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。
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第
一
節

平
氏
都
落
ち
の
尹
明
と
全
真

第
二
節

『
平
家
物
語
』
富
士
川
合
戦
の
水
鳥

第
三
編

研
究
史

第
一
章

研
究
史
上
の
『
平
家
物
語
』

第
一
節

『
平
家
物
語
』
の
成
立
論
・
古
態
論

第
二
節

『
平
家
物
語
』
研
究
二
〇
〇
四
～
五
年
の
動
向

付
編

年
譜
資
料

一

平
時
忠
略
年
譜

二

『
平
家
物
語
略
解
』
著
者
御
橋
悳
言
年
譜

序
論
「
『
平
家
物
語
』
研
究
方
法
論
序
説
―
本
論
の
概
要
と
そ
の
意
義
」
は
、
こ
の
論
文
の
内
容
を
概
説
し
な
が
ら
、
そ
の
方
法

意
識
を
簡
潔
に
説
明
す
る
こ
と
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
各
論
の
論
述
の
中
に
あ
る
方
法
意
識
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
努
め

た
。
こ
れ
に
は
、
こ
の
論
文
自
体
を
支
え
る
方
法
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
今
後
の
自
分
自
身
の
『
平
家
物
語
』
研
究
の
方
向
性
を
確

認
す
る
意
味
も
あ
る
。

本
論
第
一
編
「
伝
記
考
証
」
は
、
平
氏
一
門
の
三
名
と
親
平
氏
公
卿
三
名
の
伝
記
考
証
で
、
そ
の
第
一
章
「
平
氏
一
門
」
は
、
平

氏
一
門
の
中
枢
に
あ
っ
た
平
重
盛
と
平
時
忠
夫
妻
の
伝
記
考
証
論
で
あ
る
。

第
一
節
「
平
重
盛
」
は
、
平
清
盛
の
嫡
男
重
盛
の
生
涯
を
概
観
し
つ
つ
、
史
実
と
物
語
と
評
論
史
の
中
に
揺
れ
動
く
重
盛
像
の
意

味
を
探
っ
た
。
時
子
所
生
で
は
な
い
重
盛
と
、
時
子
を
母
と
す
る
弟
宗
盛
ら
と
は
後
白
河
院
側
に
対
す
る
距
離
感
が
微
妙
に
異
な
り
、

そ
れ
が
重
盛
の
心
の
あ
り
よ
う
や
生
き
ざ
ま
を
制
約
し
、
『
平
家
物
語
』
が
描
く
重
盛
の
仏
教
へ
の
深
い
帰
依
心
も
、
そ
の
心
性
を

基
調
に
し
た
故
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
『
愚
管
抄
』
や
『
平
家
物
語
』
に
記
さ
れ
る
死
に
急
ぐ
重
盛
の
姿
に
、

近
世
近
代
の
思
想
的
評
論
が
、
時
代
を
拓
く
英
雄
た
る
清
盛
評
の
反
動
と
し
て
儒
教
的
道
徳
の
具
現
者
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
き
た
重
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盛
を
逆
転
し
て
貶
め
る
に
至
る
要
素
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
、
史
実
と
し
て
の
死
因
た
る
罹
病
は
重
盛
自
身
の
責
で
は

な
く
、
む
し
ろ
平
治
の
乱
の
戦
い
ぶ
り
や
殿
下
乗
合
事
件
の
振
舞
い
に
こ
そ
、
平
氏
の
棟
梁
、
武
門
の
総
帥
た
る
重
盛
の
資
質
を
見

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
も
論
述
し
た
。
史
実
や
『
平
家
物
語
』
の
人
物
造
型
あ
る
い
は
そ
れ
に
基
づ
く
思
想
的
評
論
の
中
で
、
君
父
へ

の
忠
孝
や
武
家
の
棟
梁
た
る
矜
持
や
浄
土
へ
の
憧
憬
の
間
に
相
克
す
る
重
盛
の
形
象
に
、
近
世
以
後
の
知
識
人
達
が
情
理
両
面
で
批

判
と
愛
惜
と
を
与
え
る
よ
う
な
傾
向
が
生
じ
た
と
も
考
え
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
二
節
「
平
時
忠
」
は
、
時
忠
の
伝
記
に
つ
い
て
の
基
礎
研
究
で
あ
る
。
時
忠
は
『
平
家
物
語
』
に
お
い
て
も
、
治
承
・
寿
永
合

戦
前
後
の
史
実
の
上
で
も
、
そ
の
存
在
は
無
視
し
得
な
い
人
物
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
そ
の
伝
記
考
証
・
物
語
人
物
論
が
な
さ
れ

て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、
姉
時
子
と
の
長
幼
の
問
題
と
い
っ
た
基
礎
的
な
事
項
す
ら
、
こ
れ
ま
で
の
『
平
家
物
語
』

研
究
に
お
い
て
は
曖
昧
な
ま
ま
捨
て
置
か
れ
て
い
た
の
が
実
状
で
あ
る
。
ま
ず
は
時
忠
伝
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
基
本
的
な
問
題
点

を
改
め
て
整
理
し
直
し
、
時
忠
の
母
が
「
半
物
」
で
あ
る
こ
と
、
時
忠
は
時
子
の
兄
で
は
な
く
「
弟
」
で
あ
る
こ
と
、
清
盛
家
と
の

結
び
つ
き
が
非
常
に
強
い
こ
と
を
考
証
し
、
こ
れ
ら
の
点
は
時
忠
の
官
途
に
も
深
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
時
忠

の
官
途
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
、
時
忠
の
官
人
と
し
て
の
出
発
点
は
非
蔵
人
で
あ
る
こ
と
、
時
忠
は
そ
の
直
系
血

族
の
中
で
は
初
の
三
事
兼
帯
者
で
あ
る
こ
と
、
史
上
初
め
て
検
非
違
使
尉
・
佐
を
歴
任
し
た
上
で
別
当
と
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
を
確

認
し
た
。
従
来
、
時
忠
の
異
例
の
昇
進
は
、
清
盛
・
滋
子
の
庇
護
に
よ
る
も
の
と
い
う
説
明
し
か
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ

に
加
え
て
、
実
務
官
人
の
血
脈
を
十
分
に
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
時
忠
自
身
が
そ
れ
を
存
分
に
生
か
し
て
い
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
で
あ

ろ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
そ
の
時
忠
の
昇
進
に
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
時
忠
の
能
力
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
か
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
『
玉
葉
』
の
四
つ
の
記
事
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
九
条
兼
実
か
ら
見
た
時

忠
は
、
故
事
先
例
に
重
き
を
置
く
も
の
の
、
そ
の
用
い
方
に
問
題
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
証
し
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は

「
時
忠
自
身
の
合
理
性
」
と
い
う
も
の
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
時
忠
像
は
、
『
平
家
物
語
』
の
二

つ
の
記
事
が
描
く
時
忠
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
し
た
。

第
三
節
「
帥
典
侍
」
は
、
時
忠
の
室
で
あ
り
安
徳
天
皇
の
乳
母
で
も
あ
る
帥
典
侍
藤
原
領
子
に
つ
い
て
、
伝
記
上
の
問
題
点
を
整

理
し
、
乳
母
と
し
て
の
具
体
的
役
割
を
確
認
し
た
。
『
た
ま
き
は
る
』
の
「
民
部
卿
殿
」
は
領
子
で
は
な
い
こ
と
、
領
子
は
『
平
家
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物
語
』
の
「
滝
口
入
道
」
と
し
て
著
名
な
藤
原
時
頼
の
乳
母
子
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
幼
君
を
養
育
す
る
任
に
あ
た
る
人
の
子

の
意
で
あ
ろ
う
こ
と
、
を
考
証
し
、
時
頼
の
平
氏
親
近
に
は
領
子
が
与
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
領
子
は
安
徳
天
皇
の
女
官
・

乳
母
体
制
の
中
心
で
あ
り
、
他
に
乳
母
と
し
て
は
大
納
言
典
侍
輔
子
（
平
重
衡
室
）
も
い
て
、
両
者
は
記
録
上
で
も
『
平
家
物
語
』

上
で
も
「
乳
母
」
「
内
侍
」
と
区
別
な
く
記
さ
れ
る
が
、
「
乳
母
」
と
し
て
は
領
子
が
先
任
か
つ
中
心
で
あ
り
、
常
に
奉
抱
す
る
役

割
を
担
っ
て
お
り
、
後
宮
の
女
官
と
し
て
の
「
典
侍
」
の
役
割
は
主
に
輔
子
が
担
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
そ
の
役
割

の
違
い
が
、
『
平
家
物
語
』
の
両
者
の
描
か
れ
方
の
差
に
僅
か
な
が
ら
反
映
し
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。

第
一
編
第
二
章
「
親
平
氏
公
卿
」
は
、
平
氏
一
門
に
親
近
し
、
特
に
前
者
二
者
は
、
い
わ
ゆ
る
平
氏
政
権
に
お
い
て
も
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
人
物
三
名
の
伝
記
考
証
で
あ
る
。

第
一
節
「
藤
原
経
宗
」
は
、
か
つ
て
は
二
条
天
皇
側
近
と
し
て
活
躍
し
て
後
白
河
院
政
を
廃
そ
う
と
し
、
一
時
は
配
流
の
憂
き
目

に
遭
い
つ
つ
も
、
召
還
後
は
後
白
河
院
政
下
・
平
氏
政
権
下
で
重
用
さ
れ
て
二
十
六
年
も
の
長
き
に
渡
っ
て
左
大
臣
を
つ
と
め
た
藤

原
経
宗
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
経
宗
が
公
事
故
実
に
通
じ
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
平
重
盛
・
宗
盛
も
、
お
そ

ら
く
は
ゆ
く
ゆ
く
大
臣
と
し
て
政
界
を
主
導
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
、
経
宗
に
故
実
を
学
ん
で
い
た
こ
と
を
、
『
玉
葉
』
『
愚
昧
記
』

『
山
槐
記
』
等
の
記
事
を
挙
げ
て
指
摘
し
た
。
摂
関
家
の
故
実
こ
そ
が
正
統
と
信
じ
る
九
条
兼
実
か
ら
見
れ
ば
、
花
園
流
故
実
を
受

け
継
ぐ
経
宗
は
「
口
伝
不
受
」
「
大
事
不
学
」
の
人
で
あ
り
、
兼
実
の
経
宗
に
対
す
る
嫌
悪
は
、
『
愚
管
抄
』
が
記
す
藤
原
忠
実
（
兼

実
の
祖
父
）
へ
の
親
近
と
忠
実
男
忠
通
（
兼
実
の
父
）
方
か
ら
の
不
信
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
推
察
し
た
。
兼
実
男
良
経
も

ま
た
、
経
宗
の
伝
え
る
故
実
に
疑
問
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
、
九
条
忠
教
（
良
経
の
玄
孫
）
筆
と
思
わ
れ
る
『
大
嘗
会
叙
位
除
目
等

雑
注
文
』
を
と
お
し
て
知
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
、
『
吉
記
』
に
よ
れ
ば
平
氏
都
落
ち
間
近
の
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）

六
月
時
点
に
於
い
て
、
重
盛
の
室
家
と
息
男
の
養
父
た
る
経
宗
が
宗
盛
と
疎
隔
せ
ず
、
宗
盛
に
よ
る
維
盛
（
重
盛
男
）
の
蔵
人
頭
推

輓
の
意
志
を
院
近
臣
に
伝
達
し
、
そ
れ
が
結
果
的
に
奏
功
し
た
と
い
う
事
実
も
見
逃
せ
ず
、
経
宗
は
藤
原
成
親
の
よ
う
に
平
氏
に
負

の
作
用
を
及
ぼ
さ
ず
、
早
く
と
も
平
氏
都
落
ち
の
前
の
時
期
ま
で
は
平
氏
一
門
の
朝
政
・
朝
儀
に
於
け
る
活
動
を
導
き
、
一
門
の
結

束
に
も
与
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
親
平
氏
公
卿
の
在
り
よ
う
の
一
例
と
し
て
積
極
的
に
認
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
、
と
考
え
た
。
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第
二
節
「
藤
原
隆
季
」
は
、
『
平
家
物
語
』
の
み
な
ら
ず
当
時
の
政
治
史
・
文
学
史
上
に
看
過
し
得
な
い
人
物
で
あ
る
藤
原
隆
季

に
つ
い
て
、
そ
の
伝
記
を
整
理
し
、
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
隆
季
は
こ
れ
ま
で
、
管
絃
や
詩
歌
に
秀
で
、
姻
戚
関
係
を
巧
み

に
利
用
し
、
故
実
に
通
じ
て
政
界
遊
泳
に
長
け
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
。
頼
長
と
の
男
色
関
係
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
に
、
改
め
て
宮
廷
官
人
と
し
て
、
「
諸
大
夫
」
と
蔑
ま
れ
る
家
柄
で
あ
り
な
が
ら
、
清
盛
や
後
白
河
院
と
の
関
係
の
中

で
め
ざ
ま
し
く
栄
達
し
て
い
っ
た
姿
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
。
特
に
清
盛
（
平
氏
）
の
与
同
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か

に
し
得
た
。
ま
た
、
そ
の
処
世
法
を
『
玉
葉
』
に
探
る
と
、
故
実
先
例
に
つ
い
て
の
知
識
用
法
は
相
当
程
度
の
水
準
に
達
し
て
い
た

こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
一
方
で
摂
家
嫡
流
の
九
条
兼
実
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
振
る
舞
い
に
問
題
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
一
面

も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
上
で
、
一
上
が
つ
と
め
る
べ
き
執
筆
に
任
じ
た
隆
季
の
問
題
点
を
細
か
く
追
っ
て
み
た
。
さ
ら
に
、『
山

槐
記
』
や
『
吉
記
』
と
い
う
摂
家
庶
流
や
隆
季
と
同
家
格
の
記
主
か
ら
み
た
隆
季
像
が
兼
実
か
ら
見
た
そ
れ
と
は
異
な
る
こ
と
に
言

及
し
、
そ
う
い
っ
た
多
面
的
評
価
は
、
ま
さ
に
隆
季
自
身
の
生
き
様
に
要
因
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
そ
の
後
の
四
条
家
の

継
承
と
繁
栄
は
、
そ
の
隆
季
の
生
涯
を
踏
ま
え
て
捉
え
る
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
三
節
「
藤
原
親
雅
」
は
、
『
平
家
物
語
』
「
南
都
大
衆
摂
政
殿
ノ
御
使
追
返
事
」
（
延
慶
本
）
に
、
摂
政
使
と
し
て
名
が
見
え
る

「
有
官
別
当
忠
成
」
と
「
右
衛
門
権
助
藤
原
親
雅
」
に
つ
い
て
、
そ
の
人
物
像
と
摂
政
使
拝
命
の
意
義
な
ど
を
明
確
に
す
べ
く
論
じ

た
。
親
雅
の
閲
歴
を
辿
る
と
、
摂
政
使
と
し
て
南
都
に
派
遣
さ
れ
て
然
る
べ
き
人
物
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
『
平
家
物
語
』
の
記
述

は
合
理
性
を
有
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
諸
注
混
乱
し
て
い
た
「
有
官
別
当
」
を
「
弁
別
当
」
と
区
別
し
た
上
で
、
『
百
練
抄
』

で
南
都
へ
の
派
遣
が
裏
付
け
ら
れ
る
「
有
官
別
当
忠
成
」
と
は
、
『
玉
葉
』
が
「
勧
学
院
別
当
」
と
注
記
す
る
「
雅
楽
少
允
正
六
位

上
藤
原
朝
臣
忠
成
」
を
指
す
と
見
て
よ
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
摂
関
家
の
権
威
を
携
え
て
派
遣
さ
れ
た
両
者
は
、
南
都
の
大
衆
の
蜂

起
・
狼
藉
に
力
無
く
追
い
返
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
『
平
家
物
語
』
で
は
「
忠
成
」
に
も
「
親
雅
」
に
も
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と

は
言
え
な
い
。
が
し
か
し
、
こ
の
折
に
「
有
官
別
当
忠
成
」
と
「
右
衛
門
権
助
親
雅
」
が
摂
政
使
と
し
て
南
都
に
派
遣
さ
れ
た
と
い

う
記
述
は
、
歴
史
の
事
実
を
相
応
に
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

本
論
第
二
編
「
諸
事
考
証
」
は
、
安
徳
天
皇
の
周
辺
と
平
氏
の
動
静
に
つ
い
て
の
考
証
で
あ
る
。
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そ
の
第
一
章
「
安
徳
天
皇
の
周
辺
」
は
、
安
徳
天
皇
の
大
嘗
会
延
引
に
つ
い
て
の
考
証
と
、
幼
帝
安
徳
の
同
輿
者
に
つ
い
て
の
考

証
で
あ
る
。

第
一
節
「
安
徳
天
皇
の
大
嘗
会
延
引
」
は
、
安
徳
代
大
嘗
会
の
二
年
延
引
の
異
例
の
度
合
い
を
確
認
す
る
た
め
に
、
歴
代
大
嘗
会

の
延
引
の
例
を
検
証
し
つ
つ
、
安
徳
代
の
延
引
過
程
を
主
に
『
玉
葉
』
に
よ
っ
て
描
出
し
た
。
そ
の
上
で
、
延
慶
本
以
下
の
所
謂
読

み
本
系
諸
本
に
見
ら
れ
る
大
嘗
会
延
引
の
先
例
に
関
す
る
本
文
が
持
つ
意
味
、
平
城
・
嵯
峨
・
朱
雀
・
三
条
が
先
例
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
意
味
を
解
明
し
、
安
徳
代
の
大
嘗
会
二
年
延
引
の
真
因
に
つ
い
て
の
読
み
本
系
諸
本
の
認
識
を
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
の

挙
例
記
事
に
つ
い
て
は
、
現
存
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
と
『
園
太
暦
』
と
が
共
通
の
基
盤
の
上
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
ま
た
、
読
み
本
系
特
に
延
慶
本
及
び
長
門
本
『
平
家
物
語
』
に
挙
げ
ら
れ
た
大
嘗
会
延
引
の
先
規
は
無
作
為
な
挙
例
で
は
な
く
、

新
都
造
営
と
遷
都
計
画
、
即
位
後
大
嘗
会
前
の
諒
闇
、
と
い
う
二
要
件
の
先
例
と
し
て
、
嵯
峨
、
朱
雀
・
三
条
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
先
行
し
て
平
城
代
の
兵
革
が
第
一
に
挙
例
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
以
仁
王
の
挙
兵
を
安
徳
代
大
嘗
会
延
引

の
要
因
の
一
つ
と
見
る
と
い
う
意
識
が
暗
示
的
に
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
挙
例
は
、
安

徳
代
の
大
嘗
会
二
年
延
引
を
批
判
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
生
涯
す
べ
て
が
異
例
で
あ
っ
た
安
徳
天
皇
の
運
命
を
物
語
る
一
節
と

し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。

第
二
節
「
安
徳
天
皇
の
同
輿
者
」
は
、
単
独
で
輿
に
乗
れ
な
い
幼
帝
の
同
輿
者
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
具
体

的
事
例
と
を
確
認
し
た
上
で
、
三
歳
で
即
位
し
た
安
徳
天
皇
の
同
輿
の
実
態
を
追
尋
し
、
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
福
原
遷
都
時
と

平
氏
都
落
ち
時
の
同
輿
者
の
描
写
の
意
味
を
探
っ
た
。
多
く
の
『
平
家
物
語
』
諸
本
は
、
福
原
遷
都
時
は
、
事
実
は
先
規
通
り
に
母

后
徳
子
が
同
輿
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
乳
母
帥
典
侍
が
同
輿
と
記
し
、
都
落
ち
時
は
、
事
実
は
先
例
を
破
っ
て
用
車
し
乳
母
達
が
同

車
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
母
后
徳
子
が
同
輿
と
記
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
背
景
に
は
、
突
然
の
行
幸
と
い
う
点
で
共
通
す

る
両
事
例
を
記
す
際
に
、
「
物
語
の
作
為
」
が
あ
っ
た
可
能
性
を
推
察
し
た
。
そ
し
て
そ
の
作
為
は
、
平
氏
と
そ
の
眷
属
の
専
横
や

平
氏
主
導
の
遷
都
へ
の
批
判
の
傾
き
が
少
し
く
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

第
二
編
第
二
章
「
平
氏
の
動
静
」
は
、
平
氏
都
落
ち
の
実
態
を
藤
原
尹
明
と
全
真
の
例
か
ら
探
り
、
ま
た
、
『
平
家
物
語
』
の
富
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士
川
合
戦
の
水
鳥
の
記
述
か
ら
、
富
士
川
合
戦
の
実
態
と
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
本
事
件
の
扱
い
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
節
「
平
氏
都
落
ち
の
尹
明
と
全
真
」
は
、
『
平
家
物
語
』
の
語
り
本
系
の
一
部
伝
本
で
藤
原
尹
明
が
、
ま
た
諸
本
で
権
少
僧

都
全
真
が
、
寿
永
二
年
（
一
一
八
三
）
七
月
二
十
五
日
の
平
氏
都
落
ち
に
同
行
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
『
玉
葉
』
や

残
欠
本
『
僧
綱
補
任
』
等
か
ら
、
両
者
共
に
後
日
合
流
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
、
壇
浦
で
生
け
捕
ら
れ
た
こ
と
が
都
落
ち
当
初
か

ら
同
行
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
理
解
を
生
ん
だ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
等
、
を
指
摘
し
た
。

第
二
節
「
『
平
家
物
語
』
富
士
川
合
戦
の
水
鳥
」
は
、
『
平
家
物
語
』
「
富
士
川
」
の
、
水
鳥
の
羽
音
に
よ
る
平
氏
敗
走
の
記
事
が

持
つ
意
義
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
『
山
槐
記
』
と
『
吾
妻
鏡
』
に
も
水
鳥
の
羽
音
に
驚
倒
し
た
平
氏
軍
の
退
散
は
記
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
情
報
は
あ
る
段
階
で
は
京
都
と
鎌
倉
の
双
方
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
少
な
く
と
も
そ
の
情
報

の
伝
達
者
ま
で
に
は
、
事
実
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
先
後
に
類
話
が
見
出
し
得
な
い
こ
と

も
、
こ
の
情
報
が
際
立
っ
て
特
徴
的
な
、
説
話
以
上
に
説
話
的
な
し
か
し
一
回
性
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
も
論
じ

た
。
ま
た
、
『
平
家
物
語
』
諸
本
の
同
記
事
を
比
較
検
討
し
、
い
わ
ゆ
る
読
み
本
系
諸
本
で
は
水
鳥
に
鳩
が
多
か
っ
た
と
記
す
こ
と
、

長
門
本
以
外
の
諸
本
が
頼
朝
の
不
戦
勝
は
八
幡
神
の
計
ら
い
で
あ
る
と
記
す
こ
と
、
を
明
ら
か
に
し
、
鳩
が
多
か
っ
た
と
記
す
の
は
、

八
幡
信
仰
に
重
き
を
な
し
た
虚
構
で
あ
る
と
論
じ
た
。
ま
た
、
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
に
富
士
川
合
戦
に
お
け
る
平
氏
の
敗
走
の
話

が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
飛
び
立
っ
た
鳥
は
ア
ジ
鴨
で
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
か
ら
、
遅
く
と
も
同
本
成
立
時
に
は
こ
の
事
件
が

故
実
と
な
っ
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
『
平
家
物
語
』
と
は
直
接
の
交
渉
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘

し
た
。
そ
し
て
『
平
家
物
語
』
の
本
件
記
事
は
、
事
実
に
近
い
も
の
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
を
認
め
て
も
よ
い
こ
と
を
述
べ
た
。

本
論
第
三
編
「
研
究
史
」
は
、
『
平
家
物
語
』
の
成
立
論
と
古
態
論
の
研
究
史
、
二
〇
〇
四
～
五
年
の
研
究
動
向
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。

第
一
節
「
『
平
家
物
語
』
の
成
立
論
と
古
態
論
」
は
、
『
平
家
物
語
』
の
成
立
論
と
古
態
論
に
関
わ
る
諸
言
説
や
諸
研
究
の
流
れ

と
そ
の
問
題
点
を
論
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
中
世
の
『
平
家
物
語
』
言
説
は
主
に
作
者
に
関
心
が
注
が
れ
、
現
存
諸
本
の
い
ず
れ
を

対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
は
分
明
で
な
く
、
信
憑
性
に
問
題
の
あ
る
も
の
が
多
く
、
近
世
に
な
る
と
多
少
諸
本
へ
の
興
味
が
窺
え
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る
が
、
そ
れ
ら
の
成
立
・
作
者
へ
の
追
究
は
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
は
な
い
こ
と
等
を
確
認
し
た
。
近
代
に
入
る
と
、
山
田
孝
雄
に
よ
っ

て
本
格
的
な
本
文
研
究
が
開
始
さ
れ
て
『
平
家
物
語
』
研
究
は
画
期
的
な
進
化
を
遂
げ
、
そ
の
辺
り
か
ら
作
者
説
も
信
憑
性
を
帯
び
、

成
立
時
期
に
つ
い
て
の
外
証
も
提
出
さ
れ
る
一
方
で
、
民
俗
学
的
思
考
法
を
用
い
た
柳
田
国
男
の
成
立
論
も
、
後
の
研
究
に
大
き
く

影
響
を
与
え
、
特
に
水
原
一
の
説
話
形
成
論
へ
と
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
近
現
代
の
国
文
学
研
究
の
動
向
に
連

れ
て
、
諸
本
研
究
上
は
『
平
家
物
語
』
は
語
り
本
と
読
み
本
の
二
系
に
分
か
た
れ
、
前
者
の
中
で
は
覚
一
本
へ
の
関
心
が
集
中
し
、

こ
ぞ
っ
て
大
系
・
全
集
類
の
底
本
に
さ
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
後
者
の
四
部
本
と
延
慶
本
を
め
ぐ
っ
て
は
古
態
論
争

が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
四
部
本
古
態
説
が
常
識
と
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
水
原
の
主
張
す
る
延
慶
本
古
態
説
が
次

第
に
優
勢
と
な
り
、
現
存
延
慶
本
は
応
永
期
の
書
写
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
時
は
延
慶
書
写
本
と
同
一
、
さ
ら
に
は
原
本
と

も
等
価
と
し
て
扱
う
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
。
し
か
し
現
在
で
は
、
応
永
書
写
本
に
も
改
変
・
訂
正
の
手
が
加
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
延
慶
本
の
部
分
的
「
古
態
」
の
論
証
・
水
原
説
の
再
検
証
を
し
つ
つ
、
い
ず

れ
か
の
本
に
極
端
に
重
き
を
置
く
の
で
は
な
く
、
各
伝
本
に
対
す
る
各
説
を
絶
え
ず
相
対
化
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

第
二
節
「
『
平
家
物
語
』
研
究
二
〇
〇
四
～
五
年
の
動
向
」
は
、
学
会
の
要
請
に
従
っ
て
、
当
該
時
期
（
平
成
十
六
年
〈
二
〇
〇

四
年
〉
九
月
～
同
十
七
年
〈
二
〇
〇
五
年
〉
一
〇
月
）
に
発
表
さ
れ
た
『
平
家
物
語
』
関
連
の
研
究
の
傾
向
と
展
望
を
記
述
し
た
も

の
で
あ
る
。
二
〇
〇
五
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
が
「
義
経
」
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
軍
記
研
究
者
三
名
の
定
年
退
職
に
伴
っ
て
各
勤

務
先
の
学
科
か
ら
記
念
号
が
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
『
平
家
物
語
』
研
究
が
活
況
を
呈
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
、
出
来

る
限
り
の
論
文
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
研
究
上
の
価
値
や
意
味
を
記
述
し
た
。

付
編
「
資
料
」
は
、
平
時
忠
と
、
『
平
家
物
語
略
解
』
著
者
御
橋
悳
言
の
略
年
譜
で
あ
る
。

一
は
、
本
論
第
一
編
第
一
章
第
二
節
「
平
時
忠
」
論
の
基
礎
資
料
と
な
る
、
時
忠
の
略
年
譜
で
あ
る
。
時
忠
の
兼
官
の
さ
ま
や
、

時
に
九
条
兼
実
を
苛
立
た
せ
る
振
る
舞
い
の
多
さ
、
平
氏
一
門
中
で
は
実
務
官
人
と
し
て
貴
重
な
人
材
で
あ
っ
た
さ
ま
が
見
て
取
れ

る
。
『
千
載
和
歌
集
』
に
一
首
載
る
一
応
の
勅
撰
歌
人
で
も
あ
る
た
め
、
詠
作
拾
遺
も
付
し
た
。

二
は
、
出
版
後
八
十
四
年
を
経
て
も
な
お
、
『
平
家
物
語
』
の
研
究
に
於
い
て
参
照
す
べ
き
基
礎
的
注
釈
書
と
し
て
の
価
値
を
失
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わ
な
い
『
平
家
物
語
略
解
』
を
著
し
た
御
橋
悳
言
の
年
譜
で
あ
る
。
特
に
仏
典
・
漢
籍
な
ど
の
典
拠
や
故
実
・
人
名
・
地
名
等
の
考

証
に
優
れ
、
諸
本
へ
の
目
配
り
も
き
き
、「
近
世
の
諸
注
を
よ
う
や
く
完
全
に
克
服
」「
注
釈
史
上
に
屹
立
す
る
存
在
」（
佐
伯
真
一
）

と
さ
れ
る
同
書
を
、
勤
務
先
を
も
た
な
い
在
野
の
研
究
者
が
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
段
階
で
著
せ
た
背
景
に
は
、
い
か
な
る
経
緯

が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
探
る
べ
く
、
ご
家
族
や
関
係
者
の
ご
協
力
を
仰
い
で
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
、
生
家
が
山
形
県
内
で
も
有

数
の
真
宗
大
谷
派
の
古
寺
で
あ
り
、
幼
少
期
か
ら
経
典
や
漢
籍
の
素
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
こ
と
、
中
学
時
代
に
著
名
な
漢
学
者
に

啓
発
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
国
書
刊
行
会
・
群
書
類
従
完
成
会
の
研
究
員
的
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
、
諸
辞
典
の
編
纂
に
携
わ
る

中
で
山
田
孝
雄
・
赤
堀
又
次
郎
ら
と
知
遇
を
得
て
い
た
こ
と
、
山
田
の
設
立
し
た
国
学
研
究
所
の
終
身
研
究
員
で
あ
っ
た
こ
と
、
松

山
常
次
郎
（
実
業
家
）
・
風
間
幸
右
衛
門
（
風
間
銀
行
頭
取
）
ら
に
経
済
的
援
助
を
受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
な
ど
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
古
典
の
価
値
を
知
る
教
育
を
受
け
、
古
典
研
究
の
正
統
な
方
法
を
学
び
つ
つ
、
多
く
の
資
料
が
参
照
可

能
な
環
境
を
得
て
、
資
金
面
で
も
そ
れ
な
り
に
融
通
が
利
い
た
た
め
に
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
～
昭
和
二
十
二
年
（
一
九
四

七
）
期
を
中
心
に
多
数
の
著
作
を
成
せ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。


