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『
平
家
物
語
』
の
構
成
論
に
む
け
て

美
濃
部
　
重
克

大
き
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
わ
ず
か
数
枚
で
は
無
茶
な
は

な
し
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
の
意
図
に
は
こ
れ
く
ら
い
の
分
量

が
か
え
っ
て
都
合
が
よ
い
。
私
は
『
平
家
物
語
』
の
構
成
に
つ

い
て
考
え
た
い
の
だ
が
、
そ
の
目
論
見
の
た
め
に
は
、
私
案
の

骨
子
を
ス
ケ
ッ
チ
風
の
縮
図
に
し
て
示
し
て
お
く
の
が
便
宜
だ

と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
大
略
は
先
学
が
さ
ま
ざ
ま
の
趣
旨

の
も
と
に
言
及
さ
れ
て
き
た
範
囲
を
さ
し
て
越
え
る
も
の
で
は

な
い
が
、
私
は
構
成
の
問
題
を
考
察
の
中
心
に
据
え
て
、
ま
と

め
て
み
よ
う
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
平
家
物
語
』
が
複
雑
な
形
成
過
程
を
持
つ
こ
と
は
周
知
の
こ

と
で
あ
り
、
原
態
と
し
て
は
現
存
の
諸
本
の
テ
キ
ス
ト
（
作
品

と
し
て
の
表
現
世
界
）
の
枠
を
離
れ
た
形
（
「
治
承
物
語
」
）

を
想
定
す
る
説
ま
で
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
現
存
の
諸
本
の
ひ

と
つ
ひ
と
つ
が
『
平
家
物
語
』
の
形
成
の
歴
史
を
そ
れ
ぞ
れ
の

形
で
抱
え
込
ん
で
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
組
成
を
な
す
章
段
の
素

姓
は
一
様
で
は
な
い
し
、
表
現
に
は
一
回
的
か
つ
過
程
的
な
も

の
も
含
ま
れ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
こ
に
構
成
を
論

じ
る
際
の
困
難
さ
が
存
し
て
い
る
。

私
は
、
①
現
存
の
諸
本
の
示

す
テ
キ
ス
ト
の
枠
組
み
（
十
二

巻
本
で
言
え
ば
巻
一
か
ら
巻
十
二
お
よ
び
潅
頂
巻
を
含
む
）
の

中
で
、
②
組
成
の
素
姓
や
新
古
の
議
論
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、

ひ
い
て
は
成
立
過
程
の
問
題
は
捨
象
し
て
、
③
諸
本
ご
と
に
、

④
巻
立
て
、
章
段
立
て
そ
れ
に
本
文
の
表
現
の
面
で
現
在
の
ま

ま
の
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
テ
キ
ス
ト
（
理
論
的
に
は
そ
の
系
統
の
祖
本
と
仮
定
さ
れ

る
も
の
の
テ
キ
ス
ト
）
を
想
定
し
て
、
『
平
家
物
語
』
の
構
成

を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
考
察
の
対
象
を
単
純
化
す
る
こ
と

で
、
全
体
像
を
掴
む
こ
と
を
め
ざ
す
わ
け
な
の
だ
が
、
そ
の
前

提
に
は
『
平
家
物
語
』
が
歴
史
記
事
や
説
話
の
緩
い
集
合
体
で

は
な
く
て
、
緊
密
な
統
合
性
を
持
っ
た
作
品
と
し
て
構
成
さ
れ

て
い
る
と
す
る
作
品
鑑
賞
の
立
場
と
見
通
し
と
が
あ
る
。

従
来
、
構
成
の
問
題
が
正
面
に
据
え
ら
れ
な
か
っ
た
理
由
は

い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
。
そ
の
大
き
な
理
由
に
つ
い
て
推
測
す

る
と
、
こ
の
作
品
の
語
り
物
と
し
て
の
性
格
を
重
視
す
る
観
点

か
ら
、
物
語
が
部
分
と
し
て
の
章
段
が
積
み
重
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
膨
ら
ん
で
ゆ
き
、
そ
れ
が
作
品
と
し
て
成
長
し
た
と
す
る

よ
う
な
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
認
識
が
強
い
こ
と
。
語
り
物
と

し
て
の
平
家
の
享
受
は
、
章
段
が
独
立
し
て
の
場
合
が
多
く
、

『
平
家
物
語
』
を
考
え
る
際
も
部
分
に
解
体
し
、
全
体
像
は
部

分
の
累
積
と
さ
れ
が
ち
な
こ
と
。
作
品
の
本
質
を
テ
キ
ス
ト
が

流
動
し
成
長
す
る
動
的
な
側
面
の
上
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
か

ら
、
構
成
と
い
う
固
定
的
な
枠
組
み
の
機
能
は
副
次
的
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
『
平
家
物
語
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
前
述

し
た
よ
う
に
組
成
の
性
格
と
そ
の
成
立
、
テ
キ
ス
ト
ヘ
の
取
り

込
み
の
新
古
が
一
様
で
は
な
く
、
本
文
の
表
現
に
も
通
過
的
な

も
の
が
含
ま
れ
て
い
て
、
テ
キ
ス
ト
の
全
体
を
確
定
的
で
か
つ

均
一
な
も
の
と
し
て
対
象
化
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、

な
ど
が
掲
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
う
し
た
認
識
が
、
テ
キ
ス
ト
研
究

の
主
流
を
原
態
、
古
態
な
い
し
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
議
論
や

そ
れ
に
向
け
て
の
構
想
論
の
方
面
に
向
か
わ
せ
て
き
た
の
だ
ろ

う
。

し
か
し
、
こ
と
構
想
に
関
し
て
も
、
た
と
え
ば
山
田
孝
雄
氏

の
三
巻
本
原
態
説
や
諸
先
学
の
年
代
記
的
な
形
式
へ
の
注
目
、

あ
る
い
は
時
枝
誠
記
氏
が
提
示
さ
れ
た
よ
う
な
読
み
の
試
み
な

ど
、
『
平
家
物
語
』
全
体
の
構
成
論
に
繋
が
る
研
究
の
歴
史
も

あ
る
。
そ
れ
に
富
倉
徳
次
郎
氏
が
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
に
お

い
て
、
幾
つ
か
の
章
段
に
つ
い
て
付
さ
れ
た
構
成
上
の
意
味
に

つ
い
て
の
注
記
の
よ
う
に
、
具
体
的
に
参
考
に
な
る
も
の
も
あ

る
。さ

て
私
は
、
潅
頂
巻
を
立
て
る
諸
本
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
ま
ず

論
じ
る
つ
も
り
で
い
る
。
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
構
成
を
示
す
形



式
面
で
の
指
標
は
、
潅
頂
巻
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
な
い
。
巻
立

て
は
、
山
田
氏
の
説
を
疑
問
と
し
て
時
枝
氏
が
述
べ
ら
れ
た
と

お
り
、
構
成
を
知
る
指
標
と
し
て
は
な
り
得
な
い
し
、
章
段
立

て
は
演
奏
の
便
宜
か
ら
出
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
に
拠

る
こ
と
は
で
き
な
い

。
し
か
も
章
段
立
て
は
表
現
を
決
定
す
る

上
で
構
成
よ
り
も
優
位
に
あ
る
よ
う
で
、
現
存
の
テ
キ
ス
ト
に

あ
っ
て
は
、
全
体
の
構
成
を
知
る
て
が
か
り
は
表
現
の
下
に
埋

も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
構
成
は
発
掘
を
要
す
る
も

の
で
あ
り
、
私
は
そ
の
手
段
を
テ
キ
ス
ト
の
分
析
的
読
み
に
求

め
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
次
ぎ
に
構
成
上
の
大
き
な
段
落
を
便

宜
的
に
現
在
の
本
文
の
上
で
示
す
が
、
そ
れ
は
本
来
そ
の
位
置

に
あ
っ
た
は
ず
だ
と
い
う
意
味
で
の
指
摘
に
な
る
。

以
上
、
前
置
き
に
終
始
し
た
が
、
最
後
に
大
き
な
段
落
の
位

置
に
つ
い
て
の
私
案
を
示
し
て
お
こ
う
。

私
は
潅
頂
巻
を
立
て
る
諸
本
の
テ
キ
ス
ト
が
、
五
つ
の
部
分

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
仮
に
命
名
し
て
そ
れ
を
示

せ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
物
語
の
開
幕
に
先
立
っ
て
示
さ
れ
る
部
分
で
、
主
題
を
提

示
す
る
と
こ
ろ
の
序
章
部
、

②
物
語
の
幕
開
き
の
部
分
で
、
主
題
部
に
さ
き
だ
っ
て
の
導

入
部
、

③
主
題
を
具
体
的
に
展
開
さ
せ
る
主
題
部
、

④
物
語
の
閉
幕
に
向
か
っ
て
主
題
部
を
形
式
的
な
終
焉
に
導

く
終
結
部
、

⑤
物
語
の
閉
幕
の
後
に
置
か
れ
て
、
主
題
を
完
結
さ
せ
る
後

章
部
、

以
上
の
五
部
で
あ
る
。

そ
の
段
落
を
、
仮
に
岩
波
の
古
典
大
系
の
頁
と
行
と
て
示
す

と
、
序
章
部
の
終
わ
り
は
一
〇
七
頁
の
後
か
ら
二
行
目
。
以
下

の
編
年
的
な
展
開
の
形
式
と
は
違
っ
て
、
系
譜
を
骨
格
と
し
て

叙
述
を
展
開
し
て
あ
る
。
導
入
部
の
終
わ
り
は
一
二
一
頁
の
三

行
目
。
永
暦
応
保
（
1
1
6
0
-
1
1
6
3
）
か
ら
嘉
応
三
（
1
1
7
1
）
年

の
十
年
近
く
の
記
事
が
一
〇
数
頁
で
示
さ
れ
る
。
主
題
部
へ
の

導

入

と

な

る

そ

の

時

期

の

事

件

が

大

ま

か

に

辿

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

。

主

題

部

の

終

わ

り

は

確

定

が

難

し

い

。

問

題

と

な

る

辺

り

で

六

代

の

物

語

が

本

末

体

を

な

し

て

い

て

、

編

年

的

な

叙

述

の

形

式

を

崩

し

て

い

る

か

ら

で

あ

る

。

し

か

し

主

題

部

が

治

承
元
（
1
1
7
7
）
年
か
ら
五
（
1
1
8
1
）
年
お
よ
び
寿
永
二
（
1
1
8
3
）
か

ら
元
暦
二
（
1
1
8
5
）
の
八
年
間
の
出
来
事
を
編
年
的
骨
格
の
下
に

語

る

も

の

で

あ

る

こ

と

は

明

ら

か

で

あ

る

。

終

結

部

は

巻

十

二

の

終

わ

り

ま

で

。

六

代

の

物

語

を

中

心

と

し

て

い

る

。

後

章

部

は

潅

頂

巻

で

、

救

済

の

主

題

を

中

心

と

し

た

後

日

談

で

あ

る

。

以

上

、

私

案

の

結

論

だ

け

を

大

ま

か

に

示

し

た

が

、

そ

れ

ぞ

れ

に

つ

い

て

は

問

題

の

所

在

を

明

ら

か

に

し

な

が

ら

詳

論

し

な

け

れ

ば

な

る

ま

い

。

私

は

現

在

、

序

章

部

に

つ

い

て

の

論

を

用

意

し

て

い

る

と

こ

ろ

で

あ

る

。
　
　
　
　
　
　

（

南

山

大

学

）




