
﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

︱
﹁
い
く
さ
﹂
﹁
合
戦
﹂
﹁
戦
ひ
﹂

︱

城

阪

早

紀

は
じ
め
に

一
一
八
三
年
︑
平
家
軍
と
義
仲
軍
は
水
嶋
・
室
山
で
戦
い
を
交
え
た
︒﹃
覚

一
本
平
家
物
語①

﹄︵
以
下
﹁
覚
一
本
﹂︶
の
巻
八
﹁
水
嶋
合
戦
﹂﹁
室
山
﹂
に
よ

れ
ば
︑
平
家
軍
は
︑
義
仲
方
の
大
将
軍
で
あ
る
矢
田
判
官
代
義
清
︵
水
嶋
︶
と

十
郎
蔵
人
行
家
︵
室
山
︶
を
や
ぶ
っ
て
大
勝
し
︑﹁
会
稽
の
恥
﹂
を
雪
め
と
い

う
︒こ

れ
ら
の
戦
い
は
︑
次
に
引
用
す
る
よ
う
に
︑﹁
い
く
さ
﹂﹁
合
戦
﹂﹁
戦
ひ
﹂

の
い
ず
れ
と
も
称
さ
れ
る
︒
こ
の
違
い
は
︑
何
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

引
用
の
際
に
は
︑
番
号
と
と
も
に
︑
地
の
文
は
︹
地
︺︑
会
話
文
は
︹
会
︺︑

文
書
は
︹
文
︺
の
記
号
を
そ
え
︑
会
話
文
の
話
者
は
︵

︶
内
に
記
す
︒

�

︹
地
︺
平
家
は
室
山
・
水
嶋
二
ケ
度
の
い
く
さ
に
勝
て
こ
そ
︑
弥
勢
は
つ

き
に
け
れ
︒

︵
巻
八
﹁
室
山
﹂
151
頁
�

行
)

�

︹
会
︺︵
直
実
︶﹁
⁝
﹃
室
山
・
水
嶋
二
ケ
度
の
合
戦
に
高
名
し
た
り
﹄
と

な
の
る
越
中
次
郎
兵
衛
は
な
い
か
︑
上
総
五
郎
兵
衛
︑
悪
七
兵
衛
は
な
い
か
︑

能
登
殿
は
ま
し
ま
さ
ぬ
か
︒
⁝
﹂

︵
巻
九
﹁
一
二
之
懸
﹂
204
頁
�

行
)

�

︹
会
︺︵
徳
子
︶﹁
我
平
相
国
の
む
す
め
と
し
て
天
子
の
国
母
と
な
り
し
か

ば
︑
一
天
四
海
み
な
た
な
ご
ゝ
ろ
の
ま
ゝ
な
り
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
か
く
て
室

山
・
水
嶋
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
た
ゝ
か
ひ
に
勝
し
か
ば
︑
人
々
す
こ
し
色
な

を
ッ
て
見
え
さ
ぶ
ら
ひ
し
程
に
︑
⁝
﹂︵

潅
頂
巻
﹁
六
道
之
沙
汰
﹂
437
頁
12
行
)

前
稿②

で
は
︑
﹁
木
曽
最
期
﹂
の
末
文
に
あ
た
る
﹁
粟
津
の
い
く
さ
﹂
に
関
わ

っ
て
︑﹁
い
く
さ
﹂
と
﹁
合
戦
﹂
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
た
が
︑
そ
こ
で
十
分

に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
︑
本
稿
で
は
改
め
て
覚
一
本
の
名
詞

﹁
い
く
さ
﹂﹁
合
戦
﹂﹁
戦
ひ
﹂
の
意
味
・
用
法
の
差
異
を
検
討
し
︑
覚
一
本
の

語
句
と
物
語
叙
述
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
一
九



一
︑﹁
い
く
さ
﹂﹁
合
戦
﹂﹁
戦
ひ
﹂

﹁
合
戦
﹂
の
語
に
つ
い
て
は
︑
山
本
秀
人
氏③

に
詳
し
い
︒﹁
合
戦
﹂
は
︑
漢

書
・
史
記
・
荀
子
な
ど
に
み
え
る
漢
語
で
あ
り④

︑
日
本
に
お
い
て
訓
読
さ
れ
る

と
き
に
は
︑﹁
ア
ヒ
タ
タ
カ
フ
﹂
と
和
訓
読
み
す
る
例
︵
興
聖
寺
蔵
大
唐
西
域

記
巻
十
二
平
安
中
期
点
︶
と
︑﹁
カ
フ
セ
ン
ス
﹂
と
字
音
読
み
す
る
例
︵
上
杉

本
史
記
室
町
点
︶
と
の
両
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
︒
そ
し
て
︑
承
徳
三
︵
一

〇
九
九
︶
年
書
写
加
点
の
真
福
寺
本
将
門
記
を
取
り
上
げ
て
︑
字
音
読
み
﹁
合

戦
ス
﹂
の
場
合
は
抽
象
的
・
総
括
的
だ
が
︑
和
訓
読
み
﹁
合
戦
フ
﹂
の
場
合
は

よ
り
具
体
的
・
個
別
的
で
あ
る
と
す
る
︒

覚
一
本
に
﹁
あ
ひ
た
た
か
ふ
﹂
の
語
が
な
い
た
め
両
語
を
対
照
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
︑﹁
合
戦
す
﹂
が
抽
象
的
・
総
括
的
で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
︑
覚

一
本
に
も
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

な
お
﹁
合
戦
﹂
は
︑
漢
籍
で
﹁
九
月
壬
戌
︑
与
㆓

晋
恵
公
夷
吾
㆒

︑
合
-㆓
戦
於

韓
地
㆒

﹂︵
史
記
巻
五
秦
本
紀
︶
の
よ
う
に
軍
兵
ど
う
し
が
戦
い
を
交
え
る
こ
と

を
い
い
︑
日
本
で
も
﹁
各
ノ
軍
ヲ
儲
テ
可
㆓

合
戦
㆒

義
ニ
成
ヌ
﹂︵
今
昔
物
語
集

巻
二
五
・
五
︶
の
よ
う
に
︑
軍
い
く
さ

︑
つ
ま
り
軍
兵
ど
う
し
が
戦
い
あ
う
こ
と
を

意
味
す
る
︒

一
方
の
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
多
義
語
で
あ
る
︒
既
に
辞
典
類
で
指
摘
の
あ
る
こ

と
だ
が
︑
①
﹁
習

射
イ
ク
サ

所
﹂︵
射
を
習
ふ
所
︶︵
日
本
書
紀
北
野
本
訓
巻
三
〇
︶

の
よ
う
に
︑
弓
を
射
る
こ
と
を
意
味
す
る
例
と
︑
②
﹁
御ミ

軍
士

イ

ク

サ

乎ヲ

安ア

騰ト

毛モ

比ヒ

賜
タ
マ
ヒ

﹂︵
皇
子
は
軍
兵
を
引
き
つ
れ
な
さ
っ
て
︶︵
万
葉
集
巻
二
・
一
九
九
︶
の

よ
う
に
武
人
・
軍
勢
を
意
味
す
る
例
︑
や
や
遅
れ
て
③
﹁
も
ろ
こ
し
の
み
か
ど

の
い
く
さ
に
ま
け
た
ま
ひ
ぬ
べ
か
り
け
る
時
﹂
︵
前
田
家
本
宇
津
保
物
語
﹁
内

侍
の
か
み
﹂︶
の
よ
う
に
軍
勢
ど
う
し
の
戦
い
を
意
味
す
る
例
が
み
え
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
﹃
古
語
大
辞
典
﹄
の
語
誌
は
﹁
①
︵
弓
を
射
る
こ
と
︒
弓
を

射
る
術
︶
が
原
義
で
︑
こ
れ
が
転
じ
て
弓
射
る
人
︑
武
人
︑
軍
勢
の
意
味
に
な

り
︑
さ
ら
に
転
じ
て
合
戦
の
意
と
な
っ
た⑤

﹂
と
説
明
す
る
︒
ま
た
︑﹃
日
本
国

語
大
辞
典
﹄
や
﹃
古
語
大
鑑
﹄︑
﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典
︵
室
町
時
代
編
︶﹄
も
︑

﹁
い
く
さ
﹂
の
語
釈
︵
③
に
相
当
︶
と
し
て
﹁
合
戦
﹂
を
併
記
す
る
︒
こ
う
し

た
こ
と
か
ら
︑
上
代
で
は
﹁
射
術
﹂
や
そ
れ
を
行
う
﹁
兵
士
﹂
を
意
味
し
て
い

た
﹁
い
く
さ
﹂
が
︑
し
だ
い
に
﹁
合
戦
﹂
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
へ
接
近
し
て
い

っ
た
と
︑
ひ
と
ま
ず
理
解
で
き
よ
う
︒

さ
て
︑
動
詞
﹁
戦
ふ
﹂
が
名
詞
化
し
た
﹁
戦
ひ
﹂
も
多
義
語
で
あ
る
︒
①

﹁
此
等
賽
論
ヲ
シ
ケ
ル
間
ニ
︑
遂
ニ
戦
ニ
成
ケ
リ
﹂
︵
今
昔
物
語
巻
二
六
・
二

三
︶
の
よ
う
に
︑
個
人
間
の
暴
力
を
伴
っ
た
諍
い
を
い
う
例
と
︑
②
﹁

戦
タ
タ
カ
ヒ

勝カ
チ

而
無
ハ

驕
ヲ
コ
ル
コ
ト

者
︑
良

将

イ
ク
サ
ノ
キ
ミ

之ノ

シ
ワ
サ
行ハ
サ

也ナ
リ

﹂
︵
日
本
書
紀
北
野
本
訓
巻
三
︶
の
よ
う

に
︑
軍
勢
ど
う
し
の
衝
突
を
指
す
例
と
が
あ
る
︒
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
は
︑

②
に
相
当
す
る
語
釈
に
﹁
戦
争
を
す
る
こ
と
︒
い
く
さ
︒
合
戦
﹂
と
記
し
︑

﹁
い
く
さ
﹂
や
﹁
合
戦
﹂
と
の
意
味
の
近
似
を
認
め
る
︒
ま
た
︑
③
﹁
猶
漢
の

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
二
〇



い
く
さ
よ
は
く
︑
え
び
す
の
た
ゝ
か
ひ
こ
は
く
し
て
︑
官
軍
皆
亡
に
け
り
﹂

︵
覚
一
本
平
家
物
語
巻
二
﹁
蘇
武
﹂︶
の
よ
う
に
軍
兵
を
意
味
す
る
例
も
あ
り
︑

こ
ち
ら
は
平
家
物
語
の
例
が
早
い
と
さ
れ
る
︒

以
上
確
認
し
た
よ
う
に
︑﹁
い
く
さ
﹂﹁
合
戦
﹂﹁
戦
ひ
﹂
は
︑
い
ず
れ
も

“
武
力
を
伴
う
争
い
”
の
意
味
を
持
つ
語
と
い
え
る
︒
こ
れ
ら
は
覚
一
本
に
お

い
て
︑
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︑
具
体
的
に
検
討
し
た
い
︒

二
︑
調
査
対
象

本
稿
が
対
象
と
す
る
の
は
︑
覚
一
本
の
本
文
中
の
名
詞
﹁
い
く
さ
﹂﹁
合
戦
﹂

﹁
戦
ひ
﹂
の
三
語
で
あ
る
︒
章
段
名
の
例⑥

や
︑
サ
変
動
詞
﹁
い
く
さ
す
﹂﹁
合
戦

す
﹂︑
お
よ
び
複
合
語
は
除
く
こ
と
と
す
る
︒

右
の
条
件
に
よ
る
と
︑﹁
い
く
さ
﹂
は
106
例
︑﹁
合
戦
﹂
は
27
例
︑﹁
戦
ひ
﹂

は
14
例
が
認
め
ら
れ
る
︒
意
味
ご
と
の
用
例
数
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

﹁
い
く
さ
﹂

106
例

︵
�

︶
軍
兵

20
例

︵
�

︶
武
力
を
伴
う
争
い

86
例

﹁
合
戦
﹂

27
例

︵
�

︶
武
力
を
伴
う
争
い

27
例

﹁
戦
ひ
﹂

14
例

︵
�

︶
軍
兵

�

例

︵
�

︶
武
力
を
伴
う
争
い

�

例

意
味
ご
と
に
︑
文
の
種
類
の
用
例
数
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

︵
�

︶
軍
兵

地
の
文

会
話
文

文

書

計

い
く
さ

16

�

�

20

戦

ひ

�

�

�

�

軍
兵
を
意
味
す
る
例
に
つ
い
て
︑
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
地
の
文
が
16
例
で
︑
会

話
文
が
�

例
で
あ
る
︒
会
話
文
中
の
﹁
い
く
さ
﹂
�

例
は
︑
全
て
慣
用
句
﹁
い

く
さ
の
陣
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
戦
ひ
﹂
は
︑
�

例
全
て
が
地
の
文
で
あ
る
︒

︵
�

︶
武
力
を
伴
う
争
い

地
の
文

会
話
文

文

書

計

い
く
さ

31

55

�

86

合

戦

12

11

�

27

戦

ひ

	

�

�

�

武
力
を
伴
う
争
い
を
意
味
す
る
例
に
つ
い
て
︑﹁
合
戦
﹂
は
文
書
中
で
の
使

用
が
�

例
み
え
る
︒
﹁
い
く
さ
﹂
に
は
︑
文
書
中
の
例
は
な
く
︑
会
話
文
の
用

例
が
︑
86
例
中
55
例
︵
64
％
︶
と
︑﹁
戦
ひ
﹂︵
33
％
︶
や
合
戦
︵
41
％
︶
よ
り

も
︑
割
合
と
し
て
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
︒
﹁
戦
ひ
﹂
も
文
書
で
の
例
は
な

い
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
二
一



会
話
文
の
話
者
の
性
別
に
つ
い
て
︑﹁
合
戦
﹂
は
11
例
全
て
が
男
性
で
あ
る
︒

﹁
い
く
さ
﹂
は
49
例
が
男
性
で
	

例
は
女
性
︑﹁
戦
ひ
﹂
は
�

例
が
男
性
で
�

例

は
女
性
で
あ
る
︒
和
語
で
あ
る
﹁
い
く
さ
﹂
と
﹁
戦
ひ
﹂
は
女
性
の
話
し
言
葉

と
し
て
使
用
さ
れ
る
︒

三
︑
軍
兵
を
意
味
す
る
﹁
い
く
さ
﹂
と
﹁
戦
ひ
﹂

ま
ず
は
︑
軍
兵
を
意
味
す
る
例
か
ら
検
討
す
る
︒﹁
い
く
さ
﹂
は
20
例
あ
り
︑

こ
の
う
ち
︑
�

	

の
よ
う
に
中
国
故
事
で
�

例
︑
�

の
よ
う
に
神
功
皇
后
の
新

羅
攻
め
で
�

例
︑
貞
任
・
宗
任
討
伐
で
�

例
み
え
る
︒

ま
た
﹁
戦
ひ
﹂
は
�

例
あ
り
︑
全
て
が
﹁
い
く
さ
﹂
と
対
で
軍
兵
の
強
さ
を

い
う
例
で
あ
る
︒
中
国
故
事
で
�

例
︵
�

	

の
二
重
傍
線
︶︑
神
功
皇
后
の
新

羅
攻
め
で
�

例
︵
�

の
二
重
傍
線
︶︑
貞
任
・
宗
任
討
伐
で
�

例
み
え
る
︒

軍
兵
を
意
味
す
る
﹁
い
く
さ
﹂
や
﹁
戦
ひ
﹂
は
︑
物
語
時
間
か
ら
隔
た
っ
た
︑

異
国
で
の
戦
い
を
描
く
場
面
で
︑
使
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
︒

﹁
い
く
さ
﹂
20
例
と
﹁
戦
ひ
﹂
�

例
は
︑
全
て
次
の
慣
用
的
な
言
回
し
の
中

で
み
え
る
︒

①

い
く
さ
︵
が
︶
強こ
わ

い
／
弱
い
︵
軍
兵
の
強
さ
を
い
う
︶
�

例

�

︹
地
︺
い
に
し
へ
漢
王
胡
国
を
攻
ら
れ
け
る
に
︑
⁝
漢
王
の
い
く
さ
よ
は

く
︑
胡
国
の
た
ゝ
か
ひ
こ
は
く
し
て
︑
官
軍
み
な
う
ち
ほ
ろ
ぼ
さ
る
︒

︵
巻
二
﹁
蘇
武
﹂
205
頁



行
)

�

︹
地
︺
昔
神
功
皇
后
新
羅
を
攻
さ
せ
給
ひ
し
に
︑
御
方
の
た
ゝ
か
ひ
よ
は

く
︑
異
国
の
い
く
さ
こ
は
く
し
て
︑

︵
巻
第
七
﹁
願
書
﹂
72
頁
�

行
)

②

い
く
さ
︵
が
︶
や
ぶ
れ
る
︵
軍
兵
が
敗
れ
る
︶
�

例

	

︹
地
︺
今
度
は
漢
の
戦
こ
は
く
し
て
︑
胡
国
の
い
く
さ
破
や
ぶ
れ

に
け
り
︒

︵
巻
二
﹁
蘇
武
﹂
206
頁
15
行
)

�

︹
地
︺
い
く
さ
や
ぶ
れ
に
け
れ
ば
︑
主
上
を
は
じ
め
た
て
ま
ッ
て
︑
人
々

み
な
御
船
に
め
し
て
出
給
ふ
⁝

︵
巻
九
﹁
落
足
﹂
226
頁
12
行
)

③

い
く
さ
を
し
づ
む
／
い
く
さ
︵
が
︶
し
づ
む
︵
軍
兵
を
鎮
圧
す
る
︶
�

例




︹
地
︺
異
国
の
い
く
さ
を
し
づ
め
さ
せ
給
ひ
て
後
︑

︵
巻
五
﹁
都
遷
﹂
333
頁
11
行
)

�

︹
地
︺
東
国
北
国
の
い
く
さ
い
か
に
も
し
づ
ま
ら
ず
︒

︵
巻
七
﹁
主
上
都
落
﹂
92
頁
12
行
)

④

わ
が
い
く
さ
︵
自
ら
の
軍
兵
︶
�

例

10

︹
地
︺
わ
が
い
く
さ
の
吉
例
な
れ
ば
と
て
七
手
に
作
る
︒

︵
巻
七
﹁
火
打
合
戦
﹂
67
頁
16
行
)

⑤

い
く
さ
の
陣
︵
戦
場
︶
�

例

11

︹
会
︺︵
清
盛
︶﹁
さ
り
共
い
く
さ
の
陣
な
ら
ば
︑
是
程
浄
海
は
臆
せ
じ
物

を
﹂

︵
巻
三
﹁
御
産
﹂
219
頁
�

行
)

た
だ
し
﹁
い
く
さ
﹂
の
例
の
中
に
は
︑
解
釈
の
幅
が
認
め
ら
れ
る
例
も
あ
る
︒

�

は
平
家
の
軍
兵
が
敗
れ
た
と
取
れ
る
一
方
で
︑
戦
い
に
敗
れ
た
と
解
す
る
こ

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
二
二



と
も
で
き
︑



�

も
蜂
起
し
た
軍
兵
を
鎮
め
る
と
も
︑
争
乱
を
収
め
る
と
も
取

れ
る
︒
ま
た
10
は
︑
義
仲
軍
の
戦
法
と
も
解
釈
で
き
る
︒

四
︑
武
力
を
伴
う
争
い
を
意
味
す
る
﹁
い
く
さ
﹂

続
い
て
︑
武
力
を
伴
う
争
い
を
意
味
す
る
﹁
い
く
さ
﹂
86
例
に
つ
い
て
︑
後

述
す
る
﹁
合
戦
﹂
と
の
対
比
か
ら
検
討
す
る
︒

�

文

書

﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
文
書
で
の
例
は
な
い
︒

�

会
話
文

﹁
い
く
さ
﹂
の
特
徴
と
し
て
︑
会
話
文
で
の
使
用
が
86
例
中
55
例
と
多
い
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
話
者
は
男
性
が
49
例
と
大
半
を
占
め
る
が
︑
女
性
の
例
も

	

例
あ
る
︒
女
性
の
例
は
後
で
述
べ
る
こ
と
と
し
︑
先
に
男
性
の
例
を
示
す
︒

12

︹
会
︺︵
義
経
︶﹁
⁝
今
夜
夜
討
に
よ
す
べ
き
か
︑
あ
す
の
い
く
さ
か
﹂
と

の
給
へ
ば
︑

︵
巻
九
﹁
三
草
合
戦
﹂
194
頁
�

行
)

13

︹
会
︺︵
平
家
方
︶﹁
い
く
さ
は
さ
だ
め
て
あ
す
の
い
く
さ
で
ぞ
あ
ら
ん
ず

ら
ん
︒
い
く
さ
に
も
ね
ぶ
た
い
は
大
事
の
こ
と
ぞ
︒
よ
う
ね
て
い
く
さ
せ

よ
﹂

︵
巻
九
﹁
三
草
合
戦
﹂
194
頁
15
行
)

12
は
︑
義
経
が
夜
討
を
仕
掛
け
る
か
思
案
す
る
場
面
で
あ
る
︒
義
経
は
夜
討
を

決
断
す
る
が
︑
平
家
方
は
13
の
よ
う
に
︑
油
断
し
て
い
た
た
め
に
敗
れ
て
し
ま

う
︒﹁
い
く
さ
﹂
は
こ
の
例
の
よ
う
に
︑
武
士
が
味
方
ど
う
し
で
会
話
す
る
場

面
や
︑
武
士
の
心
内
語
と
し
て
使
用
さ
れ
︑
そ
の
数
は
39
例
に
も
な
る
︒
﹁
い

く
さ
﹂
は
戦
場
で
交
わ
さ
れ
る
︑
武
士
の
日
常
語
と
い
え
る
︒

�

公

私

﹁
い
く
さ
﹂
に
は
︑﹁
保
元
の
い
く
さ
﹂
の
よ
う
に
元
号
を
冠
す
る
例
は
な
い
︒

一
方
で
︑﹁
い
く
さ
﹂
は
私
戦
で
あ
る
同
士
軍
を
指
す
例
が
あ
る
︒

14

︹
会
︺︵
景
時
︶
﹁
⁝
御
弟
九
郎
大
夫
判
官
殿
こ
そ
︑
つ
ゐ
の
御
敵
と
は
見

え
さ
せ
給
候
へ
︒
そ
の
ゆ
へ
は
︑︵
義
経
︶﹃
⁝
本
三
位
中
将
殿
こ
な
た
へ
た

ば
じ
と
候
ば
︑
ま
い
ッ
て
給
は
る
べ
し
﹄
と
て
︑
す
で
に
い
く
さ
い
で
き
候

は
ん
と
し
候
し
を
︑
⁝
﹂

︵
巻
十
一
﹁
腰
越
﹂
363
頁
�

行
)

14
は
︑
梶
原
景
時
が
頼
朝
に
讒
言
を
す
る
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
い
く

さ
﹂
は
︑
一
谷
で
生
捕
っ
た
重
衡
の
扱
い
を
不
満
に
思
っ
た
義
経
が
︑
範
頼
と

対
立
し
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
さ
す
︒

覚
一
本
に
﹁
ど
し
い
く
さ
︵
同
士
軍
︶
﹂
は
�

例
あ
り
︑
い
ず
れ
も
義
経
と

景
時
が
味
方
ど
う
し
で
対
立
す
る
こ
と
を
さ
す
︒

�

地

名

地
名
を
冠
す
る
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
�

例
あ
る
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
二
三



15

︹
会
︺︵
義
仲
︶﹁
⁝
を
み
・
あ
ひ
だ
の
い
く
さ
よ
り
は
じ
め
て
︑
北
国
に

は
︑
⁝
︑
西
国
に
は
福
隆
寺
縄
手
・
さ
ゝ
の
せ
ま
り
︑
板
倉
が
城
を
責
し
か

ど
も
︑
い
ま
だ
敵
に
う
し
ろ
を
見
せ
ず
︑
⁝
﹂︵

巻
八
﹁
皷
判
官
﹂
152
頁
12
行
)

16

︹
会
︺︵
義
仲
︶﹁
今
は
思
ふ
事
な
し
︒
た
ゞ
し
十
郎
蔵
人
殿
の
志
保
の
い

く
さ
こ
そ
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
︒
⁝
﹂

︵
巻
七
﹁
倶
梨
迦
羅
落
﹂
74
頁
15
行
)

15
は
︑
義
仲
が
こ
れ
ま
で
に
重
ね
て
き
た
戦
い
を
回
顧
す
る
発
言
で
あ
る
︒
こ

こ
で
の
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
過
去
の
出
来
事
と
し
て
戦
い
を
客
観
的
に
と
ら
え
る

と
い
う
よ
り
も
︑﹁
敵
に
う
し
ろ
を
見
せ
﹂
る
こ
と
の
な
か
っ
た
義
仲
軍
の
戦

い
ぶ
り
を
い
う
も
の
で
あ
る
︒
続
く
16
は
︑
倶
利
伽
羅
峠
で
平
家
軍
に
勝
利
し

た
義
仲
の
発
話
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
い
く
さ
﹂
も
︑﹁
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
十
郎
蔵
人
行
家
の
戦
い
ぶ
り
を
い
う
も
の
で
あ
る
︒

�

時

間

16
の
﹁
志
保
の
い
く
さ
﹂
が
︑
過
去
の
出
来
事
で
は
な
く
︑
現
在
行
わ
れ
て

い
る
戦
い
で
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
︒
次
の
�

例
も
同
様
に
︑
現
在
の
﹁
い

く
さ
﹂
で
あ
る
︒

17

︹
会
︺
或
は
分
ど
り
し
て
か
へ
る
物
も
あ
り
︑
或
は
い
た
手
お
う
て
腹
か

き
き
り
︑
河
へ
飛
入
物
も
あ
り
︒
橋
の
う
へ
の
い
く
さ
︑
火
い
づ
る
程
ぞ

た
ゝ
か
い
け
る
︒
こ
れ
を
み
て
⁝
︵
忠
清
︶﹁
あ
れ
御
ら
ん
候
へ
︒
橋
の
う

へ
の
い
く
さ
手
い
た
う
候
︒
⁝
﹂

︵
巻
四
﹁
橋
合
戦
﹂
311
頁
15
行
)

18

︹
会
︺
院
方
に
候
け
る
近
江
守
仲
兼
︑
其
勢
五
十
騎
ば
か
り
で
︑
法
住
寺

殿
の
西
の
門
を
か
た
め
て
ふ
せ
く
処
に
︑
近
江
源
氏
山
本
冠
者
義
高
馳
来
た

り
︑﹁
い
か
に
を
の
〳
〵
は
︑
誰
を
か
ば
は
ん
と
て
軍
を
ば
し
給
ふ
ぞ
︒
御

幸
も
行
幸
も
他
所
へ
な
り
ぬ
と
こ
そ
承
は
れ
﹂

︵
巻
八
﹁
法
住
寺
合
戦
﹂
157
頁
�

行
)

17
は
平
家
の
侍
大
将
忠
清
が
︑
平
家
方
の
劣
勢
を
見
て
取
っ
た
時
の
発
話
で
あ

る
︒
こ
こ
で
の
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
忠
清
の
眼
前
で
行
わ
れ
て
い
る
戦
い
で
あ
り
︑

腹
を
切
る
者
や
身
を
投
げ
る
者
が
い
た
り
と
︑
具
体
的
で
あ
る
︒
18
も
︑
義
高

が
目
撃
し
た
︑
法
住
寺
殿
の
西
門
を
守
る
仲
兼
ら
の
戦
い
で
あ
る
︒

ま
た
19
20
は
︑
近
い
将
来
に
自
ら
が
行
う
﹁
い
く
さ
﹂
で
あ
る
︒

19

︹
会
︺︵
実
盛
︶
﹁
⁝
実
盛
今
度
の
い
く
さ
に
︑
命
い
き
て
ふ
た
ゝ
び
み
や

こ
へ
ま
い
る
べ
し
と
も
覚
候
は
ず
﹂
と
申
け
れ
ば
︑

︵
巻
五
﹁
富
士
川
﹂
373
頁



行
)

20

︹
会
︺︵
小
宰
相
︶﹁
⁝
い
つ
よ
り
も
心
ぼ
そ
げ
に
う
ち
な
げ
き
て
︑︵
通

盛
︶﹃
明
日
の
い
く
さ
に
は
︑
一
ぢ
や
う
う
た
れ
な
ん
ず
と
お
ぼ
ゆ
る
は
と

よ
︒
我
い
か
に
も
な
り
な
ん
の
ち
︑
人
は
い
か
ゞ
し
給
ふ
べ
き
⁝
﹄
な
ん
ど

い
ひ
し
か
ど
も
︑
⁝
﹂

︵
巻
九
﹁
小
宰
相
身
投
﹂
228
頁
15
行
)

19
で
実
盛
は
︑
戦
い
を
前
に
討
死
す
る
覚
悟
を
語
り
︑
20
で
小
宰
相
は
︑
通
盛

が
戦
い
の
前
日
に
死
を
予
感
し
て
い
た
こ
と
を
語
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
い
く
さ
﹂

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
二
四



は
︑
個
別
・
具
体
的
で
あ
る
︒

	

動
作
主

さ
て
動
作
主
に
つ
い
て
考
え
る
と
︑
16
は
行
家
軍
の
︑
18
は
仲
兼
ら
の
﹁
い

く
さ
﹂
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
軍
兵
の
衝
突
全
体
の
中
か

ら
︑
特
定
の
集
団
や
人
物
の
戦
闘
に
焦
点
を
当
て
る
例
が
あ
る
︒
次
に
引
用
す

る
の
�

例
は
︑
一
人
物
に
焦
点
を
当
て
た
﹁
い
く
さ
﹂
で
あ
る
︒

21

︹
地
︺
手
塚
太
郎
︑
郎
等
が
う
た
る
ゝ
を
み
て
︑
弓
手
に
ま
は
り
あ
ひ
︑

鎧
の
草
摺
ひ
き
あ
げ
て
二
刀
さ
し
︑
よ
は
る
処
に
く
ん
で
お
つ
︒
斎
藤
別
当

心
は
た
け
く
お
も
へ
ど
も
︑
い
く
さ
に
は
し
つ
か
れ
ぬ
︑
其
上
老
武
者
で
は

あ
り
︑
手
塚
が
下
に
な
り
に
け
り
︒

︵
巻
七
﹁
実
盛
﹂
80
頁
�

行
)

22

︹
会
︺︵
兼
平
は
︶
ゐ
の
こ
し
た
る
八
す
ぢ
の
矢
を
︑
さ
し
つ
め
引
つ
め
さ

ん
〳
〵
に
ゐ
る
︒
死
生
は
し
ら
ず
︑
や
に
わ
に
か
た
き
八
騎
ゐ
お
と
す
︒
其

後
打
物
ぬ
い
て
あ
れ
に
は
せ
あ
ひ
︑
こ
れ
に
馳
あ
ひ
︑
き
ッ
て
ま
は
る
に
︑

面
を
あ
は
す
る
も
の
ぞ
な
き
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
今
井
四
郎
い
く
さ
し
け
る
が
︑

是
を
き
ゝ
︑﹁
い
ま
は
た
れ
を
か
ば
は
ん
と
て
か
い
く
さ
を
ば
す
べ
き
︒
⁝
﹂

︵
巻
九
﹁
木
曽
最
期
﹂
181
頁
13
行
)

23

︹
会
︺
河
野
が
身
に
か
へ
て
思
ひ
け
る
郎
等
を
︑
讃
岐
七
郎
を
し
な
ら
べ

て
く
ン

で
お
ち
︑
と
ッ
て
お
さ
へ
て
頸
を
か
ゝ
ん
と
す
る
処
に
︑
河
野
四
郎

と
ッ
て
か
へ
し
︑
郎
等
が
う
へ
な
る
讃
岐
七
郎
が
頸
か
き
切
て
︑
ふ
か
田
へ

な
げ
い
れ
︑
大
音
声
を
あ
げ
て
︑﹁
河
野
四
郎
越
智
通
信
︑
生
年
廿
一
︑
か

う
こ
そ
い
く
さ
を
ば
す
れ
︒﹂

︵
巻
九
﹁
六
ケ
度
軍
﹂
188
頁
�

行
)

21
は
︑
実
盛
が
敵
一
人
を
討
ち
取
る
も
︑
老
齢
と
疲
労
︑
刀
傷
と
が
重
な
っ
て
︑

つ
い
に
組
み
伏
せ
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
実
盛
が

そ
の
日
に
重
ね
た
戦
い
で
︑
身
体
感
覚
を
伴
う
な
ま
な
ま
し
い
も
の
で
あ
る
︒

22
は
︑
兼
平
が
義
仲
の
死
を
知
っ
た
場
面
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
義

仲
を
自
害
さ
せ
る
た
の
兼
平
の
奮
闘
で
あ
り
︑
こ
ち
ら
も
矢
を
射
た
り
刀
を
抜

い
て
戦
っ
た
り
と
具
体
的
で
あ
る
︒
そ
し
て
23
は
︑
河
野
通
信
が
主
従
二
騎
で

敗
走
す
る
途
中
︑
郎
党
が
討
た
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
を
見
て
引
き
返
す
場
面
で

あ
る
︒
こ
こ
で
の
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
郎
党
を
助
け
る
た
め
︑
命
を
顧
み
ず
に
讃

岐
七
郎
を
討
ち
取
っ
た
戦
い
で
あ
る
︒

�

女

性

話
者
が
女
性
で
あ
っ
て
も
︑﹁
い
く
さ
﹂
が
︑
生
き
死
に
を
か
け
た
戦
い
を

意
味
す
る
︑
な
ま
な
ま
し
い
語
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
︒

24

︹
会
︺︵
維
盛
北
の
方
︶
﹁
⁝
い
く
さ
と
い
ふ
時
は
︑
た
ゞ
い
ま
も
や
う
た

れ
給
ら
ん
と
心
を
つ
く
す
︒
⁝
﹂

︵
巻
十
﹁
首
渡
﹂
240
頁
�

行
)

25

︹
会
︺
女
房
達
﹁
中
納
言
殿
︑
い
く
さ
は
い
か
に
や
い
か
に
﹂
と
口
々
に

と
ひ
給
へ
ば
︑
⁝
﹂

︵
巻
十
一
﹁
先
帝
身
投
﹂
335
頁
12
行
)

24
は
︑
都
に
い
る
維
盛
の
北
の
方
が
︑
斎
藤
兄
弟
か
ら
消
息
を
聞
く
場
面
で
あ
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る
︒
北
の
方
は
︑
維
盛
が
討
た
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
︑
わ
が
こ
と
と
し

て
と
ら
え
て
い
る
︒
25
は
︑
壇
浦
で
の
戦
況
を
知
盛
に
尋
ね
る
︑
女
房
た
ち
の

発
言
で
あ
る
︒
こ
の
戦
い
の
行
く
末
は
女
性
た
ち
の
運
命
を
も
左
右
す
る
も
の

で
あ
り
︑
彼
女
た
ち
も
ま
た
﹁
い
く
さ
﹂
の
当
事
者
と
い
え
る
︒




戦
法
・
戦
い
方

﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
戦
闘
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
︑
戦
い
を
ど
の
よ
う
に
進
め

る
か
と
い
う
戦
法
を
意
味
す
る
例
も
あ
る
︒

26
︹
会
︺︵
平
家
方
︶﹁
汝
等
は
ふ
る
ひ
者
共
也
︒
い
く
さ
の
様
を
も
を
き
て

よ
﹂
と
て
︑
北
国
へ
む
け
ら
れ
た
り
︒

︵
巻
七
﹁
篠
原
合
戦
﹂
77
頁
�

行
)

27

︹
会
︺︵
忠
清
︶﹁
入
道
殿
の
御
定
に
は
︑
い
く
さ
を
ば
忠
清
に
ま
か
せ
さ

せ
給
へ
と
仰
候
し
ぞ
か
し
︒
⁝
た
ゞ
富
士
河
を
ま
へ
に
あ
て
て
︑
み
か
た
の

御
勢
を
ま
た
せ
給
ふ
べ
う
や
候
ら
ん
﹂

︵
巻
五
﹁
富
士
川
﹂
371
頁
	

行
)

26
は
︑
実
戦
経
験
の
豊
富
な
畠
山
重
能
ら
を
︑﹁
戦
い
の
や
り
か
た
を
さ
し
ず

せ
よ⑦

﹂
と
派
遣
す
る
場
面
で
あ
る
︒
27
は
︑
坂
東
へ
攻
め
よ
う
と
す
る
維
盛
と
︑

味
方
を
待
つ
べ
き
だ
と
す
る
忠
清
の
意
見
が
対
立
す
る
場
面
で
あ
る
︒
忠
清
が

清
盛
か
ら
任
さ
れ
た
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
26
と
同
様
に
︑
軍
兵
を
ど
の
よ
う
に
動

か
し
︑
い
つ
ど
こ
で
戦
い
を
交
え
る
か
と
い
う
戦
法
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
い
く
さ
の
様
﹂
は
︑
勝
敗
に
直
結
す
る
︒

28

︹
会
︺︵
実
盛
︶﹁
⁝
い
く
さ
は
せ
い
に
は
よ
ら
ず
︑
は
か
り
事
に
よ
る
と

こ
そ
申
つ
た
へ
て
候
へ
︒
⁝
﹂

︵
巻
五
﹁
富
士
川
﹂
373
頁
�

行
)

29

︹
会
︺︵
義
仲
︶
﹁
⁝
但
か
け
あ
ひ
の
い
く
さ
は
勢
の
多
少
に
よ
る
事
也
︒

大
勢
か
さ
に
か
け
て
は
あ
し
か
り
な
ん
︒
⁝
︒
⁝
日
を
ま
ち
く
ら
し
︑
平
家

の
大
勢
を
く
り
か
ら
が
谷
へ
追
お
と
さ
う
ど
思
ふ
な
り
﹂

︵
巻
七
﹁
願
書
﹂
68
頁



行
)

28
で
実
盛
が
言
う
よ
う
に
︑
い
く
さ
の
勝
敗
は
﹁
は
か
り
事
﹂
に
よ
っ
て
決
ま

る
︒
た
と
え
ば
︑
双
方
の
兵
力
が
正
面
か
ら
ぶ
つ
か
る
﹁
か
け
あ
ひ
の
い
く

さ
﹂︵
29
︶
で
は
︑
勢
の
多
い
方
が
有
利
と
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
義
仲
は
︑
日

暮
れ
を
待
っ
て
平
家
軍
を
谷
へ
と
追
い
込
む
作
戦
を
取
り
︑
勝
利
を
収
め
た
︒

�

勝
ち
負
け

﹁
い
く
さ
﹂
に
は
︑﹁
勝
つ
／
負
く
﹂
と
共
起
す
る
例
が
12
例
あ
る
︒

30

︹
地
︺
源
平
両
方
時
つ
く
り
︑
矢
合
し
て
︑
互
に
舟
ど
も
お
し
あ
は
せ
て

せ
め
た
ゝ
か
ふ
︒
遠
き
を
ば
弓
で
ゐ
︑
近
き
を
ば
︑
太
刀
で
き
り
︑
熊
手
に

か
け
て
と
る
も
あ
り
︑
と
ら
る
ゝ
も
あ
り
︑
⁝
︒
⁝
思
ひ
〳
〵
心
々
に
勝
負

を
す
︒
⁝
︵
中
略
︶
⁝
平
家
は
鞍
を
き
馬
を
舟
の
う
ち
に
た
て
ら
れ
た
り
け

れ
ば
︑
舟
さ
し
よ
せ
︑
馬
ど
も
ひ
き
お
ろ
し
︑
う
ち
の
り
〳
〵
お
め
い
て
か

け
け
れ
ば
︑
源
氏
の
勢
︑
大
将
軍
は
う
た
れ
ぬ
︑
わ
れ
さ
き
に
と
ぞ
落
行
け

る
︒
平
家
は
水
嶋
の
い
く
さ
に
勝
て
こ
そ
︑
会
稽
の
恥
を
ば
雪
め
け
れ
︒

︵
巻
八
﹁
水
嶋
合
戦
﹂
143
頁
�

行
)
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31

︹
地
︺
源
氏
阿
波
国
勝
浦
に
つ
い
て
︑
八
嶋
の
い
く
さ
に
う
ち
か
ち
ぬ
︒

︵
巻
十
一
﹁
鶏
合
壇
浦
合
戦
﹂
327
頁
�

行
)

30
の
﹁
水
嶋
の
い
く
さ
﹂
は
︑
開
戦
か
ら
戦
い
の
様
子
が
詳
細
に
描
か
れ
る
︒

中
略
部
分
で
は
︑
源
氏
の
侍
大
将
が
討
た
れ
た
の
を
見
た
大
将
軍
義
清
が
︑
真

っ
先
に
進
ん
で
戦
う
も
︑
船
が
沈
没
し
た
こ
と
が
描
か
れ
る
︒
31
の
﹁
八
嶋
の

い
く
さ
﹂
も
︑
巻
十
一
﹁
勝
浦
大
坂
越
﹂
で
義
経
が
﹁
八
嶋
の
城
へ
よ
せ
給

ふ
﹂
と
攻
撃
を
仕
掛
け
て
か
ら
︑﹁
嗣
信
最
期
﹂﹁
那
須
与
一
﹂﹁
弓
流
﹂
の
四

章
段
に
わ
た
っ
て
戦
い
が
描
か
れ
て
い
た
︒﹁
い
く
さ
﹂
の
勝
ち
負
け
は
︑
こ

う
し
た
武
士
の
戦
い
に
よ
っ
て
決
ま
る
︒

戦
い
の
結
果
を
“
平
家
の
勝
ち
”
と
い
う
か
“
源
氏
の
負
け
”
と
い
う
か
は
︑

両
軍
の
ど
ち
ら
に
視
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
異
な
る
︒﹁
い
く
さ
﹂
が
﹁
勝
つ

／
負
く
﹂
と
共
起
す
る
こ
と
は
︑﹁
い
く
さ
﹂
が
客
観
的
に
事
態
を
と
ら
え
る

語
と
い
う
よ
り
も
︑
あ
る
集
団
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
の
あ
る
語
で
あ
る
こ
と

も
関
わ
る
だ
ろ
う
︒

10

災

禍

﹁
い
く
さ
﹂
は
武
士
の
戦
闘
さ
す
語
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
武
士
以
外
の
人
物

か
ら
す
る
と
災
禍
で
あ
る
︒

32

︹
地
︺
伊
豆
・
駿
河
の
人
民
・
百
姓
等
が
い
く
さ
に
お
そ
れ
て
︑
或
は
野

に
い
り
︑
山
に
か
く
れ
︑
或
は
船
に
と
り
の
ッ
て
海
河
に
う
か
び
︑

︵
巻
五
﹁
富
士
川
﹂
373
頁
12
行
)

33

︹
地
︺
治
承
・
養
和
の
飢
饉
︑
東
国
・
西
国
の
い
く
さ
に
︑
人
だ
ね
ほ
ろ

び
う
せ
た
り
と
い
へ
ど
も
︑
⁝
︒

︵
巻
十
一
﹁
一
門
大
路
渡
﹂
350
頁
13
行
)

32
は
︑﹁
あ
す
は
源
平
富
士
河
に
て
矢
合
と
さ
だ
め
た
り
﹂
と
富
士
川
で
の
戦

い
を
目
前
に
控
え
た
場
面
で
あ
る
︒
在
住
の
﹁
人
民
・
百
姓
﹂
ら
は
︑
﹁
い
く

さ
﹂
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
﹁
お
そ
れ
て
﹂︑
野
山
や
海
へ
と
逃
れ
る
︒
33

で
も
︑﹁
東
国
・
西
国
の
い
く
さ
﹂
は
﹁
治
承
・
養
和
の
飢
饉
﹂
と
併
記
さ
れ

て
お
り
︑
人
命
を
奪
う
災
禍
と
さ
れ
る
︒

五
︑
武
力
を
伴
う
争
い
を
意
味
す
る
﹁
合
戦
﹂

続
い
て
︑
武
力
を
伴
う
争
い
を
意
味
す
る
﹁
合
戦
﹂
27
例
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

�

文

書

﹁
合
戦
﹂
は
︑
牒
状
や
願
書
と
い
っ
た
文
書
中
で
�

例
み
え
る
︒

34

︹
文
︺︵
義
仲
︶
﹁
⁝
悪
逆
を
し
づ
め
ん
が
た
め
に
義
兵
を
発
す
処
に
︑
忽

に
三
千
の
衆
徒
に
向
て
不
慮
の
合
戦
を
致
ん
事
を
︒
⁝
﹂

︵
巻
七
﹁
木
曽
山
門
牒
状
﹂
87
頁
�

行
)

34
は
︑
入
京
前
の
義
仲
が
山
門
に
対
し
て
送
っ
た
牒
状
中
の
例
で
あ
る
︒
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�

会
話
文

﹁
合
戦
﹂
は
会
話
文
に
11
例
み
え
る
︒
発
話
場
面
を
み
る
と
︑
上
位
者
に
進

言
す
る
時
や
晴
れ
の
場
な
ど
︑
公
の
性
格
が
強
い
場
面
に
限
定
さ
れ
る
︒

35

︹
会
︺
熊
野
別
当
︑
鎌
倉
殿
へ
飛
脚
を
奉
て
︑︵
湛
増
︶﹁
当
国
湯
浅
の
合

戦
の
事
︑
両
三
月
が
間
に
八
ケ
度
よ
せ
て
攻
戦
︒
⁝
﹂

︵
巻
十
二
﹁
六
代
被
斬
﹂
415
頁
�

行
)

36

︹
会
︺︵
忠
綱
︶﹁
⁝
秩
父
・
足
利
な
か
を
た
が
ひ
︑
つ
ね
は
合
戦
を
し
候

し
に
︑

︵
巻
四
﹁
橋
合
戦
﹂
312
頁
�

行
)

35
は
湛
増
が
頼
朝
に
合
戦
の
次
第
を
報
告
す
る
場
面
で
︑
上
位
者
に
進
言
す
る

例
と
い
え
る
︒
ま
た
36
の
よ
う
に
︑
戦
場
で
大
音
声
を
あ
げ
て
敵
味
方
に
呼
び

か
け
る
名
の
り
や
詞
戦
な
ど
は
︑
晴
の
場
で
の
発
言
で
あ
る
︒

�

公

私

37
38
の
よ
う
に
保
元
・
平
治
の
﹁
合
戦
﹂
は
�

例
み
え
︑
固
有
名
詞
と
し

て
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
︒
こ
れ
ら
は
物
語
時
間
か
ら
隔
っ
た
︑
歴
史

上
の
出
来
事
で
あ
る
︒

37

︹
地
︺
抑
源
三
位
入
道
と
申
は
︑
摂
津
守
頼
光
に
五
代
︑
三
河
守
頼
綱
が

孫
︑
兵
庫
頭
仲
政
が
子
也
︒
保
元
の
合
戦
の
時
︑
御
方
に
て
先
を
か
け
た
り

し
か
ど
も
︑
さ
せ
る
賞
に
も
あ
づ
か
ら
ず
︒

︵
巻
四
﹁
鵼
﹂
324
頁
�

行
)

38

︹
会
︺︵
慶
秀
︶﹁
⁝
是
は
一
と
せ
平
治
の
合
戦
の
時
︑
故
左
馬
頭
義
朝
が

手
に
候
ひ
て
︑
六
条
河
原
で
打
死
仕
候
し
相
模
国
住
人
︑
山
内
須
藤
刑
部
丞

俊
通
が
子
で
候
︒
⁝
﹂

︵
巻
四
﹁
大
衆
揃
﹂
308
頁
�

行
)

ま
た
︑﹁
合
戦
﹂
に
私
戦
を
さ
す
例
が
な
い
こ
と
か
ら
も
︑
公
の
性
格
が
強

い
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
︒

�

地

名

地
名
を
冠
す
る
﹁
合
戦
﹂
は
︑﹁
室
山
・
水
嶋
二
ケ
度
の
合
戦
﹂︵
�

︶
が
�

例
︑﹁
湯
浅
の
合
戦
﹂
︵
35
︶
が
�

例
︑
﹁
石
橋
山
の
合
戦
﹂
が
�

例
あ
る
︒

39

︹
地
︺
此
院
宣
を
ば
錦
の
袋
に
い
れ
て
︑
石
橋
山
の
合
戦
の
時
も
︑
兵
衛

佐
殿
頸
に
か
け
ら
れ
た
り
け
る
と
か
や
︒
︵
巻
五
﹁
福
原
院
宣
﹂
366
頁



行
)

39
の
﹁
石
橋
山
の
合
戦
﹂
は
︑
流
人
で
あ
っ
た
頼
朝
が
は
じ
め
て
挙
兵
し
た
戦

い
で
あ
る
︒
こ
の
時
頼
朝
の
首
に
は
︑
勅
勘
を
許
し
平
家
を
討
伐
す
る
こ
と
を

命
じ
る
院
宣
が
か
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
︒
こ
こ
で
の
合
戦
は
︑
歴
史
を
叙
述

す
る
上
で
重
要
な
戦
い
と
い
え
る
︒

�

時

間

﹁
合
戦
﹂
は
︑
保
元
・
平
治
の
﹁
合
戦
﹂
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
過
去
の

出
来
事
を
さ
す
例
が
中
心
だ
が
︑
そ
の
日
に
起
き
た
戦
い
を
さ
す
例
も
あ
る
︒

40
は
︑
義
経
が
後
白
河
法
皇
に
河
原
合
戦
の
次
第
を
報
告
す
る
例
で
あ
る
︒
こ

こ
で
﹁
合
戦
﹂
と
あ
る
の
は
︑
上
位
者
に
進
言
す
る
と
い
う
場
面
性
の
問
題
も

﹃
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あ
る
が
︑
そ
の
報
告
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
た
い
︒

40

︹
地
︺
⁝
九
郎
義
経
を
大
床
の
き
は
へ
め
し
て
︑
合
戦
の
次
第
を
く
は
し

く
御
尋
あ
れ
ば
︑
義
経
か
し
こ
ま
ッ
て
申
け
る
は
︑﹁
義
仲
が
謀
叛
の
事
︑

頼
朝
大
に
お
ど
ろ
き
︑
範
頼
・
義
経
を
は
じ
め
と
し
て
︑
む
ね
と
の
兵
物
卅

余
人
︑
其
勢
六
万
余
騎
を
ま
い
ら
せ
候
︒
範
頼
は
勢
田
よ
り
ま
は
り
候
が
︑

い
ま
だ
ま
い
り
候
は
ず
︒
義
経
は
宇
治
の
手
を
せ
め
お
と
い
て
︑
ま
づ
此
御

所
守
護
の
た
め
に
は
せ
参
じ
て
候
︒
義
仲
は
河
原
を
の
ぼ
り
に
お
ち
候
つ
る

を
︑
兵
物
共
に
お
は
せ
候
つ
れ
ば
︑
今
は
定
て
う
ッ
と
り
候
ぬ
ら
ん
﹂
と
︑

⁝

︵
巻
九
﹁
河
原
合
戦
﹂
174
頁
14
行
)

合
戦
の
次
第
を
尋
ね
ら
れ
た
義
経
は
︑
頼
朝
が
範
頼
・
義
経
を
派
遣
し
た
経
緯

と
両
軍
の
動
向
︑
義
経
軍
が
宇
治
川
で
義
仲
軍
を
破
っ
た
こ
と
︑
義
仲
の
敗
走

経
路
な
ど
を
︑
時
系
列
に
沿
っ
て
述
べ
て
い
る
︒
直
前
ま
で
自
分
た
ち
が
行
っ

て
い
た
具
体
的
な
戦
闘
に
は
触
れ
ず
︑
大
局
的
︑
客
観
的
な
報
告
で
あ
る
︒

	

動
作
主

﹁
い
く
さ
﹂
は
特
定
の
集
団
や
人
物
の
戦
い
を
焦
点
化
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

が
︑﹁
合
戦
﹂
に
は
そ
う
し
た
例
は
な
い
︒

41

︹
地
︺
同
十
八
日
︑
肥
後
守
貞
能
が
伯
父
︑
平
太
入
道
定
次
を
大
将
と
し

て
︑
伊
賀
・
伊
勢
両
国
の
住
人
等
︑
近
江
国
へ
う
ち
出
た
り
け
れ
ば
︑
源
氏

の
末
葉
等
発
向
し
て
合
戦
を
い
た
す
︒

︵
巻
十
﹁
三
日
平
氏
﹂
289
頁
13
行
)

こ
こ
で
の
﹁
合
戦
﹂
の
動
作
主
は
﹁
源
氏
の
末
葉
﹂
だ
が
︑
具
体
的
な
戦
闘
の

様
子
は
記
さ
れ
な
い
︒
こ
こ
で
も
︑
源
氏
の
末
葉
と
平
太
入
道
定
次
と
の
間
に

戦
い
が
起
こ
る
ま
で
の
経
緯
を
︑
日
時
添
え
て
客
観
的
に
述
べ
て
い
る
︒

�

女

性

﹁
合
戦
﹂
は
︑
女
性
の
話
し
言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
な
い
︒




寺
社
勢
力

戦
い
を
歴
史
的
な
出
来
事
と
し
て
と
ら
え
る
﹁
合
戦
﹂
は
︑
武
士
ど
う
し
だ

け
で
な
く
︑
寺
社
勢
力
に
よ
る
戦
い
を
も
指
す
︒
34
で
引
用
し
た
義
仲
と
山
門

と
の
対
立
も
︑
こ
れ
に
含
ま
れ
る
︒

42

︹
地
︺
⁝
山
上
に
は
︑
堂
衆
学
生
不
快
の
事
い
で
き
て
︑
か
つ
せ
ん
度
々

に
及
︒
毎
度
に
学
侶
う
ち
お
と
さ
れ
て
︑
山
門
の
滅
亡
︑
朝
家
の
御
大
事
と

ぞ
見
え
し
︒

︵
巻
二
﹁
山
門
滅
亡
堂
衆
合
戦
﹂
194
頁
12
行
)

43

︹
文
︺︵
三
井
寺
︶﹁
⁝
昔
唐
の
会
昌
天
子
︑
軍
兵
を
も
ッ
て
仏
法
を
ほ
ろ

ぼ
さ
し
め
し
時
︑
清
凉
山
の
衆
︑
合
戦
を
い
た
し
て
こ
れ
を
ふ
せ
く
︒
⁝
﹂

︵
巻
四
﹁
南
都
牒
状
﹂
299
頁
16
行
)

44

︹
地
︺
治
承
の
合
戦
の
時
︑
こ
ゝ
に
う
ッ
た
ッ
て
伽
藍
を
ほ
ろ
ぼ
し
給
へ

る
ゆ
へ
な
り
︒

︵
巻
十
一
﹁
重
衡
被
斬
﹂
377
頁
15
行
)

42
は
比
叡
山
の
堂
衆
と
大
衆
と
の
﹁
合
戦
﹂
で
あ
り
︑
両
者
が
武
力
衝
突
す
る

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
二
九



こ
と
は
﹁
山
門
の
滅
亡
︑
朝
家
の
御
大
事
﹂
で
あ
る
︒
43
は
会
昌
天
子
が
﹁
仏

法
﹂
を
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
例
︑
44
は
重
衡
が
南
都
を
全
焼
さ
せ
た
事
件
を
﹁
合

戦
﹂
と
い
っ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
仏
教
史
上
の
重
大
事
件
で
あ
る
︒

一
方
の
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
全
て
が
武
士
に
よ
る
戦
い
で
あ
っ
た
︒

�

勝
ち
負
け

﹁
合
戦
﹂
は
﹁
勝
つ
／
負
く
﹂
と
共
起
す
る
例
は
な
い
︒

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
要
点
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
︒

﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
会
話
文
で
の
例
が
86
例
中
55
例
と
大
半
を
占
め
︑
武
士
の

日
常
語
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
ま
た
﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
武
士
に
よ
る
個

別
・
具
体
的
な
戦
闘
を
意
味
す
る
語
で
あ
り
︑
人
の
生
き
死
に
が
か
か
っ
た
︑

な
ま
な
ま
し
さ
を
伴
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
武
士
以
外
の
人
物
か
ら
す
る
と
︑

人
命
を
奪
う
お
そ
れ
の
あ
る
災
禍
で
あ
っ
た
︒
特
定
の
集
団
や
個
人
に
焦
点
を

あ
て
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
主
観
性
の
強
い
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
︒

一
方
の
﹁
合
戦
﹂
は
︑
願
書
や
牒
状
と
い
っ
た
文
書
中
で
使
用
さ
れ
︑
会
話

文
中
の
例
も
︑
正
式
・
公
的
な
場
面
に
限
定
さ
れ
る
︒
両
軍
の
衝
突
を
俯
瞰
的

に
と
ら
え
る
語
で
あ
り
︑
客
観
的
な
傾
向
が
強
い
︒
具
体
的
に
は
︑
保
元
・
平

治
の
合
戦
や
︑
石
橋
山
の
合
戦
︑
仏
法
の
滅
亡
を
も
た
ら
す
寺
社
勢
力
の
関
わ

る
戦
い
な
ど
︑
歴
史
上
の
出
来
事
を
さ
す
語
で
あ
る
︒

六
︑
武
力
を
伴
う
争
い
を
意
味
す
る
﹁
戦
ひ
﹂

最
後
に
﹁
戦
ひ
﹂
に
つ
い
て
考
え
た
い
︒
た
だ
し
﹁
武
力
を
伴
う
争
い
﹂
を

意
味
す
る
﹁
戦
ひ
﹂
は
︑
�

例
と
少
な
い
︒
そ
の
理
由
は
︑﹁
戦
ひ
﹂
の
使
用

が
次
の
場
面
に
限
ら
れ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

①
文
脈
上
﹁
い
く
さ
﹂
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
が
︑
武
士
に
よ
る
戦
闘
が
行
わ
れ

て
い
な
い
た
め
に
︑
﹁
い
く
さ
﹂
で
は
な
く
﹁
戦
ひ
﹂
を
使
う
︒

②
文
脈
上
﹁
合
戦
﹂
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
が
︑
勝
敗
を
い
う
場
面
で
は
︑﹁
合

戦
﹂
で
は
な
く
﹁
戦
ひ
﹂
を
使
う
︒

①

﹁
い
く
さ
﹂
を
﹁
戦
ひ
﹂
に
言
い
換
え
る

45

︹
地
︺
平
家
の
侍
備
中
国
の
住
人
妹
尾
太
郎
兼
康
は
︑
北
国
の
戦
ひ
に
︑

加
賀
国
住
人
倉
光
の
次
郎
成
澄
が
手
に
か
ゝ
ッ
て
︑
い
け
ど
り
に
せ
ら
れ
た

り
し
を
︑
成
澄
が
舎
弟
倉
光
の
三
郎
成
氏
に
あ
づ
け
ら
れ
た
り
︒

︵
巻
八
﹁
妹
尾
最
期
﹂
143
頁
10
行
)

46

︹
会
︺︵
文
覚
︶﹁︵
頼
朝
︶
﹃
此
若
公
の
父
三
位
中
将
殿
は
︑
初
度
の
戦
の

大
将
也
︒
誰
申
共
叶
ま
じ
﹄
と
⁝
﹂

︵
巻
十
二
﹁
泊
瀬
六
代
﹂
406
頁
�

行
)

45
は
︑
生
捕
り
に
な
っ
た
兼
康
の
動
向
を
説
明
す
る
一
文
で
あ
る
︒﹁
北
国
の

戦
ひ
﹂
は
倶
利
伽
羅
峠
の
戦
い
を
指
す
が
︑
こ
こ
で
の
勝
負
は
戦
闘
に
よ
っ
て

で
は
な
く
︑
義
仲
の
策
に
は
ま
っ
た
平
家
軍
が
倶
利
伽
羅
峠
に
落
ち
る
こ
と
で

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
三
〇



つ
い
て
い
た
︒
ま
た
46
は
六
代
の
助
命
を
請
う
文
覚
に
対
し
︑
六
代
が
維
盛
の

子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
断
る
頼
朝
の
発
話
で
あ
る
︒﹁
初
度
の
戦
﹂
と
は
︑

富
士
川
の
戦
い
を
指
し
︑
こ
こ
で
の
勝
敗
も
︑
戦
闘
で
は
な
く
︑
水
鳥
の
羽
音

に
驚
い
た
平
家
軍
が
敵
前
逃
亡
し
た
こ
と
で
決
着
す
る
︒

45
46
は
︑
兼
康
が
戦
場
で
生
捕
り
に
な
っ
た
こ
と
や
︑
維
盛
が
戦
地
に
赴

い
た
こ
と
を
具
体
的
に
述
べ
て
お
り
︑
文
脈
上
は
﹁
い
く
さ
﹂
と
い
う
の
が
ふ

さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
倶
利
伽
羅
峠
で
も
富
士
川
で
も
︑
武

士
に
よ
る
戦
闘
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒
そ
の
た
め
に
︑﹁
い
く
さ
﹂
で
は
な
く

﹁
戦
ひ
﹂
の
語
が
選
択
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

﹁
い
く
さ
﹂
と
﹁
戦
ひ
﹂
を
︑
武
士
に
よ
る
戦
闘
の
有
無
に
よ
っ
て
使
い
分

け
る
例
と
し
て
︑
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

47

︹
地
︺
近
年
行
人
と
て
︑
大
衆
を
も
事
共
せ
ざ
り
し
が
︑
か
く
度
々
の
戦

に
う
ち
か
ち
ぬ
︒

︵
巻
第
二
﹁
山
門
滅
亡
堂
衆
合
戦
﹂
195
頁
�

行
)

48

︹
地
︺︵
堂
衆
ら
が
︶
城
の
内
よ
り
石
弓
は
づ
し
か
け
た
り
け
れ
ば
︑
大
衆

官
軍
か
ず
を
つ
く
い
て
う
た
れ
に
け
り
︒
堂
衆
に
語
ら
ふ
悪
党
と
云
は
︑
諸

国
の
窃
盗
・
強
盗
・
山
賊
・
海
賊
等
也
︒
欲
心
熾
盛
に
し
て
︑
死
生
不
知
の

奴
原
な
れ
ば
︑
我
一
人
と
思
き
ッ
て
た
ゝ
か
ふ
程
に
︑
今
度
も
又
学
生
い
く

さ
に
ま
け
に
け
り
︒

︵
巻
二
﹁
山
門
滅
亡
堂
衆
合
戦
﹂
195
頁
14
行
)

47
は
堂
衆
︵
行
人
︶
が
大
衆
に
勝
利
し
た
こ
と
を
記
す
一
文
で
あ
る
︒
武
士
が

参
戦
し
て
い
な
い
こ
の
場
面
で
は
︑﹁
戦
ひ
﹂
と
あ
る
︒
48
も
堂
衆
と
大
衆
の

対
立
だ
が
︑
こ
こ
で
は
堂
衆
に
悪
党
が
︑
大
衆
に
武
士
で
あ
る
官
軍
が
与
し
て

い
る
︒
引
用
部
で
は
︑
攻
め
寄
せ
る
大
衆
と
官
軍
に
対
し
︑
城
に
籠
も
る
悪
党

ら
が
︑
石
弓
を
使
う
な
ど
﹁
我
一
人
と
思
き
ッ
て
﹂︑
応
戦
す
る
様
が
描
か
れ

て
い
る
︒
こ
う
し
た
場
面
で
は
︑
﹁
い
く
さ
﹂
と
あ
る
︒

②

﹁
合
戦
﹂
を
﹁
戦
ひ
﹂
に
言
い
換
え
る

49

︹
地
︺
⁝
昔
も
ろ
こ
し
に
︑
漢
高
祖
と
楚
項
羽
と
位
を
あ
ら
そ
ひ
て
︑
合

戦
す
る
事
七
十
二
度
︑
た
ゝ
か
い
ご
と
に
項
羽
か
ち
に
け
り
︒

︵
巻
十
﹁
千
手
前
﹂
265
頁
�

行
)

49
の
二
重
傍
線
部
で
は
高
祖
と
項
羽
が
﹁
合
戦
す
る
﹂
と
い
い
︑
後
続
の
句
で

は
︑
そ
れ
を
﹁
戦
ひ
﹂
と
言
い
換
え
る
︒
物
語
時
間
か
ら
遠
く
隔
た
っ
た
高
祖

と
項
羽
と
の
戦
い
に
は
︑
﹁
合
戦
﹂
の
語
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
︒
し
か

し
覚
一
本
は
︑
前
述
の
よ
う
に
合
戦
の
勝
ち
負
け
を
い
う
こ
と
を
避
け
る
傾
向

に
あ
る⑧

た
め
に
︑
﹁
戦
ひ
﹂
が
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

次
の
例
も
︑
同
じ
理
由
か
ら
﹁
戦
ひ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

50

︹
地
︺
御
方
た
ゝ
か
ひ
か
ち
ぬ
と
聞
え
し
か
ば
︑
蘇
武
は
曠
野
の
な
か
よ

り
は
い
出
て
︑﹁
是
こ
そ
い
に
し
へ
の
蘇
武
よ
﹂
と
ぞ
な
の
る
︒

︵
巻
二
﹁
蘇
武
﹂
206
頁
15
行
)

51

︹
地
︺
さ
れ
ど
も
つ
ゐ
に
は
項
羽
た
ゝ
か
い
ま
け
て
ほ
ろ
び
け
る
時
︑

︵
巻
十
﹁
千
手
前
﹂
265
頁



行
)

﹃
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お
わ
り
に

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑﹁
い
く
さ
﹂﹁
合
戦
﹂﹁
戦
ひ
﹂
は
︑
い
ず
れ
も

武
力
を
伴
う
争
い
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
が
︑
覚
一
本
に
お
い
て
は
︑
意
味
・

用
法
の
差
異
が
認
め
ら
れ
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
合
戦
﹂
が
歴
史
的
な
出
来
事
を

い
う
客
観
性
の
強
い
語
で
あ
る
の
に
対
し
︑﹁
い
く
さ
﹂
は
集
団
や
人
物
に
焦

点
を
当
て
た
個
別
・
具
体
的
な
武
士
の
戦
い
を
意
味
す
る
語
で
あ
っ
た
︒

﹁
い
く
さ
﹂
が
武
士
の
戦
闘
を
意
味
す
る
の
は
︑﹁
い
く
さ
﹂
が
軍
兵
を
意
味

す
る
語
で
も
あ
る
こ
と
が
関
わ
っ
て
い
よ
う
︒
ま
た
﹁
戦
ひ
﹂
が
︑﹁
い
く
さ
﹂

と
﹁
合
戦
﹂
の
両
語
を
言
い
換
え
る
か
た
ち
で
使
わ
れ
て
い
た
の
は
︑﹁
戦
ひ
﹂

が
軍
勢
を
伴
わ
な
い
二
者
間
の
争
い
を
意
味
す
る
な
ど
︑
語
義
が
広
い
こ
と
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

本
稿
の
検
討
を
踏
ま
え
て
︑
室
山
・
水
嶋
で
の
戦
い
を
﹁
い
く
さ
﹂﹁
合
戦
﹂

﹁
戦
ひ
﹂
と
呼
び
分
け
る
こ
と
を
考
え
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
︒

�

で
﹁
い
く
さ
﹂
と
あ
る
の
は
︑
平
家
軍
と
義
仲
軍
が
水
嶋
・
室
山
で
繰
り

広
げ
た
戦
闘
に
つ
い
て
︑
平
家
の
側
か
ら
勝
敗
を
い
う
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

�

で
﹁
合
戦
﹂
と
あ
る
の
は
場
面
性
に
よ
る
も
の
で
︑
名
の
り
と
い
う
晴
の

場
で
の
発
言
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

�

は
︑
大
原
を
訪
れ
た
後
白
河
法
皇
に
対
す
る
徳
子
の
発
話
で
あ
る
︒
女
性

の
発
言
と
し
て
﹁
合
戦
﹂
は
適
切
で
は
な
く
︑
ま
た
﹁
い
く
さ
﹂
の
語
も
︑
生

き
死
に
の
か
か
っ
た
戦
闘
を
意
味
す
る
︑
な
ま
な
ま
し
い
語
で
あ
る
た
め
︑
法

皇
に
向
け
た
発
言
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
た
め
に
︑﹁
戦
ひ
﹂
が
選
ば
れ
た
と

考
え
ら
れ
る⑨

︒

そ
し
て
﹁
い
く
さ
﹂
と
﹁
合
戦
﹂
と
の
関
係
は
︑
次
の
例
に
明
ら
か
で
あ
る
︒

52

︹
地
︺
⁝
美
濃
源
氏
佐
渡
衛
門
尉
重
貞
と
い
ふ
者
あ
り
︑
一
と
せ
保
元
の

合
戦
の
時
︑
鎮
西
の
八
郎
為
朝
が
か
た
の
い
く
さ
に
ま
け
て
︑
お
ち
う
と
に

な
ッ
た
り
し
を
か
ら
め
て
い
だ
し
た
り
し
勧
賞
に
︑
も
と
は
兵
衛
尉
た
り
し

が
右
衛
門
尉
に
な
り
ぬ
︒

︵
巻
七
﹁
主
上
都
落
﹂
93
頁
�

行
)

こ
の
一
文
は
︑
保
元
の
合
戦
で
為
朝
を
捕
縛
し
た
重
貞
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の

で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
﹁
合
戦
﹂
は
︑
歴
史
上
の
出
来
事
を
客
観
的
に
い
い
︑

﹁
い
く
さ
﹂
は
︑
そ
こ
で
行
わ
れ
た
武
士
に
よ
る
戦
い
を
さ
し
て
い
る
︒

覚
一
本
が
﹁
い
く
さ
﹂
と
﹁
合
戦
﹂
と
を
使
い
分
け
る
こ
と
は
︑
戦
い
に
の

ぞ
む
武
士
に
寄
り
そ
い
︑
戦
場
で
の
高
揚
感
や
死
の
覚
悟
︑
不
安
と
い
っ
た
心

情
を
も
描
く
い
く
さ
と
︑
戦
い
が
起
き
た
経
緯
と
結
果
を
客
観
的
に
と
ら
え
る

合
戦
と
い
う
︑
二
つ
の
視
座
を
持
ち
合
せ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

こ
う
し
た
二
つ
の
視
座
を
持
つ
こ
と
よ
っ
て
覚
一
本
は
︑
武
士
の
い
く
さ
に

よ
っ
て
合
戦
を
描
き
︑
合
戦
に
よ
っ
て
物
語
を
進
展
さ
せ
る
と
い
う
︑
有
機
的

な
叙
述
を
可
能
に
し
た
と
い
え
よ
う
︒

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
語
句
と
物
語
叙
述

一
三
二



注①

﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄
の
引
用
は
︑
以
下
に
よ
る
︒﹇
影
印
﹈﹃
平
家
物
語
﹄︵
龍
谷

大
学
善
本
叢
書
︶
思
文
閣
出
版
︑
一
九
九
三
年
︒﹇
翻
刻
﹈
高
木
市
之
助
ほ
か
校
注

﹃
平
家
物
語
﹄︵
日
本
古
典
文
学
大
系
︶
岩
波
書
店
︑
一
九
五
九
～
六
〇
年
︒
引
用
の

際
に
は
日
本
古
典
文
学
大
系
の
判
断
を
尊
重
し
︑
促
音
・
撥
音
を
小
字
で
補
い
︑
補

読
箇
所
も
本
文
と
同
様
に
扱
っ
た
︒
巻
一
～
六
は
上
巻
︑
巻
七
～
一
二
と
灌
頂
巻
は

下
巻
で
あ
る
︒

②

城
阪
早
紀
﹁﹃
覚
一
本
平
家
物
語
﹄﹁
木
曽
最
期
﹂
考

︱
﹁
粟
津
の
い
く
さ
﹂
を

め
ぐ
っ
て
﹂﹃
国
語
国
文
﹄
八
八
・
三
︑
二
〇
一
九
年
三
月
︒

③

山
本
秀
人
氏
は
︑
延
慶
本
平
家
物
語
に
﹁
合
戦
ス
﹂
と
﹁
相
闘
﹂
の
両
語
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
︑
和
語
﹁
あ
ひ
た
た
か
ふ
﹂
は
︑
動
作
主
体
が
個
人
︑
も
し
く
は
個

人
に
着
目
し
た
表
現
で
あ
る
と
述
べ
る
︒
山
本
秀
人
﹁
真
福
寺
本
将
門
記
に
お
け
る

﹁
合
戦
︵
カ
フ
セ
ン
︶
ス
﹂
と
﹁
合
戦
︵
ア
ヒ
タ
タ
カ
︶
フ
﹂﹂﹃
筑
紫
語
学
論
叢
�

日
本
語
史
と
方
言
﹄
風
間
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︒

④

山
本
氏
は
︑
和
語
﹁
あ
ひ
た
た
か
ふ
﹂
の
語
が
︑
竹
取
物
語
に
�

例
み
え
る
こ
と

を
指
摘
し
︑﹁
あ
ひ
た
た
か
ふ
﹂
が
本
来
の
︑
も
し
く
は
平
常
の
日
本
語
表
現
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒
た
だ
し
︑﹁
合
戦
﹂
を
和
製
漢
語
と
す

る
特
段
の
根
拠
が
見
出
し
難
い
こ
と
か
ら
︑﹁
合
戦
﹂
は
本
来
の
漢
語
と
み
る
の
が

自
然
と
す
る
︒

⑤

﹃
古
語
大
辞
典
﹄﹁
い
く
さ
﹂
項
は
︑
原
田
芳
起
氏
に
よ
る
︒

⑥

章
段
名
と
し
て
は
︑﹁
合
戦
﹂
は
11
例
︑﹁
い
く
さ
﹂
は
�

例
あ
る
︒
巻
二
﹁
山
門

滅
亡
堂
衆
合
戦
﹂・
巻
四
﹁
橋
合
戦
﹂・
巻
六
﹁
横
田
河
原
合
戦
﹂・
巻
七
﹁
火
打
合

戦
﹂・
巻
七
﹁
篠
原
合
戦
﹂・
巻
八
﹁
水
嶋
合
戦
﹂・
巻
八
﹁
法
住
寺
合
戦
﹂・
巻
九

﹁
河
原
合
戦
﹂・
巻
九
﹁
三
草
合
戦
﹂・
巻
十
一
﹁
志
度
合
戦
﹂・
巻
十
一
﹁
鶏
合
壇
浦

合
戦
﹂︒
巻
一
﹁
俊
寛
沙
汰
・
鵜
川
軍
﹂・
巻
九
﹁
六
ケ
度
軍
﹂︒

⑦

梶
原
正
昭
・
山
下
宏
明
校
注
﹃
平
家
物
語
﹄︵
新
古
典
文
学
大
系
︶︑
岩
波
書
店
︑

一
九
九
一
～
三
年
︒

⑧

こ
の
傾
向
は
︑
覚
一
本
独
自
の
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
延
慶
本
平
家

物
語
﹄
に
は
︑﹁
合
戦
﹂
の
勝
ち
負
け
を
い
う
例
も
み
え
る
︒

⑨

徳
子
が
︑
法
皇
に
対
し
て
﹁
い
く
さ
﹂
と
い
う
例
は
�

例
あ
る
が
︑
こ
れ
は
知
盛

の
発
言
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
︒

(徳
子
︶﹁
⁝
さ
て
も
門
司
・
赤
間
の
関
に
て
︑
い
く
さ
は
け
ふ
を
限
と
見
え
し
か
ば
︑

⁝
﹂

︵
潅
頂
巻
﹁
六
道
之
沙
汰
﹂)

(知
盛
︶﹁
い
く
さ
は
け
ふ
ぞ
か
ぎ
り
︑
物
ど
も
︑
す
こ
し
も
し
り
ぞ
く
心
あ
る
べ
か

ら
ず
︒
﹂

︵
巻
第
十
一
﹁
鶏
合
壇
浦
合
戦
﹂)
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