呼
称

に
対

し

て
三
例

(
い
ず
れ
も
部
下
を
低
め

る
謙
譲
語

で
あ
る
が
)
付

き
、
呼
称

に
は
関

わ

っ
て
い
な

い
が
尊
敬
語

の
例
も

一
例
あ

る
。

一
方
、
後
出
本

に
目

を
移

し
て
み
る
と
、
時
代
的

に
も

一
番
覚

一
本

に
近

い

葉
子
本

は
似

た
よ
う
な
傾
向
を
示
す
も

の
の
、

そ
れ
以
降

の
二
本

に
な

る
と
、

か
な

り
様
子

が
変
わ

っ
て
く

る
。
(な
お
、
葉
子
本
が
覚

一
本

に
近

い
性
格
を
持

つ
こ
と

は
、

そ
の
他

の
詞
章
比
較
等
か
ら
も
あ

る
程
度
言
え
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
が
、
諸
本

の
違

い
に

つ
い
て
は
別

に
譲
る
。
)
例

え
ば
、
覚

一
本

に
お

い
て
敬

語
が
付

い
て
い
た

「木
曽
」
八
例

の
う
ち

三
例

(
い
ず

れ
も

『猫

間
』
)

は
敬
語

が
消

え
、
残

り
五
例

に

つ
い
て
は
次

の
よ
う

に
後

の
本

ほ
ど
他

の
呼
称

に
変
わ

る
こ
と
が
多
く
な

っ
て
い
る
。

〈葉
子
本
〉

〈
下
村
本
〉

〈
流
布
本
〉

①

木
曽

木
曽
殿

木
曽
殿

②

木
曽

木
曽
殿

木
曽
殿

③

木
曽

木
曽
義
仲

木
曽
義
仲

④

木
曽
左
馬
頭
義
仲

木
曽

木
曽
左
馬
頭

⑤

木
曽
殿

木
曽
殿

木
曽
殿

ま
た
、
諸
本

に
よ
る
義
仲

の
呼
称

の
変
遷
を
調
査
し

て
み
る
と
、
後
出
本

ほ
ど

章
段
や
話

の
流
れ

の
ま
と
ま
り
ご
と

に
呼
称
を
使
い
分
け
る
傾
向
が
強
く
な

っ

て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、
京
都

進
撃

の
最
中

で
あ
る

『篠

原
合
戦

(
巻

七

)』
の
中

の
呼
称

は
、
覚

一
本

・
葉

子
本

で
は

「木
曽
」
「木
曽

殿
」

が
そ
れ
ぞ

れ

一
個

ず

つ
で
あ
る
の
に
対

し

て
、
下
村
本

で
は

「木
曽
」

一
・

「木
曽
殿
」

五
、
更

に
流
布
本

で
は

「木
曽
」

が
消

え
て
、
五

つ
あ

る
呼
称

が
す

べ
て

「木

曽
殿
」

に
統

一
さ
れ
て
い
る
。

そ
し

て
上
洛
後
、

田
舎
者

ぶ
り
を
見

せ
る

『
猫

間
』
の
段

や
、
義
仲
が
朝
敵
と
な
る

『
河
原
合
戦

(巻

九
)
』
で
は
後
出
本

に

「
木

曽
」

が
増
加

し
、
義
仲
が
死

ぬ
場
面

『
木
曽
最
期

(巻
九
)
』
で
は
再
び

「
木
曽

殿
」
が
増
加
す

る
、
と

い

っ
た
具
合

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
後
出
本

に
お

い
て

使

い
分

け
が
激
し
く
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら

の
本
が

「
木
曽
」
と

い
う

呼
称

に
覚

一
本

ほ
ど

の
好
意
を
持
た
せ

て
い
な
か

っ
た

こ
と

の
表
れ
と
言
え
よ

う
。
「木
曽
」
が
多

用
さ
れ

て
い
る
章

段

『
猫
間
』
で

「木
曽
」

に
付

い
て
い
た

敬
語
例

三
例

が
後
出
本

で
は
消

え

て
い
る
、

と

い
う
こ
と

は
先

程
も
述

べ
た

が
、
更

に
、
呼
称

に
関
わ

っ
て
い
な

い
敬
語

「
の
給

ひ
け
る
」
も
、
後
出
本

で

は
す

べ
て

「
言
ひ
け
る
」

に
変
化
、

こ
の
段

で
の
義
仲

へ
の
敬
語
例

は
な
く

な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
の

「
木
曽
」
と
い
う
呼
称

の
多

用
を

「
低

い
待
遇
」
と
受
け
と

っ
た
後
出
本
が
敬

語
を
削

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
「

④

人
物
の
型

し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
義
仲

の
扱

い
を
低
あ

て
い
る
章
段

が
あ

っ
て
な
お
、

後
出

本
を
全
体

的
に
見
た
場

合

に
、
義
仲

に
対

す
る
待
遇
表
現

は
高

く
な

つ
て

い
る
と

い
う

こ
と
が

で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
最

も
敬
意

が
高

い
と
考

え
ら
れ

る
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「
木
曽
殿
」

と
い
う
呼
称

は
、
覚

}
本

で
33
、
葉
子
本
33
、
下
村

本
43
、

流
布

本

41
と
増
加

傾
向

が
見
ら
れ

る
し
、
文
末

に
敬
語

の
付

く
呼
称

の
数
も
、
順

に
網
、

刊
、

刊
と
、
覚

一
本

に
比

べ
て
増
え

て
い
る

の
で
あ

る
。

そ
し
て
、

こ
う

い

っ
た
後
出
本

で
の
待
遇
表

現
向
上
傾
向

は
、
義
仲
だ

け
で

な

く
義
経
な
ど

に
も
見
ら
れ
る
。

覚

一
本

で

の
義
経

の
呼
称

と
敬
語
と

の
関
係

を
見

る
と
、
「
「
義
経
」

と
い
う
呼
称

(
呼
称

の
中

に
名
前
を
含
む
も

の
。
「
義

経
」
「九
郎
義
経
」
「
九
郎
大
夫
判
官
義
経
」
等
。
全
十
六
例
。
)
に
は
敬
語

の
付

く
例
が

一
つ
し
か
な
い
こ
と
に
気
づ

く
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
名
前
を
含
む
呼

称

の
用
法
は
主
と
し

て
三

つ
あ
る
。

ω
説
明
文

・
同
二
月
三
日
、
九
郎
大
夫
判
官
義
経
、
都
を
た
(.
)て
、
摂
津
国
渡

辺
よ
り
ふ

な
ぞ
う

へ
し
て
、
八
嶋

へ
す

で
に
よ
せ
ん
と
す
。

(巻
十

一
・
逆
櫓
)

d
義
経

の
地
位
が
明
ら
か

に
低
下
し
た
時

。

(元
暦

、
～年
十

…
月
七

日
、
頼
朝

の
奏

聞
に
よ
り
、
義
経
追
討

の
院
宣
が
く

だ
さ
れ
る
。
)
去

二
日
は
義
経
が
申
し
う
く
る
旨

に
ま
か
せ
て
、
頼
朝
を

そ
む

く
べ
き
よ
し
聴

の
御
下
文
を
な
さ
れ
…

(巻
駈

二

・
判
官
都
落
)

つ
ま
り
義
経
が
朝
敵

に
な

っ
た
と
こ
ろ

で
出

て
く
る
の
だ
が
、

こ
れ

は
次

の
㈹

の
よ
う
な
相
対
的
な
も

の
に
比

べ
る
と

か
な

り
意
識
的

に
義
経
と

い
う
人
物
を

低
め
た
も

の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ

は
格
助
詞

「
の
」
「
が
」

の
使
わ
れ

方
か
ら
も
証
明

で
き

る
。

格
助
詞

の

「
の
」
「
が
」
の
待
遇
表
現
的
価
値

の
違

い
に

つ
い
て
は
、
大

系
本

平
家
物
語

の
補
注

(上
巻

四
四
五
頁
)

で
も
触
れ
ら
れ

て
い
る
し
、

そ
れ
ぞ
れ

の
助
詞
が
使

わ
れ

て
い
る
人
物
を
調
査
し

て
み

て
も
、
覚

一
本

に
お
い
て
こ
の

、
一
つ
の
助
詞

の
使

い
分
け
が
為
さ
れ

て
い
た

こ
と
は
明

ら
か

で
あ

る
。

と
こ
ろ
で
義
経

に

つ
い

て
は
、
「
の
」
と

「
が
」
の
両
方

が
使
用

さ
れ

て
い
る
。

そ
の
う
ち
連
体
格
十
五
例

は
す

べ
て
、
主
格
も
三
例
中

二
例

ま

で
が

「
の
」

で

扱

わ
れ

て
お
り
、
残
り

一
例
、
唯

一
の

「
が
」

の
例

が
他
な

ら
ぬ
先
程

の

「義

経
が
」
な

の
で
あ
る
。
覚

一
本

の
編
者

が
い
く
ら
義
経

に
同
情
し
、
好
意
を
寄

せ
て
い
た
と
し

て
も
、
ま
さ

に
そ

の
時

に
朝
敵

と
な

っ
た
ば

か
り
の
義
経

に
敬

意
を
表
す
る

こ
と
は
、
さ
す
が
に
た
め
ら
わ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

と

こ
ろ
が
、

こ
の
朝
敵
義
経

に
対
す

る

「
が
」

は
、
後
出
本

に
お

い
て
は
見

事

に
消
え
る

こ
と
に
な
る
。
葉
子
本

は
覚

一
本
と
同
様
だ
が
、
そ

の
後

の
二
本

で
は
次

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

。
義
経
朝
臣
申
請

く
る
旨

に
任

せ
て

〔下
〕

。
義
経
申
請

く
る
旨

に
任

せ
て

〔流
〕

最
初

か
ら

一
貫
し

て

「
の
」

が
使

わ
れ
た
義
経

に
最
後

の
最
後

で

一
つ
だ

け

「
が
」

が
付

い
た

こ
と
は
、
や
は
り
、
覚

一
本

で
は

こ
こ
で

「義
経

の
立
場

が

下
が

っ
た
」
と
意
識
さ
れ

て
い
た

こ
と
を
示
し

て
い
る
と
言

え
よ
う
。

そ
し

て

そ

の
低

い
位
置

に
あ
る

「
が
」
が
消
え
た

こ
と
は
、
相
対
的
な
上
昇

に
他
な
ら

な

い
。
下
村
本

で

「
義
経
」
が

「義
経
朝
臣
」
と
な

っ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ

せ
、

後
出
本

に
お
け
る
待
遇
表
現
向
上

の
片
鱗
を
、

こ
こ
に
も
見

る
こ
と
が

で
き
る

わ
け

で
あ
る
。

ま
た
逆

に
言

え
ば
、

こ
れ
は
平
家
物
語

で
の

「
の
」
「
が
」
が
、

人
物

の
み
な
ら
ず
、

そ
の
行
動
場
面

に
よ

っ
て
も
使

い
分
け
ら
れ

て
い
た

こ
と

を
証
明
し
て
い
る
こ
と

に
な

る
。

⑧
法
皇

や
神
仏

に
関

わ
る
場
面

。
元
暦

二
年
正
月
十

日
、
九
郎
大
夫
判
官
義
経
、
院

の
御
所

へ
ま
い
(.)
て
大
蔵

卿
泰
経
朝
臣
を
も
」.)て
奏
聞
し
け
る
は
…

(巻
十

一
・
逆
櫓
)

。
…
清
盛
高
野

へ
の
ぼ
り
、
大
塔
を
が
み
、

奥
院

へ
ま
い
ら
れ
た
り
け
れ
ば

…

(巻

三

・
大
塔
建
立
)

法
皇
や
神
仏

の
前
に
出

た
場
合
、
身
分

の
高

い
清
盛

に
は
敬
語

が
付
く
が

そ
う
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で
な
い
義
経

に
は
付
か
な

い
、
と

い
う

こ
の
よ
う
な
例

や
、
先
程

の
d

の
例
な

ど
を
見

て
く

る
と
、
覚

「
本

の

「人
物
重
視

の
敬
語
」

は
そ
れ

ほ
ど
徹
底
し
た

も

の
で
は
な
か

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
場

で
の
相
対
的
関
係
、

そ
の
人
物

の
立
場

と
い

っ
た
も
の
を
考
慮

し
な

が
ら

の

「
入
物

の
行
動
重
視

の

敬
語
」

で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

し
か
し

こ
の

「
1
義
経
」
と

い
う
呼
称

に

つ
い
て
後
出

本

で
調
査
を
行
う
と
、

覚

一
本

で
ー
/

16
で
あ

っ
た
敬
語

の
付
く
割
合
は
、
葉

子
本

2
/
16
、
下
村
本

11
/
23
、
流
布
本

14
/

26
と
、
明
ら
か

に
時
代
を
追
う
ご
と

に
高
く
な

っ
て
い

る
。
法
皇

の
前

に
出

る
場
面

で
の
敬
語
は
も
ち
ろ
ん

「謙

譲
+
尊
敬
」
と

い
う

形

で
は
あ

る
が
、
と

に
か
く
法
皇
な
ど

の
前

で
も
義
経

へ
の
敬
意

は
忘
れ

ら
れ

に
く
く
な

る
の
で
あ
る
。
更

に
後
出
本

で
は
、
義
経

へ
の
同
情

が
予
想

さ
れ

そ

う
な
戦
乱
後

の
章
段

で
、
義
経

に
対

す
る
最
高
敬
語

さ
え
も
現
れ

る
こ
と
が
あ

る
。

(覚

}
本

に
は
、
義
経

へ
の
最
高
敬
語

の
例

は
な

い
。
)

。
土
佐
房
が
上

つ
た
る
由

を
聞
召

し
て

〔下

・
流
〕

(巻
十

二

・
土
佐
房
被
斬
)

一
方
、

こ
こ
で
清
盛

に

つ
い
て
見

て
み
る
と
、
覚

一
本

に
お

い
て
敬
語
は
確

か

に
多
い

の
だ
が
、

い
わ
ゆ
る
最
高
敬
語

は
少
な

い
。
む
し
ろ
息
子

の
重
盛

の

方
が
多

い
ほ
ど
で
あ

る
。

そ
し

て
そ
の
重
盛

の
最
高
敬
語
は
後
出
本

で
更

に
増

加
傾
向

を
示
す

の
だ

が
、
清
盛

に
は
後
出
本

で
の
増
加
も
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な

い

(注

10
)
。
増
や
す
余
裕

が
あ
り
、
な
お
か

つ
全
体
的

に
は
待
遇
表
現

の
向
上

が
著

し
い
中
、
敬
語
が
増

え
て
い
な

い
と

い
う

こ
と
は
、
清
盛

へ
の
待

遇
表
現

が
他
と
比

べ
て
相
対
的

に
低
下
し

て
い
る
こ
と

に
な

る
と

い
え
よ
う
。
実
際

に
、
普
通

の
敬
語
が
消
え

て
い
る
例
も

い
く

つ
か
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見

て
く
る
と
、
語
り
手

や
聴
衆

の
好
意
的

・
同
情
的
反
応

の
予

想

さ
れ

る
義
経
や
義
仲
、
さ
ら

に
、
も

っ
と
正
真
正
銘

の
敬
意

が
予
想

さ
れ

る

重
盛
な
ど

は
後
出
本

に
お

い
て
待
遇
表
現

が
向
上

し
、
逆

に
お
ご

っ
て
い
る
と

し

て
嫌
わ
れ
が
ち
な
清
盛

の
待
遇
表
現
は
低
下
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
「身
分

よ

り
も
人
物

の
行
動
を
重
視

す
る
」
と
い
う
覚

一
本

に
見

ら
れ

た
敬
語

の
使
わ
れ

方

の
傾
向
は
後
出
本

で
よ
り
強

く
な

っ
て
お
り
、
更

に
言

う
な

ら
、

そ
の
段
階

を
越

え

て
人

物
そ
の
も

の
を
重
視
す

る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ

の
人
物

の
性
格
を
あ

る
型
ー
例

え
ば

「
善
人
」
「悪
人
」
と

い

っ
た
よ

う
な
単
純

な
型
ー

に
は
め

こ
み
、

そ
れ
を
前
提
と
し
、

そ
れ

に
合
わ
せ

て
か
な

り
の

一
貫
性
を
持

っ
た
敬
語

の
使

い
分
け
が
為
さ
れ

て
い
る
わ
け

で
あ
る
.

渥
美

か
を

る
氏

の
論
文

(注

11
)

に
よ
る
と
、
原
平
家
物
語

に
お

い
て
は
、

一
貫
し

た
ー
単
純
な
「
性
格

で
描
か
れ
た
人
物
な
ど
、
ほ
と
ん
ど
い
な
か

っ
た

ら
し

い
。
後
世
、
「
容
赦
な

い
人
物
」
と

一
言

で
片
付

け
ら
れ

て
し
ま
い
が
ち

な

清
盛
、
「
臆
病
者
」
と
さ
れ
る
宗
盛
な
ど
も
、
原
平
家

で
は
そ
れ
ぞ
れ

「人
間
的

で
あ
る
」
「
勇
ま
し

い
」
と

い

っ
た
面

が
描

か
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ

て
い
る
の

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
れ
と
い

っ
た
固
定
観
念
な
し

に
、

い
ろ
い
ろ
な
面

が
あ

り

の
ま
ま

に
描

か
れ

て
い
た

こ
と
に
な

る
わ
け
で
、
簡
単

に
定
義
し

て
し
ま
う

な
ら
、
原
平
家

は
叙
事
的

な
も
の
で
あ

っ
た
、
と

い
う

こ
と
が

で
き
る

で
あ

ろ

う
。
そ
し

て
渥
美
氏

は
、

そ
の
叙
事
的
な
原
平
家
が
叙
情
的
な
も

の
に
な

っ
て

い

っ
た

こ
と
を
、
章
段

の
増
減
な

ど
を
も
と

に
し

て
言
わ
れ

て
い
る

の
だ
が
、

そ
れ
は
待
遇
表
現

の
面
か

ら
も
証
明

で
き
る
わ
け

で
あ
る
O
語
り

の
中

で
、
語

り
手

や
聴
衆

の
好
き
嫌

い
な

ど
が
取
り
入
れ
ら
れ

て
い

っ
た
結
果
な

の
で
あ
ろ

う
。

そ
し
て
そ
れ

は
人
物
像

に
限

っ
た

こ
と

で
は
な
く
、
例

え
ば
死

の
場

面
に

お

い
て
敬
意
が
高
め
ら
れ

る
傾
向

に
あ
る

こ
と
な
ど
も
、
そ

の
例

と
し
て
挙

げ

ら
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
最
も
端
的

に
象
徴

し

て
い
る

の
が
覚

一
本

に
現
れ

た

「
人
物

や
そ

の
行
動
を
重
視
す
る
敬

語
」

で
あ
ろ
う
。

と

は
い
え
、
先

に
述

べ
た
よ
う
に
、
法

皇

の
前
に
出

た
時

に
は
義
経

へ
の
敬

語
が
減
る
な
ど
、

同
じ
人
物

で
も
そ
の
行
動

・
場
面

に
よ

っ
て
敬
語
が
付

い
た

一165一



り
消

え
た
り
し
て
お
り
、
身
分

よ
り
人
物
と

は
言

っ
て
も
覚

一
本

で
は
ま
だ
、

本
当

に
人
物

そ
の
も

の
に
左

右
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま

り
、
語

り

手

・
聴
衆

が
そ
の
場
面

に
応

じ
た
対
応

を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、

そ

れ
は
、
人
物

そ
の
も
の
に
固
定
観
念

を
持

っ
て
接

す
る
や
り
方

よ
り
も
、
人
物

と
共
ハに
物

語
の
世
界

を
生

き
る
た
め
に
は
良

い
方
法

で
あ

っ
た
ろ
う

と
思

わ
れ

る
。し

か
し
時

代
が
進

む
に

つ
れ
、

そ
の

「人
物

に
固
定
観
念

を
持

つ
」
傾
向

が

現

れ

て
く
る
。
義
仲

の
呼

称
を
話

の
流

れ
ご

と
に
使

い
分

け
る
、

と
い
う
傾
向

が
後

出
本

で
強

く
な

っ
て
い
く

こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
後
出
本

に
は
、

覚

一
本

の
傾
向

を
受

け
継

こ
う
と
す
る
と
同
時

に
、

そ

の
傾
向

を
強
化

・
整

理

し
よ
う
と
す
る
意
識

が
あ

っ
た
よ
う

で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
覚

一
本

で

「人

物

の
行

動
」

を
重
視

し

て
使

わ
れ

て
い
た
敬

語
は
、
後
出
本

で
強

化

・
整

理
さ
れ

て

「
人
物

そ

の
も

の
」

を
重

視
す
る
敬

語

へ
と
変
化

し

て
い
く
。
法
皇

の
前

で

も
義
経

へ
の
敬

語
が
忘

れ
ら
れ
な
く
な

っ
た

こ
と
な
ど
、

そ

の
例

と
し

て
挙

げ

ら
れ
よ
う
。

そ
し

て
そ

の
人

物
重
視

の
傾
向

が
更

に
強
化

さ
れ
た
結

果
、
人

物

の
性
格

の

「
型
」

が
生

ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。

な
お
、

こ
こ
で

一
つ
問
題

と
な
る

の
は
、
流

れ
ご
と

の
待

遇
表
現

の
格
差

が

後
出
本

に
な
る
ほ
ど
明
確

に
な

っ
て
い
く
義
仲

と
、

人
物

の

「
型
」

と

の
矛
盾

で
あ
る
が
、

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
義
仲

に
関
す

る
話

に
は
三

つ
の

「型
」

が
あ

る
の
だ
、

と
考

え
た
い
。

そ
し

て
そ
れ
は
、
後
出
本

が
場
面

に
応

じ
た
対
応

を

し
て
い
た
か
ら
で
は
な
く
、
「木
曽
」
と
い
う
呼
称

に
対
す

る
認
識

の
違

い
か
ら

覚

一
本

の
三

つ
の
流

れ
に
差

を
見
出

し
て
し
ま

っ
た
後
出
本

が
、

そ
れ
を
拡
大

す

る
方
向

へ
動

い
た
結
果

と
し

て
現
れ

た
も

の
だ
と
思

わ
れ
る
。
あ

る
い
は
、

覚

一
本

に
表

れ
て
い
る

「木
曽
」

へ
の
好
意

よ
り
も
、
出
所

が
別
な

の
で
は
な

い
か
と

さ
え
言

わ
れ

る
ほ
ど
格
差
が
大
き

い
内
容

(義
仲

の
描

か
れ
方
)

の
隔

た
り
の
方

が
強
く
印
象

に
残

っ
た
結
果
な

の
か
も
し
れ
な

い
。

以
上
、
曲
節
と
待
遇
表
現
の
二
側
面
か
ら
人
物
像
=

作
者

(語
り
手

.
検

校
等
)
あ

る
い
は
享
受
者

(
聞
き
手
等
)
の
人
物
観

へ
の
接
近
を
試

み
て
き
た
。

し
か
し
、
平
曲

に
関

し
て
は
波
多
野
流

に
も
調
査

の
手
を
広
げ

る
こ
と
、
待
遇

表

現
に
関
し
て
は
他

の
人
物
、
も

っ
と
様

々
な
語
彙
、.
更

に
は
他

の
文
学
作
品

に

つ
い
て
調
査
を
行

う
こ
と
等

も
必
要
と
思

わ
れ
、
今
後

に
侯

つ
と

こ
ろ
が
大

き
い
。

注

注

-

「平
家

物
駈阻」
石

母
田
}止
氏

(山石
波
新
煮
目)

注
2
「
平
家
物
語
の
全
巻
全
章
段
を
探
る
ー

巻
十
二
」
山
下
宏
明
氏

(国
文
学

昭
43
.

10
)

注
3

「平
家
物
語
全
注
釈
上
巻
」
冨
倉
徳
次
郎
氏

(角
川
書
店
)
、
「史
実
と
の
関
係
」
鈴
木

則
郎
氏

(『平
家
物
語
必
携
』
学
燈
社

昭
42
)、
「平
家
物
語
の
達
成

語
り
も
の

文
芸

と
し
て
ー

」
佐

々
木

八
郎
氏

(国
語

と
国
文
学

昭

45

・
1
)
等

 注
4

「重
盛
像
の
造
型
と
変
貌
」
川
田
正
美
氏

(
日
本
文
学

昭
55

.
11
)

注
5

「平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
」
渥
美
か
を
る
氏

(笠
間
書
院
)

注
6

「史
実
と
の
関
係
」
鈴
木
則
郎
氏

(前
出
)

注
7

「義
仲

・
義
経
」
小
松
茂
人
氏

(国
文
学

昭
33

・
10
)

注
8

「平
家
正
節
」
解
題

(大
学
堂
書
店
)

注
9

呼
称
に
つ
い
て
は

「木
曽
と
木
曽
殿
と
」
笠
栄
治
氏

(糸
高
文
林
7
号
)
等

注
10

「平
家
物
語
流
布
本
の
敬
語
表
現
」
宮
坂
和
江
氏

(実
践
女
子
大
紀
要
5
集
)

注
11

注
5
に
同
じ
。

一166一


