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重
盛
像
の
変
遷

板

坂

耀

子

1

い
や
な
や

つ
が
来
た

「
平
家
物

語
」

に
お
け
る
、
平
重
盛
像

の
評
価
は
近
来
、
あ
ま
り
か
ん
ば
し

く
な

い
。

石
母

田
正
氏

は
、
岩
波
新
書

「
平
家
物
語
」
(
昭
和
32
年

11
月
発
行
)

中

で
、

院
お
よ
び
院

の
近
臣

に
た
い
し

て
、
仮
借
し
な
い
措

置
を
と
ろ
う
と
し
た
清

盛

を
諌
止

し
た
と
き

の
重
盛

の
.、一一口葉

は
、
古
来
有
名

で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は

儒
仏

の
思
想

に

つ
い
て
の
作
者

の
博
識
ぶ
り
を
見
る
こ
と

は
で
き

て
も
、
中

味

は
意
外

に
貧
困
な

の
で
あ
る
。
作
者
が
も

っ
と
も
力
を
入

れ
て
創

り
上
げ

た
人
物
だ
け

に
、
物
語
と
し

て
み
れ
ば
か
え

っ
て
破
綻
も
大
き

い
。
し
か
し

重
盛

は
、
饒
舌
な
だ
け
に
、
作
者

の
理
想

や
思
想
を
知
る
う
え

で
は
便
利

で

あ

る
。

(第

一
章

「
運
命

に

つ
い

て
」
)

と
、
作
者

の
思
想

の
代
弁
者

と
し
て
の
み
評
価
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
吉
川
英

治
氏
は
、
「新

・
平
家
物
語
」

で
、
「
占
来
有
名
」
な
重
盛
諌
、爵
の
場

面
を
あ
え

て
ま

っ
た
く
描

か
れ
ず
、

そ
の
理
由
と
し

て
次

の
よ
う

に
述

べ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
で
、
佳

い
話
だ
が
、

ほ
ん
と

で
は
な
い
。
事
実

の
清
盛

や
重
盛

で
は
な
い
。

そ
の

「教
訓
」

の
く
だ
り

は
、
以
前
か
ら
も
学
界

に
、
否
定
説
が
あ

る
に
は

あ

っ
た
。
し
か
し
、
国
民
教
育

の
見
地

か
ら

「
そ
の
ま
ま
に
し

て
お

い
た
方

が
」
と

い
う
倫
理
観

に
支
持

さ
れ

て
来

た
の
で
あ

る
。
だ
が
、
今

日
で
は
も

う
教
育

の
資
料

に
も
な
ら
な
い
。
ま
し

て
、
史
実

で
も
な

い
も

の
を

で
あ
る
。

可
能
な
か
ぎ
り
、
真
実
を
さ
ぐ
り
正

し
く
書
き
、
正
し

い
清
盛
と
重
盛

の
対

比
を
見
、
父
は
父
な
り

に
、

子
は
子

な
り
に
、
見
直
す

べ
き

で
は
あ
る
ま

い

か
。

(中
略
)

従

っ
て
、
古
典
平
家

に
あ
る
よ
う

に
、
清
盛

が
、
重
盛

の
来
訪

に
あ
わ

て
て
、

鎧

の
上

に
、
法
衣

を
着

こ
み
、
…襟
元
か
ら

そ
れ
が
チ

ラ
チ
ラ
見
え
る

の
を
か

き
合

わ
せ
な
が
ら
、
子

の
重
盛

に
、
さ
ん
ざ
ん

に
、
教
訓
さ
れ
た
な

ど
と

い

う
の
は
、
根
も
な

い
こ
と
と
、

い
う
し
か
な
い
。

常
識

か
ら
い

っ
て
も
、

一
族
列
座

の
中

で
、
自
分

ひ
と
り
が
古
今

の
学

や
道

徳

を
能
弁

に
ほ

こ
り
立

て
、
父
親

の
清
盛

が
、

あ

ぶ
ら
汗
を
流
す

ま

で
、

ぎ

ゅ
う
ぎ

ゅ
う
痛
め

つ
け
た
り
な
ど
し
た
と
は
、
考

え
ら
れ
な

い
。

そ
ん
な

高
慢
く
さ

い
親
不
孝
者
が
、
ど
う
し

て
、
忠
臣
孝
子

の
代
表
み
た

い
に
讃
え

ら
れ

て
来
た

の
か
、

ふ
し
ぎ
で
あ

る
。

こ
れ

で
は
、
重
盛
も

、
か
あ
い
そ
う
だ
。
清
盛

に
は
、
な
お
気

の
ど
く

で
あ
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る
。

(御
座

の
巻
)

更
に
、
石
川
淳
氏

「
お
と
し
ば
な
し
集
」
の

「平
清
盛
」
(
昭
和

26
年

11
月
発
表
)

に
お
け
る
、
次

の
よ
う
な
描
写

に
も
、
「
平
家
物
語
」
の
重
盛
像

へ
の
反
感

が
う

か
が
わ
れ
よ
う
。

小
松
内
大
臣
重
盛
、
お

つ
に
す
ま
し
た
恰
好

で
、

そ
ろ
り
そ
う
り
と
廊
下
を

わ
た

っ
て
来

る
。
清
盛
、

そ
れ
と
見
る
よ
り
、
顔

を
し
か
め
て
、

「
が

っ
か
り
さ
せ

る
ね
え
。

い
や
な
や

つ
が
来
た
よ
。

わ
が
子

な
が

ら
、
き

ざ
な
男

が
い
た
も

の
さ
。
あ

い

つ
が
来
れ
ば
、
例
の
諌
言

の
む

し
か
え
し
だ
。

も

う
聞
き
あ
き
た

よ
。
あ

の
賢
人
づ
ら
を
見
た
だ
け
で
、
興

が
さ
め

る
ね
。

う
ま
く
だ
ま
し

て
、
追

い
か
え
し

て
や
ろ
う
。
」

こ
う
い

っ
た
印
象
あ

る
い
は
評
価
は
、
そ

の
後

も
さ
ほ
ど
変
化

は
な

い
よ
う

で

あ
る
。
昭
和

61
年

11
月
発
行

「
日
本
文
芸

論
稿
」
(東
北
大
学
文
芸
談
話
会
)
第

15
号

に
お
い
て
も
、
佐
倉
由

泰
氏

は

「
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
平
重
盛
像

の
考

察
ー

物
語

に
お
け

る
機
能
と
文
芸
的
意
義
を
あ
ぐ

つ
て

」

と
題
し

て
、

先
述

の
石
母

田
氏
を

は
じ
め
、
小
林
智
昭
氏
、
山
ド
宏

明
氏
、
今
成
元
昭
氏
ら

の
、
重
盛
像

に
関
す

る
論
を

ひ
き

つ
つ
、
重
盛
を
、
後
白
河
院

や
頼
朝
と
同
様

の
、
物
語

に
お
け
る
秩
序
を
枠
づ
け
る
存
在
と
し

て
と
ら
え
、

そ
う
い

っ
た
面

で
の
役
割

を
評
価

さ
れ

る
が
、

い
わ
ゆ
る
人
物
像
と
し

て
は
、

物

語
の
中

で
、
重
盛

は
、
理
想
的
人
物
と
し

て
き
わ
め

て
賞
讃
的

に
と

ら
え

ら
れ

て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
重
盛
を
も

っ
て
、

い
わ
ゆ
る
英
雄
と

み
な

す

こ
と
に
は
違
和
感
を
禁
じ
得
な

い
。
彼
は
、
人
々

の
信
望

と
期
待
を
集
め
、

強
大

な
政
治
力
を
有
し

て
い
る
と
さ
れ

て
は
い
る
が
、
そ
の
政
治
力

は
、
あ

く
ま

で
も
潜
在
的

な
も

の
に
と
ど
ま
り
、
新
た
な
政
治
状

況
を
切

り
開
く
形

で
発
現
し
な
い
。

重
盛

の
人
物
形
象
そ

の
も

の
を
問
題

に
し
て
、
そ
の
文
芸
的
達
成
度
を
考
え

る
場
合
、
積
極
的
な
評
価
は
し
が
た
い
。

こ
れ

は
、
重
盛

の
人
物
像
が
、
儒

教
的
、
仏
教
的
理
念
を
体
現
す
る
が
あ

ま
り
、
生
動
性
や
情
意
性
を
有
し

て

お
ら
ず
、
平
板

で
、

ス
タ

テ
ィ
ッ
ク
な
造
型
と
な

っ
て
い
る
こ
と

に
よ
る
○

こ
の
よ
う

に
、
造

型
の
あ
り
方
を
見

て
も
、
登
場
人
物
間

の
関
係

で
と
ら
え

て
み

て
も
、
『
平
家
物

語
』
の
重
盛

の
描
写

に
関
し

て
は
積
極
的
評
価
を
し
が

た

い
。

と
、
否
定
的

で
あ
る
○

2

近
世

の
眼

と

こ
ろ

で
、
近
世

に
は
、
軍
記
物
を
換
骨
脱
胎
し
た
文
学
作
品
が
数
多

い
。

中

で
も

「
平
家
物

語
」

は
よ
く
利
用

さ
れ

て
い
る
。
浄
瑠
璃
、

読
本
、
黄
表
紙

等

に
は
、
し
た
が

っ
て
重
盛
も

し
ば

し
ば
登
場
し

て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
特

に

反
感
や
軽
侮

の
念

は
う
か
が
わ
れ
な

い
。
む
し

ろ
、
き
わ
め

て
自
然
に
、
す
ぐ

れ
た
人
間
、
あ
る
種

の
英
雄

と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
馬
琴

「
椿
説
弓
張
月
」

中

の
、
重
盛

の
紹
介
、

ま
た
大

田
南
畝

「
源
平
惣
勘
定
」
冒
頭

の
重
盛

の
描

写

に
は
、
吉
川
英
治
氏

の
よ
う
な
こ
だ

わ
り

や
、
石
川
淳
氏

の
よ
う
な
椰
楡
は
、

註
1

ま

っ
た
く
見
え
な
い

の
で
あ
る
。

一
つ
の
作
品

の
、
近
世
と
近
代

に
お
け
る
、
受
容

の
し
か
た

の
差
、
ま
た
は
、

平
家
物

語
が
近
世

に
は
ど

の
よ
う

に
評
価
さ
れ
読

ま
れ

て
い
た
か

の
実
態
、

今
、

そ
れ
を
検
討

す
る

こ
と
は
し
な
い
。

ま
た
、
こ
の
問
題

の
中

に
、
吉
川
氏

が
ふ
れ

て
お
ら
れ

る
、
近
代

の

一
時

期
、

忠
孝

の
鑑
と
し

て
重
盛

像
が
と
り
L
げ

ら
れ

つ
づ

け
た

こ
と

へ
の
反
動
が
、
ど
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の
よ
う

に
か
か
わ
る
か
も
、
後

の
課
題

と
す
る
。
他

の
部
分

で
は
、
む
し
ろ
豊

か
な
空
想

で
作
品
世
界

を
構
築

さ
れ
た
吉

川
氏

が
、

こ
の
部
分

で
の
み
、
あ
え

て
史
実

に
こ
だ
わ

っ
て
、
昔

か
ら
有
名

な

一
場
面
を
描
か
れ
な

い
の
に
も
、
石

川
氏

の
嘲
笑
や
、
石
母

田
氏

の
記
述

に
さ
え
も
、

こ
の
よ
う
な
、
道
徳
的
教
材

と
し

て
あ

っ
た
重
盛
像

へ
の
、
複
雑

な
感
情
を
感
じ

る
。
そ
れ
を
的
確

に
す
る

た
め

に
は
、
そ

の
よ
う
な
道
徳
的
教
材

と
し
て
の
重
盛
像
が
作
ら
れ

て
い

っ
た

過
程
も
見

て
お
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

だ
が
今

は
、

そ
の
い
と
ま
が
な
い
。

さ
し
あ
た
り
、

こ
の
論
文

で
は
、
少

く
と
も
、
近
世

に
お

い
て
は
、
現
代

の

評
価
と
は
ち
が

っ
て
、
重
盛
像

は
、

か
な
り
自
然

に
、
肯
定
的

に
と
ら
え
ら
れ

て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
前
堤

に
、
そ
の
よ
う
な
読
み
方

で

「
平
家
物

語
」

を
読
む

こ
と
が

で
き
る
か
ど
う
か
を

さ
ぐ
る
、

一
方
法
と
し

て
、
作

品
全
体

の

持

つ
、
あ
る
傾
向

を
指
摘

し
て
、
重
盛
像

の
以
後

の
変
遷
を
見

て
ゆ
く
た
め

の

註
2

手
が
か
り
と
し
た
い
。

3

戦
闘

の
あ

と
に

「平
家
」

に
は
、
と

ら
え
ら
れ
た
敗
者
が
、
勝
者

の
前
に
ひ
き
す

え
ら
れ
、

両
者

の
間
に
問
答

が
か
わ

さ
れ

る
場
面
が

い
く

つ
か
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
面

に

は
、
形
式
的

に
も
内
容
面

で
も
、

い
く

つ
か

の
共
通
点
が
あ
る
。

ま
ず
勝
者

が
口
を
開

い
て
、
相
手

の
み
じ
め
な
現
状

を

(時

に
行
動
も
と
も

な

っ
て
)
確
認
さ
せ
、
そ

の
原
因
を
追
求
す
る
。

A
入
道

相
国
大
床

に
た
て
、

「入
道

か
た
ぶ
け
う
ど
す

る
や

つ
が
な
れ
る
す
が

た
よ
。
し
や

つ
こ
ゝ

へ
引
よ
せ
よ
」

と

て
、
縁

の
き
は
に
引

よ
せ
さ
せ
、
物

は
き

な
が
ら
し
や

つ
ら
を

む
ず
く

と
そ
ふ
ま
れ
け

る
。

「も
と

よ
り
を

の

れ

ら

が

や

う

な

る

ド
薦

の
は

て
を
、

君

の

め
し

つ
か

は
せ

給

ひ

て
、

な

さ

る

ま
じ
き
官
職
を
な
し

た
び
、
父
子
共
ハ
に
過
分

の
ふ
る
ま
ひ
す

る
と

み
し
に
あ

は
せ
て
、
あ

や
ま
た

ぬ
天
台
座
主
流
罪

に
申
お

こ
な
ひ
、
天
下

の
大
事
引
出

い

て
、
剰
此

一
門
亡
ぼ
す

べ
き
謀
反

に
く
み
し

て
げ
る
や

つ
也
。
有

の
ま

ゝ

に
申

せ
」
と

こ
そ
の
給

ひ
け
れ
。

B
前
右
大
将
宗
盛
卿
大
床

に
た

て
、
信
連
を
大
庭

に
ひ
す

ゑ
さ
せ
、
「
ま

こ
と

に

わ
男

は
、
『
宣
旨
と
は
な
む
ぞ
』
と

て
斬
た
り
け
る
か
。
お
ほ
く
の
庁

の
下
部

を
刃
傷
殺
害
し
た
ん
也
。
せ
む
ず
る
と

こ
ろ
、
糺
問

し
て
よ
く

よ
く
事

の
子

細
を

た
つ

ね
と

ひ
、
其
後
河
原

に
ひ
き
い
だ
い

て
、

か
う
べ
を

は
ね
候

へ
」

」

と
そ
給

ひ
け

る
。

C
兵
衛
佐

い
そ
ぎ
見
参
し

て
、
申
さ
れ
け
る
は
、
「抑
君

の
御

い
き
ど
を

り
を

や

す
め

た
て
ま

つ
り
、
父

の
恥
を
き
よ
め
ん
と
お
も

ひ
た
ち
し
う

へ
は
、
平
家

を

ほ
ろ
ぼ

さ
ん

の
案

の
う
ち

に
候

へ
ど
も
、

ま
さ
し
く
見
参

に
い
る
べ
し
と

は
存
ぜ
ず
候
き
。

こ
の
ち
や
う

で
は
、
八
嶋

の
大
臣
殿

の
見
参

に
も
入
ぬ
と

覚
候
○
抑
南
都
を

ほ
ろ
ぼ
さ
せ
給
ひ
け
る
事

は
、
故
太
政
入
道
殿

の
仰

に
て

候
し
か
、
又
時

に
と

て
の
御
ば
か
ら
ひ
に
て
候

け
る
か
。
も

て
の
外

の
罪
業

に
て
こ
そ
候
な
れ
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、

(下
略
)

A
は
、
鹿
谷

の
変
を
計
画
し

て
い
た

一
味

の

一
人
、
西
光
法
師
を
捕
え
た
清

盛
、

B
は
、
高
倉
宮
を
頼
政

の
も
と

へ
逃

が
し
た
後
、
御
所
を
守

っ
て
戦

い
、

捕
え
ら
れ
た
信
連

に
対
す
る
宗
盛
、

C
は
、

一
谷

で
生
捕

に
な
り
、
鎌
倉

へ
ひ

か
れ
た
重
衡

に
対

す
る
頼
朝

の
発
号
、目
で
あ

る
。

い
ず
れ

の
場
合
も
、
両
者

の
間

で
の
武
器

に
お
け
る
戦

い
は
、
既

に
終
わ

る
か
、
も
は
や
な
さ
れ
る
余
地

は
な

い
。に

も
か
か
わ
ら
ず
、
戦

い
は
終
わ

っ
て
い
な

い
。
無
力
化

し
た
敗
者

に
、

そ

の
罪
を
確

認
さ
せ
、
因
果
関
係
を
充
分

に
納
得
さ
せ
、
勝
者

の
正

し
さ
を
心

の

底
か
ら
認
め
さ
せ
た
上

で
、
当
然

の
罰
と
し

て
、
反
省

し

つ

つ
処
刑

を
う
け
さ
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せ
る
の
で
な

け
れ
ば
、
勝
者

の
勝
利

は
完
成
し
な

い
。

清
盛

は
、
西
光
が

い
や
し

い
身
分

で
あ
り
な
が
ら
成
り
上
が
り
、
明

雲
僧
正

の
流
罪
な
ど
、
思

い
上
が

っ
た
行
為

の
数
々
を
し

て
天
下

を
騒

が
せ
た

「過
分

の
ふ
る
ま

い
」
の

一
環
と
し

て
謀
反

の
計
画
を
位
置

づ
け
、
「入
道

か
た
ぶ
け
う

ど
す
る
や

つ
が
な
れ

る
」
当
然

の
結
果
と
、
西
光

の
現
状

を
判
断

さ
せ
よ
う
と
、

相
手

の
顔

を
ふ
み

つ
け
る
具
体
的
事
実

も
与

え
て
、
努
力
し

て
い
る
。

宗
盛

は
、
「宣
旨

の
使
」

と
名

の

っ
て
捕

え
に
行

っ
た
役
人

に
対
し
、
「
宣
旨

と
は
な
む

ぞ
」
と
.一一口
っ
て
応
戦
し

た
信
連

の
、
そ
の
発
言
と
行
動
を
問
題

に
し
、

責

め
て
い
る
。
と

り
わ
け
、

こ
の
発
言

は
、
戦

い
の
際

の
勢

い
で
出
た
も

の
で

あ

る
に
せ
よ
、
人

々
が
共
有
す

る
秩
序
を
破
壊
す
る
も

の
で
、
信
連

に
と

っ
て

は
不
利
な
、
形
式
的
な
も

の
で
は
あ

っ
て
も
充
分
に
罪
を
自

覚
さ
せ
ら
る

べ
き

も

の
で
あ

る
。
宗
盛

は
、
そ

こ
を
意
識
し
、

つ
い
て
く
る
。

頼
朝

の
発
言
は
、
前
二
者
よ
り
も
表
現
は
や
わ
ら
か
い
が
、
内
容

は
軽

く
な

い
。
彼
は
、
父
義
朝

の
仇
を
と
る
と
い
う
私
憤
と
、

君
命

に
従

っ
て
行
動

し
た

と

い
う
公

の
立
場
を
結
合

さ
せ

つ
つ
、
「意
外

に
早
く
お
目

に
か
か
れ

た
」
と
相

手

を
冷

や
か

に
椰
楡
し
、

勝
利

に
酔

う
。

そ
の
誇

り
を
も

っ
て
、
南
都
炎
上
が

重
衡

の
自
由
意
志

に
よ
る
も

の
か
、
清
盛

の
命
令

で
あ

っ
た
か
問

い
た
だ
す
。

こ
れ
は
、
重
衡

自
身

が
、

こ

の
少
し
前

に
、
法
然

に
対
し
、
充
分

に
自
分

の
罪

と
意
識

し

て
語

り
、
作
者

も
平
家
滅
亡

の
原
因
と
な

っ
た
罪
業
と
、
位
置
づ
け

て
い
る
も
の
で
あ

る
。
頼
朝

は
重
衡

に
、
あ

ら
た
め

て

一
族
と
彼
個
人
と
し

て

の
、

そ
の
罪

を
自
覚

さ
せ
、
現
在

の
運
命
を
納
得
、
確
認
さ
せ

よ
う
と
す

る
の

で
あ

る
。

4

不
誠
実
な
回
答

こ
れ

に
対
す

る
敗
者
た
ち

の
反
論
を
見
よ
う
。

A
西
光
も

と
よ
り
す

ぐ
れ
た

る
大

剛

の
者

な
り
け
れ
ば
、

ち
と
も
色

も
変
ぜ

す
、
わ

ろ
び
れ
た
る
け

ひ
き
も
な
し
。
居

な
を
り
あ
ざ
わ
ら

て
申
け

る
は
、

「
さ
も
さ
う
ず
。
入
道
殿

こ
そ
過
分

の
事
を

ば
の
給

へ
。
他
人

の
前

は
し
ら

ず
、
西
光
が
き
か
ん
所

に
さ
や
う
の
事

を
ば
、
え

こ
そ

の
給
ふ
ま
じ
け
れ
。

院
中

に
召

つ
か
は
る

ゝ
身
な
れ
ば
、
執
事

の
別
当
成
親
卿

の
院
宣

と

て
催

さ

れ
し
事

に
、
く
み
せ
ず
と
は
申

べ
き
様
な
し
。
そ
れ
は
く
み
し
た
り
。
但
、

耳

に
と
ま
る
事
を
も

の
給
ふ
も

の
か
な
。
御
辺
は
故

刑
部
卿
忠
盛

の
子

で
お

は
せ
し
か
ど
も
、
十

四
五

ま
で
は
出
仕
も
し
給
は
ず
。
故
中
御
門
藤
中
納

暫.口

家

成
卿

の
辺

に
立
入

給
し
を

ば
、
京

わ
ら

は

べ
は
高
平
太

と

こ
そ
い

ひ
し

か
。
保
延

の
比
、
大
将
軍
承
り
、
海

賊

の
張
本
茄
余
人

か
ら
め
進
ぜ
ら
れ
し

賞

に
、

四
品

し

て
四
位

の
兵
衛
佐

と
申

し
し

を
だ

に
、
過
分

と

こ
そ
時

の

人

々
は
申

あ

は
れ
し
か
。
殿
h

の
ま
じ

は
り
を
だ

に
き
ら

は
れ
し
人

の
子

で
、
太
政
大
臣
ま

で
成
あ
が
た
る
や
過
分
な

る
ら
ん
。
侍
品

の
者

の
受
領
検

非
違
使

に
な
る
事

、
先
例

傍
例

な
き

に
あ

ら
ず
。
な
じ
か
は
過
分
な
る

べ
き
」

と
、
は

ゴ
か
る
所

も
な
う
申

け
れ
ば
、
入
道
あ
ま
り

に
い
か

て
物

も

の
給

は

ず
。

(巻
二

「
西
光
被
斬
」
)

B
信
連
す

こ
し
も
さ
は
が
ず
、
あ
ざ

わ
ら
て
申
け

る
は
、
「
こ
の
ほ
ど
よ
な
く

あ

の
御

所
を
、
物

が
う
か
ゞ
い
候
時

に
、
な

に
事

の
あ
る

べ
き
と
存

て
、
用

心
も
仕
候

は
ぬ
と

こ
ろ
に
、
よ
ろ
う
た
る
物
共
が
う
ち
入

て
候

を
、
『
な

に
物

ぞ
』
と
と
ひ
候

へ
ば
、
『
宣
旨

の
御
使
』
と
な

の
り
候
。
山
賊

・
海
賊

・
強
盗

な
ど
申

や

つ
原

は
、
或
は

『
公
達

の
い
ら
せ
給

ふ
ぞ
』
或

は

『
宣
旨

の
御
使
』

な
ど
な
の
り
候
と
、
か
ね
ぐ

う
け
給

て
候

へ
ば
、
『
宣
旨
と
は
な
ん
ぞ
』
と

て
、
き

た
候
。
凡
者
物

の
具
を
も
お
も
ふ
様

に

つ
か
ま

つ
り
、
か
ね
よ
き
太

刀
を
も
も

て
候
ば
、
官
人
共
を
よ
も

一
人
も
安
穏

で
は
か

へ
し
候
は
じ
。
又
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宮

の
御
在
所

は
、

い
つ
く
に
か

わ
た
ら

せ
給
ふ
ら
む
、
し
り
ま

い
ら
せ
候
は

ず
。

た
と

ひ
し

り
ま
い
ら
せ
て
候
と
も
、

さ
ぶ
ら

ひ
ほ
ん

の
物

の
、
申

さ
じ

と
お
も

ひ
き

て
ん
事
、
糺
問

に
お

よ
ん

で
申

べ
し
や
」
と

て
、
其
後

は
物

も

申

さ
ず
。

(巻

四

「
信
連
」
)

C

三
位
中
将

の
給

ひ
け
る
は
、
「
ま
つ
南
都
炎
上

の
事
、
故
入
道

の
成
敗

に
も
あ

ら
ず
、
重
衡
が
愚
意

の
発
起

に
も
あ
ら
ず
。
衆
徒

の
悪
行
を
し
づ
め
ん
が
為

に
ま
か
り
む
か

て
候
し
程

に
、
不
慮

に
伽
藍
滅
亡

に
及
候

し
事

、
力

及
ぼ
ぬ

次
第
也
。
昔

は
源
平
左
右

に
あ
ら
そ

ひ
て
、
朝
家

の
御

ま
も
り
た
り
し
か
ど

も
、
近
比
源
氏

の
運
か
た
ぶ
き
た
り
し
事
は
、
事

あ
た
ら
し
う
初

め
て
申

べ

き

に
あ
ら
ず
。
当
家
は
保
元

・
平
治
よ
り

こ
の
か
た
、
度

々
の
朝
敵
を

た
い

ら
げ
、
勧
賞
身

に
あ
ま
り
、
か
た
じ
け
な
く

一
天

の
君
の
御
外
戚

と
し
て
、

一
族

の
昇
進
六
十
余
人
、
廿
余
年

の
こ
の
か
た
は
、

た
の
し
み
さ
か

へ
申

は

か
り
な
し
。
今
又
運

つ
き
ぬ
れ
ば
、
重

衡
と
ら
は
れ

て
こ
れ
ま
で
く
だ

り
候

ぬ
。

そ
れ

に

つ
い
て
、
帝
王

の
御
か
た
き
を
う
た
る
も

の
は
、
七
代

ま
で
朝

恩
失
ず
と
申
事
は
、
き
は
め
た
る
ひ
が
事

に
て
候

け
り
。
ま

の
あ

た
り
故
入

道
は
、
君

の
御
た
め

に
す

で
に
命

を
う
し
な
は
ん
と
す

る
事
度

々
に
及

ぶ
。

さ
れ
ど
も
纏
に
其
身

一
代

の
さ
い
は
ひ
に

て
、
子
孫
か

や
う
に
ま
か
り
な

る

べ
し
や
。
さ
れ
ば
、

運

つ
き

て
宮

こ
を
出

し
後

は
、
か
ば
ね
を
山
野

に
さ
ら

し
、
名

を
西
海

の
浪

に
な
が
す

べ
し
と
こ
そ
存
ぜ
し
か
。

こ
れ
ま

で
く
だ
る

べ
し
と
は
、
か
け

て
も
お
も

は
ざ
り
き
。
た

ゞ
先
世

の
宿
業

こ
そ
口
惜

候

へ
。

た
ゞ
し

『股
湯

は
か
た
い
に
と

ら
は
れ
、
文
王
は
ゆ
う
り

に
と
ら
は
る
』
と

い
ふ
文
あ

り
。
上
古
猶
か
く

の
ご
と
し
。
況
や
末
代

に
お

い
て
を
や
。

弓
矢

を
と

る
な
ら

ひ
、
敵

の
手

に
か

ゝ
て
命
を
う
し
な
ふ
事

、
ま
た
く
恥

に

て
恥

な
ら
ず
○
た

ゞ
芳
恩

に
は
、
と
く
と
く
か
う

べ
を
は
ね
ら
る

べ
し
」

と
て
、

其
後
は
物
も

の
絆
億
ず
。

(巻
卜

「
千
手

前
」
)

こ
れ
ら

の
反
論

に
共
通
す

る
の
は
、
ま
ず
勝
者
と

の
間

の
差

を
縮
め

よ
う
と

す
る
意
識

で
あ

る
。
西
光

や
重
衡

の
主
張
は

い
ず
れ
も
、
勝
者

が
王
法

や
神
仏

と
自
己
を

一
体
化

さ
せ
て
い
る

の
に
対
し
、
歴
史
的
事
実
を
指
摘
す

る
こ
と

に

よ

っ
て
、
両
者

の
立
場
を
相
対
化
さ
せ
、
相
手

を
自
分
と
同

じ
立
場

に
ひ
き
下

げ

よ
う
と
す

る
も

の
で
あ

る
。
信
連

の

「武

器
さ
え
よ
け
れ
ば
勝

っ
て
い
る
」

と

い
う
発
言

も
、

単
な

る
負
け
お

し
み

で
な

く
、
戦

闘
経

過

の
分
析
確

認

に

よ

っ
て
、
原
因
を
明
ら
か

に
し
、
相
手

の
勝
利

を
い
た
ず

ら
に
大
き
な
も

の
と

さ
せ
な

い
の
で
あ

る
。

こ
れ
ら

は
、
彼
ら

の
反
論

の
中

で
は
、
彼

ら
が
真
実
と
信
じ

て
い
る
も

の
で

あ

り
、
攻
撃

の
部
分

で
あ
る
。
そ
し

て
、

こ
の
よ
う
な
、

よ
り
大
き
な
力

の
前

で
は
両
者

の
問

に
差
は
な

い
と
す
る
主
張

が
、
す
な
わ
ち
相
手

へ
の
攻
撃
と
な

り
得

る
と
考
え

て
い
る
と

こ
ろ

に
、
「平
家
物
語
」
の
作
者

の

一
つ
の
特
徴
が
あ

る
。
し
か
し
、
今
は
そ
れ

に
は
ふ
れ
な
い
。
問
題
と
し
た

い
の
は
、
こ

の
よ
う

な
攻
撃
を
行
う

一
方
、
相
手

か
ら
の
攻
撃

に
対
し
、
彼
ら
が
守
勢

に
た

つ
部
分

の
不
誠
実
さ

で
あ
る
。

西
光
は
、
最
も
問
題

と
な
る
は
ず

の
謀
反

の
計
画

に
対
し
、
「院
中

に
召

つ
か

は
る

ゝ
身
な
れ
ば
」
「
そ
れ

は
く

み
し
た
り
」
と
、
自
分

の
意
志

で
は
な
い
か
の

よ
う
な
表

現
も
ぬ
か
り
な
く
と
り

つ
つ
、
あ

っ
さ
り
と
明
確

に
認
め
る
。
信
連

の

「宣
旨

の
お
使
」
云

々
の
発
言
も
、
彼
が
本
当

に
庁

の
役
人

を
盗
賊
と
誤
解

し

て
い
た
の

で
は
な

い
こ
と

は
明
ら
か
な
、
誰
弁

で
あ
る
。

そ
し
て
、
法
然

に

対

し
て
は
、
「不
慮

に
伽
藍

の
滅
亡

に
及
候
し
事
、
力
及
ば

ぬ
次
第

に
て
候

へ
ど

も
、
時

の
大
将
軍

に
て
候
し
」
は
、
せ
め

一
人
に
帰
す

と
か
や
申
候
な
れ
ば
、

重
衡

一
人
が
罪
業

に
こ
そ
な
り
候

ぬ
ら
め
と
覚

え
候
。
か

つ
う

は
か
様

に
人

し

れ
ず
か
れ

こ
れ
恥
を
さ
ら
し
候
も
、

し
か
し
な
が
ら

そ
の
む
く

ひ
と

の
み

こ
そ

お
も

ひ
し
ら
れ

て
候

へ
。
」

と
涙

な
が
ら
に
語

っ
た
重
衡
が
、

頼
朝

に
対

し

て
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は
、
「
力
及
ば
ぬ
次
第
也
」
と
、
質
問
は
い
わ
ば
い
い
か
げ
ん
に
切

り
す

て
て
、

た
だ
ち

に
源
平

の
地
位

の
歴
史
的
考

察

に
移
り
、
自

ら
の
迷

い
や
苦

し
み
を
、

こ
の
場

で
は

い

っ
さ

い
口
に
出
さ
な
い
。

い
ず
れ

の
場
合

も
そ

こ
に
は
、

正
直

で
あ
ろ
う
と

か
、
相
手

の
質
問

に
誠
実

で
あ
ろ
う
と
か

い

っ
た
意
識

は
ま

っ
た
く
見
え
な
い
。
単

に
、
相
手

へ
の
反
感

な
ど
と

い
う
、
感
情
的

な
も
の

で
は
片
づ

け
ら
れ
な

い
ほ
ど
、
徹
底
的

に
冷
静

に
、
彼

ら
は
こ
と
ば
を
選
び
、
嘘
を

つ
く
。
信
連

の
場
合

に
典
型
的
な

よ
う

に
、

そ

の
嘘

を
相

手
が
信

じ
る
か
ど
う
か
さ
え
、

ま

っ
た
く
問
題

で
は
な

い
こ
と
も

あ
る
。
彼

ら
が
真

に
言

い
た
い
こ
と
は
、
先

に
述

べ
た
、
相
手
と
自
分
と

の
地

位

の
相
対
化

に
あ
る
。

そ
れ
以
外

の
、
特

に
敗
北

の
原
因
と
な

っ
た
自
分

の
行

動

に

つ
い

て
は
、

あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使

っ
て
、
罪
状
を
否
認
し
、
反
省
を
拒
否

す
る
。

し
か
し
、
彼

ら
が
し
ば
し
ば

「
と

く
く

か
,う
べ
を

は
ね
ら
る

べ
し
」

の
常

套
句

で
論

を
結

ぶ
こ
と
で
確
認
す

る
よ
う

に
、
罪
状

の
否
認

は
決
し

て
命
乞

い

の
た
め
に
な
さ
れ

る
の
で
は
な
い
。

と
い

っ
て
ま
た
、

こ
の
語
自
体
も

「
平
家

物
語
」

の
場
合

に
は
、
相
手

へ
の
恭
順

で
は
な

く
、
む
し

ろ
神
仏

の
決
定
し
た

運
命

に
従

う

こ
と

を

い
ち

は
や
く
宣
、　口
し

て
、
相
手

の
介
在

の
余
地
を

な
く

し
、
無
視
す

る

こ
と
に
目
的

が
あ

る
。

そ
れ

に
し

て
も
、

そ
の
語

は
、
彼
ら

の

罪
の
否

認
が
、
命
惜

し
さ
に
よ
る
も

の
で
は
な

い
こ
と
を
、
表
明
す
る

で
あ
ろ

鱒
。だ

が
、
罪
状

の
否

認
が
命
乞

い
の
た
め

で
な

い
と
同
様
、
反
省

の
拒
否
は
ま

た
決

し
て
、
処
刑

へ
の
口
実

を
、
相
手

に
与

え
る
も

の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な

い
。

西
光

が
、
動

か
せ
な
い
事
実

の
容
認

と
い
う
か

た
ち

で
、
自
分

の
罪
状
が
確
認

さ
れ
る
こ
と
に
、
討
論

の
焦
点
が
向

く
の
を
恐
れ

て
、
事
実
だ
け
は
す
ば
や
く

容
認
し

て
、

論
の
中
心

を
そ
こ
か

ら
ず

ら
し
て
し
ま

い
、
他

の
点

で
言

い
た

い

こ
と
を

冒、口
い
ち
ら
す

一
方
、
そ

の
事
実

の
確
認

に

つ
い
て
も
、
自
分

の
意
志

で

あ

っ
た
か
否
か

に

つ
い
て
は
し
ぶ
と
く
保
留
し

つ
づ
け

て
、
不
要
な
明
言
、
意

志
表
示

は
冷
静

に
さ
け

て
い
る
の
も
、
信
連
が
、
糺
問
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
高
倉

宮

の
行
方

に

つ
い
て
、
「知

ら
な
い
が
、
知

っ
て
い
て
も
言
わ
な

い
」
と
、
黙
秘

す
る
決
意
を
明
確

に
相
手

に
伝

え

つ
つ
、
知
ら
な

い
と
嘘
を

つ
く
形
式

を
守

っ

て
み
せ
る

こ
と

に
よ

っ
て
妥
協
す

る
余
地
を
相
手

に
残
す
、
二
重

の
回
答
拒
否

を
し

て
、
本
来
、

二
段
階
を
経

て
相
手

に
伝
え
得
る
は
ず

の
、
聡
明
さ
と
意
志

の
強
さ
と

の
双
方

を

一
度

に
相
手

に
伝
え

る
と

い
う
、
放
れ
業
を
行

っ
て
み
せ

る

の
も
、
そ

の
た
め
で
あ
る
。
西
光
も
、
信
連
も
、
そ
う
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

現
実

に
命
が
助
か
る
可
能
性

が
生
ま
れ

る
と
は
、
お
そ
ら
く
考

え

て
い
な
い
。

そ
れ

で
も
、

そ
う
い
う
、

一
見
卑
怯
と
も

み
え
る
し
ぶ
と
さ
を
示
す

の
は
、

い

た
ず
ら

に
生

き
る
こ
と
を
放
棄
し
た
姿
勢
を
と

っ
て
は
な
ら
ず
、

ど
の
よ
う
に

小
さ
い
、
生

き
る
可
能
性

で
も
追
求
し

て
お
く

こ
と
を
、
彼

ら
が
心

が
け
る
か

ら

で
あ
る
。

命

乞

い
で
は
な
い
、
罪
状

の
否
認
と
、
生
き
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
放
棄

し
な

い
、

反
省

の
拒
否

と
い
う
、

一
見
矛
盾
し
あ

っ
た
、

こ
の
反
論

を
、
彼

ら
が
行

う

の
は
、
何
の
た
め
か
。

そ
れ
は
、
死

ぬ
理
由
も
な
く
、

死
ぬ
意
志

も
な

い
自

分
を
、
偶
然
手

に
入
れ

た
に
す
ぎ
な

い
勝
利

の
名

の
も
と
に
、
相
手

が
殺
す

の

だ
と

い
う
、
相
手

の
罪
状

の
確
認

で
あ

る
。
神
仏

の
意
志

か
歴
史

の
流
れ

の
中

で
、
た
ま
た
ま
負

わ
さ
れ
た
互

い
の
役
割
を
明
ら
か

に
し
た
上

で
、
自
分

と
同

様

の
相
手

の
卑
小

さ
を
思

い
し
ら
せ
、
そ

の
相
手
が
自
分

を
殺

す
こ
と
の
意
味

を
充

分

に
意
識

さ
せ
る
の
で
あ

る
。

敗
者

に
は
、
そ
の
よ
う
な
戦

い
が
可
能

で
あ

っ
た
。
だ
か
ら
彼

ら
は
、
気

を

ゆ
る
め
な

い
し
、
誰
弁
、
虚
言
、
あ
ら

ゆ
る
手
段
を
用

い
て
戦
う
。
「平
家
物
語
」

が
、
特

に
戦

闘
場
面

に
お
い
て
、
卑
劣
と
さ
え
見
え
る
現
実
的

な
行
動
を
、

さ
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註
4

ほ
ど
否
定
的

で
も
な

く
描
く

の
は
既

に
指

摘
さ
れ

い
て
る
。

こ

の
敗
者

た
ち

も
、
な

ま
じ
な
誠
実

さ
は
持

た
な

い
。
あ
く
ま

で
勝
者

に
気
を
許
さ
ず
、

こ
と

ば

の
か

け
ひ
き

で
戦

い
ぬ
い
た
彼
ら

に
、
周
辺

の
人

々
は
、
「
ほ
め
ぬ
人

こ
そ
な

か

り
け
れ
」
と

い
う
か
た
ち

で
支
持
を
与
え
た

こ
と
を
、
「
平
家
物
語
」
の
作
者

は
記
す
。
そ
れ
は
、
す
な

わ
ち
、
作
者

の
支
持

で
も
あ

ろ
う
。
と

い
う
よ
り
も
、

作
者
自
身

が
、

理
想

と
し
て
描
き
、
創

り
あ
げ

て
い

っ
た
、
敗
者

の
対

応
ぶ
り

な
の
で
あ
ろ
う
。

5

虚

々
実

々

勝
者

と
敗
者

の
対
決

に
み
る
敗
者

の
反
論
を
通
し

て
、
「
平
家
物
語
」
が
、
お

そ
ら
く
か
な
り
肯
定
的

に
描

こ
う
と
し

て
い
る
、
弱
者

の
姿
勢
、
と
り
わ
け
、

強
者

に
決

し

て
気

を
許

さ
ず
、

き
わ
め

て
冷
静

で
現
実
的
な
判
断

に
基

い
て
、

卑
劣
、

不
誠
実

と
も
見
え
る
手
段

を
も
用

い

つ
つ
、
自
己

の
日
的
を
達
成
し

て

い
く
傾
向

を
述

べ
た
。

で
は
、

そ
れ
は
、
弱
者
が
強
者

に
、
何
ご
と
か
を
歎
願

す
る
場
合

に
は
、

ど
の
よ
う
な
か
た
ち
を
と

る
の
で
あ

ろ
う
か
。
相
手
が
明
ら

か
に
、
自

分

に
ま
さ
る
権
力

を
有

し
、

し
か
も

そ
の
判
断

が
必
ず
し
も
正
し

い

と
は
信

じ
ら
れ
な
い
の
に
、
彼

ら
に
何

か
を
訴

え
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
、
「
平
家

註
5

物

語
」

の
登
場
人
物

は
、

ど

の
よ
う
に
ふ
る
ま
う

で
あ

ろ
う
。

そ
れ
又
い
か
で
か
さ
る
御
事

さ
ぶ
ら
ふ
べ
き
。
諸
共
ハ
に
め
し
を
か
れ
ん
だ

に

も
、
心

う
ふ
さ
ぶ
ら
ふ
べ
き

に
、
ま

し
て
祇
王
ご
ぜ

ん
を
出
さ
せ
給

ひ
て
、

わ
ら
は
を

一
人

め
し
を

か
れ
な
ば
、
祇
王
ご
ぜ

ん
の
心

の
う
ち
、
は
つ
か
し

う
さ
ぶ
ら
ふ
べ
し
。
を

の
つ
か

ら
後
迄
わ
す
れ

ぬ
御
事
な
ら
ば
、
め
さ
れ

て

又
は
ま
い
る
と
も
、

け
ふ
は
暇
を
た

ま
は
ら
む
。

(巻

一

「
祇
王
」
)

灌
盛
か

ら
、
邸

に
留
ま

る
こ
と
を
強
要
さ
れ
た
仏
御
前

の
こ
と
ば

で
あ
る
。

彼
女

に
は
、
軽
薄
な
抜
目

の
な

い
女
性
と
の
評
も
あ
る
。

こ
の
発
言

に
も
単
な

る
涙
な

が
ら

の
哀
願

と
は
異

る
機

敏
な
駆
引

き
が
察
知

さ
れ

る
で
あ
ろ
う
。

「
お
忘
れ

に
な
ら
な

い
の
な
ら
又
来
ま
す
か
ら
、
今

日
は
帰

ら
せ

て
下
さ

い
」

と
い
う
言

い
方

に
は
、
清
盛
を
な
だ
め

て
、

こ
の
場

を
切

り
ぬ
け
よ
う
と
す
る

意
志

が
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
相
手

の
力

の
絶
対
性
は
、
現
実
的
事
実

と
し
て
認
め

つ
つ
、

相
手

が
自
分

の
心
を
正
し
く
理
解
し
、
誠
実

に
対
応

し
て
く
れ
る
こ
と

は
、

こ

れ
ま
た
現
実
的
事
実
と
し

て
期
待
せ
ず
、
む
し
ろ
、
相
手

の
判
断
基
準
を
目
ざ

と
く
見
ぬ
き
、

そ
れ
を
利
用
し

て
難
を
逃
れ
よ
う
と
す

る
の
が
、
強
者

に
何
か

を
歎

願
す
る
と
き
、
「平
家
物
語
」
の
登
場
人
物
た
ち

の
す

べ
て
に
共
ハ通
す

る
傾

向

で
あ
る
。

ど

の
よ
う
に
歎

い
て
い
て
も
、
ど

の
よ
う

に
打
ち

の
め
さ
れ

て
度
を
失

っ
て

い
る
よ
う

で
も
、
あ

る
い
は
、

そ
れ
だ
か
ら

こ
そ

の
必
死

の
本
能
と
し

て
、

こ

の
点

で
彼

ら
は
決

し
て
冷
静

さ
を
失
わ
な

い
。

何
事

に
て
候

や
ら
ん
、

か

ゝ
る
あ

に
あ

ひ
候
。
さ

て
わ
た
ら
せ
給

へ
ば
、

さ

り
共
ハと
こ
そ
、

た
の
み
ま
い
ら
せ
候

へ
。
平
治

に
も
既
に
謙

せ
ら
る
べ
き

で

候
し
が
、
御
恩
を
も

て
頸
を

つ
が
れ
ま

い
ら
せ
、
正
二
位

の
大
納
言

に
あ
が

て
、
年

す
で
に
四
十

に
あ

ま
り
候
。
御
恩

こ
そ
生
々
世

々
に
も
報

じ

つ
く
し

が
た
う
候

へ
。
今
度
も
同

は
か

ひ
な
き
命
を
た
す
け
さ
せ
お
は
し
ま
せ
。
命

だ
に

い
き
て
候

は
ば
、
出
家
入
道
し

て
高
野
粉
河

に
閉
籠

り
、

一
向
後
世
菩

提

の

つ
と
め
を

い
と
な

み
候
は
む
。

(巻
二

「小
教

訓
」
)

鹿

谷

の
変

の
計
画
が
露
顕
し
、
幽
閉
さ
れ
た
大
納
言
成
親

が
、
訪
れ

た
重
盛

に
助
命
を
歎
願

し
て
い
る
。

こ
の
少
し
前
に
、
彼

は
清
盛

か
ら
西
光

の
自
白
を

つ
き

つ
け
ら
れ
、

一
言

の
反
論
も

で
き
な
い
。
絶
望

の
き

わ
み
に
訪
れ
た
重
盛

を
、
地
獄

で
地
蔵
菩
薩
を
見
た
よ
う
な
喜

び
の
色

で
迎

え

つ
つ
、
な
お
成
親
は
、

「48一



相
手

に
対
し
正
直

に
は
な
ら
な

い
。
「
何
事

に
て
候
や
ら
ん
、
か

ゝ
る
め
に
あ

ひ

候
」
と
、
あ
く
ま

で
謀
反

の
件
は
認
め
ず
、

「
方

で

「命

だ
に
い
き

て
候

は
ば
」

=

向
後
世
菩
提

の

つ
と
め
を
い
と
な
み
候

は
む
」

と
、
最

も
相
手

の
気

に
入

る
条

件
を
提
示
す
る
。

重
盛

も
又
、

こ
れ
を
不
誠
実
と

は
責
め

ぬ
し
、
謀
反

の

件
を
あ
え

て
確
認
も
し
な
い
。
成
親

が
謀
反

に
参
画
し

た
こ
と

は
、
お
そ
ら
く
、

当
然

承
知

の
上

で
、
彼

は
清
盛

に
、
成
親

の
助
命
を
歎
願
す

る
。
(巻
二

「
小
教

訓
」
)そ

の
際
、
彼

の
特
徴

で
あ

る
と

こ
ろ
の
、
故
事

の
引
用
や
、
道
徳
的
教

訓
は

あ
る
。
し
か

し
、
む
し

ろ
、
次

の
こ
と
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
第

一
に
重
盛

が
、

成
親

は
無
実

だ
と

い
う
議
論

を

一
切
避

け

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。
第

二
に
、
「
既

に
召
を
か
れ
ぬ
る
う

へ
は
、

い
そ
ぎ
う
し
な
は
れ
ず
と
も
、

な
ん

の
く

る
し
み
か
候

べ
き
」
「是

は
さ
せ
る
朝
敵

に
も
あ
ら
ず
」
と
、
清
盛
が

最
も
気

に
し

て
い
る
具
体
的
問
題

に
、

的
確

な
解
決
を
与

え
て
い
る
こ
と

で
あ

る
。
重
盛

の
教

訓
は
、
決
し

て
非
現
実
的
な
も

の
で
は
な

い
。
冷
静
な
判
断
と
、

情
勢
分
析

に
基

い
て
お
り
、

そ
れ
故

に
、

清
盛
も
納
得

す
る
。

成
親

の
無
実

云
々
は
、
両
者

の
間

で
議
論

さ
れ
な
い
。
重
盛

が
議
論

さ
せ
な

い
。
成
親

の
謀

反
参
画
を
認
め
な

い
ふ
り
を
す
る

の
も
、
認

め
た
上

で
弁
護
す

る
の
も
、
ど
ち

ら
も
自
分

を
不
利

な
立
場

に
お
ぐ

こ
と
を
、
重
盛

は
知

っ
て
い
る
か

ら

で
あ

る
。

.

巻

、
一
「
少
将
乞
請
」

で
、
娘

の
智
と
な

っ
て
い
る
、
成
親

の
子
成
経

の
助
命

を
、
清
盛

に
歎
願
す

る
教
盛

の
場
合

は
、

一
見
、
虚
心

で
誠
実
な
よ
う
に
見
え

て
、

そ
の
自
分

の
感
情

の
ほ
と
ば

し
り

さ
え
も
効
果
的

に
用

い
て
、
目
的

を
達

成
す

る
、
高
度

な
技
術
が
あ

る
よ
う
に
思
う
。

由
な
き

も
の
に
し
た
し
う
成

て
、
返

々
く
や
し
う
候

へ
共

、
か
ひ
も
候

は
ず
。

と
、
彼

は
ま
ず
初
め
か
ら
贅

の
成
経
を
批
判
し

て
、
清
盛

の
正

し
さ
を
全
面

的

に
認
め
た
上

で
、

相
具
し
さ
せ

て
候
ふ
も
の
が
、
此

ほ
ど
な
や
む
事

の
候
な
る
が
、

け
さ
よ
り

此
歎
を
う
ち
添

へ
て
は
既
命
も
た
え
な

ん
ず
。

と
、

娘

の
悲

し
み
を
全
面

に
押
し
出
し
、

少
将

を
ば

し
ば

ら
く
教
盛

に
あ
づ
け
さ
せ
お
は
し
ま
せ
。
教
盛
か

う
で
候

へ

ば
、

な
じ
か
は
ひ
が
事
せ
さ
せ
候

べ
き
。

と
、
具
体
的
な
安
全

の
保
障
を
行

っ
て
助
命

を
歎
願
す

る
。

清
盛

は
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
と
、
教
盛

は
、
す
か

さ
ず

そ
れ
を
、
自
分

の
問

題

に
す

り
か
え
る
。
自
分
が

平
家

一
門

の
た
め

に

つ
く
し

て
き
た
、

こ
の

自
分
が
、
預

っ
て
保
障
し
よ
う
と
言

っ
て
い
る
の
に
、
な
お
成
経
を
許

さ
な

い

と

い
う

の
は
、

つ
ま
り
、

こ
の
自
分
も
信
用
さ
れ

て
い
な

い
の
で
あ
る
、

と
。

そ
う
と
ら
れ

て
も
し
か
た
な
い
よ
う
な

こ
と
を
、
清
盛
は
何
も
舌
、口
っ
て
い
な

い
。
そ
れ

で
も
な
お
か

つ
、
教
盛

は
そ
う
と

っ
て
、
強

引

に
、

こ
と
を
自
分

の

問
題

に
す
る
。

こ
こ
に
も
決

し
て
、
誠
実
な
だ
け

の
姿
勢

は
な
い
。
あ

え
て
そ

う
と

っ
て
お
い
て
、

「
そ
の
よ
う

に
疑
わ
れ
る
な
ら
、

出
家

し

て
し
ま

お
う
」

と
、

捨
身

の
切
札

で
脅
迫
す

る
た
め
、
わ
ざ
と
行
う
曲
解

で
あ
る
。
あ
く

ま
で

個
人
的

な
述
懐

の
よ
う

に
見
え

て
、
充
分
に
効

果
を
ね
ら

っ
た
、
教
盛

の
発
言

を
次

に
あ
げ

よ
う
。

保

元
平
治

よ
り
こ
の
か
た
、
度
々

の
合
戦

に
も
、
御
命

に
か

は
り
ま

い
ら
せ

む
と
こ
そ
存
じ
候

へ
。
此
後
も
あ
ら
き
風

を
ば

ま
つ

ふ
せ
ぎ
参
ら
せ
候

は
ん

ず

る
に
、
た
と

ひ
教
盛

こ
そ
年
老

て
候

と
も
、
わ
か
き
子
共
ハあ
ま
た
候

へ
ば
、

一
方

の
御
固

に
は
な
ど
か
な
ら

で
候

べ
き
。

そ
れ

に
成
経
し
ば
ら
く
あ
つ
か

ら

う
ど
申
す
を
御
ゆ
る
さ
れ
な
き
は
、
教
盛
を

一
向

二
心
あ
る
者
と
お
ぼ
し

め
す

に
こ
そ
。

是
ほ
ど
う
し
ろ
め

た
う
思

は
れ
ま

い
ら
せ

て
は
、
世

に
あ

て

も
何

に
か
は
し
候

べ
き
。
今

は
た
ゞ
身

の
い
と
ま
を
た
ま
は

て
、
出
家

入
道
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し
、
か
た
山
里

に
こ
も
り
居

て
、

一
す
ぢ
に
後
世
菩
提

の

つ
と
め
を

い
と
な

み
候
は
ん
。
由
な
き
浮
世

の
ま
じ
は
り
也
。
世

に
あ

れ
ば

こ
そ
望
も
あ
れ
、

望

の
か
な
は
ね
ば

こ
そ
恨
も
あ
れ
。

し
か
じ
、

う
き
肚
を

い
と

ひ
、
ま

こ
と

の
道

に
入
り
な
ん

に
は
。

結
局
、

こ
れ
が
効
を
奏
し

て
、
清
盛

も

「
い
や
い
や
出
家
入
道
ま

で
は
、
あ

ま
り

に
け
し
か
ら
ず
。
」
と
、
成
経
を
教
盛

に

一
時
預

け
る
こ
と

に
同
意
す

る
。

6

戦
う
重
盛

し
た
が

っ
て
、
敗
者

が
勝
者

に
詰
問

さ
れ
、
反
論
す
る
場
合
と
同
様

に
、

弱

者

が
強
者

に
何

ご
と
か
を
歎
願
す

る
の
も
、
戦
斗
と
同
様

の
、
虚
々
実

々

の
駆

引

き
を
要
す

る
。

そ
こ
に
は
、
誠
実

さ
と
と
も

に
、
勇
気
も
、
機
知
も
必
要

で

あ
る
。「平

家
物
語

」
で
、
重
盛

は
、
お
そ
ら
く
、

こ
の
種

の
技
術

が
最
も
優

れ
た

人
聞
と
し

て
描
か
れ

て
い
る
。

有
名
な

「
教
訓
状
」

(巻

二
)
か
ら

「
峰
火
之
沙
汰

」
(同

)

に
わ
た
る
、
時

の
最
大

の
権
力
者
清
盛

へ
の
歎
願
を
、
重
盛
が
ど
の
よ
う
に
行

な

っ
て
い
る
か

を
見
よ
う
。

法
皇
幽
閉
を
企

て
て

一
族
を
集

め
た
清
盛

の
も
と

へ
、

一
人
武
装
も

せ
ず

に

訪
れ
た
重
盛

は
、

清
盛

と
対
座

し
、
沈
黙

を
続

け
る
。
耐
え
ら
れ
ず

に
只
を
開

く

の
は
清
盛

で
、
こ
れ
は
既

に
重
盛

の
勝
利

で
あ
る
。
更

に
、
自
ら

の
立

場
を

述

べ
た
清
盛

の
発
言

に
対

し
、

い
き
な

り
泣

い
て
み
せ

て
相
手

の
意
表

を

つ

く
Q本

来
、

こ
の
場

で
の
重
盛

の
発
言
内
容
な
ど
、
清
盛

に
も
他

の
皆

に
も

予
想

は

つ
い
て
お

り
、

そ
の
点

で
は
興
味
も
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。

そ
れ
が
相
手

の
突
然

の
涙

に
よ

っ
て

「
い
か

に
や
い
か

に
」
と
、

否
応

な
し
に
重
盛

の
心
境

を
聞
き
た
だ
す
姿
勢

を
と

ら
さ
れ

て
し
ま
う
。
重
盛

は
、
あ
く
ま
で
そ
れ

に
答

え
る
か
た
ち

で
、
思

う
存
分
、
自
分

の
意
見
を
述

べ
る
の

で
あ
る
。

そ

の
中

で
、
彼

が
儒
仏

の
思
想
を
駆
使
し

て
述

べ
る
大
義
名
分

は

「
中
身

は

意
外

と
貧
困
」
(石
母

田
正
氏
)
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
説
得

の
技
術
と
し

て
は
必
要

で
あ
る
。
清
盛

に
、
た

て
ま
え
と
し

て
守

る
べ
き
も
の
を
与

え
、
重

盛

そ
の
人

に
で
は
な
く
正
義

に
屈
し
た
と
い
う
か
た
ち
を
と

る
余
地
を
与
え
ら

れ
る
か
ら

で
あ

る
。

平
家

の
お
ご

り
を
指
摘
し
、
法
皇

の
行
動

に
も
道
理

は
あ

る
と

一
方

で
重
盛

は
言

い
切

る
。
勇
気
あ
る
発
言

で
あ
る
。

だ
が
、

そ
れ
と
同
時

に
こ
れ
が
、
法

皇

に

一
方
的

に
裏
切
ら
れ
た
と
感

じ

て
傷

つ
け
ら
れ

て
い
る
清
盛

の
誇
り
を
守

り
、
落
着

か
せ
る
効
果
を
持

つ
の
も
否
め
な
い
。
法
皇

の
力

に
お
び
え
、
切
り

す

て
ら
れ

る
愚
か
な
弱
者

に
な
り
た
く
な
い
と

い
う
清
盛

の
危
機
感
を
、
法
皇

こ
そ
が
弱
者

で
あ
り
、
平
家

一
門

は
力
を
有
す

る
悪

で
あ
ゐ
と
攻
撃

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
薄
ら
げ
鎮
め
る
作
用
が
、

こ
の
発
、言
に
は
あ

る
の
で
あ
る
。

重
盛

は
、

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
自
身
と
、
法
皇
と

に
対
す
る
清
盛

の
誇

り
を
保
障
す
る
。

吏
に
、
前
章

で
も
見
た
現
実
論

で

「
其
上
仰
合

ら
る

ゝ
成
親

卿
め
し
を
か
れ
ぬ
る
上

は
、
設

君

い
か
な

る
ふ
し
ぎ
を
お
ぼ
し
め
し

た

ゝ
せ
給

と
も
、
な
ん

の
お
そ
れ
か
候

べ
き
」
と
、
当
面

の
、
現
実

に
法
皇

に
滅
ぼ

さ
れ

は
せ
ぬ
か
と
い
う
清
盛

の
不
安

に
も
、
的
確
な
解
決

を
与

え
る
こ
と
を
忘
れ
な

い
。更

に
彼

は
、

こ
れ
だ

け

の
こ
と
を
言

っ
た
自
分

自
身
を
清

盛
か
ら
守

る

た

あ
、
力

と
涙

の
.
一方
面
か
ら

の
脅
迫
を
行

な
う
。

時

の
権
力
者

に
対
し
、

こ
こ
ま

で
発
言
し

た
以
上
、

そ
れ
を
認
め
さ
せ
実
現

さ
せ
な
け
れ
ば
、
次
は
自
分
自
身

が
危

い
。
重
盛

に
と

っ
て
最
高

の
自

己
防
衛
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は
自
分

の
意
見
を
採
用
さ
せ
る

こ
と
で
あ

る
。
前
章

の
教
盛

の
場
合
と
異
り
、

重
盛

に
は
戦
力

が
あ

っ
た
。
「
か
な

は
ざ
ら
む
ま

で
も
、
院
御
所
法
住
寺

殿
を
守

護
し
ま
い
ら
せ
候

べ
し
。
」

「其
儀

に
て
候

は
ば
、
重
盛
が
身

に
か
は
り
、
命

に

か
は
ら
ん
と
契

た
る
侍
共
ハ少

々
候
ら

ん
。

こ
れ
ら
を
め
し
ぐ
し

て
、
院
御
所
法

住
寺
殿
を
守
護
し

ま
い
ら
せ
候
は
ば
、
さ
す
が
以

外

の
御
大
事

で
こ
そ
候

は
ん

ず
ら
め
」
。

満
座

の
中

で
の
宣
戦
布
告

で
あ
る
。

そ

の
理
由

も
大
義
名
分

と
し

て
充
分

に

述

べ
、
自
分

の
意
志
と

い
う
よ
り
も
義

務

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す

る
。

こ
こ
で

お
わ
れ
ば
彼
は
単
な
る
正
義
漢

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
重
盛

は
、
前
述

の
西
光
た

ち
と
同
様

に
、
生
き
る
努

力
、
成
功

へ
の
努
力
を
放
棄
し
な

い
。

父

へ
の
反
逆

を
宣

し
た
直
後
、
清
盛

が
そ
れ

に
対
し

て
述

べ
る
は
ず

の
怒
り

や
大
義
名
分

を
、
す
ば
や
く
彼

は
先
取

り
し
、
「
迷
盧
八
万

の
頂
よ
り
猶
た
か
き

父

の
恩
、
忽

に
わ
す
れ

ん
と
す
」
「進
退
惟

き
は
ま
れ

り
」
と
先
手
を
う

っ
て
歎

き
、
「
た
ゞ
重
盛

が
頸
を

め
さ
れ
候

へ
」
「
た

ゞ
今
侍

一
人

に
仰
付

て
、

御
坪

の

う
ち
に
引
出

さ
れ

て
、
重
盛
が
首

の
は
ね
ら
れ
ん
事
は
、
安

い
ほ
ど

の
事

で
こ

そ
候

へ
」

と
、
自
分

の
命
を
と

る
こ
と
を
迫

る
。

こ
の
理
屈
と

こ
の
処

置
は
、

清
盛

の
反
応

と
し
て
充
分

に
、
ど
ち
ら
も
予
想

で
き
る

こ
と

で
あ

っ
た
。
重
盛

は
自
分

か
ら
そ
れ
を
発
言
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
前
も

っ
て
手
を
う
ち
、
清
盛

の
出

る
幕
を
な

く
し
、
「
そ
ん
な
理
屈

は
承
知

の
上
だ
」

「
そ
ん
な
処
置

な
ど
恐

し
く
は
な

い
」
と
事
実
上
宣
、　口し
、
相
手

の
対
応
を
封

じ
て
し
ま
う
。

述
懐

の
終

り
の
部
分

は

「
も
う
ど
う
し

て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
。

こ
ん
な
世

の
中

に
は
生
き

て
い
る
の
も

い
や

に
な

っ
た
」
と
い
う
、
厭
世
的
な
色
調
を
帯

び

る
。

一
見
、
思
考

の
放
棄

に
見
え
る
。

だ
が
、

こ
う
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
重

盛

は
、
結
論
を
出
す
責
任
を
清
盛

に
与
え
、

ま
た
、

そ
の
体
面
を
保
た
せ
る

の

で
あ
る
。
彼

の
語
る
大
義
名
分
や
、

流
し
た
涙

に
決

し
て
嘘

は
な

い
も

の
の
、

そ
れ
が
正
確

に
意
識

さ
れ

て
効
果
的

に
用

い
ら
れ
る
と
同
様
、

こ
の
、
発

ゴ
ロ
の

最
終
部
分

で
の
無
気
力
や
絶
望
、
厭
世
観
も
、
本
心

で
あ

っ
て
も
、
す

べ
て
で

は
な

い
。
も
し
、
そ
れ
だ
け
が
彼

の
本
心

で
あ

っ
た
な
ら
、
帰
宅
後
直

ち

に
虚

報
を
飛
ば
し

て
兵
を
集
め
、

父

へ
の
示
威
行
動
を
行
な

っ
て
、
力

の
脅
迫

を
、

こ
と
ば

の
み

で
お
わ
ら
せ
ず
、
現
実

に
的
確

に
裏
う
ち
し

て
お
く
、
機
敏

な
行

動
が
と
れ
よ
う
か
。
世

の
動
き

に
対
す

る
絶
望
や
空

し
さ
そ
の
も
の
も
、
武
器

と
し

て
利
用
す
る

こ
と
が
で
き

る
人
物
と
し

て
、
彼

は
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。小

林
智

昭
氏

は

「
平
家
物
語

の
理
論
構

成

重
盛
論
を
め
ぐ

り
て

」

(「
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
十

三
年
十

一
月
号
)
で
、
重
盛

の
論
が

い

っ
た

ん

混
迷

の
極

に
転
落
し
、
そ

の
後
ま
た
毅
然
と
す

る
の
を
、
論

の
破
綻
と
さ
れ
、

そ
の
涙

に
痛
切

さ
が
な
く
、
歎
き

に
は

「意
識
的
技
巧
」
が
あ

る
と
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
あ

る
い
は
、
先

に
述

べ
た
よ
う
な
重
盛

の
発
、葺
の
持

つ
、
虚

々
実
々

の
こ
と
ば

の
戦

い
と
い
う
性

格
か
ら
来

る
印
象
な

の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
石

川
淳
氏

や
吉
川
英
治
氏
が
、
重
盛

の
発
言

や
行
動

に
わ
ざ
と
ら
し
さ
や
、

鼻
も

ち

な
ら
な

さ
を
感

じ
と

ら
れ
た
と
し

た
ら
、

そ
れ
も

ま
た
同
様

の
理
由

で
あ

り
、
そ
れ
ぞ
れ
、
正
確

な
印
象

と
も

い
え

る
と
思
う
。
「
平
家
物
語
」
中

の
多

く

の
人
物
が

そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、
重
盛
も
ま
た
、
戦
う
戦
士

で
あ
り
、
し
か
も
、

後
半

の
義
経
が
戦
場

に
お
い
て
そ
う

で
あ

っ
た
と
同
様
、
す
ぐ
れ
た
戦
法

を
駆

使
し

て
は
、
成
功
を
お
さ
め

つ
づ
け
る
戦
士

で
あ

っ
た
。
「
平
家
物
語
」
の
享
受

者
た
ち
は
、

こ
の
よ
う
な
重
盛

の
す

べ
て
に
、
胸

の
す
く
よ
う
な
痛
快

さ
を
感

註
6

じ

て

い
た

の

で
は

な

い

か
。

7

お
わ
り

に
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重
盛

に
象
徴

さ
れ
る
、

こ
う
い

っ
た
、
敗
者

や
弱
者

の
、

ぬ
け
あ

の
な

い
、

鋭

い
対

応
は

「
平
家
物
語
」

の
作
者

の
、

ど
の
よ
う
な
性
格

に
も
と
つ
く
も

の

か
、
私

に
は
ま
だ
不
明

で
あ
る
。

当
初

は
、
戦
場

で
の
合
戦

の
場
合
と
共
ハ通
す

る
、
武
士
た
ち

の
、
生
き
る
論
理
に
よ
る

の
だ
と
思

っ
た
。
彼

ら
の
現
実
的
判

断
、
形
式

に
こ
だ
わ
ら
ぬ
戦
う
姿
勢
が
、

こ
の
よ
う
な
虚

々
実

々
の
論
理

の
描

写
を
生
む

の
か
と
推
測
し

て
い
た
。
だ

が
、
今
,
は
、
必
ず
し
も
武
士

で
は
な

い
、

む
し
ろ
、

例

え
ば
京

の
貴
族
た
ち

の
、

政
治
的
な

日
常

の
中
か
ら
、

「平
家
物

語
」

の
武
士
た
ち

の
登
場
人
物

に
托
し

て
、

描
き
出

さ
れ
た
論

理
で
あ

る
可
能

性
も
否
定

で
き
な

い
と
思
う
。

「
平
家
物
語
」

の
数
多

い
魅
力

の

一
つ
は
、

こ
の
よ
う
な
、
決

し
て
相
手

に

心
を
許
さ
な

い
ま
ま

に
、
自
ら

の
何
か
を
守

り
、
或

い
は
か
ち

え
よ
う
と
す

る
、

虚

々
実

々
の
、
こ
と
ば

の
や
り
と
り

に
あ
る
。
重
盛

が
作
中

で
果
た
す
役
割

は
、

従
来
指

摘

さ
れ

て
き

た
よ
う
な

種
々

の
面

が
あ
る
だ

ろ
う
。

だ
が
少

く
と
も

「
教
訓
状
」
前
後

に
お
け
る
彼
は
、
そ

の
よ
う
な
、

こ
と
ば

の
戦

い
を
中
心
と

し
た
、
政
治
的
能
力
を
持

つ
、
し
た
た
か

に
強

い
人
物

と
し

て
、
肯
定

さ
れ
評

価
さ
れ

て
い
る
よ
う

に
思
う
。
近
世

に
お
け
る
、
人

々
の
彼

へ
の
好
感
も
、

そ

れ
が
土
台
と
な

っ
て
お
り
、
そ

の
ま
ま
、
や
が

て
、
道
徳
的

な
教
材

と
し

て
と

り
上
げ
ら
れ

て
い
く

こ
と
と
も
、

つ
な
が

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
く

と
も
、
こ
の
面

に
お
け
る
重
盛

の
魅
力
を
無
視
し

て
は
、
「
平
家
物

語
」
の
面
白

さ
を
充
分

に
味
わ
う

こ
と
が
難
し

い
よ
う

に
思
う
の

で
あ
る
。

註

1

・
馬
琴

の

「椿
説
弓
張
月

」後
編
巻
三

に
、
為
朝

の
生
存
を
察
知
す

る
数
少

い
人
物
と
し

て
重
盛

が
登
場

す
る
。
特

に
重
盛

で
あ
る
必

要
は
な

い
所

に
登
場

す

る
の
が
、

か

え

っ
て
馬
琴
や
当
時

の
人
々
の
重
盛
観

を
示
す

で
あ

ろ
う
。

他

に
近
松
門
左
衛
門
は

「頼
朝
伊
豆

日
記
」
「蛾
嵜
か
る
た
」
「燦
静
胎
内
揖

一
(正
徳
三
)
「曽
我

五
人

兄
弟
」

(元
禄
十

四
)
「
孕
常
盤

」
(宝
永
七
)
「平
家
女
護
嶋

」
(享
保

四
)
等

に
重
盛
を
と
り

あ
げ
る
が
、
い
ず
れ
も
悪
意
は
示
さ
な

い
。
と
り
わ
け

「蛾
讐

か
る
た
」
で
は
、
聡
明

で
慈
悲

深
い
主
君
と

し
て
、
ま
た

「孕
常
盤
」
と

「平
家
女
護
嶋
」
で
は
、
憂
国

の
士

と
し
て
の
面

が
強
調

さ
れ

て
い
る
。
江
島
其
磧

「鬼

一
法
眼
虎

の
巻
」
(享
保
十
八
)

巻
七
の
こ
、
熊
沢
蕃
山

「集
義
和
書
」
巻

一
、
上
田
秋
成

「雨
月
物
語
」
の

「白
峯
」、

平
賀
源
内

「源
氏
大
草
紙
」
(明
和
七
)
等
も
、
否
定
的

で
は
な

い
。
平
賀
源
内

「
そ

し
り
草
」
で
は
、
頼
朝
を
許
し
た
こ
と
、
早
死
を
願

っ
た
こ
と
を
批
判
す

る
が
、
諌
言

そ

の
も

の
は
、
評
価
す

る
。
桜

田
治
助

(二
世
)
「伊
勢
平
氏
囁
神

風
」
(文
政
元
)
で

は
小
娘
と
恋

を
す

る
重
盛

が
登
場
し
、

こ
れ

は
そ

の
典
雅
さ
、

優
美

さ
を
強
調
し

た

人
物
像

で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
諺
誰

の
気

は
あ

る
が
、
反
感

は
存
し
な

い
。
河
竹
黙
阿

弥

「牡
丹
平
家
諏
」

(明
治
九
)
の
重
盛

も
、
堂

々
と
力
強

い
。
た
だ
、

こ
れ
ら

の
重

盛
像

の
多
く
が
、
既
に
悪
賢
い
ま
で
の
し

た
た
か
さ
、
強

さ
を
持
た
ず
、
悲
劇
性

や
道

徳
性

の
み
が
強

調
さ
れ
て
い
く
傾
向
を
有
し

て
い
る

の
は
否
め
な
い
。
「平
家
物
語
」

の
重
盛
像
が
有

し
て
い
た
ダ
イ
ナ
ミ

ッ
ク
な
多
面
性
が
次
第
に
薄
ら
い
で
、

彼

の
涙

や
悲
憤
が
、
素
直
な
、
そ
れ
だ
け

の
も
の
と
し
て
と
ら

え
ら
れ

る
の
で
、
無
力
な
良
心

的
存
在
と
し

て
の
面

が
定
着

し
て
い
く

こ
と
と
も
な

っ
た
。

こ
れ
ら
の
経

過
に

つ
い

て
は
、
な
お
検
討

し
た
い
。

2

・
主
要
な
異
本

に
、
問
題
と
な
る
よ
う
な
大

き
な
異
同

は
存
し
な

い
こ
と
を
確
認

の
上
、

本
論

の
引
用
は
す

べ
て
、

日
本
古
典
文
学
大
系
本
を
使
用
す
る
。

3

・
重
衡
と
同
様

に
頼
朝

の
前

に
ひ
き
出

さ
れ
な
が
ら
、

頼
朝

の
発
言
を
威
儀

を
正

し
て

聞

こ
う
と
し
た
宗
盛

に
対

し
、
見

て
い
た
人

々
は

「
ゐ
な
を

り
畏
給

ひ
た
ら
ば
、
御
命

の
た
す
か
り
給

べ
き
か
。

西
国

で
い
か

に
も
な
り
給

べ
き
人

の
、

い
き
な
が
ら
と

ら

は
れ

て
、
是
ま
で
下
り
給

ふ
こ
そ
こ
と

は
り
な
れ
。」
と
情

な
さ
に
涙
を
流
し

て
批
判

し
た
と
、
「平
家
物
語
」
は
記
す
。
命
を
惜
し
む

こ
と
か
ら
だ
け
の
生
き

る
努
力

は
、

決
し

て
評
価

さ
れ
て
い
な
い
。

4

・
巻
九

「
盛
俊

最
期
」

に
お
け
る
猪
俣
小
平
六

の
行
動
な
ど
。

5

・
た
と
え
ば
巻
七

「維
盛
都
落
」
で
、
維
盛

の
袖
に
す
が

っ
て

「都

に
は
父
も
な
し
、
母

も
な
し
。
捨
ら
れ
ま
い
ら
せ
て
後
、
又
誰

に
か
は
み
ゆ

べ
き

に
、
い
か
な
ら
ん
入

に
も
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見

え
よ
な
ど
承

は
る
こ
そ
う
ら
め
し
け
れ
。

前
世

の
契
あ

り
け
れ
ば
、

人

こ
そ
憐
み

給
ふ
共
ハ、
又
人
ご
と

に
し
も
や
情
を
か
く

べ
き
。
い
つ
く
ま

で
も
と
も
な
ひ
奉

り
、
同

じ
野
原

の
露
と
も
き
え
、

ひ
と

つ
底

の
み
く
つ
と
も
な
ら

ん
と

こ
そ
契
し

に
、

さ
れ

ば
さ
夜

の
ね
覚

の
む

つ
ご
と
は
、

皆

偽
に
な
り
に
け

り
。

せ
め

て
は
身

ひ
と

つ
な
ら

ば

い
か

ゞ
せ
ん
、

す

て
ら
れ
奉
る
身

の
う
さ
を

お
も

ひ
し

て
も
と

ゞ
ま
り
な
ん
、

お

さ
な
き
者
共
ハを
ば
、
誰

に
み
ゆ
づ
り
、
い
か

に
せ
よ
と
か
お
ぼ
し
め
す
。
う
ら
め
し
う

も
と

ゴ
め
給
ふ
物
哉
」
と
、
同
行
を
願
う
北

の
方

の
歎
願

は
、
ひ
た
す
ら
虚
心

な
心
情

の
吐
露

で
あ
り
、
作
為
も
自
制
も
な
い
。
相
手
が
、
自
分

の
運
命
を
決
す
る
力

を
有

し

て
は

い
て
も
、
愛
す
る
夫

で
あ
る
以
上
、
そ

の
判
断
に
信
頼
を

お
く
か
ら
で
あ

る
。
し

か
し
、
「
平
家
物

語
」
中

の
歎
願
の
多

く
は
、

こ
の
よ
う
な
信
頼
関
係
の
上

に
は
成

り

立

っ
て
い
な

い
。

6

・
も
と
よ
り
、
そ

こ
に
は
、
相
手
役

の
清
盛

の
人
物
像
が
は
た
す
役
割
も
大
き

い
。
絶
対

的
権
力
を
持
ち
、

そ
れ
を
濫

用
す

る
反
面
、

あ

る
程
度
歎
願

の
技
術
に
乗

ぜ
ら
れ
や

す
い
と
い
う
、
「平
家
物
語
」
の
清
盛

は
、
重
盛
や
そ

の
他

の
歎
願
者

の
相
手
役
と

し

て
理
想
的
だ

っ
た
。
清
盛

の
死
後
、
こ
の
よ
う
な
人
物

は
登
場
し
な

い
。
義

仲
、
義
経

は
そ

の
よ
う
な
歎
願
を

さ
れ
て
い
な

い
。
頼
朝

に

つ
い
て
は

「清
水

冠
者
」

(巻
七
)

で
義
仲
が
、
「腰
越
」
(巻
十

一
)
で
義
経
が
、
誤
解
を
と
く
よ
う
歎
願
す

る
が
、
清
盛

相
手
の
場
合

ほ
ど
の
生
彩

は
な
い
。
な
お
、
「
腰
越

」
の
義
経
が
、
自
分

な
り
の
不
満

は
あ
り
な
が
ら
、
腰

越
状

の
歎
願

の
中

で
そ
れ
を
語

っ
て
い
な

い
の
も
、
「六
代
」
(巻

卜
二
)
で
、
文
覚

に
六
代
御
前

の
助
命

を
依
頼
す
る
女
房

が
、
六
代
の
素
性
を

あ
く

ま

で
偽

っ
て
い
る
の
も
、

や
は
り
、

相
手

に
す

べ
て
を
理
解
し

て
も
ら
え
る
と
は
信

じ

て
い
な
い
、
弱
者

の
姿
勢

な
の
で
あ

ろ
う
。

(
一
九
八
七
年
八
月

二
五

日
)
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