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『
平
家

物

語

』
と
笛

巻
第
九

「
敦
盛
最
期
」

の
形
成
を
め
ぐ

っ
て
-

佐

谷
 
眞

木

人

 

一
の
谷

の
合
戦
に
お
い
て
熊
谷
直
実

が
平
敦
盛
を
討

っ
た
話

は
、
『
平

家

物

語
』
の
中

で
も
有
名
な
場
面

の

一
つ
で
あ
る
。
「
覚

一
本
」

は
、
敦
盛

は

笛

の

名
手

で
あ
り
、
さ
枝
と
呼
ば
れ
る
笛

を
最
期
ま

で
離
さ
な
か

っ
た
と
記
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と

は
若
く
し
て
死

に
ゆ

く
貴

公
子

へ
の
哀
感
を
よ
り

一
層
高

め
る

効
果
を
持

っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
場
面

は
諸

本

の
間

で

の
異

同
が
大

き
く
、
中
に

は
敦
盛

が
持

っ
て
い
た
の
は
籔
築

で
あ

っ
た
と
す
る
本

も

存
在
す

る
。
本
稿
で

は
、
そ

れ
ら
諸
本

の
異
同
を
比
較

・
検
討

し
た
上
で
、
「覚

一
本
」

の
本
文

が
形
成

さ
れ
て
い

っ
た
道
筋

に
つ
い
て
、

一
つ
の
考

え
を
提
示

し
て
み
た
い
。

「
覚

一
本
」
巻
第
九

「
敦
盛
最
期
」

は
、
平
敦
盛

の
笛

に
つ
い
て
次

の
よ
う
に

 
 
 

(1
)

記
し
て
い
る
。

良
久
し
う
あ

ッ
て
、
さ
て
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
よ
ろ

い
直

垂
を
と

ッ
て
、
頸
を

つ
＼
ま
ん
と
し
け
る
に
錦

の
袋

に
い
れ
た
る
笛
を
ぞ
腰

に
さ

＼
れ
た
る
。
「
あ
な
い
と
お
し
、
こ
の
暁
城

の
う
ち

に
て
管
絃

し
給

ひ

つ

る
は
、

こ
の
人

々
に
て
お
は
し
け
り

。
當
時

み
か
た

に
東

國

の
勢
な
ん
万

騎

か
あ
る
ら
め
ど
も
、

い
く

さ
の
陣

へ
笛
も

つ
人

は
よ
も
あ
ら
じ
。
上
脇

は
猫
も
や
さ
し
か
り
け
り
L

と
て
、
九
郎
御
曹
司

の
見
参

に
入
り
た
り
け

れ
ば
、
是
を
み
る
人
涙
を
な

が
さ
ず

と
い
ふ
事
な
し
。
後

に
き
け
ば
修

理

大
夫
経
盛

の
子
息

に
大
夫
敦
盛

と
て
、
生
年
十
七
に
ぞ
な
ら
れ
け
る
。
そ

れ

よ
り
し
て
こ
そ
熊
谷

が
螢
心

の
お
も
ひ

は
す

＼
み
け
れ
。
件

の
笛

は
お

ほ
ぢ
忠
盛
笛

の
上
手

に
て
、
鳥
羽
院

よ
り
給

は
ら
れ
た
り

け
る
と
そ
聞
え

し
。
経
盛
相
傳

せ
ら
れ
た
り
し
を
、
敦
盛
器
量
た
る
に
よ

ッ
て
、
も
た
れ

た
り
け
る
と
か
や
。
名
を
ば

さ
枝

と
そ
申
け
る
。
狂

言
綺

語

の
こ
と
は
り

と
い
ひ
な
が
ら
、
途

に
讃
佛
乗

の
因

と
な
る

こ
そ
哀

な
れ
。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(
傍
点
引
用

者
、
以
下

同
)

 
傍
点
部

に
あ
る
よ
う
に
、

こ
こ
で
は
平
敦
盛

は

「
さ
枝
」
と
呼
ば
れ
る
笛

を

持

っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
同

じ
く

「
覚

一
本

」
巻
第

四
に
お

い
て

は
、
高
倉

宮
以
仁

王
も
ま
た

「
小
枝
」
(
こ
え

だ
)
と
呼
ば
れ

る

笛

を
持

っ
て

い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
以
下

に
そ

の
部
分
を
抜
き
出
し
て
み
よ
う
。
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長
兵
衛

尉
信
連

は
、
御
所

の
留
守

に
ぞ
お
か
れ
た
る
。
女
房
達

の
少

々

お

は
し
け
る
を
、
か
し
こ
こ
＼

へ
た
ち
し
の
ば
せ
て
、
見
ぐ

る
し
き
物
あ

ら
ば

と
り
し
た

＼
め
ん
と
て
み
る
程

に
、
宮

の
さ
し
も
ご
秘
蔵
有

け
る
小

枝

と
き
こ
え
し
御
笛

を
、
只
今
し
も

つ
ね
の
御
所

の
御
枕

に
と
り

わ
す

れ

さ
せ
給

た
り
け
る
ぞ
、
立

か

ヘ
ッ
て
も
と
ら
ま
ほ
し
う
お
ぼ
し
め
す
、
信

連
こ
れ
を

み
つ
け
て
、
「
あ
な
あ
さ
ま
し
。
君

の
さ
し
も
御
秘
蔵

あ

る

御

笛
を
」

と
申
て
、
五
町

が
う
ち

に
お

ッ
つ
い
て
ま

い
ら
せ
た
り
。
宮

な
の

め
な
ら
ず
御
感

あ

ッ
て
、

わ
れ
し
な
ば
、
此
笛

を
ば
御
棺

に
い
れ
よ
L
と

そ
仰

け
る
。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(巻
第

四
、
「
信
連
」
)

 
同
廿

三
日
の
暁

、
宮

は

「
こ
の
寺
ば

か
り

で
は
か
な
う
ま
じ
。
山
門

は

心
が
は
り
し

つ
。
南
都

は
い
ま
だ
ま

い
ら
ず
。
後

日

に
な

ッ
て

は
あ
し
か

り
な
ん
」
と

て
、
三
井
寺

を
い
で
さ
せ
給
ひ
て
、
南
都

へ
い
ら
せ
お

は
し

ま
す
。
此
宮

は
蝉
を
れ

・
小
枝

と
き
こ
え
し
漢
竹

の
笛
を

ふ
た

つ
も

た
せ

給

へ
り
。
か
の
せ
み
を
れ
と
申
は
、
昔
鳥
羽
院

の
御
時
、

こ
が

ね
を
千
両

宋
朝

の
御
門

へ
お
く
ら
せ
給
た
り
け
れ
ば
、
返
報
と

お
ぼ
し
く

て
、

い
き

た
る
蝉

の
ご

と
く

に
ふ
し

の
つ
い
た
る
笛
竹
を

ひ
と

よ
お
く
ら

せ
給

ふ
。

「
い
か
ゴ
こ
れ
程

の
重
寳
を
さ
う
な
う

は
ゑ
ら
す

べ
き
」
と

て
、

三

井

寺

の
大
進
僧
正
覚
宗

に
仰

て
、
壇

上
に
た

ッ
て
、
七

日
加
持

し
て
ゑ
ら
せ
給

へ
る
御
笛
な
り
。
或
時
、
高
松

の
中
納
言
實
衡
卿
ま

い

ッ
て
、

こ
の
御
笛

を

ふ
か
れ
け
る
が
、

よ
の
つ
ね

の
笛

の
や
う

に
お
も

ひ
は
す
れ

て
、

ひ
ざ

よ
り
し
も
に
お
か
れ
た
り
け
れ
ば
、
笛

や
と
が
め
け
ん
、
其
時
蝉
を

れ
に

け
り
。
さ
て
こ
そ
蝉
を
れ
と

は
つ
け
ら
れ
た
れ
。
笛

の
お
ん
器
量

た
る
に

よ

ッ
て
、
此
宮
相
傳

あ
り
け
り
。
さ
れ
ど
も

い
ま
を
か
ぎ
り
と
や
お
ぼ
し

め
さ
れ
け
ん
、
金
堂

の
弥
勒

に
ま

い
ら
さ
せ
お
は
し
ま
す

。
龍

花

の
暁

、

値
遇

の
御

た
め
か
と
お

ぼ
え
て
、
あ
は
れ
な

ッ
し
事
共
也

。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(巻
第

四
、
「
大
衆
揃
」
)

 

し
ば
し
あ

っ
て
兵
物
共

の
四
五
百
騎
、
ざ

ゴ
め

い
て
う
ち

か

へ
り
け
る

中
に
、
浄

衣
き
た
る
死
人

の
頸
も
な

い
を
、
し
と
み

の
も
と

に
か
い
て

い

で
き
た
り
け
る
を
、

た
れ
や
ら
ん
と
み

た
て
ま

つ
れ
ば
、
宮

に
て
ぞ
在
ま

し
け
る
。
「
わ
れ
し
な
ば
、

こ
の
笛
を
ば
御
棺

に
い
れ
よ
」
と
仰

け

る
、

小
枝
と
き

こ
え
し
御
笛
も
、

い
ま

だ
御
腰

に
さ

＼
れ
た
り
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(
巻
第
四
、
「
宮
御
最
期
」
)

 
以
上
、
巻

第
四
、
「信
連
」
「
大
衆
揃
」
「
宮
御
最
期
」

の
三
箇
所

か

ら
、
高

倉
宮

が

「
蝉
折
」
「
小
枝

」

の
二
本

の
笛
を
持

っ
て
お
り
、
「蝉

折
」

は
三
井
寺

の
弥
勒

に
奉
納
し
、
小
枝

は
死

ぬ
ま

で
離

さ
な

か

っ
た

こ
と
が
わ

か
る
。
巻
第

九
の
平
敦
盛

の
記
事

と
は
、
笛

の
名
前

が

「
さ
枝
」
(
敦
盛
)
・
「
小
枝
」

(高
倉

宮
)
と
類
似
す

る
だ
け

で
な
く
、
死
後

、
腰

に
さ
し
て
い
た
笛

が
発
見

さ
れ
る

点

や
、
笛

が
上
手

で
あ

っ
た
と
す
る
点

も
共

通
し
て
い
る
。
両
者

に
は
何

ら
か

の
関
係

が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

 
そ

こ
で
、
他
系
統

の
本
を
読

み
く
ら
べ
て
み
る
と
、
平
敦
盛

の
遺

品
が
必
ず

し
も
笛

で
統

一
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
気

が
付

く
。
例

え

ば
、
「
延
慶
本

」
で

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2
)

は
、
次

の
よ
う

に
書

か
れ
て
い
る
。

 
熊

谷
泣

々
此
殿
を
見
れ

は
漢

竹

の
筆
築

の
色

な

つ
か
し
き
を
紫
檀

の
家

に
入
て
錦

の
袋

に
入
な

か
ら
鎧

の
引
合

に
指
れ
た
り
、
此
筆
簗
を

は
月
影

と
そ
付

ら
れ
た
り
け
る
、
又
少
き
巻
物
を
差

具

た

り

(
第

五
本

、
「敦
盛

被
討

給
事
付
敦
盛
頸

八
嶋

へ
送
事
」
)
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こ
こ
で
は
敦
盛

は

「
月
影
」
と

い
う
名

の
箋
築

と
巻
物
を
持

っ
て
い
る

の
で

あ
る
。
同

じ
く

「
延
慶
本
」

の

「
覚

一
本

」
巻
第

四
相
当
部
分
で
は
、
高
倉

宮

は

「
此
宮
小
枝
蝉
折

と
云
秘
蔵

の
御
笛

二
あ
り
」
、
「
小
枝

と
申
し
御

笛
を
最
期

ま
で
御
身
を
放

た
れ
す
、
哀
な
り
し
御
事
也
」

(第

二
中
、
「宮
蝉
折

を
彌
勒

に

進

せ
給
事
」
)
と
あ
る

か
ら
、

こ
こ
で
は

「
延
慶
本
」

と

「
覚

一
本
」

の

記

述

は
ほ
ぼ
共
通

し
て
い
る
と
い

っ
て
よ
い
。

つ
ま
り
、
高
倉
宮

の
持
ち
物

は
両
本

と
も

に

「
小
枝

・
蝉
折

」
と

い
う

二
本

の
笛

で
あ
る
が
、
敦
盛

の
持

ち

物

は

「
延
慶
本
」

と

「
覚

一
本
」
と

で
は
異

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

 
そ

こ
で
、
『
平
家
物
語
』

の
代
表

的
な
諸
本

に
お
け
る
高
倉
宮

と
平
敦

盛

の

記
事
を
、
遺
晶

に
着
目
し

て
比
較
し
て
み
た
い
。
比
較
し
た
本
は
、
当
道
系

の

諸
本

の
う

ち
、
「
覚

一
本
」
「
百

二
十
句
本

」
「
八
坂
本
」

の
三
種
と
、
非

当

道

系

の
諸
本

の
う
ち
、
「
延
慶
本
」
「
長
門
本
」
「
四
部
合
戦
状
本
」
(
以
下

、
四
部

本

)
「
源
平
闘
謬
録
」

(以
下
、
闘
謹

録
)
「南
都
本
」

の
五
種

の
合
計

八

種

で

あ
る
。
便
宜

上
、
「
覚

一
本
」

の
巻
立

て
及
び
標
題

に
合
わ

せ

た
。
な
お
、
闘

課
録
と
南
都
本

は
巻

四
相
当
部

分
を
欠

い
て
い
る
た

め
、
高
倉

宮

に
つ
い
て
は

 
 
 
 
 
 

(3
)

比
較

で
き
な

か

っ
た
。

A

、

巻
四

(
高
倉

宮
)

「
信
連
し

小
枝

の
笛
を
持

つ
も

の

無

名

の
笛

を
持

つ
も

の

「
大
衆

揃
」

小
枝

の
笛
を
持

つ
も

の

蝉
折

の
笛
を
持

つ
も

の

覚

～
本

、
百

二
十
句
本
、
八
坂
本

延
慶
本

、
四
部
本
、
長
門
本

覚

一
本

、
百

二
十
句
本
、

四
部
本

、
長
門
本

覚

一
本

、
百

二
十
句
本
、

八
坂
本

、
延
慶
本

、

八
坂
本

、
延
慶
本

、

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
四
部
本
、
長
門
本

 

 

「
宮
御
最
期
」

 

 
小
枝

の
笛
を
持

つ
も

の
 
覚

一
本
、
百
二
十
句
本
、

八
坂
本

、
延
慶
本

、

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
四
部
本
、
長
門
本

B

、
巻

九

(
平
敦
盛

)

 

 

「
敦

盛
最
期
」

 

 
小
枝

の
笛

を
持

つ
も

の
 
覚

一
本

、
百
二
十
句
本
、
八
坂
本

 

 
無
名

の
笛

を
持

つ
も
の
 

四
部
本

、
南
都
本

 

 
籔
案
を
持

つ
も

の
 

延
慶
本

、
長
門
本

、
(
闘
謹
録
)

 

 
巻
物
を
持

つ
も

の
 

延
慶
本

、
長
門
本
、
(
闘
謹
録
)

※

「
闘
浄
録

」
は
熊
谷
直
実

に
討

た
れ
た
の
は
敦
盛
で

は
な
く
業
盛

で
あ

っ

た
と
す
る
。

 

こ

の
表

か
ら
わ
か
る
の
は
、
高
倉
宮

の
遺
品

に
関

し
て

は
諸

本
間

の
異
同

が

小

さ
い
が
、
平
敦
盛

に
関
し
て
は
異
同
が
大
き
く
、
ま
た
、
高
倉

宮

と
平
敦
盛

の
遺

品
を
共

に
小
枝

の
笛

と
す
る

の
は
当
道
系

の
諸
本
だ
け
で
、
非
当
道
系

の

諸
本

に
は
そ

の
よ
う

な
類
似
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
当
道
系
語
り
本

の

う
ち
、
最

も
古
態
を
留

め
て
い
る
と
さ
れ
る

「
屋
代
本
」
が
、
巻

四

・
巻
九
を

共

に
欠

い
て
い
る
の
で
、
ど

の
段
階

で
こ
う
な

っ
た

の
か
は
わ

か
ら
な

い
が
、

少

く
と
も

「
覚

…
本
」

で
は
、
何

ら
か
の
本
文
上

の
混
乱

(
そ
れ

が
意
図
的
な

も
の
で
あ

っ
た
と
し
た
ら
、
必
ず
し
も
混
乱
と

い
う
表
現
は
適

切

で
は
な

い
か

も
し
れ
な
い
)
が
あ

っ
て
、
高
倉
宮

と
平
敦
盛

の
笛

の
名

の
類

似
が
起

っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

 

そ
れ
で
は
、
そ

の
当
道
系

の
諸
本

に
お
い
て
は
、
平
敦
盛
と
高
倉

宮

の
笛

の

名

は
果

し
て
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う

か
。
以
下

に
、

こ
の
点

に
限
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っ
て
よ
り
詳
し
く
比
較
し
て
み
た
い
。
次

の
表

は
影
印

で
見

る
こ
と

の
で
き
る

語
り
本
系

の
諸
本
十
五
種
に

つ
い
て
、
こ
の
二

つ
の
笛

の
名

の
記
述
を
そ

の
ま

ま
抜

き
出
し
た
も

の
で
あ
る
。
諸
本

の
細

か
な
成
立

の
順
序
を
論
じ
る
た

め
の

も

の
で
は
な
く
、
全
体

の
大
ま
か
な
傾
向

を

つ
か
む
た
め
の
も

の
な

の
で
、
順

序

は
必
ず
し
も
成
立
が
古

い
と
考

え
ら
れ
る
順

に
は
な

っ
て
い
な
い
こ
と
を
お

 
 
 
 
 
(4
)

断
り
し
て
お
く
。

1
百

二
十
句
本

(
斯
道
)

2
百

二
十
句
本

(
内
閣

)

3
小
城
鍋
島
本

4
八
坂
本

5
岡
山
大
本

6
竹
柏
園
本

7
平
松
家
本

8
鎌
倉

本

9
文
禄
本

-o
覚

一
本

11
真
字
熱
田
本

12
両
足
院
本

13
平
曲
正
節

14
波
多
野
流
譜
本

15
前

田
流
譜
本

(高
倉
宮
)

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

さ
え
た

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

(敦
盛
)

小
枝

小
枝

小
枝

小
枝

さ
え
た

篠
枝

篠
枝

篠
枝

小
篠

さ
枝

小
枝

左
枝

小
枝

小
枝

小
枝

以
上
検
討

し
た
十

五
種

の
諸
本

の
う
ち
、
両
者
を
明
確

に
区
別
し
な

い
の
が

1
～
5
で
あ
り
、
敦
盛

の
笛

に
篠
と

い
う
字
を
宛

て
て
い
る

の
が
6
～
9
、
10

以
降

は

「
覚

一
本
」
と
同
じ
く
、
高
倉

宮
が

「
こ
え
だ
」
、
平
敦

盛

が

「
さ
え

だ
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

12
の

「
両
足
院
本
」
は
、
高
倉
宮

の
笛

を
ど
う
読

む

の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
敦
盛

の
笛

の
名

の

「
左
枝
」

の
左

を
仮
名

の

「
さ
」

の

異
体
字

と
み
る
と
、
覚

一
本
と

ほ
ぼ
同
じ
表
記

に
な
る
。

 
全
体

を
見
渡

し
て
み
る
と
、
両
者

は
必
ず
し
も
明
確
に
は
区
別

さ
れ
て
い
な

い
よ
う

で
あ
る
。
ま

た
、
高
倉

宮

の
笛

の
表
記

は

「
小
枝

」
で
ほ
ぼ
統

「
さ
れ

て
い
る
の
に
対

し
、
敦
盛

の
笛

は
表
記
が

一
定

し
て
お
ら
ず
、
揺

れ
が
大
き

い

こ
と
が
わ
か
る
。

 

そ
こ
で
次

に
、
『
平
家
物
語
』

の
異
本

の

一
つ
で
あ
る

「
源
平
盛

衰

記
」

の

内
容

に
注
目

し
て
み
た
い
。

 

ま
ず
、
「
覚

一
本
」
巻
第

四
、
「
信
連
」

に
相

当
す
る

の
は
、
第
十

三
巻

「
高

倉

宮
信
連
戦
事
」

で
あ
る
が
、
そ

こ
に
は
笛

に
関
す
る
記
述

は
全

く
な
い
。
次

に
、
同
じ
く

「
大
衆
揃
」

に
相
当
す
る
部
分

は
、
幾

つ
か

の
章
段

に
分

け
ら
れ

て
お
り
、
高
倉
宮

が
三
井
寺

の
弥
勒

に
笛
を
奉
納
し
た
話
は

「
蝉
折
笛
事
」

と

し
て
独
立

し
た
章

に
な

っ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
段

で
登
場

す

る

笛

は

「
蝉

折
」
だ
け
で
、

「
小
枝
」

に

つ
い
て
は
何
も
記

さ
れ
て

い
な

い
。
ま

た
、
「
宮

御
最
期

」
に
相
当

す
る
の
は
第
十
五
巻

「
宮
中
二
流
矢

一事

」
で
あ
る
が
、
そ
こ

で
は

「
覚

一
本

」
と
異
り

、
高
倉
宮

は
死
後

に
遺
体
を
発
見
さ
れ
る

の
で
は
な

く
、
流

れ
矢

に
当

っ
て
お
亡
く

な
り

に
な

る
場
面

が
描

か
れ
て

い
る
。
こ
の
よ

う

に
内

容
が
改
め
ら
れ
た
結
果

、
「
源
平
盛
衰
記
」

に
お

い
て

は
高
倉

宮

に

関

す
る
記
事

の
中

に

「
小
枝
」

の
笛

が

一
度
も
登
場

し
な

い
こ
と

に
な
る
。

 

次

い
で
、
「覚

一
本
」
巻
第
九

「
敦
盛
最
期

」

に
相
当
す
る

の
は
、
巻

第

三

十
八

「
平
家

公
達
最
後

並
頸
共
掛
二

谷

↓事
」

で
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
次

の
よ

う

に
書

か
れ
て

い
る
。
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…
…
色
な

つ
か
し
き
漢
竹

の
笛

を
、
香
も
む

つ
ま

し
き
錦

の
袋

に
入
て
、

鎧

の
引
合

に
指
れ
た
り
。
(中
略

)
彼
笛

と
申

は
父
経
盛
笛

の
上
手

に

て

御
座

け
る
が
、
砂
金
百
両
宋
朝
に
被

レ渡

て
、
よ
き
漢
竹
を

一
枝

取

寄

、

殊

に

よ
き

両
節
間

を

一
よ
取

、
天
台
座

主
前
明
雲
僧
正

に
被
レ
仰
て
、
秘

密
喩
伽
壇

に
立
て
、
七

日
加
持

し
て
、
秘
蔵

し
て
被
彫
た
り
し
笛
也

。
子

息
達

の
中

に
は
、
敦
盛
器
量

の
仁
な
り
と
て
、
七
歳

の
時
よ
り
傳

へ
て
持

れ
た
り
け
り
。
夜

深
る
儘

に
さ
え
け
れ
ば
、
さ
え
だ
と
名
附
け
ら
れ
け
る

也
。

 

こ
の
よ
う

に
、
敦
盛
は

「
さ
え
だ
」
と

い
う
名

の
笛
を
持

っ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
父
の
経
盛
が
宋

に
砂
金
を
送

っ
て
取

り
寄

せ
た
竹
を
も
と

に
彫
ら
れ
た
も

の
で
、
敦
盛

の
祖

父

の
忠
盛
が
鳥
羽
院

か
ら
賜

っ
た
と
す

る

「
覚

一
本
」

の
記

述

と
は
異

る
。
ま
た
、
「
さ
え
だ
」

の
名

の
由
来

も

「
夜
が
深
け
る
と
音

が

冴

え
る
た
め
で
あ

る
」

と
い
う
全
く
新
し

い
伝
承
を
加

え
て
い
る
。

こ
の
結
果

、

「
源
平
盛
衰
記
」

に
お

い
て
は
、
高
倉

宮
と
平
敦
盛

の
間

で
笛

の
名
や
伝

承

の

類
似

が
全
く
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

 

こ
の
こ
と
は
、
当
道

系
語
り
本

に
お
け
る
笛

の
名

の
類
似
を
考
え
る
上
で
示

唆
的

な
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
、
「
源
平
盛
衰
記
」

は

『
平
家

物
語
』

の
諸

本

の
う
ち

で
も
成
立
が
遅
く
、
恐
ら
く
は
当
道
糸
語
り
本
が
成
立
し
た
後

に
形

成

さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
本
文

の

中

で
、
「
さ

え
だ
」
の
笛
が
平
敦
盛

の
側

に
完
全

に
取

り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
「
源
平
盛
衰

記

」
の
作
者
が
、
先
行
す
る

テ
キ

ス
ト

に
お
け
る
笛

の
名

の
類
似
を
、
記
述

上

の
混
乱
と
受
け
と
め
た
か
ら

に
他
な
ら
な

い
。
敦
盛

と
高
倉
宮

の
両
方
が

「
小

枝
」

の
笛
を
持

っ
て
い
る

こ
と
は
、
や
は
り
訂

正
さ
れ
る
べ
き
誤
り
で
あ

っ
た

の
で
あ

る
。

 

で
は
、
な

ぜ

「
覚

一
本
」
を
は
じ
め
と
す

る
当
道
系
語
り
本

だ
け
が
、
こ

の

よ
う
な
笛

の
名

の
類
似
と

い
う
本
文

上
の
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で

い
る

の
だ
ろ
う

か
。
そ

の
こ
と
を
考

え
る
た
め

に
、
非
当
道
系
諸
本

の
う
ち
、
当
道
系

に
最
も

近

い
本
文
を
持

つ

「
南
都
本

」

の
内
容

を
検
討

し
て
み
た
い
。
以
下

は

「
南
都

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5
)

本
」
「
敦
盛
最
期
」

の
結
末
部

分
で
あ
る
。

…
…
腰

ヲ
キ
ツ
ト
見

レ

ハ
錦

ノ
袋

二
入
レ
タ
ル
笛

ヲ
ソ
指

レ
タ
リ
ケ

ル
。

熊
谷
是

ヲ
見

テ
、
御
方

二
人
多

シ
ト
云
共

カ
ク
軍
陣

マ
テ
ヤ

サ
シ
ク
笛

モ

ツ
人

ハ
ヨ
モ
ア
ラ
シ
。
今
朝

一
谷
ノ
木
戸

ロ

ニ
笛

ノ
音
ノ
聞

ヘ
ツ
ル

ハ
此

敦
盛

ニ
テ
御
座

ケ
リ
ト
テ
、
イ
ト

＼
涙

二
咽

ピ
ケ
リ
。
熊

谷
後

二
人

二
語

ケ
ル

ハ
、
直
実
坂
東

ニ
テ
数
ケ
度

ノ
軍

二
合

テ
多

ノ
敵

二
組

シ
カ
共
、

一

谷

ニ
テ
無
官

ノ
大
夫
敦
盛

ト
カ
ヤ
名
乗

シ
人

二
組

タ
リ
シ
程
目

モ
ク

レ
心

モ
乱

テ
覚

ヘ
シ
事

ハ
ナ
シ
ト
常

ハ
申
シ
出

テ
涙

ヲ
流

シ
ケ
リ
。
是

ヨ
リ
シ

テ
ソ
熊
谷

ハ
発
心

ノ
便

ト
成

ニ
ケ

ル
。

 
他

の
非
当
道
系

の
諸
本
が
笛

(
或

い
は
箪
築
)

に
つ
い
て
ほ
ん

の
僅

か
し
か

記

さ
な
い
の
に
比
べ
て
、

こ
の

「
南
都
本

」
で
は
か
な
り
記
述

が
詳
し
く
な

っ

て
お
り
、

ま
た
内
容

も
、
当
道
系
諸

本
に
近
く
な

っ
て
い
る
。
さ

て
、

こ
の
段

の
最
後

が

「
是

ヨ
リ
シ
テ

ソ
熊

谷

ハ
発

心
ノ
便

ト
成

ニ
ケ
ル
」
と
閉
じ
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
記
述

は
、
他

の
非
当
道
系

諸
本
に
も

見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば

「
延
慶
本
」
「
敦
盛
被
討
給
事

並
敦
盛
頸

八

島

へ
送
事
」

の
結
末
部
分
は
次

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

是

よ
り
し
て
そ
熊
谷
は
発
心

の
心
を
は
お
こ
し
け
る
、
法

然
上
人

に
相
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奉

て
出
家

し
て
法
名
蓮
生

と
そ
申

け
る
、
高
野

の
蓮
花
谷

に
住
し

て
敦
盛

の
後
世
を
そ
訪

け
る
、
難
有

け
る
善
知
識

か
な
と
そ
人
申

け
る
。

ま

た
、
「
四
部

本
」
「
敦
盛

最
期

」
相
当
部
分

の
結
末
は
次

の
よ
う
に
な

っ
て

い
る
。 

自
レ
其
熊
谷
発
心
.後

人
,語
出
家
.
籠
高
野
時
.
所
作
次

敦
盛
聖
霊
成
仏
得
道

一之
聞

ハ必
奉

,
訪

二此

ま

た
、
「
長
門
本
」
で

は
、
同
じ
箇
所

は
次

の
よ
う

に
閉
じ
ら
れ
て

い
る
。

…
熊
谷
是
を
み
、
さ
て
は
打

い
で
た
ま
ひ
け
る
の
日
よ
り
、
し
ぬ
べ
し
と

は
か
ね

て
思
ひ
ま
う
け
給
ひ
け
る
に
こ
そ
と
、
か
れ
を
見
是
を
思
ふ
に
も

い
と
ゴ
涙
も
せ
き
あ

へ
ず
、
さ
て
こ
そ
熊

谷
が
発
心

の
心
は

つ
き

に
け
れ
、

「
闘
諄
録
」

に
だ
け
は
、

こ
れ

に
類
似
し
た
表
現

は
見
当
ら
な

い
が
、
そ
れ
以

外

の
こ
こ
に
示
し
た
諸
本

は
だ

い
た

い
似
た
よ
う
な
表
現

で
、

こ
の
話
を
閉

じ

て
い
る
の
で
あ

る
。
そ

こ
で
、
再
度

、
「
覚

一
本

」
の
結
末
部
分
を
見
て

み

る

と
、

そ
れ

よ
り
し

て
こ
そ
熊
谷
が
発
心

の
お
も
ひ
は
す

＼
み
け
れ
。
件

の
笛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
①

は
お
ほ
ぢ
忠
盛
笛

の
上
手

に
て
、
鳥
羽
院

よ
り
給

は
ら
れ

た
り
け
る
と
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②

聞

え
し
。
経
成
相
傳

せ
ら
れ
た
り
し
を
、
敦
盛
器
量

た
る

に
よ

ッ
て
も
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
③

れ
た
り
け
る
と
か
や
。
名
を
ば
さ
枝
と
そ
申

け
る
。
狂
言
綺
語

の
こ

と
は

り
と
い
ひ
な
が
ら
遂

に
讃
佛

乗

の
因
と
な
る
こ
そ
哀
な
れ
。

 
と
な

っ
て
お
り
、
他
本

と
同

じ
よ
う

に

「
そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
熊

谷
が
発

心

の
お
も
ひ
は
す

＼
み
け
れ
」
と
、
ひ
と
ま
ず
話
を
閉

じ
た
あ
と

「
件

の
笛

は
…

…
」

と
、
再
び
笛

の
話
を
語
り
出

す
あ
た
り
、
話

の
続
き
具
合

が
不
自
然

で
あ

る
。
実
は
、

こ
の
部

分
は
、
「
巻
第

四
」
の
高
倉
宮

の
笛

の
話
と
内
容
が

非

常

に
よ
く
似

て
い
る
。
ま
ず
、
傍
線
部
①

で
、
笛
が
も
と
鳥
羽
院

の
も

の
で
あ

っ

た
と
す
る
が
、
高
倉

宮

の

「
蝉

を
れ
」
も
、

も
と
も
と
鳥
羽
院

か
ら
下

さ
れ
た

も
の
で
あ

っ
た
。
ま
た
②

に
、
敦
盛

が
笛

が
上
手
だ

っ
た

の
で
、
相
伝
し
た
と

あ
る
が
、
高
倉

宮
も
ま
た
、
「
笛

の
お
ん
の
器
量

た
る
に
よ

っ
て
、
此
宮

相

伝

あ
り

け
り
」

と
語
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
③

に
お
い
て
、
笛

の
名

が

一
致
す
る
こ

と
は
、
前
述

の
と
お
り

で
あ
る
。

 
そ
う
す

る
と
、

こ
の
話
は
、
も
と
も
と
は

「
熊
谷
が
発
心

の
心
を
起
し
た
」

と
記

し
た
の
ち
、
「
延
慶
本
」
や

「
四
部
本

」
の
よ
う

に
、
熊
谷
が
高
野

山

に

登

っ
た
こ
と
を
記
す

か
、
或

い
は

「
南
都
本

」
や

「
長
門
本
」

の
よ
う

に
、
そ

の
ま
ま
話

を
打
ち

切

っ
て
し
ま
う

か
の
形
で
あ

っ
た
可
能
性
が
強

い
。
当
道
系

語

り
本

は
、
そ

の
部
分
を
差
し
換
え
る
か
、
付
加
す

る
か
し
て
笛

の
話
を
記
し

て
い
る
の
だ
が
、
そ

れ
は
大
部
分
、
巻

四

の
高
倉
宮

の
記
述
か

ら
の
借
り
も

の

な

の
で
あ
る
。

 

こ

の
当
道
系
諸
本

の
特
徴
を
、
最
も
よ
く
表
し
て

い
る

の
が
、
最
後

の

「
狂

言
綺
語

の
こ
と
は
り
と
い
ひ
な
が

ら
、
遂

に
讃
仏
乗

の
因

と
な

る

こ

そ

哀

な

れ
」
と
い
う

一
文

で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

こ
の
文
章

は
、
こ
と
ば
を
補

い
な
が

ら
意
味

を
取

っ
て
み
る
と
、
「
(
管
絃

は
)
狂

言
綺

語
の
理
で
あ

る
と
い
う

け
れ

ど
も
、
(
こ

の
敦
盛

の
笛

が
熊
谷

の
)
発
心

の
契
機

と
な

っ
た
こ
と

こ

そ

、
す

ば
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
」
と
な

る
の
で
は
な

い
か
。

 

つ
ま
り

『
平
家

物
語

』
の
、
当
道
系

で
言
う

「
敦
盛
最
期

」

の
活
は
、
当
道
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系
、
非
当
道
系
と
も
熊
谷
直
実

の
発
心
諏
と
し
て
構

成
さ
れ
て

い
る
が
、
当
道

系
諸
本

で
は
特

に
そ
れ
が
笛

に
よ
る
発
心
で
あ
る
こ
と
が
強

調
さ
れ
る
形

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾

向
は

「
南
都

本
」
に
も
見
ら
れ
る
が
、

そ

れ
が

は

っ
き
り
し
た
形

で
顕

れ
て
い
る

の
は
、
当
道
系
諸
本

だ
け
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
当
道
系
諸
本

に
お

い
て
、
笛

が
問
題

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ

の
こ
と
を
考

え
る
た
め
に
、
「
狂
言
綺

語
」
と

い
う
こ
と
ば

に
つ
い
て
、

検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

二

 

 
覚

一
本

『
平
家
物
語
』
「
敦
盛

最
期

」
は
、
「
狂
言
綺

語
の
こ
と
は
り
と
い
ひ

な
が
ら
、
遂

に
讃

仏
乗

の
因
と
な
る

こ
そ
哀

な
れ
」
と

い
う
言
葉

で
閉

じ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
言
葉

に
は
典
拠
が
あ
り
、
『
白
氏
文

集
』
巻

七
十

「
香

山

寺

白

氏
洛
中
集
記
」

に
、
「
願
 
以
今
生
世
俗
文
学
業
狂

言
綺

語
之

誤
 

翻
 

為

当

来
世
世
讃
仏
乗
之
因
転
法
輪
之
縁
」

と
あ

る
の
が
そ
れ

に
当
る
。
『
和
漢

朗

詠

集

』
巻
下
、
「
仏
事
」
に
も
採

ら
れ

て
お
り
、
意
味

は
、
「
私

は
、
今
日

に
処
る

ま
で
専

ら
世
俗

の
詩
文

を
作

り
、
戯

れ
飾

っ
た
言
葉
を
弄

ん
だ
罪

を
特
し
て
き

た
が
、

こ
の
詩
文

を
作

る
営

み
を
転

じ
て
、
こ
れ

か
ら
先
、
永

遠

に
仏
法

を
讃

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(6
)

嘆

し
演
説
す

る
時

の
契
機

と
し
た
い
と
切
望
し

て
い
る
。
」
と
な
る
。

つ
ま
り
、

こ
の

「
狂
言
綺
語
」
と
い
う
言
葉

は
、
本
来

、
詩
文

を
指
し
て
言
う

の
で
あ

っ

て
、
音
楽

に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
来

は
詩
文

を

作
る
こ
と
を
否
定
す
る
意
味
を
持

っ
て
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
白
楽
天

の
詩
が

広
く

咽
般

に
流
布
す
る
に
及

ん
で
、
意
味

が
変

っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
山
田
昭

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(7
)

全

氏
は
こ
の
言
葉

に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述

べ
て
お

ら
れ
る
。

狂
言
縛
言
観
は
現
世
否
定

の
浄
土
教

と
結
び

つ
い
て

い
る
限
り
、
そ
れ

は
文

芸
を
罪
悪
視

し
、

こ
れ
と
絶
縁

す
る
方
向
を

と
ら
ざ
る
を
え
な

い
の

で
あ
る
が
、

一
方
、
言
語
を
重
視
す

る
密
教

の
中

に
取
り
込
ま
れ

て
く
る

と
、
讃

仏
讃
法

の
詩
歌

な
ら
む
し
ろ
積
極
的

に
肯
定
す

べ
き
だ

と
い
う
論

理

に

一
転
す
る

の
で
あ
る
。

(
中
略
)

 

こ
の
論
理
は
さ
ら
に

「
声
塵
得
道
」
「
声
明
成
仏
」

と
い
う

よ

う

に
、

文
芸
ば
か
り
で
な
く
、
音
楽

も
成
仏

の
機
縁

に
な

る
と
い
う
考

え
方

に
発

展
す
る
。
『
四
季
物
語

』
に

「
仏

は
狂
言
綺
語

と
か
、

か
か
る
う

つ
は
(
"

琴
)

の
音
に
は
猶
更
心

も
き
よ
ら
か
な
る
べ
き
を
」

と
あ
る

の
は
、
そ
う

し
た
思
想

の

一
例

で
あ
る
。

 
右

の
記
述

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
こ

の
言
葉

は
、
管
絃

が
仏
道
発
心

や
成
仏

得
道

の
契
機
と
な
る
根
拠
と
し
て
、
中
世

に
お
い
て
非
常

に
重
要

な
意
味
を
持

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
覚

一
本
」
で
は
、
「
敦
盛
最
期
」

の
他

に
も
う

一

箇

所
、
巻
第
三

の

「
大
臣
流
罪

」
に
も
こ

の
言
葉

が
登
場

す
る
。
大
政
大
臣
藤

原
師
長

が
、
尾
張
国
に
流

さ
れ
て
、
熱

田
明
神

に
参
詣

し
、
神
前

で
琵
琶
を

ひ

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(8
)

き
、
朗
詠
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

 

や
う
や
う
深
更

に
及
ん
で
、
ふ
が
う
で
う

の
内

に
は
花
芽
酸

の
氣
を
含

み
、
流
泉

の
曲

の
間

に
は
、
月
清
明

の
光
を

あ
ら
そ

ふ
。
「
願
く

は

今

生

世
俗
文
字

の
業
、
狂
言
綺
語

の
誤

を
も

ツ
て
」

と
い
ふ
朗
詠
を
し

て
、
秘

曲
を
引
給

へ
ば
、
神
明
感
慮

に
堪

へ
ず
し
て
、
費
殿
大

に
震
動
す

 
師
長

は

「
妙
音
院
大
臣
」
と
も
呼
ば
れ
、
琵
琶

の
名
手

と
し

て
知

ら
れ
る
人

物
で
、
『
保
元
物
詩
』
や

『
今
鏡
』
、
『十
訓
抄
』
、
謡
曲

『
絃
上
』

な
ど

に
も
説
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話
が
見
え
る
。
右

の
説
話

に
お
い
て
も
、
こ

の
自
楽
天

の
詩
句
は
、
音
楽

の
効

徳
を
信

仰
に
結
び

つ
け
る
上
で
重
要
な
役
割
を
果
し

て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

 
ま
た
、
こ

の
言
葉

は
楽
書

の
中

に
散
見
す
る
。
例

え
ば
、
『教

訓

抄
』
巻

第

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
(9
)

七

「
舞
曲
源
物

語
」
の
中

に
は
次

の
よ
う

に
あ
る
。

 
 
凡

ソ
舞
曲

ノ
源

ヲ
タ

ッ
ヌ
レ

ハ
。
佛
世
界

ヨ
リ
始

テ
。
天
上
人
中

二
。

 

シ
カ
シ

ナ
ガ
ラ
。
妓
樂
雅
樂

ヲ
奏

シ
テ
。
三
費

ヲ
供
養

シ
奉

テ
。
娯
樂
快

 
樂

ス
ル
業

ナ

ル

ヘ
シ
。

 

(
中
略

)

 
但
狂
言
綺
語

ノ
タ

ワ
フ
レ
ナ
リ
ト
イ

ヘ
ト

モ
。
如
此
佛
神
三
費

ヲ
モ
納
受

 

セ
シ
メ
。
鬼
神

ヲ
モ
タ
ヒ
ラ
ク
ル
事
。
蝕
道

ニ
ス
ク
レ
タ
リ
。
狂
言

ノ
ア

 

ソ
ヒ
。
蛮

心
求
道

ノ
タ

ヨ
リ
ト
ナ
ル
。
綺
語

ノ

一
興

モ
。
世
縁

俗
念

ニ
ワ

 

ス
レ

ヲ
レ

ハ
。
業
障

ノ
雲

ハ
レ

ヌ
ヘ
キ
ワ
カ
身

ナ
リ
。

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(10
)

ま
た
、
『
懐
竹
抄
』

は

「
可
レ
好
レ
笛
事
」
と
し
て
次

の
よ
う

に
記
す
。

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

(就
力
)

 
管
絃

ハ
狂
言
戯
事

ナ
レ
ド
モ
。
法
成
熟
之
曲
。

故
。
皆
依

二生
前

ノ
宿
縁

・。
又
為
佛
神
之
御
計
。

見
佛
聞
法

ノ

調

ナ

ル

極
道
也
。

『
教

訓
抄

』
十
巻

は
、
わ
が
国
最
古

の
総
合
的
な
楽
書

で
あ
り
、
作
者

の
狛
近

真

が
天
福
元

(
=

一
三
三
)
年
、
自
筆
を
も

っ
て
書
写

し
た

と
の
奥

書
を
有
す

る

の
で
、
そ

の
頃

の
撰
述

で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
『
懐

竹

抄
』

二

巻

は
、
著
者
、
成
立
年

と
も
未
詳

で
あ

る
が
、
平
安
後
期

の
笛

の
名

手

で
あ
る

大
神
惟
季

の
口
伝
を

も
と
に
ま

と
め
た
、
笛

に
関
す

る
伝
書

で
あ
り
、
平
安
末

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(11
)

か
ら
鎌
倉
初
期

に
か
け
て
編
ま

れ
た
も

の
と
推
定

さ
れ
る
。

 

右

の
二
例

か
ら
も
、
中
世

に
お

い
て
、

こ
の

「
狂
言
綺
語
」

と
い
う

こ
と
ば

が
、
管
絃

(
音
楽
)

と
信
仰
と
を

つ
な
ぐ
、

キ
ー
タ
ー

ム
に
な

っ
て

い
る
こ
と

が
わ
か
る
、
そ
れ
は
、
音
楽
が
信

仰
の
道

と
通

じ
る

こ
と

の
根
拠
を
説
く
た

め

に
、
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な

い
表
現
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う

に
考
え

る

と
き
、
「
敦
盛
最
期
」

の
結
末
部
分
は
、
別

の
意
味
を
持

っ
て
こ

よ

う
。
そ

れ

は
、
笛

を
契
機

・
因
縁

と
し
て
信
仰

の
道

に
入

る
こ
と
を
勧
め

て
い
る
と
、
読

む
こ
と
が
可
能

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後

に
は
、
ど
う

も
笛
を
媒
介

と
し
た
唱
導

が
見
え
隠

れ
す

る
よ
う
で
あ
る
。

 
上
野

山
福
祥

寺

(通
称
、
須
磨
寺
)
は
神
戸
市
須
磨
区

に
あ

る
真
言
宗

の
寺

で
あ
る
。
古
く
よ
り

「
青
葉

の
笛
」
と
呼
ば
れ
る
平
敦
盛

の
遺
品

の
笛

を
持

つ

こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
。
現
存
す

る
最
古

の
笛

の
記
録

は
、
同
寺
蔵

の
古
記
録

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
(12
)

『
当
山
歴
代
』

の
応
永
三
十

四
年

の
記
事

で
あ
る
。

 

愛
亦
留
守
物
横
笛

一
巻
在
、
名
於
波
小
枝

云
、
丹
波
国
土

田
云
人

是

取

還

、
名
物

卜
聞

、
国
之
重
宝
心
得
、
是
秘
蔵

ス
、
盤
然
、
終
不
鳴

云
説
在

之
気
里
、
名
所

之
名
物
南
礼
波
ゴ
天
付
縁
乞

之
、
同
国
之
祖
木
ヒ
云

人

也
、
同

国
高

水
寺
云
山
寺
不
動
坊
所
持
也
、
強
縁
南
礼
波
無
力
出
乎
、
正

長

元

年

十
月
到
来

、
然
間
同
極
月
廿

日
陣
開

テ
、
堂
内
庄
厳
仮
屋
造
作
、
行
道
如

形

修
之
、

 

右

の
記
事

に
よ
る
と
応
永

三
十

四

(
一
四

二
七
)
年
、
須
磨
寺

の
寺
宝

の
笛

が
盗
難

に
逢

っ
た
が
、
無
事
戻

っ
て
き
た

の
で
、
翌
正
長
元

(
一
四
二
八
)
年

開
帳

し
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
注

目
さ
れ
る
の
は
、
笛

の
名

が
現

在
伝
わ
る

「
青
葉
」
で
は
な
く

『
平
家
物
語
』
と
同
じ

「
小
枝
」

と
な

っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
記
事

か
ら
推
測
し
て
、
須
磨
芋

に
は

こ
れ
よ
り
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以
前
、
恐

ら
く
南
北
朝
期

に
は
敦
盛

の
笛

が
伝
わ

っ
て

い
た
も
の

と

思

わ

れ

る
。

 
世
阿
弥
作

の
謡
曲

『
敦
盛
』

は
、

や
は
り
須
磨

の
笛
伝

承
を
も
と
に
し
て
い

る
と
考

え
ら
れ
る
。

シ
テ
で
あ
る
敦
盛
が
、
平
家

一
門

の
昔

日
の
栄
光

と
敗
北

と
を
想

い
出

し
て
語
る
部
分

で
は
、
「
立
ち
帰
る
春

の
.頃
、
こ

の

一
の
谷

に
籠

も

り
て
、
暫

し
は
こ
こ
に
須
磨

の
浦
」
「
思

ひ
を
須
磨

の
山
里

の
か
か
る
所

に

住

 
 
 
 
 

、
、
、
、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(13
)

ま
ひ
し
て
、
須
磨
人

に
な
り
果

つ
る
、

一
門

の
果
て
ぞ
悲

し
き
」

と
あ

っ
て
、

「
須
磨
」

の
地
名

が
繰
り
返
し
登
場
す

る
し
、
ま
た
こ

の
作

品
が
古

く

は

「
草

 
 
 
 
 
 
 
 

(14
)

刈
敦
盛
」

と
呼
ば
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る

よ
う

に
、
草
刈
笛

の
伝
承

と
関

り
が

深
い
の
で
あ
る
。

 
世
阿
弥

の
没
年

は
嘉

吉
三

(
一
四
四
三
)
年
頃
で
あ
る
が
、
こ

の

『
敦
盛

』

は
、
応
永

三
十

(
一
四
二
三
)
年

の
奥
書
を
持

つ

『
三
道

』

に
そ
の
名

が
見

え

る
の
で
、
成
立

は
そ
れ
以
前

と
い
う

こ
と
に
な
る
。
世
阿
弥

が
、
既
成

の
伝
承

を

も
と
に
作
曲
し
た
と
考

え
る
場
合
、
も
と

に
な

っ
た
伝

承

の
形
成

は
や
は
り

南
北
朝
期

に
ま

で
遡
り
そ
う

で
あ
る
。

 

し
た
が

っ
て
、
「
覚

一
本
」

が
完
成
さ
れ
た
応
安
四

(
=
二
七

 
)
年

の
段

階

で
既

に
、
須
磨

に
は
敦
盛

の
笛
伝
承
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が

「
覚

一
本

」
の
内

容

に
影
響
を
与
え
て

い
る
可
能
性

が
あ
る

の
で
あ
る
。
例

え
ば
「
覚

一
本

」
「敦

盛
最
期
」

に
お

い
て
、
「
(敦
盛

の
笛
を
)
九
郎
御
曹

司

の
見
参

に
入
た
り
け
れ

ば
、
是
を

み
る
人
涙
を
な
が
さ
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
と
あ
る

こ
と
は
、
何

ら
か

の
形

で
笛

の
展
観

が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
像
さ

せ
る
。

 
室
町
時
代

に
須
磨
寺
で
制
作

さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
室

町
時
代
物

語
に

『
須

磨
寺
笛
之
遺
記
』
と
題
す
る
も

の
が
存
在
す
る
。
そ

の
中

に

「
義
経

(
小
枝

の

笛

を
)
拝
領

し
、
願

ひ
の
如
く
に

一
通

の
状
を
相
そ

へ
て
、
今
度
戦

場

の
所

福

祥
寺

に
そ
残

し
置

か
れ
け
る
。
其
状

云
、

…
…
」
と
あ

っ
て
、
義
経

が
書

い
た

と
い
う
書
状
を
載

せ
る
。
も
ち

ろ
ん

『
平
家

物
譜
』
を
も
と
に
後
世

に
創
作

さ

れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
が
、

こ
の
場
面
で
本
来

登
場

す
る
必
然
性

の
な
い
義
経

を
登
場

さ
せ
て

い
る

の
が

『
平
家
物
語
』

の
諸
本

の
う

ち
で
は
当
道
系
語

り
本

だ
け
で
あ
る
こ
と
を
考

え
合

わ
せ
る
な
ら
ば
、
義

経
と
い
う
有
名

な
人
物

を
登

場

さ
せ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
笛

の
権
威
づ
け
を
図
る
と
い
う
意

図
を
、
も
と

に

な

っ
た

『
平
家
物

語
』
か
ら
よ
み
と

る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
か
。
そ

の
よ
う

に
考
え

る
と
、
前
述

の
、
巻
第

四
の
高
倉
宮

の
笛

の
名

を
取

り
込
ん
だ
理
由
も

理
解
し
易

い
と
思
わ
れ
る
。
コ
覚

一
本
」
を

は
じ

め
と
す
る
当

道
系

語
り

本

の

巻
第
九

「
敦
盛
最
期

」
は
、
敦
盛

の
笛

に
対
す
る
信
仰

の
高

ま
り

に
影
響
さ
れ

つ
つ
形
成
さ
れ
た
可
能

性
が
高

い
の
で
あ

る
。

 

 
注

(
1
)

以
下
、
覚

一
本

『
平
家
物
語
』

の
本
文

は
、

日
本
古
典
文
学

大

系

『平

家

物

 

 
語
』
(岩
波
書
店
、

一
九
五
九
、
六
十
年
)

に
拠

っ
て
い
る
。

(
2
) 
本
文
は

『
応
永
書

写
延
慶
本
平
家
物
語
』
(勉
誠
社
、
一
九
七
七
年

)

に
拠
る
。

(
3
)
 
以
下

の
テ
キ

ス
ト
を
使
用
し
た

 

 
「
百
二
十
句
本
」
新
潮

日
本
古
典
文
学

集
成
『
平
家
物
語
』(
一
九
七
九
～

八

一
年
、

 

 
新
潮
社
)

 

 
「
八
坂
本
」
5
平
家

物
語
付
承
久
記
』
(国

民
文
庫
刊
行
会
、

一
九

=

年
)

 

 
「長
門
本
」
『
平
家

物
語
長
門
本
』
(名
著
刊
行
会
、

一
九
七
四
年
)

 

 
「
四
部
合
戦
状
本
」
『
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
』
(
一
九

六
七
年
、
大

安
)
及

び

 

 
「
四
部
合
戦
状
本
平
家
物
語
巻
四
」
(『文
学

』

一
九

六
六
年
十

一
月
)

 

 
「
源
平
闘
諄
録
」
『
源
平
闘

謬
録

と
研
究
』
(
未
刊
国
文
資
料
刊

行

会
、

一
九
六
三

 

 
年
)
「南
都
本
」
『
南
都
本

・
南
都
異
本
平
家
物
語
』
(
汲
古
書
院
、

一
九

七
二
年
)

 

 
な
お
、
荒
木

繁
氏
に
よ
る
幸
若
舞

『
敦
盛
』
解
題

(
平
凡
社
東

洋
文
庫
、

一
九
八

 

 
三
年
)
を
参
考
に
し
た
。

(
4
) 
以
下

の
テ
キ
ス
ト
を
使

用
し
た
。

 

 
1

『
百

二
十
句
本
平
家
物
語
』
(
汲
古
書
院
、

一
九
七
〇
年
)

2

『
平
家
物
語

〈百

 

 
二
十
句
本
〉』
(
古
典
文
庫

、

一
九

六
八
～

六
九
年
)
3

『
小
城

鍋
島
文
庫
本
平
家

 

 
物
語
』
(汲
古
書
院
、

一
九

八
二
年
)
4

『
八
坂
本
平
家
物
語
』
(
臨
川
書
店
、

一

 

 
九

八

一
年
)
5

『
岡
山
大
学
本
平
家
物
語
』
(
福
武
書

店
、

一
九
七
五
～
七
七
年

)
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6

飛
平
家
物
語
竹
柏
園
本
蝕
(
八
木
書
店
、

一
九
七
八
年
)
7

『
平
松
家
恨
蔵

平

 

家
物
語
気

古
典
闘
行
会
、

桝
九
六
五
年
)
8

撮

倉
本
平
家
物
語
気

汲
古
書
院

 
 
一
九
七
二
年
)
9

俺
平
家
物
語
』
(
B
本
古
典
文
学
刊
行

会
、

一
九
七
三
～
五
七

 
 
年
)
鎗

『
高
野
本
平
家
物
語
翫
(笠
問
書

院
、

岬
九
七
蕪
～
七
五
年
)
11

嚇
真
字

 
 
熱
綴
本
平
家
物
譜
貼
(
尊
経
閣
叢
刊
、

一
九
閣
○
年
)
12

鴨
両
足
院
本
平
家
物
語
』

 
 
(臨
坦
書
店
、

 
九
八
五
年
)
B

穂
平
繭
正

簸
臨
(大

学
堂
、

{
九
七
四
年
)
14

 
 
嚇平
家
物
藷
波
多
野
流
節
付
語
り
本
軸
(勉
誠
縫
、
 
一
九
七
八
年
)
15

蝿
平
家
物
語

 
 
前
雷
流
譜
本
軸
(早
稲
珊
大
学
鐡
版
部
、
 
碗
九
八
五
年
)

(s
) 
本
文
は

(3
)
と
岡
じ
。

(6
) 
大
曽
根
章
介

・
堀
内
秀
晃

、
薪
潮
登
本
古
典
集
成

臓
灘
漢
朗
詠
集
陰
(薪
潮
教
、

 
 

剛
九
八
黛
隼
)
に
拠
る
。

(7
) 
撫
霞
照
全

「狂
言
綺
語
観
」
『
平
家
物
語
醗
究
辞
典
』
(明
治
書
院
、

一
九
七
〇

 
 
年
)

(
8
)
 
本
文
は
覚

一
本
に
拠
る
。

(
9
)
 
本
文
は

『
続
群
書
類
従
十
九
輯
上
無
に
撫

っ
た
。

(
10
)

本
文
は

鴨
群
書
類
従
十
九
輯
駈
に
撫

っ
た
。

(
U
)
 
『
鑓
本
古
典
文
学
大
辞
典
漏
(岩
波
書
店
、
 
一
九
八
蕊
～
八
晒
年
)
「
教

調

抄
翫

 
 
(植
木
行
宣
)
「
懐
謄
抄
し
(眉
繊
百
合
子
)

(12
)

本
文
は

鴨
兵
康
察
史
 
史
料
編
撫
に
拠

っ
た
。

(13
)

本
文
は
B
本
古
典
文
学
大
系

『
謡
懸
集

上
』
(岩
波

書
店
、

脳
九
六
〇
年
)

 
 
に
拠

っ
た
。

ハ無
)

噸
い
ろ
は
作
者
注
文
恥
等

(15
) 
後
藤
康
宏

還
須
磨
寺
笛
之
遺
認
駈
と

『
小
枝
の
笛
物
語
脳
を
め
ぐ

っ
て
」
(『
俊

 
 
承
文
学
研
究
臨
藁
十

…
号
、 
一
九
八
遅
年
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(さ
や
 
ま
き
と
)
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