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「
平

家

物

語
」

の

構

成

―
―
覚

一
本
巻
十
二
を
通
し
て
―
―

０

史
書
的
な
性
質
と
物
語
り
的
な
結
構
と
を
備
え
た

「平
家
物
語
」
の
作
品
と

し
て
の
特
質
を
、
部
分
に
お
い
て
で
は
な
く
て
、
全
体
の
構
成
の
上
に
お
い
て

把
握
し
て
お
く
た
め
に
、
巻
十
二
の
構
想
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

っ
て

い
る
。
た
だ
私
の
関
心
は

「平
家
物
語
」
の
古
態
を
推
断
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て

巻
十
二
の
原
構
成
を
実
り
だ
す
と
い
っ
た
方
向
に
は
向
か
わ
な
い
。
諸
本
の
比

較
検
討
の
作
業
は
い
ち
ど
後
退
さ
せ
て
、
ひ
と
つ
の
伝
本
に
限

っ
て
―
―
こ
こ

で
は
覚

一
本
に
限
定
し
て
―
―
そ
の
構
想
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
う
し
た
問
題

を
論
じ
る
た
め
に
は
考
察
は
多
岐
に
亙
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
小
稿
で
は

そ
の
余
裕
は
な
い
の
で
、
巻
頭
の

「大
地
震
」
お
よ
び
巻
末
の

「
六
代
被
斬
」

の
構
想
面
で
の
意
味
と
作
品
全
体
の
構
成
に
お
け
る
位
置
を
検
討
す
る
こ
と
に

限
る
か
た
ち
で
、
そ
の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

０

巻
十
二
の
巻
頭
の
章
段
は
諸
本
の
間
に
異
同
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の

伝
本
の
性
質
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
覚

一
本
が
巻
頭
に

美

濃

部

重

克

「大
地
震
」
を
配
し
た
こ
と
に
、
ど
の
よ
う
な
構
成
上
の
、
な
い
し
構
想
上
の

意
図
が
あ

っ
た
の
か
。
平
宗
盛
、
つ
い
で
重
盛
の
処
分
を
語
る
こ
と
で
巻
十

一

を
終
わ
り
、
巻
十
二
の
巻
頭
を

「平
家
皆
亡
び
果
て
て
西
国
も
静
ま
り
ぬ
。
国

は
国
司
に
順
ひ
、
荘
は
領
家
の
ま
ま
な
り
け
り
。
上
下
安
堵
し
て
覚
え
し
ほ
ど

に
」
と
い
う

一
文
を
も

っ
て
始
め
て
い
る
こ
と
に
、
巻
十

一
ま
で
で
平
家
の
減

亡
を
語
り
終
わ
り
、
巻
十
二
を
そ
れ
以
後
の
こ
と
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
意
図

を
読
み
取
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
冨
倉
徳
次
郎
氏
は
そ
の
と

に
お
麦

し 「嗜
粁
一
章
牌
膨
詢
糊
に
「
婦
］
黎
』
殉
げ
詢

力ヽ め
な
評
務
切
琳
嘲
級
藤

に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
巻
十
二
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
平
家
の
生

き
残
り
の
人
々
の
末
路
が
こ
の
巻
で
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ

に
六
代
の
処
刑
の
記
事
を
記
し
た
後
、

「そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
平
家
の
子
孫
は

永
く
絶
え
に
け
れ
」
と
い
う

一
文
を
も

っ
て
こ
の
巻
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と

の
意
味
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
の
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
平
治
の

乱
の
遠
い
決
着
を
述
べ
た
よ
う
な

「紺
掻
之
沙
汰
」
あ
る
い
は
頼
朝
と
義
経
と

の
対
立
が
生
ん
だ
都
を
舞
台
に
し
て
の
騒
擾
が
巻
十
二
の
な
か
で
か
な
り
の
分

量
を
占
め
て
い
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
み
て
も
、
巻
十
二
の
構
想
を
そ
の
よ
う



に
捉
え
る
こ
と
に
は
賛
成
し
が
た
い
。
そ
の
点
で
は
、
簡
単

に
で
は
あ
る
が

「大
地
震
」
の
果
た
す
役
割
に
言
及
し
た
今
井
正
之
助
氏
の
次
の
よ
う
な
理
解

が
当
を
得
て
い
る
。
氏
は

「↑
」
の
地
震
を
引
き
起
こ
し
た
と
さ
れ
る
平
家
の
）

怨
霊
は
こ
の
後
、
直
接
に
は
、
平
氏
を
減
ぼ
し
た
義
経
に
祟

る
の
で
あ
る
が

∩
判
官
都
落
し
、

「土
佐
房
被
斬
」
、
平
氏
子
孫
狩
り

（
里
ハ
代
し
、
平
氏
残

け
哺
磁

本 （
韓
」
雌
辞
製
】
畳
に
け
商
郭
螂
嚇
獨
罐
¨
枷
「
４
け
に
た
わ
豫
岬

つ と

と
も
、
本
稿
の
当
面
の
課
題
を
考
え
る
際
に
は
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
、
こ

の
章
段
を
理
解
す
る
の
に
は
次
の
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
が
必
須
の
も
の
と
な

る
。
巻
十
二
に
お
い
て
騒
擾
が
単
に
そ
れ
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
の
か
、
そ
れ
と
も
な
ん
ら
か
の
歴
史
的
な
認
識
を
も

っ
て
そ
れ
が
書
か
れ
て

い
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
巻
十
二
の
統
合
的
な
視
点
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ

スリ
。

０

大
地
震
は
、

「方
丈
記
」
に
も
鴨
長
明
が
そ
の
生
涯
で
経
験
し
た
五
つ
の
不

思
議
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
そ
の
惨
状
を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
も
の
で
、
覚

一
本
が
そ
の
文
章
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
も
周
知
の
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
章
段
を
取
り
上
げ
る
際
に
常
に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る

史
料
だ
が
、
た
と
え
ば

「
玉
葉
」
元
暦
二
年
七
月
二
十
七
日
の
記
事
に
は

「依

天
下
政
違
乱
、
天
神
地
祗
成
怨
有
此
地
震
」
と
あ

っ
て
、
そ
れ
を
政
治
の
乱
れ

と
国
家
の
動
乱
を
怒

っ
た
神
々
の
仕
業
と
し
、
ま
た

「愚
管
抄
」
に
は

「事
モ

ナ
ノ
メ
ナ
ラ
ズ
、
龍
王
動
ト
ゾ
申
シ
。
平
相
国
龍

ニ
ナ
リ
テ
、
フ
リ
タ
ル
ト
世

ニ
ハ
申
キ
」
と
あ
っ
て
、
そ
れ
を
清
盛
の
霊
の
仕
業
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
覚

一
本
で
は
、
そ
の
背
後
に
平
家
の
怨
霊
の
働
き
を
見
て
い
る
。
元
暦
二
年
八
月

』̈］一̈中一『̈はｍ一一一つ年「一疇け̈一［“̈囀一』疇動時一。

爆動罐ン紳蹄不ヵ、制望」彙権レ娃「榊勁勲「いなれ貯用「刹也⑤五一な群行

の
採
沢
の
理
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
対
平
家
の
内
乱
に
終
止
符
を
打
ち
、
後
白

河
院
を
中
心
と
し
た
文
治
政
治
の
復
活
を
期
待
し
て
の
元
号
で
あ
っ
た
わ
け
だ
。

莉』̈
減哺庫刹繊̈
積罐期帥罐はう「菫”蒔い口轍罐け̈
融】潮詢狂

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
平
家
の
滅
亡
は
期
待
と
不
安
を
ふ
た
つ
な
が
ら
に
生

じ
さ
せ
た
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
大
地
震
は
、
平
家
の
滅
亡
が
平
和
の
到
来
を

実
現
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
次
な
る
動
乱
の
幕
開
き
と
な
る
こ
と
を
長
怖
す

諸
「
蟻
詢
観
い
け
融
肺
毅
哺
姜
滝
肛
格
熱
れ

る⑦と
』

う っ
は
胸
漱
れ
“
け

だ
「岬

稼
働

一
本
で
は
平
家
の
減
亡
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
ん
は

「国
は
国
司
に
順
ひ
、
荘
は

領
家
の
ま
ま
な
り
け
り
」
と
い
っ
た
、
律
令
制
度
と
荘
園
と
が
共
存
す
る
摂
関

な
い
し
院
政
初
期
の
時
代
の
復
活
が
平
和
の
姿
と
し
て
期
待
さ
れ
た
と
す
る
。

そ
し
て
大
地
震
は
そ
の
期
待
の
念
を
無
残
に
打
ち
砕
く
前
表
と
さ
れ
て
い
る
。

養
和
以
外
の
改
元
の
記
事
を
載
せ
な
い
覚

一
本
は
文
治
の
改
元
に
も
言
及
し

て
は
い
な
い
。
安
元
か
ら
治
承
へ
の
、
養
和
か
ら
寿
永

へ
の
、
寿
永
か
ら
元
暦

言 へ
ゎ
臓
れ

「 て
間
中

的 ヵ、
ぃ
は
疇

時 ヘ
レ
¨
商

れ③の
「
嘲
¨
嘲
球
』
漱
げ
舜
謡
嘩
囃
』
帥

の
中
で
の
こ
と
に
属
し
、
改
元
へ
の
言
及
は
必
須
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
ら
し

い
。
ご
破
算
願
望
と
予
祝
の
意
味
を
こ
め
て
時
間
に
始
め
と
終
わ
り
の
区
切
り

目
を
付
け
る
と
こ
ろ
の
元
号
的
発
想
は
覚

一
本
の
世
界
で
は
意
識
の
外
に
あ
る
。



む
し
ろ
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
出
来
事
は
、
作
品
内
部
の
時
間
の
中
に
あ

っ
て

も
、
ま
た
そ
れ
に
接
続
す
る
現
実
の
時
間
―
―
あ
と
で
そ
れ
に
言
及
す
る
が

―
―
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
、
均
質
な
時
間
の
流
れ
の
中
で
連
続
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
覧
す
れ
ば
た
だ
ち
に

気
が
付
く
よ
う
に
、
巻
二
２
巻
十

一
に
い
た
る
諸
巻
は
そ
れ
ぞ
れ
が
治
承
元
年

後
半
期
か
ら
元
暦
二
年
前
半
期

（
養
和
二
年
だ
け
は
別
と
し
て
）
の
八
年
間
の

出
来
事
を
、　
一
巻
で
一
年
、　
一
巻
で
二
年
あ
る
い
は
二
巻
で
一
年
の
割
で
叙
述

し
て
い
る
。
巻

一
と
巻
十
二

（
巻
六
の
末
尾
と
巻
七
の
冒
頭
の
養
和
二
年
の
一

年
分
と
翌
年
の
寿
永
元
年
の
初
め
は
や
や
整
合
性
を
欠
い
て
い
る
）
だ
け
が
、

治
承
元
年
前
半
の
こ
と
を
記
す
巻

一
は
そ
の
前
半
の
三
分
の
二
、
そ
し
て
元
暦

二
年
後
半
の
こ
と
を
記
す
巻
十
二
は
そ
の
後
半
の
三
分
の
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

れ
以
前
と
以
後
の
十
余
年
な
い
し
三
十
余
年
の
間
の
出
来
事
が
叙
述
さ
れ
て
あ

り
、
そ
の
変
化
の
箇
所
に
構
成
上
の
ひ
と
つ
の
区
切
り
を
認
め
る
こ
と
が
出
来

スタ
。巻

十
二
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
て
い
る
時
間
に
注
目
し
て
そ
の
在
り
方

を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
ふ
た
つ
の
性
質
の
叙
述
が
接
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

が
付
く
。

「大
地
震
」
か
ら

「泊
瀬
六
代
」
の
初
め
で
叙
述
が

一
段
落
す
る
六

代
の
赦
免

（
古
典
大
系
本
で
い
う
と
下
巻
の
四
〇
五
頁
の
一
三
行
日
）
ま
で
の

出
来
事
は
元
暦
二
年
七
月
か
ら
元
暦
二
年

一
二
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、

元
暦
二
年
正
月
か
ら
六
月
ま
で
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
巻
十

一
と
均
質
な

叙
述
と
な

っ
て
い
る
。
巻

一
で
は

「鹿
谷
」
の
初
め

（
古
典
大
系
本
で
い
う
と

上
巻
の
一
二
一
頁
の
四
行
日
）
の
と
こ
ろ
で
治
承
元
年
正
月
の
出
来
事
が
始
ま

る
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
巻
十
二
の
件
の
箇
所
ま
で
が
、
先
に
言
及
し
た
年
立
て

と
巻
立
て
と
の
仕
方
に
お
い
て
、
時
間
の
流
れ
の
上
で
均
質
な
叙
述
が
な
さ
れ

て
い
る
。
巻
十
二
の
そ
の
部
分
に
記
さ
れ
る
出
来
事
は
、
あ
る
意
味
で
は
雑
多

で
あ
り
相
互
の
連
続
性
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
に
、
た
と
え
ば
義
経
の
話
題
を

見
る
と
、
そ
の
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
端
緒
が
記
さ
れ
る

ば
か
り
の
、
後
の
展
開
に
対
し
て
は
興
味
を
開
い
た
だ
け
の
か
た
ち
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
結
末
ま
で
が
叙
述
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
の
は
六
代
の
こ
と
だ
け

で
あ
る
。

六
代
の
救
済
の
顛
末
が
長
谷
寺
観
音
の
利
益
諄
と
し
て
結
ば
れ
た
そ
の
後
か

ら
は
じ
ま
る
叙
述
は
、
頼
朝
に
よ
る
源
行
家
と
義
憲
の
討
滅
の
顛
末
で
あ
り
、

義
経
討
滅
の
記
事
と
意
味
の
上
で
の
共
通
性
を
持

っ
て
い
る
。
そ
の
発
端
は
元

暦
二
年
十
二
月
の
六
代
の
一
件
と
時
を
交
錯
し
て
始
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に

接
続
す
る

「
六
代
被
斬
」
の
始
め
が
そ
の
数
年
後
の
こ
と
と
し
て
記
さ
れ
て
い

る
た
め
に
、
事
件
そ
の
も
の
の
時
期
は
曖
味
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
か

ら
時
間
の
経
過
の
間
隔
も
大
き
く
な
っ
て
時
間
の
朧
化
が
図
ら
れ
て
お
り
、
巻

十
二
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
六
代
の
処
刑
―
―
そ
れ
も
時
期
を
記
さ
れ
な
い
―
―

の
時
ま
で
無
慮
十
余
年
の
時
の
流
れ
が
早
足
で
辿
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

巻
十
二
の
後
半
三
分
の
一
に
あ
た
る
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
と

し
て
、
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
そ
れ
以
前
の
部
分
の
示
す
と
こ
ろ
の

叙
述
の
姿
勢
に
つ
い
て
で
あ
る
。
先
に
言
及
し
た
こ
の
作
品
の
主
題
部
に
お
い

て
は
、
鹿
谷
の
事
件
に
端
を
発
し
て
平
家
が
減
亡
す
る
ま
で
の
経
過
を
叙
述
す

る
と
い
う
大
枠
は
持

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
流
れ
る
時
間
に
は
か
た
ち
の

上
で
は
始
ま
り
も
終
わ
り
も
付
け
ょ
う
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
出
来
事
の
上
に
完

結
性
を
認
め
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
作

品
の
か
た
ち
は
、
長
い
歴
史
の
中
か
ら
八
年
の
間
の
時
間
を
切
り
取

っ
て
、
そ

の
間
の
出
来
事
を
平
家
の
滅
亡
に
焦
点
を
当
て
て
叙
述
し
た
、
そ
の
よ
う
に
捉

え
る
の
が
も

っ
と
も
自
然
で
あ
る
。
こ
と
に
平
家
の
減
亡
を
も

っ
て
終
わ
ら
ず

に
、　
一
見
、
雑
多
と
も
見
え
る
元
暦
二
年
の
残
り
半
年
間
の
出
来
事
を
そ
れ
ま



で
の
巻
々
と
時
間
の
流
れ
に
お
い
て
均
質
な
か
た
ち
で
叙
述
す
る
巻
十
二
前
半

三
分
の
二
の
記
事
の
存
在
は
、
そ
う
し
た
基
本
的
な
姿
勢
を
示
す
も
の
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
説
話
的
な
発
想
、
あ
る
い
は
物
語
り
的
な
虚
構
や
叙
述
は
そ
う
し

た
骨
組
み
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

「平
家
物
語
」
の
文
学
と

し
て
の
在
り
方
を
論
じ
る
際
に
は
、
そ
れ
が
編
年
体
を
取

っ
て
い
る
こ
と
の
意

味
が
も

っ
と
重
視
さ
れ
て
然
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

「大
地
震
」
の
章
段
の
構

想
上
の
、
あ
る
い
は
構
成
上
の
意
味
も
そ
う
し
た
基
本
的
な
認
識
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
解
釈
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

②

「大
地
震
」
の
洛
中
洛
外
に
お
け
る
被
害
の
列
挙
の
中
に
得
長
寿
院
の
三
十

三
間
の
御
堂
の
倒
壊
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。　
里
口記
」
な
ど
の
記
事
か
ら
そ

れ
が
事
実
で
あ

っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
こ
の
御
堂
に
わ
ざ
わ

ざ
言
及
す
る
の
は
、
巻

一
の

「殿
上
闇
討
」
と
の
響
き
あ
い
を
意
図
し
て
の
こ

と
な
の
だ
ろ
う
。
忠
盛
の
得
長
寿
院
と
清
盛
の
蓮
花
王
院
と
は
平
家
の
院
へ
の

奉
仕
と
協
力
関
係
の
、
そ
し
て
平
家
の
栄
華
を
嘉
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
な
る

も
の
で
あ

っ
た
。
こ
と
に
得
長
寿
院
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
平
家
の
栄
華
の
道

へ
の
踏
み
台
と
な

っ
た
も
の
と
し
て
、
特
別
な
意
味
を
与
え
ら
れ
た
建
物
で
あ

る
。

「大
地
震
」
は
こ
の
作
品
の
始
ま
り
の
部
分
と
呼
応
す
る
か
た
ち
で
、
そ

の
建
物
の
崩
壊
を
も

っ
て
平
家
の
壊
減
を
印
象
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
一
文
を
そ
こ
ま
で
読
む
の
は
、
深
読
み
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を

判
断
す
る
際
に
、
覚

一
本
が
大
事
な
節
目
に
お
い
て
は
作
品
の
内
部
で
の
呼
応

関
係
を
図

っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
多
く
を
掲
げ
る
余
裕
は

な
い
の
で
一
例
の
み
を
示
し
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
巻

一
の

「吾
身
栄
華
」
で

は

「文
選
」
の

「蕪
城
賦
」
の
一
節
を
う
ま
く
取
り
込
ん
で
、
平
家
の
栄
華
の

さ
ま
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
巻
七
の
平
家
の
都
落
ち
を
語
る
一
連
の
章
段

の
中
で
も
、
事
柄
の
上
で
中
心
と
な
る
と
こ
ろ
の

「聖
主
臨
幸
」
の
叙
述
に
や

は
り

「蕪
城
賦
」
の
別
の
一
節
が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

呼
応
関
係
は
そ
う
し
た
記
事
な
い
し
表
現
の
上
に
お
い
て
図
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
あ
ろ
う
か
。
構
成
の
、
あ
る
い
は
構
造
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
ま
た
作
品

を
統
合
す
る
か
た
ち
で
の
呼
応
関
係
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

治
承
元
年
正
月
の
出
来
事
に
端
を
発
し
て
俊
寛
の
死
で
終
わ
る
鹿
谷
の
顛
末
が
、

地
“
鰤
け

さ 口
れ ッ
ぃ
崚
〔
】
琳
材
導
』

つ 物
嘲
詢
帥
繊
）

と 口
か
か
裁
鶴
鶴
け
れ

り ヵ、
は

そ
の
鹿
谷
の
プ
ロ
ッ
ト
が
作
品
全
体
と
相
似
形
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
言

嗽れ」ぼ崚れな識社卜「嘲評つ盛罐嘲朴ｍ数】れは続雌繊織期われな「

ほ勧車向い
「こ摯れ一̈
権跡ないい】〔け“琳罐『嶽れ識じっ嗽刷嗜』

る
ど

の
作
品
の
主
題
部
の
最
初
に
配
さ
れ
た
一
連
の
事
件
か
ら
な
る
と
こ
ろ
の

嘲締ゎ″人口̈
ぃ赦師だ静味わ鵜「後罐事っはぃ雌胸期囃期つ成嘲崚）勧

昼なつ悲悧警期にっ」「一資激軌へそ̈
細一舞いいな幡嘲猪数か０蜘稽け

一劾̈
ポ】われ役売時け清「わい０そ「いな口ぅな嘲理騰̈
”温詢曲鶴

は刹僣はなと「耐嘲けっ辟畔績勅̈
】げ緩動い哺期髪わ嫌機は崎嘲陵

現、そして平家の滅亡を予告する前表としての役割を負わされて、



そ
こ
に
配
さ
れ
て
い
た
。

「大
地
震
」
の
章
段
は
そ
れ
と
関
連
付
け
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
構
成
と
意
味
の
上
で

「辻

風
」
の
章
段
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
巻
十

一
で
語
り
終
え
ら
れ
た
平
家
の

滅
亡
を
象
徴
し
、
か
つ
そ
れ
が
よ
り
大
き
な
動
乱

へ
の
一
歩

で
あ
る
と

い
う

こ
と
を
示
す
前
表
と
し
て
巻
十
二
の
巻
頭
に
配
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

０

平
家
の
滅
亡
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
べ
き
平
和
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
る

の
は
、
先
に
も
触
れ
た
と
お
り

「国
は
国
司
に
順
ひ
、
荘
は
領
家
の
ま
ま
」
と

い
う
古
い
秩
序
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
大
地
震
は
、
期
待
が

空
し
い
も
の
に
終
わ
る
こ
と
を
予
告
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
て
ゆ

く
の
は
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
に
お
い
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
目
前
の
現
象
と
し
て

は
、
先
に
も
引
用
し
た
今
井
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
な
都
と
そ
の
周
辺
を
舞
台

に
し
た
騒
擾
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
章
段
は
単
に
そ
う

し
た
現
象
面
の
み
を
見
せ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
わ
た
し
は
、
そ
こ
に
二
つ
の
性
質
の
叙
述
の
存
在
を
見
る
。

一
つ
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
平
家

一
門
の
末
路
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
六
代
の
身
の

上
に
収
敏
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
い
ま

一
つ
は
歴
史
的
な
状
況
の
展
開
を
見
せ

る
も
の
で
、
そ
れ
が
頼
朝
の
影
を
濃
く
投
影
し
た
も
の
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
あ

る
。
後
者
は
第
二
節
の
末
尾
に
示
し
た
大
事
な
問
題
に
関
わ
る
こ
と
で
、
こ
こ

で
具
体
的
に
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

巻
十
二

「大
地
震
」
の
直
後
の
章
段
で
あ
る

「郡
掻̈
之
沙
汰
」

は
平
治
の

乱
と
の
因
縁
に
お
い
て
頼
朝
の
果
報
が
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「土
佐
房
被

斬
」

「判
官
都
落
」
は
義
経
が
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
は
い
る
が
、

「泊

瀬
六
代
」
の
中
の
行
家
、
義
憲
な
ど
の
記
事
の
存
在
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ

れ
が
鎌
倉
で
為
政
者
た
ら
ん
と
す
る
頼
朝
の
非
情
で
暴
力
的
な
側
面
を
示
す
も

の
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
ま
た

「吉
田
大
納
言
の
沙
汰
」
は
頼

朝
の
全
国
規
模
の
政
経
上
の
最
大
の
政
略
と
な
っ
た
守
護
地
頭
の
設
置
と
対
朝

廷
政
策
に
大
事
な
役
割
を
果
た
し
た

「関
東
申
し
次
ぎ
」
の
設
置
を
語
る
も
の

な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
章
段
は
頼
朝
の
動
き
を
直
接
、
間
接
に

示
す
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
政
治
の
拠
点
を
鎌
倉
に
築
こ
う
と
す
る
政
治
家
頼

朝
の
や
や
強
引
な
姿
が
そ
こ
に
写
し
だ
さ
れ
て
い
る
。
頼
朝
に
対
す
る
そ
う
し

た
捉
え
方
は
、
た
と
え
ば
彼
に
対
す
る
呼
称
の
上
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
巻
十

一
の

「鏡
」
の
中
で
頼
朝
が
従
二
位
に
叙
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
覚

一

本
で
は
そ
れ
以
後
、
彼
は
地
の
文
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
鎌
倉
殿
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
因
み
に
屋
代
本
で
は
源
二
位
と
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
政
治
権
力
の
所

在
地
と
し
て
の
鎌
倉
と
そ
こ
を
支
配
す
る
頼
朝
の
存
在
を
強
調
す
る
姿
勢
を
そ

こ
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
巻
十
二
の
叙
上
の
章
段
は
一
見
、
雑
多
な
記
事
の

編
年
的
な
集
成
に
見
え
て
、
実
は
そ
う
し
た

一
貫
し
た
意
味
を
付
与
さ
れ
た
も

の
と
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

「大
地

震
」
は
単
に
都
の
騒
擾
の
発
生
を
予
告
す
る
前
表
と
し
て
の
意
味
の
み
を
担
う

も
の
で
は
な
く
て
、
作
品
に
お
い
て
叙
述
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
時
間
を
は
る

か
に
越
え
た
後
の
時
期
ま
で
を
念
頭
に
、
歴
史
的
な
展
開
を
も
暗
に
響
か
せ
る

か
た
ち
で
の
前
表
と
し
て
の
意
味
を
与
え
ら
れ
て
、
巻
十
二
の
巻
頭
に
配
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
、
頼
朝
の
動
き
を
述
べ
た
叙
上

の
章
段
の
中
に
将
来
の
展
開
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
具
体
相
を
通
し
て
暗
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
こ
と
に
重
要
な
の
は
、　
ニ
ロ
田
大
納
言
の
沙
汰
」
で
あ
る
。
こ
の

章
段
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
な
か
で
は
そ
の
後
半
に
記
さ
れ
る
吉
日
経
房
を



「平
家
物
語
」
の
作
者
に
つ
い
て
の
伝
承
と
の
絡
み
で
取
り
上
げ
、
し
か
も
そ

の
処
世
術
へ
の
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
に
重
心
を
置
い
た
扱
い
を
さ
れ
て
き
た
。

そ
し
て
守
護
地
頭
の
設
置
の
記
事
に
つ
い
て
は
作
品
内
部
で
の
意
味
を
検
討
さ

れ
ぬ
ま
ま
、
直
接
そ
れ
を
作
品
批
判
に
繋
げ
る
の
み
で
あ

っ
た
。
し
か
し
先
に

言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
王
法
の
力
を
削
ぐ
こ
と
に
な
る
頼
朝

の
政
略
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
以
後
の
歴
史
の
展
開
を
暗
示
す
る
意
味
を
付

与
さ
れ
て
そ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
。

お
よ
そ
覚

一
本
の
叙
述
は
人
間
へ
の
興
味
と
様
式
的
な
表
現
、
そ
し
て
説
明

を
後
退
さ
せ
た

「見
せ
る
」
文
章
が
伸
長
し
た
テ
キ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
が
、

同
時
に
、
歴
史
に
関
わ
る
出
来
事
に
関
し
て
は
そ
の
歴
史
的
側
面
へ
の
巨
視
的

な
認
識
を
背
後
に
持

っ
た
叙
述
面
で
の
配
慮
が
な
さ
れ
、
歴
史
を
語
ろ
う
と
す

る
姿
勢
が
強
い
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
巻
十
二
の
中
で
文

覚
の
動
き
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
頼
朝
の
挙
兵
に
始
ま
る
筋

を
な
す
も
の
で
、
そ
こ
に
人
間
的
な
側
面
、
言

っ
て
み
れ
ば
説
話
的
な
発
想
を

持
ち
こ
ん
だ
歴
史
叙
述
の
か
た
ち
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
巨
視
的
に
政
治
経
済
の
側
面
か
ら
歴
史
を
捉
え
た
記
事
な
い
し
叙
述
が
重
ね

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「国
は
国
司
に
順
ひ
、
荘
は
領
家
の
ま
ま
」
の
状
態

に
復
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
語
ら
れ
る
の
は
そ
の
レ
ベ
ル
で
の
こ
と
で
あ
り
、

元
暦
二
年
後
半
の
出
来
事
を
語
る
巻
十
二
の
内
容
は
そ
の
期
待
が
裏
切
ら
れ
て

ゆ
く
様
相
を
記
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
延
慶
本
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
、
為
政
者
と
し
て
頼
朝
を
寿
祝
す
る
姿
勢
と
い
っ
た
も
の
は
稀
薄
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
頼
朝
の
政
略
は
三
法
の
衰
微
に
向
け
て
拍
車
を
か
け
た
と
い
う
否
定

的
側
面
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
と
に
守
護
地
頭
の
設
置
の
記
事

は
そ
の
点
で
大
き
な
意
味
を
担

っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
し
得
る
。
当
初
ど

の
程
度
に
そ
の
意
味
の
重
大
さ
を
理
解
し
て
い
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
た
と

え
ば

「
玉
葉
」
に
も
守
護
地
頭
に
関
わ
る
記
事
は
書
か
れ
て
い
て

（
文
治
元
年

十

一
月
二
十
八
日
、　
二
十
九
日
）
、
そ
の
年
の
十
二
月
二
十
日
に
ま
た
も
振

っ

た
地
震
を
記
し
た
と
こ
ろ
に
は

「此
震
非
他
武
士
諸
国
押
領
之
徴
欺
」
な
ど
と

記
さ
れ
て
い
る
。
後
に
な
る
と
、
そ
れ
が
王
法
を
侵
害
す
る
結
果
を
生
ん
で
い

っ
た
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
認
識
が
生
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば

「増
鏡
」
第

二
の

「新
島
も
り
」
の
一
節
に
は

「諸
国
の
総
追
捕
使
と
い
ふ
事
う
け
た
ま
は

り
て
、
地
頭
職
に
我
が
家
の
つ
は
も
の
ど
も
を
な
し
集
め
け
る
。
こ
の
日
本
国

の
衰
ふ
る
は
じ
め
は
、
こ
れ
よ
り
な
る
べ
し
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
守
護

地
頭
が
国
司
お
よ
び
領
家
と
対
立
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
記
す
の
は

「承
久

記
」
で
あ
る
。
な
か
で
も
元
和
四
年
古
活
字
本
は

「同
年

（
承
久
の
乱
の
年
）

夏
の
比
よ
り
、
王
法
尽
き
さ
せ
給
ひ
て
、
民
の
世
と
な
る
。
故
を
如
何
に
と
尋

れ
ば
、
地
頭

・
領
家
の
相
論
と
ぞ
承
は
る
」
と
し
て
、
守
護
地
頭
の
設
置
が
承

久
の
乱
の
遠
因
を
な
し
た
と
し
て
い
る
。
承
久
の
乱

へ
の
言
及
は
覚

一
本
で
は

文
覚
の
怨
霊
の
働
き
を
後
鳥
羽
院
の
隠
岐
島
配
流
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
頼

朝
挙
兵
以
来
の
文
覚
の
物
語
り
の
筋
に
連
な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故

重
心
は
も
ち
ろ
ん
文
覚
の
最
期
を
示
す
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
巻
十
二
の
結
び

に
近
い
と
こ
ろ
で
承
久
の
乱
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
直
接
的
な
説
明
文
に
よ
っ
て
繋
が
れ
て
は
い
な
い
が
、
平
家
の
滅
亡
、

国
司
と
領
家
に
よ
る
支
配
の
体
制
の
回
復
へ
の
期
待
、
大
地
震
、
守
護
地
頭
の

設
置
、
承
久
の
乱
と
い
っ
た
出
来
事

へ
の
言
及
は
、
こ
の
平
家
の
滅
亡
の
物
語

り
が
承
久
の
乱
に
至
る
動
乱
の
時
代
へ
の
階
梯
と
し
て
あ
る
と
い
う
認
識
の
表

明
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
点
に
関
連
し
て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
覚

一
本
の
次
の
よ
う

な
構
成
で
あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
巻

一
の

「鹿
谷
」

の
初
め
近
く

（
古
典
大
系
本
で
い
う
と
上
巻
の
一
二
一
頁
四
行
日
）
か
ら
巻
十
二
の

「泊
瀬



六
代
」
の
初
め
近
く

（
古
典
大
系
本
で
い
う
と
下
巻
の
四
〇
六
頁

一
三
行
日
な

い
し
四
〇
七
頁
最
終
行
）
ま
で
は
治
承
元
年

（
一
一
七
七
）
正
月
か
ら
元
暦
二

年

（
一
一
八
五
）
十
二
月
ま
で
の
、
た
だ
し
養
和
元
年
後
半
と
養
和
二
年
の
出

来
事
は
ほ
と
ん
ど
叙
述
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
の
で
、
八
年
間
の
こ
と
が

語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
繁
閑
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
出
来
事
は
月
日
を
追

っ
て
密
度
濃
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
点
で
均
質
性
を
認
め
る
こ
と
の

出
来
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
巻

一
の
そ
れ
よ
り
前
の
部
分
と
巻
十

二
の
そ
れ
よ
り
後
の
部
分
は
あ
き
ら
か
に
そ
の
八
年
間
の
こ
と
を
語
る
と
こ
ろ

と
は
時
間
の
上
で
の
密
度
に
大
き
な
差
が
あ
る
。
巻

一
の
そ
の
部
分
は
、
序
の

役
割
を
帯
び
た
文
章
と
導
入
的
な
役
割
を
帯
び
た
文
章
と
か
ら
な
っ
て
い
る
と

辞
」
け
れ
』
げ
群
漿
協
」
れ
な
暉
“
”
か
な
観
け
↑
猜
な
却

参 っ
は
詢
澤
罐
】
蹴

導
入
部
に
つ
い
て
は
、
い
ま
そ
れ
を
詳
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、　
コ
一代
后
」

の
初
め
近
く

（古
典
大
系
本
で
い
う
と
上
巻
の
一
〇
七
頁

一
五
行
日
）
か
ら
始

ま
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
文
章
は
鹿
谷
事
件
に
よ
っ
て
後
白
河
院
と
清
盛
の

あ
い
だ
に
表
立

っ
た
衝
突
が
起
こ
る
以
前
に
水
面
下
に
お
い
て
両
者
の
対
立
が

深
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は

永
暦

・
応
保
の
こ
ろ
の
二
条
天
皇
と
後
白
河
院
と
の
対
立
か
ら
叙
述
を
は
じ
め

る
の
だ
が
、
そ
の
端
緒
を

「鳥
羽
院
御
晏
駕
の
後
は
、
兵
革
う
ち
つ
づ
き
」
と

し
て
保
元
と
平
治
の
乱
に
認
め
る
文
章
を
も

っ
て
始
め
て
い
る
。
単
に
言
及
が

な
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
作
品
が
語
ろ
う
と
す
る
八
年
間
の

出
来
事
の
遠
い
始
ま
り
が
保
元
と
平
治
の
乱
に
あ
る
こ
と
を
、
そ
う
し
た
か
た

ち
で
示
そ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
巻
十
二
に
お
い
て
は
、
出
来

事
と
し
て
は
翌
年
の
正
月
に
ま
た
が
る
こ
と
に
な
る
が
、
六
代
の
救
済
の
実
現

を
も

っ
て
元
暦
二
年
の
叙
述
が
終
わ
り
、
そ
の
出
来
事
と
交
錯
す
る
か
た
ち
で

元
暦
二
年
十
二
月
に
端
を
発
す
る
源
行
家
と
義
憲
の
追
討
の
こ
と

（
古
典
大
系

本
で
い
う
と
下
巻
の
四
〇
八
頁

一
行
日
か
ら
）
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
叙
述
か
ら

は
月
日
を
追

っ
て
出
来
事
を
示
す
と
い
う
姿
勢
は
稀
薄
に
な
り
、
時
間
を
疎
に

し
て
大
き
な
レ
イ
ン
ジ
で
歴
史
を
辿
る
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
巻
十
二
の
末
尾

に
至
る
そ
の
文
章
は
そ
う
し
た
点
で
、
巻

一
の
先
に
言
及
し
た
文
章
と
性
質
に

お
い
て
類
似
し
て
お
り
、
構
成
の
上
か
ら
は
こ
の
作
品
の
本
体
と
も
い
う
べ
き

八
年
間
の
年
代
記
を
挟
ん
で
そ
れ
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ
の
文
章
の
中
に
、
承

久
の
乱
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
、
保
元

・
平
治
の
乱
か
ら
の
展
開
が
始

め
に
示
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
承
久
の
乱

へ
の
展
開
が
そ
こ
に
暗
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
歴
史
の
レ
イ
ン
ジ
を
大
き
く
取

っ
た
そ
れ
ら
の
文

章
は
平
家
の
滅
亡
を
語
る
八
年
間
の
出
来
事
が
保
元

。
平
治
の
乱
に
遠
い
始
ま

り
を
持
ち
、
承
久
の
乱
に
遠
く
繋
が

っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の

と
し
て
、
そ
の
本
体
部
分
の
前
と
後
と
に
配
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
で
あ

スつ
。そ

の
よ
う
な
歴
史
的
な
認
識
を
背
景
に
し
て
は
い
る
も
の
の
、
本
体
部
分
を

な
す
八
年
間
の
叙
述
は
始
ま
り
と
終
わ
り
を
も

っ
て
自
己
完
結
し
た
も
の
と
は

見
倣
さ
れ
て
い
な
い
。
編
年
体
を
も

っ
て
叙
述
さ
れ
、
し
か
も
治
承
に
始
ま
る

年
代
記
を
閉
じ
る
の
に
平
家
の
減
亡
の
時
点
を
も

っ
て
せ
ず
に
そ
の
滅
亡
の
年

の
終
わ
り
の
と
こ
ろ
に
そ
れ
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
の
上
に
、
そ
う
し
た
基
本

的
な
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
作
品
の
終
わ
っ
た
後
に
も
、
次
元
こ
そ
違

え
そ
れ
に
連
続
す
る
出
来
事
は
現
実
の
時
間
の
中
で
続
い
て
い
く
。
そ
の
意
味

で
、
元
暦
二
年
記
を
も

っ
て
中
断
さ
れ
た
世
界
は
、
そ
こ
か
ら
は
次
元
を
変
え

て
言
表
の
世
界
か
ら
現
実
の
時
間
に
向
け
て
流
れ
だ
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、

「大
地
震
」
は
そ
う
し
た
レ
イ
ン
ジ
を
持

っ
た
前
表
と
し
て
の
意

味
を
も
担

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



い

始
ま
り
と
終
わ
り
を
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
作
品
の
外
の
現
実
の
歴
史
的
な

出
来
事
に
委
ね
な
が
ら
、
も
う

一
方
で
は
作
品
に
物
語
り
と
し
て
の
完
結
性
を

付
与
す
る
と
こ
ろ
の
筋
が
幾
重
に
も
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
。

「
六
代
被
斬
」

は
そ
う
ｔ
た
役
割
を
帯
び
た
章
段
で
あ
り
、
作
品
の
始
ま
り
の
箇
所
に
呼
応
す

る
か
た
ち
の
閉
じ
目
が
そ
こ
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
平
家
の
残
党
と
生
き
残
り

の
一
門
の
最
期
が
そ
こ
に
集
約
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
話
題
の
中
心
と
し

て
六
代
の
最
期
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
六
代
の
処
刑
の
記
事
を

「
そ
れ

よ
り
し
て
こ
そ
平
家
の
子
孫
は
な
が
く
た
え
に
け
れ
」
と
結
ん
で
巻
十
二
は
終

わ
る
。
そ
う
し
た
内
容
と
表
現
は
、
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
作

品
の
上
に
清
盛
に
よ
っ
て
興
亡
を
見
た
平
氏
の
家
の
物
語
り
と
い
う
か
た
ち
を

整
え
よ
う
と
す
る
作
品
形
成
の
意
図
に
出
来
す
る
だ
ろ
う
こ
と
は
直
ち
に
想
像

出
来
る
。

家
の
物
語
り
と
し
て
は
、
ひ
と
つ
に
は
巻

一
の
冒
頭
に
お
い
て
桓
武
天
皇
に

出
て
清
盛
に
至
る
も
の
と
し
て
開
か
れ
た
系
譜
が
六
代
の
処
刑
に
よ
る
断
絶
を

も

っ
て
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
完
結
性
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

ま
た
そ
れ
と
は
違

っ
た
呼
応
関
係
が
作
品
の
始
め
と
終
わ
り
の
間
に
仕
組
ま
れ

て
い
て
、
家
の
物
語
り
と
し
て
い
ま
ひ
と
つ
の
性
格
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
本
体
部
な
い
し
主
題

部
は
治
承
元
年
正
月
の
出
来
事
に
始
ま
り
、
そ
れ
に
端
を
発
す
る
一
連
の
事
件

の
願
末
が
、
鹿
谷
の
プ
ロ
ッ
ト
と
で
も
名
付
け
得
る
プ
ロ
ッ
ト
に
よ
っ
て
統
合

さ
れ
た
物
語
り
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
い
わ
ば
第

一
幕
を
形
成

し
て
い
る
。

「
六
代
被
斬
」
で
結
ば
れ
る
六
代
の
物
語
り
は
そ
れ
に
呼
応
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
家
の
物
語
り
に
血
の
因
縁
の
物
語
り
と
し
て
の
意
味
を
付
与
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
代
の
物
語
り
は
、
そ
の
父
の
平
維
盛
に
つ
い
て
の
叙
述
と
ひ
と
つ
な
が
り

の
脈
絡
を
成
し
得
る
。
覚

一
本
の
な
か
で
維
盛
の
物
語
り
と
六
代
の
物
語
り
と

が
ひ
と
つ
の
筋
を
な
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
は
た
と
え
ば

「
六
代
御
前
物
語
」

の
存
在
が
傍
証
と
な
る
。
六
代
の
物
語
り
は
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
系
譜
を
さ
か

の
ぼ
る
か
た
ち
の
筋
の
上
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「平
家
物
語
」
に
は
、

平
家

一
門
を
構
成
す
る
三
つ
の
家
で
あ
る
小
松
家
、
本
宗
家
、
池
殿
の
内
部
対

立
、
こ
と
に
小
松
家
と
本
宗
家
と
の
対
立
へ
の
日
配
り
が
な
さ
れ
て
い
る
。
源

平
の
合
戦
に
お
い
て
は
、
宗
盛
を
中
心
と
す
る
本
宗
家
、
そ
し
て
宗
盛
と
同
腹

の
兄
弟
が
主
導
権
を
握

っ
て
戦
い
、
維
盛
は
戦
線
離
脱
を
し
て
自
殺
す
る
の
で

あ

っ
て
小
松
家
の
影
は
薄
い
。
し
か
し
作
者
は
小
松
家
に
心
情
的
に
加
担
し
て⑭

い
て
、
維
盛
の
動
静
を
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
で
辿
る
。
そ
う
し
た
筆
遣
い
の
背

後
に
は
、
ひ
と
つ
に
は

「平
家
公
達
草
紙
」
あ
る
い
は

「安
元
御
賀
記
」
な
ど

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
、
平
家
全
盛
時
代
の
宮
廷
で
の
華
や
か
な
存
在
で
あ

っ
た

維
盛
へ
の
懐
古
の
情
と
そ
の
最
期
を
悼
む
気
持
ち
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
維
盛
の
父
重
盛
の
描
き
方
を
も
視
野
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
よ
り
大
き
な

理
由
は
、
こ
の
作
品
に
家
の
物
語
り
と
し
て
の
性
格
を
与
え
よ
う
と
す
る
作
品

醐
は
わ
端
綱
詢
は
な
購
い
れ
れ
』
ど
極

つ 盛
餞
嚇
楊
村
膨
輝
渥
い
れ
一
畔
嚇
¨
極

松
家
と
本
宗
家
を
対
照
的
に
描
き
、
し
か
も
小
松
家
に
重
心
を
置
い
て
平
家
の

運
命
を
捉
え
よ
う
と
す
る
作
者
の
姿
勢
か
ら
出
た
も
の
だ
ろ
う
。
六
代
の
物
語

り
は
そ
う
し
た
作
品
の
在
り
方
と
の
繋
が
り
の
上
で
、
そ
の
意
味
と
役
割
を
理

解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

鹿
谷
の
謀
議
に
発
す
る
悲
劇
は
、
藤
原
成
親
の
深
い
欲
望
と
平
家
に
対
す
る

憎
悪
の
念
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
物
語
り
的
な
プ
ロ



ッ
ト
を
付
与
さ
れ
て
叙
述
さ
れ
も
い
る
。
成
親
の
平
家
に
対
す
る
敵
対
心
は
平

治
の
乱
の
折
り
に
も
す
で
に
行
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
こ
の
度
の
ク
ー
デ
タ

ー
の
計
画
は
背
後
に
後
白
河
院
の
意
志
が
働
い
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
成
親

を
首
謀
者
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ

・
ア
ッ
プ
す
る
。
そ
し
て
平
治
の
乱
の
折
り
も
、

そ
し
て
こ
の
度
も
敗
者
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
成
親
を
保
護
し
よ
う
と
振
舞
う
の

が
重
盛
で
あ
る
。
成
親
の
家
と
平
家

一
門
と
の
、
な
か
ん
ず
く
重
盛
の
家
と
の

間
に
二
組
み
の
婚
姻
に
よ
る
親
戚
関
係
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
、
重
盛
の
そ

う
し
た
苦
し
い
態
度
の
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
成
親
の
態
度
は
い
わ
ば
屈
折

し
た
心
理
を
奥
に
秘
め
た
近
親
憎
悪
で
あ
り
、
深
い
因
縁
が
絡
ん
で
い
た
。
維

盛
の
愛
妻
は
成
親
の
娘
で
あ
り
、
六
代
は
そ
の
間
に
生
ま
れ
た
息
子
で
あ
る
。

六
代
は
す
な
わ
ち
清
盛
の
曽
孫
で
、
し
か
も
成
親
の
孫
に
あ
た
る
わ
け
で
、
二

つ
の
家
に
悲
惨
な
運
命
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
悲
劇
の
対
立
を
な
し
た
二
人

の
血
を
受
け
た
因
縁
の
子
な
の
で
あ
る
。
作
品
の
主
題
部
の
最
初
に
配
さ
れ
た

鹿
谷
の
事
件
の
顛
末
と
小
松
家
の
人
々
の
物
語
り
、
そ
し
て
巻
十
二
の
最
後
に

記
さ
れ
た
六
代
の
物
語
り
は
互
い
に
呼
応
し
つ
つ
、
家
の
物
語
り
の
上
に
血
の

因
縁
の
物
語
り
と
い
う
筋
書
き
を
与
え
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
物
語
り
の
幕

開
き
を
な
す
神
々
の
怒
り
を
買

っ
た
成
親
と
清
盛
の
対
立
は
二
人
の
人
物
の
血

を
受
け
た
六
代
の
処
刑
と
い
う
結
果
を
生
ん
で
血
の
因
縁
の
物
語
り
と
し
て
の

幕
を
閉
じ
る
。
六
代
の
最
期
を
語
る
物
語
り
を
最
後
に
配
し
た
覚

一
本
の
構
成

は
そ
う
し
た
説
話
的
な
い
し
物
語
り
的
な
構
想
を
も
投
影
し
た
も
の
の
よ
う
に

思
う
の
で
あ
る
。

平
家
の
滅
亡
と
い
う
歴
史
的
な
事
件
を
再
現
す
る
の
に
、
覚

一
本
の
作
者
は

す
べ
て
を
呑
み
込
ん
で
流
れ
て
行
く
時
間
の
連
続
的
な
側
面
へ
の
認
識
の
も
と

に
平
家
の
滅
亡
を
語
ろ
う
と
す
る
歴
史
的
な
構
想
、
そ
し
て
血
の
因
縁
が
絡
む

家
の
悲
劇
と
い
う
説
話
的
か
つ
物
語
り
的
な
構
想
を
ふ
た
つ
な
が
ら
に
生
か
す

方
途
を
構
成
の
上
に
模
索
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
巻
十
二
の
上
に

そ
う
し
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
前
者
は

「
平
家
勘
文
録
」
に
い
う
四
部
の
合
戦
状
の
第
三
番
の
闘
識
の
書
に
通
じ
る
歴

史
語
り
の
か
た
ち
と
の
関
連
を
考
え
さ
せ
る
在
り
方
の
よ
う
に
思
え
る
。
保
元

の
乱
か
ら
承
久
の
乱
ま
で
を
ひ
と
つ
な
が
り
の
事
件
と
し
て
見
る
歴
史
認
識
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
後
者
は
色
好
み
の
物
語
り
が
家
の
物

語
り
で
で
も
あ
る
作
り
物
語
り
の
伝
統
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
れ
を
捉
え
る
と

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
問
題
は
大
き
い
。
構
成
の
問
題
は
ま
さ
に
こ
の
作
品
の

文
学
と
し
て
の
在
り
方
の
特
質
そ
の
も
の
を
探
る
問
題
な
の
で
あ
る
。

∧
注
∨

①
　
『平
家
物
語
全
注
釈
』
下
巻

（二
）
（角
川
書
店
　
昭
和
４３
年
８
月
刊
）
の
“
頁
。

②
　
『平
家
物
語
必
携
』
（別
冊
国
文
学
ヽ
１５
　
学
燈
社
　
昭
和
留
年
８
月
）
の
１３２
頁
。

③
・
後
世
の
た
と
え
ば

『皇
年
代
記
』
な
ど
も
同
じ
。

④

『
改
元
部
類
』
に
よ
る
。

⑤
　
同
右
。

⑥
　
同
右
。

②
・
拙
著

『中
世
伝
承
文
学
の
諸
相
』

〈和
泉
書
院
　
昭
和
“
年
８
月
刊
）
の
１６９
‐
皿

頁
。

③
　
『平
家
物
語
論
究
』
（明
治
書
院
　
昭
和
∞
年
３
月
刊
）
の
“
―
”
頁
。

⑨
　
「平
家
物
語
の
構
成
―
鹿
谷
の
プ
ロ
ッ
ト
ー
」
（
文
学
』
昭
和
“
年
３
月
号
）

⑩

注
⑦
の
１８５
‐
２０５
頁
。

⑪
　
『平
家
物
語
生
成
論
』
舎
一弥
井
書
店
　
昭
和
６．
年
３
月
刊
）
の
１６‐
―
‐７８
頁
。

⑫
　
「平
家
物
語
序
章
考
」
合
南
山
国
文
論
集
』
第
１０
号
　
昭
和
６．
年
３
月
）

⑬

村
井
康
彦

『平
家
物
語
の
世
界
』
（徳
間
書
店
　
昭
和
“
年
４
月
刊
）
の
１１６
頁
ｏ

⑭
・　
上
横
手
雅
敬

『平
家
物
語
の
虚
構
と
真
実
（上
と

（塙
新
書
　
昭
和
∞
年
１１
月
刊
）

の
７５
１
‐１５
頁
。

①
・　
安
田
元
久

『平
家
の
群
像
』
（塙
新
書
　
昭
和
４２
年
６
月
刊
）
の
″
―
“
頁
。

①

注
⑨
参
照
。

―
南
山
大
学
教
授
―


