
平

家

物

語

の

成

立

-

平
清
盛
の
造
型
に
お
け
る
問
題
を
め
ぐ

っ
て
i

森

井

雅

子

本
文
中

の
諸
本
略
号

源
平
闘
諍
録

(
闘
)

屋
代

本

(
屋
)

四
部
合
戦
状
本

(
四
)

百

二
十
句

本

(
百
)

長
門
本

(
長
)

覚

一
本

(
覚
)

延
慶
本

(
延
)

『平
家
』

に
お
け
る
清

盛
は

一
口
に
言
え
ば

「
猛
き
人
」
「
お
ご

れ
る
人
」
と

し
て

の
人
物
造

型

の
契
機
を
持

っ
て
い
る
。

そ
れ

は
又

、
松
本
氏
が
云
わ
れ

て

い
る
よ
う

な

〈
た
だ

一
ず

に
清
盛
を
歴
史

の
悪
役
と
し

て
、
そ

の

一
面
だ
け
を

(注
1
)

追
求

し
た
〉
造

型
と
も
受
け
と

る
こ
と
が

で
き

る
が
、
そ

の
反
面

に
お

い
て
、

清
盛

の
死
後

に
続
く

一
連

の
清
盛
関
連
説
話

で
あ

る

「
築
島
」
「
慈
心
房
」
「
祗

園
女
御
」
等

、
個

々
の
物
語
や
事
件

で
は
、
「
猛
き
人
」
「
お
ご
れ
る
人
」

の
契

機
が
権
力
者
と
し

て
の
清
盛

の
姿
よ
り
、
む
し
ろ

一
個

の
巨
大
な
英
雄
像
と

し

て
の
姿

に
現
わ
れ
、
そ

の
超

人
的
力
に
対

す
る
賛
嘆

の
念

が
、
そ
こ
に
見
ら
れ

る
。

ま
ち

か
く
は
、
六
波
羅

の
入
道
前
太
政
大
臣
平
朝
臣
清
盛
公
と
申
し
人

の
あ
り
さ
ま

、
伝
承

る
こ
そ
心
も
詞
も
及
ば
れ
ね

。
(
巻

一
「
祇
園
精

舎
」)

と

の
、
序
章

に
み
る
清
盛
物
語

の
語
り

の
発
端

は
、
清
盛
を
古
今

の
反
逆

の
系

譜

に
み
な
が
ら
も

そ
れ
ら
全

て
を
超
え
た
存
在
と
し

で
、
彼

の
英
雄
的
資
質

の

大
き
さ
を
物
語

る
に
他
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
、

『
平
家
』

全
体

を
通
じ

て
、

清
盛

は
善

。
悪
共

に
常
人

の
発
想

の
範
囲
を
超
え
た
と

こ
ろ
に
存

在
す
る
"
力
"

を
持

つ
人
物
と
し

て
描
か
れ
、
そ

こ
に
、

『
平
家
』

の
中

で
彼

の
悪
業

が
即

、

平
家

の
滅
び

に
直
結
す
る
も

の
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
る
必
然
性

が
あ
る
の
で
あ

る
。
当

時

に
お
け
る

"
悪
"

の
名
乗

り
が
意
味

す
る
よ
う
に

(
悪
源
太
義
平

、

悪
七
兵
衛
:
.云
々
と

い
う
場
合

の

"
悪
"
は
そ

の
力
に
通
ず

る
も
の
と
し

て
受

け
と
ら
れ

て
い
る
)
、
清
盛

の
力
そ

の
も
の
が

"
悪
"
に
通
ず

る
巨
大
な

力

な

の
で
あ
り
、
彼

の
内

に
あ
る
英
雄
性
自
体

、

「
平
家

の
悪
行
」

と
見
な
さ
れ
得

る
力
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

平
家
物
語

も
そ
の
発
端

は
平
清
盛
個
人

に
は
じ
ま

る
。
し
か
し
、
そ

の
清

盛

の
所
業

は

「
是

こ
そ
平
家

の
悪
行

の
は
じ

め
な
れ
」
と

い
う
よ
う

に
た
ん

に
個
人

の
所
業

で
は
な
く
、
平
家
と

い
う
個
人
を

こ
え
た
何
も

の
か

の
所
業

全
体
を
と
ら

え
る
文
脈

の
な
か

に
位
置
づ
け
ら
れ
る

。
(
「
平
家
物
語
に
お
け

る
集
団
主
体
」
杉
山
康
彦

和
光
大
学
文
学
部
紀
要

昭
42
)

杉
山
氏

の
云
わ
れ
る
、
こ
の

「
平
冢
と

い
う
個
人
を

こ
烹
た
何

も

の
か
」

紅
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移

行
す
る
清

盛

の
所
業

こ
そ
、
彼

の
平
家
物
語

に
み
る
英
雄
性
を

意

味

す

る

"
力
"
そ

の
も

の
な

の
で
あ
り
、
そ
の

"
力
"

の
な
せ
る
所
為
故

、
平
家

は
滅

亡
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
点

で
、
渥
美

か
を

る
氏

は
ま

(注
2
)

た
、
次

の
よ
う

に
述
べ

て
お
ら
匙
る
。

原
作
者

の
構
想

し
た
清
盛

は
全

く
特
殊

で
あ

っ
た
と
推
考

す
る
。
彼

に
は

天
賦
に
そ
な
わ
る
超
越
的

な

"
力
"
が
あ

っ
た
と

す
る
。

お
よ
そ
物
語

の
主

人
公
と
し

て
か
か
る
性

格
を
付
与

す
る
こ
と

は
空
前
絶
後
と

言
え
よ
う
。

平
家

に
お
け
る
清
盛
描
写

に

つ
い
て
、
少

く
と

も
原
平
家

に
既

に
存
在

し

た

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
記
事

を
抽
出

し
て
み
る
と

、
言

わ
れ
る
よ
う

に
、

清
盛
を
悪
玉
と
見
る
根
拠

は
何

も
出

て
来

な

い
の
で
あ
る
。
浮

び
出
さ

れ
る

清
盛
は
す
べ

て

一
で
あ
る
と
言
え
る
。
善

と
か
悪
と

か

の
倫

理
観

を
超
越

し

た

一
の

"
力
"
な

の
で
あ
る
。
清
盛

は
そ

の
超
越
的

な

"
力
"
を

天
賦

に
授

っ
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
位
人

臣
を
極

め
、
天
下
を
掌
握

す
る
こ

と

が

出

来

た
。

氏

は
、
平
家

に
お
け
る
清
盛
像
を
原
平
家

(
推
)
と
そ
れ
以
後

の
加
筆
部
分

と

に
わ
け

、
原
作
以
後

、
概
し

て
清
盛
を
賞
讃
す
る
記
事
が
ふ
え

て
い
る
こ
と

に
注
目
さ

れ
て
い
る
。
清
盛

死
後

の

一
連

の
伝
記
体
風

の
物
語
も
そ
う

で
あ
る

が

、

「
驢
」
な
ど

の
利
生
談
も
原
平
家

に
は
勿
論
無
か

っ
た
筈

で
、

こ
れ
ら

の

物
語
が

、
原
平
家

の
清
盛
像
を
隠
蔽
す

る
こ
と

に
な

っ
た
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら

(注
3
)

は

一
種

の
英
雄
崇
拝
的
心
理

か
ら
き
た
説
話
と
云

っ
て
よ
い
が
、
前
述
し
た
如

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

く
、
序
章

に
お
け

る
清
盛
個
人

に
対
す

る
語
り

の
契
機

に
も
通
ず

る
造
型
を
見

る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
る
。

以
下

、
『
平
家
』

の
成
立

に
か
か
わ
る
清
盛
造
型

の
問
題
を
、
悪
逆
化

と

理

想
化

へ
の
指
向
と

い
う
点

に
お

い
て
考

え
て
み
た
い
。
'

○

入
道
相
国

、

一
天

四
海
を
た
な
ご

こ
ろ

の
う
ち

に
ぎ
り
給

ひ

し

あ

ひ

だ
、
世

の
そ
し
り
を
も

は
ば
か
ら
ず
、
人

の
嘲
を
も
か

へ
り
見
ず
、
不
思

議

の
事
を

の
み
し
給

へ
り
。
(
巻

一

「
祗
王
」
)

こ
の

「
祗
王

」
の
挿

入
も
又
、
清
盛

に
ま

つ
わ

る
不
思
議

の
事
と
し

て
と
ら

え
ら
れ
、
そ
こ
に
物
語
全
体

の
構
想

に
お
け

る
挿
入

の
意
味

が

あ

る
。

こ

の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
不

思
議

の
事
」
と

い
う
清
盛

の
行
動

に
み
る
評
価
が
、

『
平
家
』

の

清
盛
を

み
る
基
準
と
も

云
え
る
で
あ
ろ
う
。
同
様

に
、
清
盛

の
悪
行

11
平
家

の
悪
行

の

始
め
と

し
て
と

ら
え
ら
れ
る

「
殿
下
乗
合
」

の
段

で
、
重
盛
が
、
清
盛

の
命
を

う
け
基
房

に
乱
暴

狼
籍

を
働

い
た
侍
ど
も

に
向

か

い
、

「
た
と

ひ
入
道

い
か

な

る
ふ
し
議

を
下
知

し
給

ふ
と

も
、
な
ど
重
盛

に
夢
を
ば

み
せ
ざ
り
け

る
ぞ
…
云

々
」
と

い
う
言
葉

に
み
る

「不

思
議
」

の
意
識

は
、
常
人

(
こ
こ
で
は
都
周
辺

の

一
般
知

識
人

、
及
び
旧
貴
族
階
級

の
常
識

、
す
な

わ
ち

、
重
盛

に
代
弁
さ
れ

る
清

盛
批

判
)

の
目

に

は

悪
行

と
映

っ
た

「
不
思
議
」

に
な

る

わ

け

で

あ

る
。と

こ
ろ
で
、
こ

の

「
祗
王
」

の
段
は
、

(屋

)
に
お

い
て
は

抽
書

に
出

し
、

又
、
(
闘

・
四
)
に
は
無

い
。
(延
)

に
あ

っ
て

(長
)

に
欠

く
な
ど
、
付
加
説

話
と
し

て
の
色
彩

が
濃

い
段
で
も
あ
る
。

そ
し
て
、
挿

入
位
置

も
、

(百
)

で

は

「
清
水
炎
上
」

の
後

に
く
る
な
ど
分

れ

て
い
る
。

そ

の
中

に
あ

っ
て
比
較
的

初
期

の
段
階
を
残
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
が

(延
)

の
あ

り

方

で

あ

(注
4
)

る
。
(
渥
美
氏
は
、

こ
こ

に
旧
延
慶

本
を
推
測

さ
れ
る
)

す
な
わ
ち
、
(
延
)

に
お

い
て
は
、

其

比
都

に
白
拍
子

二
人
あ
り
、
姉

を
は
義
王
妹

を
は
義
女

と

そ

申

け

る
:
・
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と

い
う
挿
入

に
姶
ま
り
.
義
王

・
義
女

・
仏
御

前
ら

の
出
家

を
述
べ
た
後

.

さ

て
入
道
は
仏
を
失

て
、
東

西
手
を
分

て
尋
ぬ
れ
と
も
叶

は
す
、
後

に

は
か
く
と
聞
給
け
れ
と
も
、
出
家

し

て
け
れ
は
不
力

及
さ

て
や
み
給
き
。

と
、
清
盛

の
こ
と
に
た
ち
戻

っ
て
物

語
を

結
ぶ
。

そ
の
出
だ

し
も
突
飛

で
あ

る

が
、
最
後

、
清
盛

の
事
象
と

し

て
物

語
を

し
め
く
く
る
こ
と

に
よ
り
、
説
話
を

本
文
中

に
同
化
さ

せ
よ
う
と

す
る
意
志
が
明
白

に
う

か
が
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
章
段

、
も
と

も
と
独
立

し
た
別
個

の
女
性
説
話
と
し

て
の
成
立
が
考
え
ら

れ
る
が
、

(延
)

の
場
合
、

清
盛

の

「
不
思
議
な
振
舞
」

の
具
体
的
類
話
と
し

て
前
後

の
詞
章

に
続
く
と

い
う

よ
り

、
」ま
ず
、
白
拍
子

の
出
家
往
生
譚

に
焦
点

が
あ
り

、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
清
盛

の
物
語

に
結
び

つ
い
て
終
わ

っ
て
い
る
と
云

っ
て
よ
い
。

(
覚
)

で
は

「
恐
ら
く

は
帝
闕
も
仙
洞
も
是
に
は
す
ぎ
じ
と

み

え

し
」

(
「
吾
身
栄
花
」
)
を
う
け

て
、

清

盛

の
栄
華

の
う
ち
に
起

っ
た
不

思
議

の

出

来
事
と
し

て

一
応

の
照
応
を
み
た
挿

入

で
あ
る
と
思
う
。

「
何

な
ら
む
末

の

代
ま

て
も
何
事

か
あ
る

へ
き
と
目
出

そ
見
え
し
」

(延
)

(
覚
)
で
は

「
二
代
后
」

の
冒
頭
)
か
ら

「
祗
王
」

の
物

語

へ
続

く

(延
)

の
結
末

は
、
悪
行

の
構
想

に

(注
5
)

お
け
る
こ

の
説
話

の
存
在

よ
り
も
、、
彼
女

ら
の
宗
教
的
世
界

に
視
点
を

み
る
と

い
う
性
格

が
強

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
(延
)

の
場
合

の
説
話

の

あ

り
方

は
、
清
盛

の

"
不
思
議

"
即

、
平
家

の
悪
行
と
し

て
の
物
語

の
構
想

に
必

ず

し
も
同
化

し
た
も

の
と

は
な

っ
て
い
な

い
。

こ
の
点
、

(屋
)

に
お

い
て
は
、

抽
書
と

し
て
で
は
あ

る
が

、
清
盛

の
行
為

に

"不

思
議

の
事
"
と

い
う
意
識

の

前
提
が
入

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
文
中

に
あ
る

「
殿
下
乗

へ

合
」

の
章
段

で
の
重
盛

の
言
葉

に
は
そ

の
評
は
な

い
。

(
百
)

に
至

っ
て
は
、

(
屋
)

で
云
う

「
縦
入
道
如
何

ナ
ル
事

ヲ
下
知

シ
給

フ
ト

モ
…
」

云
々
の
章
句

自
体
を
欠

い
て
い
る

の
で
あ
る
。
(
闘
)
で
は

「
入
道

雖
被
下

ー
知
鳳
ル
不
思
議

一

乳
募

..不
レ見
レ夢

重
野

と
あ
り
・
こ
の
亠畢
件
の
葉

警

此
蹴
二
豪

ト
ゾ

悪
行
始

一」
と
結
ぶ
。
平
家

の
悪
行

の
始
め
と
し

て
の
位
置
づ

け
が
明
確

で

あ

る
が
、
「
世

の
乱
れ
」

の
始
め
と

い
う
意
識
は
な

い
。
(
覚
)

は
、
こ

の

「世

の

み
だ
れ
そ
め
け
る
根

本
」

の
事
件

が
又
、
清

盛

の
悪
行

に
始

ま
る

「
平
家

の
悪

行

の
は
じ
め
」

で
も
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
。
(屋
)

の
記
述

に
は

「
摂
政

関

白

ノ
カ
カ

ル
御

目

二
合

セ
給
事
是

ソ
始
」
と

あ

っ
て
も
、
「
平
家

の
悪
行

の

は

じ

(注
6
)

め
」
と

は
な
い
こ
と

か
ら
し
て
、
『
平
家
』

に
み
る
清
盛

の
悪
行
と
呼
ば

れ

る

行
為
が

、
(覚
)

に
お
け

る
物
語

の
達
成

よ
り
も
説
話
的
語
り

の
興
味

の

方

に

焦
点
が
あ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
が

(
覚
)

の
如
く

"
不
思
議
"
な
る
振
舞
と
云

う
統

一
し
た
評
価
を
加
え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
物
語
的
構

想

に
清

盛
個
人

の
発

散
す
る

"
力
"
が
組

み
込
ま
れ

て
い
く

こ
と

に
な
る

の
で
あ
る
。

(屋
)

の
章

段

に
お

い
て
は
む
し
ろ
、
前

段

の

「
こ
代

后
」

と

の
関
連
に
お

い
て
、

「
世

の

乱
れ
」
を
平
家

の
悪
行
に
結
び

つ
け

て
置
こ
う
と
し

て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。
逆

に
、

(
闘
)
は
源
平

の
記
事

渉
交
互
に
並
列
化

し
て
い
る
中

で
、

こ
の
事
件

は

「平
家
」
清

盛

の
悪
行

の
始

め
と

い
う
事
柄
が

、
源
氏

に
対
す

る
平
氏

の
記
述

と
し

て
描

か
れ
る

の
で
あ
る
。
(覚
)

の

「
世

の
み
だ

れ
そ
め
け

る

根

本
」
と

い
う
意
識

は

「
二
代
后
」
等

に
み
る
、
い
わ
ゆ

る
中
断
さ
れ
た
部
分
か
ら
平
家

ヘ
シ

ノ

の
悪
行

の
舞
台
を
導
き
出
す
形
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
此
聞
二
平
家
悪
行

ト

ソ

始

ご

と
章
段
を
結
ぶ

(闘
)

は
清
盛
悪
行

の
物
語
と
し

て
独
立
し
た
説

話

の

性
格
を
持

つ
と
云
え

よ
う
か
。

前
述
し
た
如
く
、
(
百
)
は

「
殿
下
乗
合

」

の
前

、
「清

水
炎

上
」

の
後

に

「

祗
王

」
の
挿
入
が
あ
る
。

「
二
代

の
后

」

)

「
が
く
う
ち
う
ん
」
W

(世

の
乱
れ
と
平
行

る

て
平
家

の
地
位
が
固

る
)
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霧

窮

÷

盛
の
不
思
議
の
舞

の
類
話
)

「
よ
の
み
だ

れ
と
あ

ぬ
る
こ
ん
ぼ
ん

は
…
…

こ
れ
ぞ
平
家

の
あ
く
ぎ

ゃ
う

の

は
じ

め
な
る
」
と

は
云
い

つ
つ
も

、
前
後

の
構
成
か
ら

み
る

「
世

の
乱
れ
」

に

対
す

る
意
識

は
他
と
違

っ
た
も

の
と
な

っ
て
く

る
と
思
わ
れ

る
の
で
あ

る
。
清

盛

の
不

思
議

の
振
舞

の

一
例

で
あ
る

「
祗
王
」

に
引
き
続
き
、
「
あ

は
れ

な

り

し
事
ど

も
な
り

(「
祗

王
」
)

…
さ

る
ほ
ど

に
嘉
應
元
年

…

(「
殿
下
乗
合
」
)
と

続

く
こ
と
で
、
こ
れ
も
又
、
清
盛

の

「不

思
議

」

の
こ
と
と

い
う
関
連
性
を
持

っ
て
い
る

こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
重
盛

の
言
葉

に

「
不
思
議
」

の
評
が
み
え
な

い
の
も
、、
(
百
)
が

「
祗
王
」
と

「
殿
下
乗
合

」
を
共

に
、
平
家

の
政
権

確

立

後

の
清
盛

の

"カ

"
故

に
起

っ
た
事
件
と
し

て
取
り
あ
げ
る
よ
う

「
祗
王
」

を

こ
の
位
置

に
挿
入
し
た
た

め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
総
括
し

て
云
え
ば
、
(
屋
)

に
は

「
世

の
乱
れ
」

の
始
め
と

い

う

意

識
と
清
盛

の
悪
行

に
対
す

る

「
不
思
議
」

の
認
識
と
が
直
接
的

に
結
び

つ
く
と

こ
ろ
ま

で
い
か
ず

、
構
想

の
う
え

に
お

い
て
、
説
話
群
と
歴
史
的
事
件
を
何
ら

か
の
意
味

で
清
盛
個
人

に
関
連
性
を
も
た
せ

る
こ
と

で
、
次

の
鹿
谷
事
件

へ
乏

展
開
を

み
る

(覚
)

の
あ
り
方

よ
り
も
、

素
朴
な
編
集

で
あ

る
と

云

え

る
。

又

、
(闘
)

に
は
ま
だ

「
世

の
乱

れ
」

の
始

め
と

い
う
意
識

は
な

い
の
で
あ
る
。

「
平
家

の
悪
行
」

11

「
清
盛

の
悪
行
」

の
始

め
と
し

て
.の
み
、
歴
史
的
事
件
を

取

り
扱

う
態
度

で
あ
る
。

こ
れ
は

(闘
)

の
あ
り
方
が

、
こ
の
事
件
を

「
二
代

后
」

「額
打
論
」

な
ど

に
み
る
世

の
動
き

(王
朝
社
会

の
崩
壊
)

に
伴
な
う
も

の
と

し
て
の
関
連

か
ら
取

り
入
れ
る
も

の
で
は
な

く
、
編
年
体

に
み
る
源
平

の

歴
史
的
事
件

を
見

る
態
度

か
ら
と

云
う

べ
き

で
あ

る
。

そ
し
て
、
こ
れ
に
反
し

て
、
〕
種
独
特

な
講
成
・の
あ
り
方
を
示

し
て
い
る
の
が

(
百
)
で
あ

る
。
「
祇
王
」

の
挿
入
位
置

に
み
る
こ

の
本

の
構

想
は
、
「祇

王
」
「
殿
下
乗
合
」
を
平
家

の
政

権
確
立

・
栄
華

の
頂
点

に
達
し
た
段
階
か
ら
清
盛

の

「
不
思
議
」

の
行
為

を
述

べ
よ
う
と
・し

て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
こ

の
点

で
、
序
章

に
お
け
る
清

盛
伝

承

のへ

発
端

に
通
ず
る

「
伝
承
る

こ
そ
心
も
詞
も
及
ぼ
」
ぬ
清

盛

の

"
力
"
を
語
る
語

へり
と
し

て
、
ま
と
ま

っ
た
構
想
を
持

っ
て
い
る
。

こ
の
本
は
、
入
道
死
去

以
後

の
清
盛
説
話

に
関
し

て
も
、
,
語
り
系

の

(
屋

・
覚
)
と
は
違
う
意
図
が
う
か
が

え

る
と
思
う
が
、
そ

の
問
題

に

つ
い
て
は
、
今

こ
こ
で
は
省
く
。

「
祗
王
」

の

"
不
思
議
"
も
、
又
、

「
殿
下
乗
合
」

に

お
け
る
意

識

の
あ
り

方
も

、
後

に
展
開
す

る
清
盛

の
行
為
を
意
図
し
た
行
為

の
基
準

に
他
な
ら
な

い

と
思

わ
れ
る
の
で
あ

る
。
語

り
系

の

(屋

・
百

・
覚
)

に
お
い
て
、
「
殿

下

乗

合
」

は
清
盛

に
対
比

す
る
重
盛

へ
の
賛
美

で
章
段
を
.終
わ

る
の
に
対
し
、

(闘
)

で
は
そ

の
後

に
、
基
房

の
有
様
を
記
す

(国
久
丸

の
話
)
「
其

-
後
奉
知
二
殿
下

御
軸

一入
無

一
ー
羞
…
…
摂
政
関
亂
御
下
覧

ス
ル
事
ハ
此
憂
臨

(上
)
集
航
可
…難

有

様

ヘ
シ

ノ

ト
ソ

此

(一
)聞
二
平
家

悪
行
始

二

云
々
の
詞
章
を
以

っ
て
事
件
を
結
ぶ
形
を
取

っ

て

お
り
、

(
覚
)

な
ど
と
丁
度

、
詞
章

が
逆

の
順

に
入
る
。
語
り
系

に
お
い
て
は

事

件
そ

の
も

の
は
勿
論

だ
が
、
こ
れ

か
ら

の

『
平
家
』
に
お
け
る
清
盛
と
重
盛
、

二
人

の
対

比

の
点

に
興
味

喰
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

『
平
家
』

の

構
想

に
お
け
る

二
つ
の
力

の
対

立
、
す
な
わ
ち
、
二
人

の
対
比

に
焦

点
を
置

い
た
虚

構
が
行
な
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

(
闘
)

の
方

は
、
事
件

が
平
家

の
悪

行

と

し

て
の
歴
史
的
意
味
を
な
す
と

こ
ろ
に
、
物
語

の
中

心
が
あ
る
。

(延

・
長
)

は

こ
の
事
件

の
後
日
談

(平
家

の
悪
行

へ
の
風
刺

)
を

記
す
。
清
盛

の
悪
行

(周

知

の
如
く
、

こ
の
段

の
事
件
は
史
実

に
よ
れ
ば

重
盛

の
こ
と

で
あ
り
、
こ
こ
に

ヘ

へ

清
盛

の
造
型

に
お
け
る
悪
逆
化

へ
の
指
向

が
う
か
が
わ
れ
る
)

を
語

る
と

い
う

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

意
味

に
お

い
て
、
治
承
年
間

に
お
け
る
清
盛
に
対
し

て
の
生
語
り
と
も
云
う
べ

き
伝
承
が
推
測
さ
れ
う

る
が
、
そ

の
導
入

に
よ

っ
て

"
悪
行
吻
を
通

じ

て
形
成
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ざ
れ
た
清
盛
・の
造
型

の
物
語
的
虚
構
が
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
α

○

す

で
に
云
わ
れ

て
き
た
よ
う

に

『平
家
』
に
描

か
れ

て
い
る
清
盛

の
造

型
は
、

ほ
ぼ

治
承
年

闇
に
お
け
る
清

盛
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
し

か
も

、
清

盛

を
悪
逆
化

し
よ
う
と

す
る
意
図

が
働

い
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
う

い

っ
た
意

,味

で
、
「
殿
下
乗
合
」

の
事
件
も

、
ま
さ

に

「
世

の
乱
れ
」

の
始

め
と

し

て
悪

行

の
力
を
描

こ
う
と
す

る
と

こ
ろ

に
創
作

の
力
点
が
あ
る
。
そ

こ
に
は
、
松
本

(注
7
)

氏

の
云
わ
れ
る

「
玉
葉

の
目
」
を
通
し
た
清
盛

へ
の
視
点

の
あ
り
方

が
存

在
す

る
か
も
し
れ
な

い
。

愚
管
抄

忙

い
う

「
(清

盛

ハ
)

ヨ
ク
ヨ
ク

ヅ
ヅ
シ
ミ
テ
イ
ミ
ジ
ク

バ
カ
ラ
ヒ

テ
、

ア
ナ

タ
コ
ナ
タ

シ
ケ

ル
ニ
コ
ソ
」

の
、
政
治
家
清
盛

の

一
面
、

又
、

「
福

原
大
相
国
禅
門

い
み
じ
か
り
け

る
人
也
。

(略
)
人

の
心

の
感
ぜ
し
む
と

は

是

な

り
。」
(
『
十
訓
抄
』
)
と
語
ら
れ
る
人
間
性
も
、
『
平
家
』

の
清
盛
造
型

に

お

い
て
は
切
り
捨

て
ら
れ

て
い
る

よ
う
な
感
が
あ
る
。

保
元
元
年
七
月

に
宇

治

の
左
府
代

を
み
だ
り
給
し
時

、
安

芸

守

と

て

(
略
)
次

に
平
治
元
年

十

二
月
信
頼
卿

が
謀
反

の
時

、
御
方

に
て
賊
徒
を

う
ち

た

い
ら
げ
、
勲
功

一
に
あ
ら
ず
恩
賞
是
お
も

か
る
べ
し
と

て

(
略
)

左
右
を
経
ず

し
て
内
大
臣

よ
り
太
政
大
臣

従

一
位

に

あ

が

る
。

(
巻

↓

「
鱸
」
)

以
上

の
よ
う
な
、
保
元

.
平
治
か
ら
治
承

に
至
る
ま
で

の
間
、
平
家

の
政
権

確
立

の
過
程
を
、
清
盛
昇
進

の
簡
略
化

さ
れ
た
記

述

の
概
略

に
と
ど
め
、
す
ぐ

平

家
全
盛

の
物

語

へ
と
移

行
す
る
。

そ
れ
は
、
全
盛

の
平
家

の
栄
華
を
き

わ
め

た
お
ご
り

の
姿

(「
吾
身
栄
花
」
「
禿
髪
」
)
ど

重
な
り

、
具
体
的

に

は

「
殿
下

乗
合
」

に
始

ま
る
清
盛

の
悪
行

に
よ

っ
て
、
「
平
家
」

の
物
語

は
始
ま
る

と

云

ッ
て
よ

い
の
で
あ
る
.
時
枝

氏
は

『
平
家
』
を

「
平
安
末
期

に
お
げ

る
諸
勢
ガ

(注
8
)

の
角

逐
抗
争

と
そ
の
消
長

の
中

に
、
平
家

の
興
亡
を
位
置
づ
け

よ
う
と
し
た
」

と

、
問
題
を
提
起
さ

れ
て
お
り

、さ
ら

に
、
佐

々
木
氏
ば
平
家

の
興
亡
に
貫
ぬ
か

(注
9
)

れ

た
平
家
勢
力
と
反
勢
力
と

の
闘
争

の
物
語
と
し

て
み
よ
う
と
す
る
。
両
氏
と

も

、
平
家

の
興
亡
を
中
心
と
し
た

『平

家
』

の
主
題
を
み

て
お
ら
れ
る
。
確

か

に
、
現
在

の

『
平
家

』

の
種
々
相

、
そ

の
複
雑

な
形
態
を

み
る
時

、
平
家

の
滅

び
と

い
う
全
体

を
貫
ぬ
く
主
線
と
し

て
の
構
想

を
見

い
出

す
こ
と
が

で
き

、
そ

れ
を
中
心
に
集
約

し
た
も

の
と

し
て
様

々
な
事
件
を
取
り
あ
げ

て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
他
な

ら
ぬ
十

二
世
紀
末

の
変
革
期

の
諸
相
を
伴
な

っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

こ
の
治
承
を
中
心
と
し
た
舞
台

の
出

発
点

は
、
あ
く
ま

で
清
盛

の
悪
行

の

"
力
"

に
動
か
さ
れ

て
い
る
と
云
え
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
概
略
的
な
清
盛
、
平
家

の
栄
華
・の
過
程

を
記

す
に
と
ど
め
、
頂
点

に
登
り

つ
め
た
時
点

で
の
栄
華
か
ら
物

語
に
進
行

し
て

い
く
。
当
時

の
歴
史

の
舞
台

、

京
周
辺

の
都

市
社
会
層

を
中

心
と

し
た
世
界
を
動

か
し
た
清
盛

、
い
は
ば
時
代

の
歴
史
を
動
か
し
た
清
盛

の
力
が
、
物
語
を
押

し
進

め
て
行

く
と
云

っ
て
よ
い

の
で
あ
る
。

王
法

.
仏
法
何
も

の
を
も
恐
れ
な

い
清
盛

の
力
が
、
平
家

の
全

て

の
並
列
さ

れ
た
事
件
を
吸
収
し

て
い
く
契
機
と
な
る

の
で
あ
る
。
そ

の
清
盛

の

超
入
的
と
も
云
え

る
行
動
力

こ
そ
、
従
来

の
伝
統

・
秩
序
を
破

壊
し

て
い
く
悪

行

の
力
と
し

て
登
場
し

て
く
る
。

こ
の
意
味

で
も
、
平
家

に
お
け
る

「世

の
み

だ
れ
そ

め
け
る
根

本
」
と

い
う
意
識
は
、
「
コ
ノ
ブ
シ
ギ

コ
ノ
後

ノ
チ
ノ

事

ド

モ
ノ
始

ニ
テ
ア
リ
ケ

ル

ニ
コ
ソ
」

(
『愚
管
抄
』
巻

五
)
と

い
う

よ
う

に
、
平
家

没
落

の
、
い
わ
ゆ
る
治

承

・
寿
永

の
変
革
期

に
お
け
る
動
乱
を
提
示
す
る
意
味

で
、
歴
史
を
動

か
し

て
い
く
清
盛

の

「
不
思
議
な
振
舞
」
と
し

て
の

「平
家

の

悪
行
」

の
始

め
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
し

て
考
え
る
時
、
清
盛
造
型

の
内
に
お
け
る
悪
逆

化

の
聞

題
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ば
鄭
後
白
河
院
を
中
心
と
す
る
宮
廷
勢

力
㌔
隠
寺
院
勢

か
㌔
源
氏

の
武
家
勢
か

な
ど
各
勢
力

の
角

逐
抗
争

の
事
件

を
治
承

・
寿
永
前
後

の
変
革
期

の
中

で

「
平

家

」

の
物
語
と
し

て
、
構

想
し
て

い
く
上

で

の
基
本
的
姿
勢

に
か
か
わ

っ
て
く

ヘ

へ

る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
『平
家
』

の
清
盛
像

に
み
る
語

り
は
、
彼
が
治
承

年

間

の
歴
史
を
動
か
し
た
自
身

の
行

動
か
ら
、
そ
の
独
裁
的

力

へ
の
反
感

に
と

ら
え

ら
れ
た
も

の
と
云

っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
む

ろ
ん
、
清
盛

に
と

っ
て
負

の
部
分

ば

か
り
描
か
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
鹿

谷
事
件

に
お

い
て
も

「
清
盛
を
悪

人
と
す
る
よ
り
は
却

っ
て
謀
反

を
起

し
た
新
大
納
言
成
親

.
俊
寛

。
西
光
を
悪

(注
10
)

人
と
見

て
ゐ
る
」

の
で
あ
り
、
梶
原

正
昭
氏

が
そ
の
論
考

〈
『
平
家
物
語
』

の

一
考
察

1

"
鹿

の
谷
"
と
白
山
事
件
」
〉

で
詳
細

に
検
討
さ

れ
て
い
る
如
く
、

白

山
事
件

に
み
る
山

門
に
対

す
る
同
情
と

は
反
対

に
、
鹿

の
谷
陰
謀

に
お
け

る

院

の
近
臣
成
親
以
下
、
西
光

ら
に
対

し
て

一
方
的
と

も
云
え

る
批
判
が

み
ら
れ

る

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
て
鹿
谷
事
件

に
お
い
て
は
、
清
盛

の

行
為
が
全
面
的

に
否
定

さ
れ

て
は

い
な

い
と

は

い
え
、
結
果
的

に
こ
の
出
来
事

を
収
捨

し
た
行
為

は
人
だ

の
恨

み
や
嘆
き
を
引
き
起

こ
す
こ
と

に
な

る
。

そ
し

て
、
こ

の
場
合

に
は
未
然

に
す
ん
だ

が
、
法
皇
幽
閉
と

い
う
王
法

へ
の
悪
行

の

意
図
が
示
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
有

形
無
形

の
形
で
清
盛

の
悪
行

に
結
び

つ
く
こ

と

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ

の
点

で
、
平
家

の
全

て
の
事
件

、
出
来
事
が

、
清

盛

に
と

っ
て
伝
統
的

秩
序
社
会

へ
の

"
悪
行

"
と
評
価

さ
れ
る
強
行
態
度
を
取

ら
ざ
る
を
得

な

い
よ
う

に
構
成

さ
れ
て

い
る
と

云

っ
て
よ

い
と
思
う
。
周
知

の

よ
う

に
、
鹿
谷
事

件

に
対
す
る
史
実

の
清
盛

の
態
度

は
、
『
平
家
』
と

は

反

対

に
、
院

に
対

し

て
む
し
ろ
、
そ

の
意

を
む

か
え
る
と

云

っ
て
よ
い
ほ
ど
穏
便

に

配
慮
し

て
い
勧

こ
と
が
み
え
、
『平
家
』

に
お
け
る
虚
構

(
い
わ
ゆ
る
重

盛

諌

言
)

は
実
際

に
は
あ
り
得
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
、
清
盛
造
型

に
お
げ
る
虚

構
は
、
前

述
し
た

「
殿
下
乗
合

」
等

瓮

9

に
最

も
顕
著

に
現
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

こ
れ
を
富
倉
氏
は
、
清
盛
を
政
洽

家
と

し
て
で
は
な
く

、

一
人

の

「
罪
深

い
人
間
」
と
し

て
描

こ
う
と
す
る
立
場

で
あ
り
、
広

く
庶
民
階
級

に
理
解

し
う

る

「
唱
道
文
学
的
な
人
間

の
捉
え
方
」

の
造

型
と

し
て
、
清
盛

の
造
型

に
何
ら

か
の
形

で
唱
導
家

の
参
加
を
認

め
て
お

ら
れ
る
。
従

っ
て
、
『
平
家
』

に
お
け

る
悪
行
が
全

て
清
盛
個
人

の
意
志

に

よ

る
も
の
と

す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
『
平
家
』

に
み
る
清
盛
造
型

の
あ
り
方

と

関

連
し
た
虚
構

が
生
ま

れ
る
の
で
あ

る
。
愚
管
抄

、
玉
葉
な
ど

の
史
実

に
み
る
政

治
家
清
盛

の
あ
り
方
を

、
全

て
猛
き
武
人

の

一
面

に
お

い
て
捉
え
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
彼

が
対
決
す

る
後
白
河
院

、
及
び
院
近
臣

の
院
庁
、
又
、
比
叡
山
等

に

代
表

さ
れ
る
旧
仏
教

の
僧
院
社
会
等

、
旧
王
朝
勢
力
と
も

云
う
べ
き
概
成
秩
序

に
対

す
る
新
興
勢
力

の
武
士
階
級

の
新

し
い
武
人

の
あ
り
方
が

よ
り
明
確
化
さ

れ

て
い
よ
う
。

そ
れ
が
、
京
都
朝
廷
を
支
配
す

る
現
状
維
持

の
伝
統
的
旧
秩
序

社
会

に
と

っ
て
、
彼

ら
か
ら
み
た

"
悪

"
の
破
壊
的
行
動

に
よ
る
罪
業
を

一
身

に
負

う
清
盛
像

の
姿

へ
と

つ
な
が

る
の
で
あ

る
。
重
盛
造
型

に
代
表
さ

れ
る
律

令
体

制

の
道
徳
的
立
場

か
ら
の
批
判
が

、
石
母

田
氏

の
い
わ
ゆ

る
清
盛

の
戯
画

化

に
も
通
ず

る
の
で
あ
る
が

、
こ
の

『
平
家
』

に
お
け

る
清
盛

の
戯
画
化

・
矮

小
化
と

云
わ
れ
る
形
象

は
重
盛
造
型

の
あ
り
方

に
み
る
伝
統
的
旧
秩
序

へ
の
思

慕
と

、
崩
壊

し

つ
つ
あ
る
旧
階
級
基
盤

に
対
す

る
賛
美

の
心

に
反
映
さ

れ
た
意

味

で

の
、
清
盛

に
対

す
る

"
笑

い
"
と

い
う
事
象

に
形
成
さ
れ

た
批
判

の
態
度

な

の
で
あ
る
。
こ

の
点

で
、
「
保
元

・
平
治
」
に
お
け

る
清
盛

の
戯
画
化

の
形
象

と
は
違
う
こ
と
に
注
意

し
た

い
と

思
う
。
源
氏

に
対

す
る
平
氏

の
武
人
清
盛

へ

の
矮
小
化

で
あ
り
、
保

元

・
平
治

に
描

か
れ
た
純
粋

な
武
力
と

い
う
形

で
、
中

央

に
登
場
し

て
き
た
新
勢

力
か
ら

の
、
平
氏

の
貴
族
的
傾
向
と
政
治
性

に
む
け

ら
れ
た
批
判

の
目
を
感
ず
る

の
で
あ
る
。
比

較
的
実
像

に
近

い
姿
を
写

し
て
い

る
と
思

わ
れ

る
初
期
保
元

・
平
治

(
半
井
本

・
第

一
類
本
)
か
ら
、
源

氏

に
対
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す
る
撼
情
移
入

の
傾
斜

度
を
堪
す
流
布

本
に
至
る
に
従

い
、
平
氏

の
頭
領

「
武

入
七
清
盛

の
形
象
化
は

一
方

の
重
盛
が
引

き
あ
げ
ら
れ
る
に
反

し
て
、
悪
玉
と

し
で

も
矮
小
化

さ
れ

で
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
問

題
に

つ
い
て
は
、
保
元

・
平
治

の
成
立

か
危
平
家

の
成
是

の
過
程
と

の
相

互
関
係

の
申

に
、
清
盛
造
型

の
変
貌
を
考
え

て
い
く
必
要
を
考
え
る

の
で

あ

る
。
先

に
述
べ
た
如
く
、
富
倉
氏
は
政
治
家
と
し

て
で
は
な
く

二

介

の
権

力
者
」
「
上

は

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

ふ

さ

ま

に
行
ふ
」
猛
き
武
入
と
し

て
の

『平

家
』

に
お
け
る
清
盛

造
型
を
み

て
お
ら

れ
る
が
、
後
世

ζ
お
け
る
清
盛
流
伝

の
あ

り
方

を
み
る
な
ら
ば

、
保

元

・
平
治

.
平
家

の
そ
れ
ぞ
れ
初
期

の
形
成
時
代

は
別
と
し
て
、
・
「
猛
き
武
人
」

で
あ
惹

こ
と
が
、
時
代

の
権

力
者
と

し
て
思
う

が
ま

ま
の
悪
行
を
押

し
通
す
清
盛

の
姿

と

は
必
ず
し
も

一
致
し
た
形

で
意
識
さ
れ

て
い
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
武
人

と

し
て
の
平
氏

の
清
盛

の
力
と
そ
れ
を
背
景
ど
し
た
権
力
者
と
し

て
の
巨
大
な

姿

は
、
彼
が
動

か
し
た
治
承
年
間

の
そ

の
歴
史
も

の
と
し

て
、

『
平
家
』

の
中

に
統
合
し

て
い
る
。

こ
れ
は
、
『
平
家
』

に
み
る
清
盛
造
型

の
視
点

が
玉

葉

に

代
表
さ
れ
る
旧
貴
族

の
意
識

に
寄
与

さ
れ

て
い
る
た
め
と
私

は
考

え
る
似
保

元

.
平
治
と
平
塚
と

の
、
形
成
基
盤

の
相
違

が
自

ら
う
か
が
わ
れ
る
の
で
は
あ

る

ま

い
か
,
.後

世

に
流
布
し
た
保

元

・
平
治

を
み
る
と

、
猛
き
武
人
清
盛

の
性
格

は
極

め

て
矮
小
化

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
例

は
以

下
の

二

二
二
に
み
る

如
ぐ
、
武
人
と

し
て

の
清
盛

、
す

な
わ
ち
平
氏
を
矮
小
化
す

る
意
識

は
明
白

で

あ
る
。

白
河
殿

へ
義
朝
夜
討

に
寄

せ
ら
る
る
事

.
`

(
保
元
物
語
)

義
朝

六
波
羅

に
寄
せ
ら
る

る
事

、

(平

治
物

語
)

清
盛
出
家

の
事
井
び
に
滝
詣

で
付
け
た
り
悪
源
太
雷

電
と
な
る
事

(平

治
物

語
〉

そ
し

て
、
そ

こ
に

『
平
家
』

に
描
か
れ
た
悪
行
人
清
盛

に
対

す
る
戯
画
化

へ
の

意
図
と

は
違

っ
た
観
点
を
示
し

て
い
る

こ
と
を
感
ず
る

の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
視
点
か
ら
、
今

一
つ
、
清

盛
に

ウ
い
て
の
後
世

の
口
承
を

ひ
ろ

っ
.て
み
「よ
う
。

「
武
将
が
落

日
を
招

き
返
し
た
と

い
ふ
物
語

は
、
久

し
い
年
代

に
互

っ
て
の

民
間
文
芸

の
好
題
目

で
あ

っ
た
」
と
し

て
、
柳
田
氏

は
日
招

八
幡
、
又
は

八
幡

太
郎
日
招
壇
の
鼻

の
流
布
に
つ
い
て
論
考
さ
れ
て
い
髴

㌧
八
幡
太
郎
嚢

の
扇

で
日
を
招
く
伝
説
等

に
み
る
と
は
違

い
、
清
盛

に
つ
い
て
ば
戦
場
に
お
け
・

る
英
雄

の
力
を
示
す
伝
承
と
し

て
よ
り
、
権
力
者
と
し

て
の
権

力
を
連
想

し
て

の
流
布
を
み
る

の
で

み
る
。
す
な
わ
ち

、
柳

田
氏
に
よ
れ
ば

、
安
芸

の
吉

田
地

方

の
田
植

唄
に
、
平
清

盛
日
を
招

く

一
章

が
あ
る
と

い
う
。

本
来

田
植
唄

な
る
が
故

に
日
を
招
く
と

い
ふ
章
句
が
あ
り
、
そ
れ
が
容
易

に
厳
島
御
幸
記
な
ど

の
、
六
波
羅
豪
著

の
記
事

に
聯
想
せ
ら
れ

て
、
此
話
を

(注
13
)

俗
間

に
流
布

せ
し
め
た
の
だ
と
見
ら
れ
、る
。

こ
の
よ
う
な
流
伝

に
つ
い
て
、
『
理
斎
随
筆
』

は
、
「
平
相

国
入
道

の
日
輪
を

扇
を
以

て
ま
ね
き
上
げ
し
か
ば
、
日
輪

三
尺
あ
が
り
し
と
俗

に
申
伝

ふ
る
は
、

清
盛

の
勢

ひ
四
海
を
呑

で
、
天
子
を
も
臣
由

に
せ
し
あ
り
さ
ま
を
も

っ
て
、
日

輪

を
扇
ぎ
上
げ
し
と
は

い
へ
る
も

の
か
」
と

述
べ
て

い
る
。
又

、

『
平
家
』

に

お

い
て

「禿
髪
」

の
説
話

に
伝

え
ら
れ
る
清
盛

へ
の
批
判

は
、

「
清
盛
暴
虐
侈

倣

レ常
」

の
独
裁
者

に
対

す
る

「
暴
君
防
二
民
之

口
一
恣
二
其
私

一、

噫

一
時
雖
レ

似
レ
止
二
其
謗

一
、
而

千
歳
伝
レ
之

、
更
謗
二
其
防

口
之
苛

一、
則
亦
何
益
之
有
、
属

王
遂

死
二
十
筑

一、
清

盛
不
レ
保

二
世

一而
亡
矣
、
(略
)
」

(『
塩
尻
』
)
と

い
う
儒
教

的
善
悪

に
お
け

る
判
断

で
あ

る
。
「
物
怪
」
や

「
入
道

死
去
」
の
段

に
み
る
武
人

と

し
て
の
巨
人

の
面
目

は
失
な
わ
れ
、
善

・
悪

に
通
ず

る
悪
行
人

の
カ
ー

〈
申

世
説
話

に
お

い
齟て
宗
教
的
悪
行
人
と
し

て
描
か
れ
る
武
士
そ

の
中

に
悪

の
力
が

大
き

い
ぼ
ど
、
又
善
を
な
す
力
も
大
き

か
と

い
う
悪
行
人

へ
の
感

覚
が
あ
る
〉
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ー

は
矮
小
化
さ
れ
た
儒
教
的
悪
玉
と
し

て
の
変
貌
を
と
げ

て
い
る

の
で
あ
る
。

以
上
、
簡
単

に
み
て
き
た
よ
う
な
清
盛
像

の
享
受

の
変
貌

に
つ
い
て
は
、
保

元

・
平
治

の
成
立
と

の
関
連

に
お

い
て
、
又
別

の
機
会

に
考
え

て
み
た

い
と
思

う
。

○

さ

て
、
こ

の
よ
う
に
み
る
と
、
清
盛
像

に
お
け
る

『平

家
』

の
理
想
化

は
、

清

盛

の
時

代
を
回
想

し
た
時
点

の
比
較
的

早

い
時
期

で
は
な

い
か
と

思
う
。
清

盛

生
前

の
強
大
な
力
が
超

人
的

力
と
し
て
人

々
に
記
憶

さ
れ
て
お
り
、
し
か
も

平
家

の
怨
霊

の
力

に
世
が
畏
怖

し

て
い
る
時

で
も
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
始

め

に
成
立
し
た
清
盛

像

の
原
型
1

そ
れ
は
史
実

を
反

映
し
た
段
階

で

の
悪
行
人
清

盛

の
力

に
対
す
る
畏
怖
と
蔑

視

の
表
現
で
あ

っ
た
と
思
う
が
ー

が
う
す
れ
、
そ

の
個
人
的
力

へ
の
関
心

は
鱸

の
説
話

や

「
大
塔

建
立
」
「
慈
心
房
」
な
ど

、
宗
教

的

な
方
面
に
向

け
ら
れ

た
と
思
わ
れ
る
。
(延

・
長

・
盛

)
に
み
る
清
盛

死

後

(注
14
)

の

一
連

の
清

盛
説
話

は
、
渥
美
氏

の
云
わ
れ
る
如
ぐ

、
民
衆

一
般

へ
の
教
化
と

同
時

に
、
広

い
庶

民
層

へ
の
・浸
透
と

理
解
を

目
的
と

し
た
増
補

の
あ
り
方
が
考

え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
逆

に
云
え
ば

、
民
衆

の
清
盛

へ
の
関
心

の
あ

り
方
が
素

朴

な
意
味

で
清
盛
個

人

の
英
雄
性
を
宗
教
的
事
象

に
結

び

つ
け
た
と

も
考

え
ら

れ
る

の
で
あ
る
。
清
盛
造

型
の
基
盤

に
は
旧
体
制
下

の
人

々
の
視
点

が
反
映
さ

れ
て

い
る
と
思
う
が
、
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
く
、

〈
「
重
病

を
う

け
給

へ
り

と

て
、
京
中

・
六
波
羅

「
す
は
、
し

つ
る
事
を
」
と
そ

さ
さ
や
き

け
る
L

(巻

六

「
入
道
死
去
」
)
〉
と

形
象
化

さ
れ
る
人

々
の
、
そ
の
ま
ま
に
生

の
語
り
が
あ

る

よ
う
に
感

じ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
革
新

の
動
乱
期

に
あ

っ
て
、
上
流
知
識
人
階

級

に
は
.受

け
と

め
る
こ
と

が
で
き

な
か

っ
た
清
盛

の
英
雄
性

に
対
す

る
卒
直
な

驚
嘆

と
賛
美

が
、

一
面
に
お
け
る
清
盛
像
を

形
成

し
て

い
る
と

云
え
る
。

こ

の
清
盛

に
お
け
る
か
か
る
理
想
化

は
、
そ
の
造
型

の
根
本

に
矛
盾
す

る
視

点

が
相

互
に
入

っ
て
き

た
た
め
と
考

え
る
。
そ

れ
は
先

に
少
し
触
れ
た
が
、

一

つ
は
清
盛

の
武
力
を
背
景
と
し
た
カ

へ
の
畏
怖
と
、
又
そ

の
力
故

に
起

こ
る
蔑

視

か
ら
の
戯
画
化
と

い
う

、
相
反
す

る
心
理

で
あ
り
、
義
仲
や
義
経

の
形
象
化

に
も

そ
れ
は
表

わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
し

て
、

清

盛

の

場

合

、
さ

ら
に

『
平
家
』

に
省
略
さ
れ
た
部
分
、
す
な
わ
ち
、
治
承
以
前

の
清
盛

へ
の
評
価

が
考
慮

さ
れ
ね
ば
な

ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

仁
安

三
年

二
月

、
「
前
大
相
国
所
労
、、
天
下
大
事
、齟
只
在
二
此
事
也

一。

此
人

夭
亡

之
歟
後

、
弥
以
衰
弊
」
「
彼
人
夭
亡
之
後
天
可
レ
乱
」

(『
玉
葉
』
仁
安

三
年

二
月

十

一
日

・
十

七
日
め
条
)
と
さ
え

、
そ

の
実
力
を
認

め
ら
れ

て
い
た
清
盛

が
、
同

じ
視
点

か
ら
、

治
承

五
年

二
月

の
死
去

の
際

に
至

る
と
、

「
凡
過
分
之

栄
華

、
冠
二
絶
古
今

一者
歟
。
1

(略
)
1
如
レ
此
之
逆
罪

、
無
レ
非
二
彼
之
脣
物

匚

と

い
う
批
判
を
ま

ぬ
が

れ
得
な

か

っ
た
の
で
あ

る
。
し

か
し
、

こ
こ
で
も

「
神

罰
冥
罰
之
条

、
新
以
可
レ
知
」

と

は
云
い
な
が

ら
も
清
盛

の
力

に
対
し

て

「
誠

宿
運
之
貴

、
非
二
人
意
之
所
ワ
測
歟
」

の
、
凡
俗
を
超
え
た

"
力
"

へ
の
認
識
が

あ

り
た
の
で
あ
る
。

愚
管
抄

に
云
う
。

承
安
元
年
十

二
月
十

四
日
、

コ
ノ
大
相
国
入
道
ガ

ム
ス
メ
ヲ
入
内

セ
サ
セ

テ

(略
)
先

ハ
母

ノ
ニ
位

日
吉

二
百

日
祈

ケ
レ
ド

シ
ル
シ
モ
ナ

カ

リ

ケ

レ

バ

、
入
道

云
ヤ
ウ
、

「
ワ

レ
ガ
祈

ル
シ
ル
シ
ナ
シ
、

今

見
給

へ
祈
出

デ

ン
」

ト
テ
、
安
芸
国
厳
島

ヲ

コ
ト

ニ
信
仰

シ
タ
リ
ケ
ル

へ
、

ハ
ヤ
船

ヅ
ク
リ

テ
月

マ
ウ
デ

ヲ
福
原

ヲ

ハ
ジ

メ
テ
祈

リ
ケ
ル
。
…
皇
子
誕
生
思

ヒ
ノ

如

ク

ア

リ

テ
、
思

サ

マ
ニ
入
道

、
帝

ノ
外
祖

ニ
ナ
リ
ケ
リ
。

こ
う
し

て
み
る
と
.、
清
盛

に
対
す

る
理
想
化

に
通
ず
る
面
渉
既

に
う
か
が
え
る

の
で
あ

る
。
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・
そ
し

て

『
平
家
』
-に
お

い
て
は

「清

盛
さ
ば

か
り
の
悪
行
た
り
し
か
ど

も
、

希
代

の
善
根

を
せ
し
か
ば

、

世

を
も
穏

し
う

二
十
余
年
保

た
り
し
な
り
」

(巻

八

「法
往
寺
合
戦
」
)
と

の
、
回
想

に
み
る
意
識

に
お

い
て
理
想
化
が

あ

る
。

清
盛

の

「
た
だ
人
」

な
ら
ぬ
特
異
性

は
、
治
承

・
寿
永

の
内
乱
を
経

て
行
く
過

程

に
お

い
て
、
敵
対
す

る
者

に
と

っ
て
た
だ
圧
到
的
な
意
志
と
力
を
示
す
悪
行

と
し

て
描
写
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
何

度
も
云
わ
れ

て
き
た
如
く
、
治
承
年
問
と

い
う
時
点

に
お
け
る
指
向
と
も
云
う
べ
き
清
盛
形
象
化

の
あ
り
方

に
、
悪
逆
化

を
強
調
し
よ
う
と
す
る
作
者

の
意
識
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
が
、
反
面

の

「
た

だ
人
」
な
ら
ぬ
清

盛

へ
の
理
想
化

は

「
慈

心
房
」
「
祗
園
女
御
」
等

の
説

話

に

み
る
時

、
平
家

に
語

ら
れ
た
巨
大
な
悪
業
を
確
認
す

る
意
味

で
の
逆
論
理
と
も

な

っ
て
い
る

こ
と

に
気
づ
く
。
清
盛
王
胤
説
話

で
あ

る

「
祗
園
女
御
」
も
、
本

質
的

に
は
清
盛
説
話
と
し

て
の
性
格

は
希
薄
と
云

っ
て
よ
い
。
「
ま

こ
と

に

白

河
院

の
御
子

に
て
を

は
し
け
れ
ば

に
や
、
さ
ば
か
り

の
天
下
大
事
、
都

う

つ
り

な

(ン
)
ど
と

い
ふ
や
す
か
ら
ぬ

こ
と
ど
も

お
も
ひ
た
た
れ
け
る
-に
こ
そ
」

の
点

に
お

い
て
、

こ
の
説
話

の
清
盛

に
対
し

て
持

つ
構
想

の
主
眼
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
古
く
は
築
島

の
説
話
も
、
(
四
)
で
は
わ
ず
か

「経

島
之
事
不
覚
人

.士

態

不

思
議
」

と

の
み
記

さ
れ
、
(屋
)
も
同
様

に
二
、
三
行

の
極

め
て
簡
単
な
も

の

イ

ク

ク

ク

カ
ス
ガ

で

あ

っ
た

こ
と

が

わ

か

る
。

「
入

ノ
随

付

事

、
吹

風

ノ
如

(レ
)
靡

(二
)
草

木

ヲ

(
一)

ク

ク

シ

ス
ニ

ヲ

世

ノ
普
仰
事

、
降
雨

ノ
同

(レ
)
湿

(二
)
国
土
」

(巻

一

「
禿
髪
」

(
屋
)

の
詞
章
)

と

い
う

よ
う
な

一
片

の
類
型
的
詞
章

で
、
前
半
生

へ
の
評
価
が
な
さ
れ

て
い
る

と

こ
ろ

に
、
『
平
家
』
成
立

に
お
け
る
清
盛
造
型

の
契
機
が
う
か
が
わ
れ

る

よ

う

で
あ

る
。

同
じ
よ
う
な
意
味
か
ら
、
「慈

心
房

」
説
話
を
取
り
あ
げ

て
み
る
と

、

(
四
)
は
こ

の
説
話

を
記
さ
ず
、
た
だ

「此
人
慈
恵
大
師
化
現
云

…
為
末
代

衆
生
済
度
二
蔽
大
罪
堕
無
間
地
獄
魯

と
の
伝
承
を
伝
え
る
に
と
ど
ま

る
が
い」

(屋
)

で
は
抽
書
と
し

て
で
は
あ
る
が
、
慈
心
房

の
説
話
が
成
立
し

て
い
る
。

そ
し

て
、

こ
の
説
話

の
採
収

は
、
清

盛

の
悪
業

が

「
悪
業
衆
生
同
利

益
」
と

い

う
意
味
で
、
す
な
わ
ち
、
彼
が
悪
行
を
な
し
無

間
地
獄

に
堕

る
こ
と

で
衆
生

の

た
め

の
救
済

と
な
る
と

い
う
逆
論
法

の
構
想

に
生
き

て
く
る
の
で
あ

る
。
(屋
)

に
お

い
て
、
炎
魔
法

王
自
身

の
口
か
ら

「
其
人

ハ
悪
人

ト
見

ヘ
タ
リ
、

サ
レ
ト

モ
慈
恵
大
僧
正

ノ
化
身

ナ
リ
」

(
(屋
)

の
詞
章
)
と
云
わ
せ

て
い
る

こ
と
か
ら

も

、
こ
の
説
話

の

『
平
家
』

に
お
け
る
成
立

の
あ
り
方
を
示
し

て
い
る
も

の
と

考
え
る
。
勿
論
、

こ
れ
ら

の
説
話
が
、
清
盛

に
み
る
悪
行

の
非
業

の
最
後

を
何

ら
か

の
形

で
救
済
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
持

っ
て

い
る
こ
と

も
確

か
で
あ
る
。

生
前

の
強
力
な
力
に
加
え

て
、
怨

霊

へ
の
恐
れ
が
、
清
盛

の
理
想
化

に

つ
な
が

っ
て
伝

承
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と

は
容
易

に
推
測

で
き

る
の
で
あ

る
。
そ
れ

に

加

え
、
清
盛
像

の
形
成

の
中

で
、
重
盛
と

の
関
係

に
お

い
て
多
く
戯
画
化
し

よ

(注
14
)

う
と

す
る
意
識
が
あ

る
こ
と

は
、
『
平
家
』

に
お
け
る
小
松
系
と
呼
ば
れ

る

人

(注
15
)

々
の
伝

承
の
問
題

か
ら
も
、
清
盛
造
型

の
形
成

に
お
け
る
問
題
を
さ
ぐ
る
こ
と

が

で
き

そ
う

で
あ

る
。

〈
注
〉

1

松
本
新
八
郎

「
清
盛
」

(『
解
釈
と
鑑
賞
』

昭
32

・
9
)

2

渥
美

か
を

る

『
平
家
物
語
の
基

礎
的

研
究
』
1
第

三
章
平
家

に
お
け

る

人
物
像
1

3

阪
口
玄
章

『
平
家
物

語
の
説
話
的
考
察
』

4

注

2
に
同

5

今
成
元
昭

『
平
家
物
語
流
伝
考
』

氏

に
よ
れ
ば
、

こ
の

「
祗
王
」

は
㈲
愛

を
破
壊
す
る
悪
行

と
い
う
清
盛

の
罪
業

に
な

る
。
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6

代

々
木
八
郎

翠

家

物
語
の
達
成
-

語
り
も
の
文
芸
と
し
て
I
L
(
』
国

語
と
国
文
学
』
昭
婚

・
1
)

氏
は
ー

「
殿
下
乗
合
」

が

「
世
の
乱
れ
」

の
始
め
で
あ
り
、

か
つ

「
平

家

の
悪
行
」

の
始
め
と
し
て
照
応
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
史
観

に
立

っ
て

(
覚
)

は
鹿
谷
事

件

へ
も

っ
て
い
く
物

語
的
仮
構

を
み
て
い
る
、
1

と
す

る
。

7

注
1

に
同

8

時
枝
誠
記

「
『
平
家
物

語
は
い
か
に
読
む
べ
き
か
』

に
対
す

る

一
試
論
」

.

(
目
本
文
学
研
究
資
料
叢
書

『
平
家
物
語
』
所
収
)

9

佐

々
木
八
郎

『
目
本

文
芸
の
世
界
』

10

釜
田
喜
三
郎

「
平
家
物

語
に
お
け
る
人
間

描
写
」

(『
解
釈

と
鑑
賞
』
昭

25
)

11

富
倉
徳
次
郎

『
平
家
物

語
全

注
釈
上
』
『
平
家
物
語
研
究
』

η

柳
田
国
男

『
柳

田
国
男
集
』
第
九
巻

　

13

注
12

に
同

(8P
)

14

鈴
木
則
郎

「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
平
清
盛

の

人
物
像
」

(
「
文
化
」
、

・
畷
39

・
11
)

15

岩
瀬
博

「
重
盛

・
維
盛

伝
承
と
熊

野
伝

承
」

(伝
承
文
学
研
究

2
)

永

井
義
憲

「
平
家
物
語
と
観
音
信
仰
」

(
目
本
仏
教

文
学
研
究
)

水
原

一

「
平
家
物
語
、
維
盛

六
代
説
話

の
形
成
」
(
鷹

1
)
等

を
参
照
。

八
付
記
V

本
文
中

に
お
い
て
・
覚

一
本

は
岩
波
大
系
本

に
よ
り
v
以
下
v

源
平
闘
諍
録

は

「
源
平
闘
諍
録

と
研
究
」
未
刊
国
文
資
料
、

四
部

合
戦
状
本

(慶
応
斯
道
文

庫
)
、
延
慶
本

(
応
永
書
写
延
慶
本

吉
沢
義
則
校
訂
)
、

屋
代
本

(
桜
楓
社

佐
藤
謙

三

・
春

田
宣
編
×

百

二
十
句
本

(
思
文
閣

高
橋
貞

一
校
訂
)
、
長
門

本

は
図
書
刊
行
会
刊
行

の
も

の
を
使
用
し

た
。
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