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「義仲生誕」
一語りの構造を踏まえて読む
『平家物語』の授業(第一回) -

小桝　雅典
(広島大学大学院)

(広島胆立倉橋高等学校)
日日日日　日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日=1日目日日"l日日日日1日目日日日日日　間‖川=ml日日日　日　　川日日‖'日日m nil日日日日日　　日日日　日日州

共
時
義
仲
二
歳
な
り
L
を
、
母
泣
-
く
か
か
へ
て
、
信
濃
へ
こ
え
、
木
曾
中
三
兼
遠
が
も
と

に
ゆ
き
、
「
是
い
か
に
も
し
て
そ
だ
て
て
人
に
な
し
て
み
せ
給
へ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
兼
違
う
け
と
ツ

て
、
か
ひ
ぐ
し
う
廿
余
年
養
育
す
。
や
う
く
長
大
す
る
ま
ま
に
、
力
も
世
に
す
ぐ
れ
て
強
-
'

心
も
な
ら
び
な
く
剛
な
り
け
り
。
「
あ
り
が
た
き
強
弓
精
兵
、
馬
の
上
、
か
ち
だ
ち
、
す
べ
て
上
古

の
田
村
、
利
仁
、
余
五
将
軍
、
致
頼
、
保
昌
、
先
祖
頼
光
、
義
家
朝
臣
と
い
ふ
と
も
、
争
で
か
是

に
は
ま
さ
る
べ
き
」
と
ぞ
人
申
し
け
る
。

或
時
め
の
と
の
兼
遠
を
召
し
て
'
宣
ひ
け
る
は
'
「
兵
衛
佐
頼
朝
既
に
謀
叛
を
お
こ
し
'
東
八
ヶ

国
を
う
ち
し
た
が
へ
て
東
海
道
よ
り
の
ぼ
り
、
平
家
を
お
ひ
お
と
さ
ん
と
す
な
り
。
義
仲
も
東
山
へ

北
陸
両
道
を
し
た
が
へ
て
、
今
一
日
も
先
に
平
家
を
せ
め
お
と
し
、
た
と
へ
ば
日
本
国
二
人
の
将

軍
と
い
は
れ
ば
や
」
と
ほ
の
め
か
し
け
れ
ば
、
中
三
兼
遠
大
き
に
か
し
こ
ま
り
悦
ん
で
'
「
其
に
こ

そ
君
を
ば
今
ま
で
養
育
し
奉
れ
。
か
う
仰
せ
ら
る
る
こ
そ
、
誠
に
八
幡
殿
の
御
末
と
も
お
ぼ
え
さ

せ
給
へ
」
と
て
'
や
が
て
謀
叛
を
-
は
た
て
け
り
。

十
三
で
元
服
し
け
る
も
、
八
幡
へ
参
り
、
八
幡
大
菩
薩
の
御
ま
へ
に
て
、
「
我
四
代
の
祖
父
へ
義

家
朝
臣
は
、
此
御
神
の
御
子
と
な
ッ
て
、
名
を
ば
八
幡
太
郎
と
号
し
き
。
か
つ
ウ
は
其
跡
を
お
ふ

べ
し
」
と
て
、
八
幡
大
菩
薩
の
御
宝
前
に
て
も
と
ど
り
と
り
あ
げ
、
木
曾
次
郎
義
仲
と
こ
そ
つ
い

・ico

た
り
け
れ
。
兼
遠
、
「
ま
づ
廻
文
候
べ
し
」
と
て
、
信
濃
国
に
は
根
井
の
小
弥
太
、

海
野
の
行
親
を

か
た
ら
ふ
に
、
そ
む
-
事
な
し
。
是
を
は
じ
め
て
信
濃
一
国
の
兵
者
ど
も
、

な
び
か
ぬ
草
木
も
な

か
り
け
り
。
上
野
国
に
'
故
帯
刀
先
生
義
賢
が
よ
し
み
に
て
、

田
子
の
郡
の
兵
ど
も
皆
し
た
が
ひ

つ
き
に
け
り
。

平
家
末
に
な
る
折
を
え
て
、
源
氏
の
年
来
の
素
懐
を
と
げ
ん
と
す
。

〔
覚
1
本
・
巻
六
「
廻
文
」
〕

(
教
材
本
文
は
r
新
編
　
日
本
古
典
文
学
全
張
　
平
家
物
語
①
」
(
市
古
貞
次
校
注
・
訳
　
小
学

館
　
1
九
九
四
・
六
)
　
に
拠
っ
た
。
傍
線
、
稿
者
)



諸
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
義
仲
生
誕
」
の
有
す
る
意
義

清
盛
・
義
仲
・
義
経
の
三
者
が
　
r
平
家
物
語
j
　
の
三
主
人
公
で
あ
る
か
否

注
-

か
は
措
-
と
し
て
、
「
物
語
の
展
開
を
支
え
て
い
る
」
　
こ
と
に
関
し
て
は
異

江
2

論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
就
中
'
諸
『
平
家
物
語
』
　
テ
ク
ス
-
に
あ
っ

て
'
義
仲
の
み
に
幼
少
期
か
ら
青
年
期
を
形
象
化
す
る
語
り
が
存
在
す
る
こ

と
は
特
筆
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。

で
は
、
何
故
諸
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
は
義
仲
の
生
い
立
ち
を
語
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
'
全
般
的
に
諸
テ
ク
ス
ト
が
「
作
者
〔
小
桝
註
-
本
稿
で
は
語

り
手
〕
　
は
勝
利
者
の
よ
ろ
こ
び
よ
り
も
、
敗
者
の
憂
悶
や
働
巽
に
密
着
し
て

物
語
る
の
を
好
む
。
勇
士
の
鬼
神
を
も
実
か
し
む
る
勇
猛
の
ド
ラ
マ
も
'
い

つ
し
か
敗
者
を
、
あ
る
い
は
遺
族
を
痛
め
つ
け
て
や
ま
な
い
物
語
に
な
っ
て

柁
2

し
ま
う
」
ご
と
-
、
義
仲
が
最
た
る
悲
劇
の
体
現
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来

す
る
の
で
あ
ろ
う
。
殊
に
そ
の
悲
劇
性
は
語
り
手
に
よ
っ
て
「
宿
怨
の
仇
敵

で
あ
る
義
朝
の
子
の
頼
朝
・
義
経
の
た
め
に
し
ば
し
ば
前
途
を
妨
げ
ら
れ
'

あ
げ
-
の
は
て
へ
　
父
義
賢
と
ま
っ
た
-
同
じ
運
命
を
た
ど
り
、
そ
の
同
族
の

江
4

源
氏
の
た
め
に
打
ち
取
ら
れ
る
と
い
う
、
悲
惨
な
最
期
を
遂
げ
る
こ
と
」
　
に

形
象
化
さ
れ
て
い
る
。

父
義
賢
は
、
久
寿
二
年
八
月
十
六
日
'
鎌
倉
の
悪
源
大
義
平
が
為
に
許

せ
ら
る
。
〔
覚
哀
・
巻
六
「
廻
文
J
S
T

ま
た
1
方
で
、
義
仲
が
幼
少
期
か
ら
青
年
期
を
過
ご
す
こ
と
と
な
っ
た
地

の
歴
史
的
地
域
性
を
も
考
諺
の
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
o
下
出
に
は
当
時

の
信
州
に
形
成
さ
れ
た
北
陸
武
士
団
の
在
り
方
に
つ
い
て
次
の
指
摘
が
あ
る
。

(
上
略
)
　
が
'
こ
れ
〔
小
桝
註
-
北
陸
以
外
の
地
域
'
殊
に
東
国
は
早

期
に
源
平
抗
争
の
舞
台
と
な
っ
た
こ
と
〕
　
に
反
し
て
北
陸
は
、
武
士
の

力
が
政
局
の
帰
趨
を
決
定
す
る
最
大
要
素
た
る
を
確
立
し
た
保
元
の
乱

(
一
一
五
六
年
)
へ
　
な
ら
び
に
源
平
の
争
覇
戦
で
平
氏
の
勝
利
を
宣
明

に
し
た
平
治
の
乱
　
(
一
一
五
九
年
)
　
に
お
い
て
す
ら
、
直
接
に
は
無
風

地
帯
に
属
し
て
い
導

い
い
か
え
る
な
ら
ば
へ
　
積
極
的
に
中
央
に
反
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自

己
の
領
主
権
の
拡
大
を
図
ろ
う
と
の
意
志
に
燃
え
、
虎
視
耽
々
と
し
て

そ
の
機
を
う
か
が
う
と
い
っ
た
よ
う
な
性
格
の
武
士
団
で
は
'
少
な
-

江
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と
も
な
か
っ
た
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
受
け
る
か
の
よ
う
に
覚
1
本
は
'
「
木

曾
と
い
ふ
所
は
'
信
濃
に
と
ツ
て
も
南
の
は
し
'
美
濃
ざ
か
ひ
な
り
け
れ
ば
'

都
も
無
下
に
ほ
ど
ち
か
し
。
平
家
の
人
々
も
れ
き
い
て
'
「
東
国
の
そ
む
-
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だ
に
あ
る
に
'
北
国
さ
へ
こ
は
い
か
に
」
　
と
ぞ
さ
わ
が
れ
け
る
。
」
　
(
巻
六

「
飛
脚
到
来
」
)
　
〔
傍
線
は
小
桝
に
よ
る
。
〕
　
と
語
り
、
諸
テ
ク
ス
ト
に
お
い

て
も
そ
れ
ぞ
れ
が
類
す
る
語
り
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
各
語
り

手
は
、
平
治
の
乱
以
前
、
争
覇
戦
に
お
け
る
権
力
関
係
の
「
無
風
地
帯
」
　
に

存
し
た
群
集
的
北
陸
武
士
団
の
歴
史
的
転
身
と
も
称
す
べ
き
変
貌
に
途
惑
い

な
が
ら
へ
そ
れ
が
都
人
　
(
「
平
家
の
人
々
」
を
含
む
)
　
に
与
え
る
こ
と
と
な
っ

た
驚
鰐
や
恐
催
、
さ
ら
に
は
不
安
を
大
々
的
に
語
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
各
語
り
手
は
都
人
の
動
揺
だ
け
を
見
つ
め
て
い
た
わ
け
で
も

な
か
っ
た
。
各
語
り
手
は
都
人
の
動
揺
を
体
感
す
る
や
否
や
へ
　
歴
史
的
・
地

域
的
争
覇
戦
の
　
「
無
風
地
帯
」
　
で
あ
っ
た
北
陸
を
新
た
な
時
代
の
潮
流
で
以

て
源
平
抗
争
の
舞
台
に
変
貌
さ
せ
た
源
氏
勢
力
の
棟
梁
へ
　
木
曾
義
仲
の
形
象



化
に
自
ず
と
意
を
注
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

教
材
本
文
波
線
部
の
語
り
か
ら
'
信
州
の
山
里
に
お
い
て
兼
遠
に
養
育
さ

れ
た
源
氏
の
棟
梁
義
仲
は
、
平
家
討
伐
を
蜂
起
し
た
際
、
自
ら
の
所
領
を
殆

ど
持
ち
得
な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
へ

「
横
井
の
小
弥
太
'
海
野
の
行
親
」
を
初
め
と
し
て
「
信
濃
J
国
の
兵
者
ど

も
」
は
「
な
ぴ
か
ぬ
」
者
な
-
'
「
上
野
の
国
」
　
の
「
故
帯
刀
先
生
義
賢
が

よ
し
み
」
で
あ
る
「
田
子
の
郡
の
兵
ど
も
」
も
義
仲
に
「
皆
し
た
が
ひ
っ
」

い
た
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
義
仲
軍
は
当
時
所
領
を
媒
介
に
成
立
し

た
主
従
関
係
(
所
領
安
堵
1
一
族
繁
栄
)
　
と
は
異
な
る
独
自
の
形
成
原
理
に

よ
り
組
織
さ
れ
た
武
士
団
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
義
仲
接
頭
の
歴
史
的
変
遷
に
諸
テ
ク
ス
ト

の
語
り
手
が
関
心
を
示
し
た
の
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
O
だ
が
'
延
慶

本
・
四
部
本
・
盛
衰
記
の
所
謂
読
み
本
系
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
は
、
義
仲
の

父
「
故
帯
刀
先
生
義
賢
の
吉
見
」
〔
四
部
本
〕
　
に
よ
り
武
士
団
形
成
が
成
就

し
た
こ
と
を
語
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
へ
　
盛
衰
記
に
至
っ
て
は
木
曾
四
天

王
の
一
人
、
「
横
井
滋
野
行
親
」
が
　
「
異
計
を
当
国
・
隣
国
に
回
ら
し
も
　
軍

兵
を
木
曾
の
山
下
に
集
め
」
た
と
も
語
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら

読
み
本
系
テ
ク
ス
ト
は
、
義
仲
軍
の
武
士
団
形
成
原
理
に
(
義
仲
)
な
る
人

物
形
象
の
介
在
を
許
容
し
な
い
語
り
の
構
造
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
義
理
を
超
越
し
た
親
子
愛
の
語
り
」
に
関
す
る
位
相

幼
少
に
し
て
容
顔
美
尿
か
つ
怜
例
で
あ
り
、
大
器
た
る
武
将
の
片
鱗
漂
う

義
仲
像
を
、
数
多
-
の
言
表
群
で
以
て
形
象
化
す
る
テ
ク
ス
ト
が
延
慶
本
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
統
率
性
に
秀
で
、
「
武
」
・
「
美
」
・
「
知
」
を
兼
備

し
た
武
将
と
し
て
の
気
質
に
富
む
、
将
来
的
な
新
棟
梁
の
出
現
を
ま
さ
に
予

見
さ
せ
る
語
り
の
構
造
が
あ
る
。

無
論
'
こ
う
し
た
武
将
性
は
他
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
義
仲
言
説
と
し
て

語
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
自
ら
の
欲
望
の
ま
ま
、

語
る
行
為
の
結
果
と
し
て
顕
示
的
に
語
る
語
り
手
は
'
延
慶
本
の
作
品
世
界

に
露
出
の
兆
候
を
示
す
傾
向
に
あ
る
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
延
慶
本
の
語
り
手
が
「
義
仲
　
-
　
兼
遠
/
養
子
　
-
　
養
父
」
を

超
越
し
た
親
子
愛
の
形
象
化
に
力
点
を
置
き
過
ぎ
た
が
た
め
に
、
却
っ
て
そ

れ
を
誇
示
す
る
結
果
と
な
っ
た
語
り
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

但
し
、
こ
こ
で
留
意
を
要
す
る
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に
へ
　
延
慶
本
の
「
義

仲
　
-
　
兼
遠
/
養
子
　
-
　
義
父
」
を
超
越
し
た
親
子
愛
の
形
象
化
は
、
仮
言

す
る
な
ら
ば
、
「
義
理
を
超
越
し
た
親
子
愛
」
　
の
語
り
と
し
て
同
テ
ク
ス
ト

内
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
'
党
1
本
に
そ
う
し
た
語
り
が
存
在
し

な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
覚
一
本
の
兼
遠
も
「
今
一
日
も
先
に

平
家
を
せ
め
お
と
し
へ
た
と
へ
ば
日
本
国
に
二
人
の
将
軍
と
い
は
れ
ば
や
」

と
語
る
義
仲
の
勇
壮
な
言
に
　
「
大
き
に
か
し
こ
ま
り
悦
ん
で
」
　
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
も
へ
　
元
服
以
前
'
敵
中
視
察
に
出
立
し
た
義
仲
は
義
父
「
兼
遠
に

ぐ
せ
ら
れ
」
　
て
お
り
、
愈
々
　
「
謀
叛
」
　
の
煙
火
を
上
げ
る
際
、
「
姐
文
」
　
で

以
て
「
信
濃
国
」
中
に
群
雄
す
る
小
武
士
集
団
に
　
「
か
た
ら
」
　
っ
た
の
も
、

紛
れ
も
な
い
兼
遠
そ
の
人
な
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
覚
一
本
の
語
り
手
は
「
義
理
を
超
越
し
た
親
子
愛
」
　
の
語
り
を
顕

在
化
し
ょ
う
と
す
る
欲
望
を
持
ち
得
て
は
い
な
い
O
　
そ
の
点
へ
　
延
慶
本
と
の
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位
相
を
鑑
み
る
と
き
'
覚
一
本
は
「
義
仲
　
-
　
兼
遠
」
関
係
を
潜
在
化
し
た

/
読
み
手
(
聞
き
手
)
　
に
そ
れ
を
相
互
補
完
的
に
再
構
築
さ
せ
る
語
り
の
構

造
を
帯
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

源
氏
の
棟
梁
た
る
義
仲
形
象
化
に
窺
え
る
語
り
の
位
相

延
慶
本
が
義
仲
の
武
将
性
を
顕
示
的
に
語
る
語
り
の
構
造
を
構
築
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た
。
殊
に
そ
の
武
将
性
は
兼
遠
か
ら
彼
の
要
に

向
け
ら
れ
た
発
話
に
お
い
て
顕
著
に
語
ら
れ
て
い
る
O
「
カ
ク
シ
置
'
養
育
」

〔
延
慶
本
〕
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
義
仲
に
つ
い
て
語
ら
う
相
手
が
特
に
妻

で
あ
っ
た
こ
と
は
'
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し

て
も
、
「
養
父
母
の
許
で
成
長
を
遂
げ
る
義
仲
像
/
義
理
を
超
越
し
た
親
子

愛
」
が
芳
賀
と
す
る
O

し
か
し
な
が
ら
、
延
慶
本
に
お
け
る
兼
遠
の
発
話
に
相
当
す
る
覚
一
本
の

そ
れ
　
(
教
材
本
文
傍
線
部
)
　
は
間
接
的
に
は
義
仲
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
、
発
話
の
発
信
者
た
る
や
兼
遠
な
ら
ぬ
「
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
し

て
お
き
た
い
。
-
　
こ
こ
で
の
「
人
」
は
「
信
濃
国
」
に
点
在
し
た
小
武
士

団
の
面
々
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
へ
　
「
人
」
な
る
言
表
は
八
人
)
を
仮
託
し

た
語
り
手
の
素
顔
で
あ
る
と
も
指
摘
で
き
る
O
因
に
、
百
二
十
句
本
・
四
部

本
・
盛
衰
記
に
は
相
当
す
る
発
話
が
存
在
し
な
い
0
　
-
　
し
か
も
へ
「
人
」

の
発
話
内
容
は
「
上
古
の
田
村
へ
利
仁
'
余
五
将
軍
'
致
頼
'
保
昌
」
と
も

現
在
の
東
北
・
北
陸
地
方
に
お
い
て
名
声
を
馳
せ
た
歴
代
の
勇
将
を
挙
例
L
へ

「
先
祖
頼
光
へ
義
家
朝
臣
」
を
加
え
た
上
で
「
争
で
か
是
に
は
ま
さ
る
べ
き
」

と
括
る
、
源
氏
の
血
脈
を
受
け
継
い
だ
義
仲
の
秀
逸
な
る
武
将
性
に
対
す
る

賛
辞
を
込
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
'
本
発
話
後
の
語
り
は
兼
遠
だ
け

で
は
な
-
、
読
み
手
(
聞
き
手
)
を
も
霞
挿
さ
せ
る
'
そ
れ
で
い
て
ど
こ
か

荘
厳
な
天
下
二
分
の
統
治
を
「
ほ
の
め
か
」
す
義
仲
の
発
話
へ
と
引
き
継
が

れ
て
ゆ
-
。
こ
こ
に
お
い
て
読
み
手
(
聞
き
手
)
　
は
'
「
日
本
国
二
人
の
将

軍
と
い
は
れ
ば
や
」
が
頼
朝
を
意
識
し
た
発
話
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
な
が

ら
、
そ
の
発
話
を
語
ら
せ
る
語
り
手
の
欲
望
が
'
平
家
を
討
伐
し
、
平
家
の

勢
力
を
失
墜
な
ら
し
め
へ
日
本
国
を
統
べ
る
べ
き
が
源
氏
一
族
で
あ
る
と
す

る
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
義
仲
の
父
義

賢
は
頼
朝
の
兄
、
「
鎌
倉
の
悪
源
大
義
平
が
為
に
許
せ
ら
」
れ
て
い
た
。
言

わ
ば
、
頼
朝
は
義
仲
に
と
っ
て
仇
敵
に
匹
敵
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ

り
な
が
ら
へ
義
仲
に
「
二
人
の
将
軍
」
と
語
ら
せ
る
語
り
手
は
'
間
接
的
な

仇
敵
征
伐
よ
り
も
、
先
ず
は
平
家
討
伐
/
源
氏
一
族
の
共
同
戦
線
1
再
興
を

遂
げ
よ
う
と
冷
静
に
目
論
む
義
仲
の
形
象
化
に
成
功
を
収
め
て
い
る
。

以
下
へ
党
一
本
の
語
り
は
元
服
の
物
語
内
容
を
経
て
、
文
字
ど
お
り
「
木

曾
次
郎
義
仲
」
生
誕
1
蜂
起
へ
と
読
み
手
(
聞
き
手
)
を
誘
っ
て
ゆ
-
。
そ

し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
、
読
み
手
(
聞
き
手
)
　
は
義
仲
の
生
誕
を
奇
し
く

も
「
四
代
の
祖
父
、
義
家
朝
臣
」
が
「
此
御
神
の
御
子
と
な
ツ
て
'
名
を
ば

八
幡
太
郎
と
号
し
」
た
「
八
幡
大
菩
薩
の
御
ま
へ
」
で
あ
っ
た
と
す
る
語
り

に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
O
そ
れ
は
'
こ
れ
ら
一
連

の
語
り
が
義
仲
生
誕
の
背
後
に
存
す
る
偉
大
な
る
祖
先
義
家
の
　
(
神
的
)
加

護
に
加
え
、
今
は
亡
き
父
義
賢
の
威
光
に
導
か
れ
る
が
ご
と
-
、
二
国
か
ら

成
る
武
士
団
形
成
を
成
就
し
た
源
氏
の
新
棟
梁
へ
義
仲
の
形
象
化
に
傾
注
し

た
語
り
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
源
氏
一
族
再
興
の
予
兆
に
視
点
を
据
え

た
語
り
は
'
覚
1
本
に
特
徴
的
で
あ
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
そ
れ
で
い
な
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が
ら
'
覚
1
本
の
語
り
手
は
「
謀
叛
を
-
は
た
て
け
り
」
T
頼
朝
に
言
及

す
る
義
仲
の
発
話
に
お
い
て
も
、
語
り
手
は
「
兵
衛
佐
頼
朝
既
に
謀
叛
を
お

こ
し
」
と
義
仲
に
語
ら
せ
て
い
る
　
-
　
と
語
っ
て
悼
ら
な
い
。
諸
テ
ク
ス
ト

の
言
表
「
謀
叛
」
　
が
平
家
を
畏
怖
す
る
言
説
を
加
味
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と

に
比
し
て
'
党
一
本
の
そ
れ
は
源
氏
一
族
再
興
の
予
兆
を
隠
匿
L
へ
　
潜
在
化

し
た
(
煽
り
の
構
造
)
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
平

家
末
に
な
る
折
を
え
て
'
源
氏
の
年
来
の
素
懐
を
と
げ
ん
と
す
」
は
正
に
語

り
手
の
本
心
が
露
顕
し
た
語
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、

語
り
手
は
「
其
者
心
に
-
か
ら
す
。
」
　
〔
覚
1
本
・
巻
六
「
飛
脚
到
来
」
〕
　
と

安
穏
と
し
て
新
た
な
時
流
に
対
す
る
先
見
性
を
持
た
な
い
清
盛
を
密
か
に
語

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
時
代
の
風
雲
児
義
仲
と
語
り
-
ら
べ
を
行
う
こ
と

で
'
義
仲
像
の
更
な
る
鮮
明
化
を
企
図
す
る
だ
け
で
は
な
-
'
作
品
世
界
内

に
お
け
る
平
家
1
源
氏
へ
の
過
渡
的
な
政
権
交
替
を
も
暗
示
す
る
語
り
な
の

で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
義
仲
の
政
権
も
同
族
で
あ
る
頼
朝
に
よ
っ
て
短
命
に
し
て
終

わ
る
。
す
な
わ
ち
、
木
曾
義
仲
の
作
品
世
界
に
お
け
る
生
誕
は
、
源
氏
一
族

の
復
興
を
願
い
へ
　
先
ず
は
「
日
本
国
二
人
の
将
軍
と
い
は
れ
ば
や
」
と
無
垢

に
語
っ
た
義
仲
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
も
虚
し
-
て
惨
い
悲
劇
の
幕
開
け

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

註
-
　
梶
原
正
昭
「
古
典
講
読
シ
リ
ー
ズ
　
平
家
物
語
』
　
岩
波
セ
ミ
ナ
ー

ブ
ッ
ク
ス
'
-
1
。
一
九
九
二
・
六
へ
　
8
頁

尚
、
梶
原
は
'
義
仲
の
み
に
幼
少
期
か
ら
百
年
間
を
形
象
化
す
る
語

り
が
存
在
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

註
2
　
本
稿
に
お
い
て
分
析
の
対
象
と
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
覚
一
本
・
百
二

十
句
本
・
延
慶
本
・
四
部
本
・
盛
衰
記
で
あ
り
'
考
察
の
範
閲
も
こ
れ

ら
の
テ
ク
ス
ト
に
限
定
し
て
い
る
。

註
3
　
吉
村
貞
司
「
平
家
物
語
の
悪
の
構
造
」
4
7
頁
下
段
1
0
行
目
～
1
7
行
目

(
r
国
文
学
』
へ
　
1
九
七
二
二
一
、
撃
燈
社
)

註　,";t life　註
6　5　4

梶
原
前
掲
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。
1
 
4
頁

教
材
本
文
の
直
前
に
配
抗
さ
れ
た
語
り
で
あ
る
。

下
山
積
興
「
源
平
抗
争
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(
北
陸
)
」
　
t
2
3
頁
下
段
8
行
目
　
　
頁

上
段
4
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目
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『
国
文
学
』
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1
九
七
二
二
l
'
撃
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社
)

下
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前
掲
論
文
-
c
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>
頁
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段
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目
～
1
3
行
目
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