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は
じ
め
に

　
梶
原
景
季
は
、
『
平
家
物
語
』
の
各
諸
本
に
お
い
て
多
く
の
武
勇
謹
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
加
え
、
い
く
つ
か
の
読
み
本
系
諸
本
で
は
、
武
勇
だ
け
で
な
く
、
風
流
を
解
す
る
人

物
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
中
で
も
、
景
季
の
戦
に
お
い
て
服
に
花
を
挿
し
て
戦
う
姿
を
描

い
た
場
面
は
有
名
で
、
謡
曲
の
『
腹
』
に
も
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
景
季
の
風

流
謂
に
つ
い
て
は
、
読
み
本
系
諸
本
に
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
諸
本
に
よ
っ
て
異
同
が
み
ら
れ
る
。

『
延
慶
本
』
・
『
四
部
合
戦
状
本
』
で
は
景
季
が
服
に
挿
し
た
花
は
桜
で
あ
り
、
『
長
門
本
』
で
は

梅
で
あ
り
、
『
源
平
盛
衰
記
』
に
い
た
っ
て
は
、
『
延
慶
本
』
や
『
長
門
本
』
な
ど
で
描
か
れ

た
景
季
の
風
流
語
が
父
の
景
時
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
景
季
の
風
流
語

を
載
せ
る
読
み
本
系
諸
本
の
中
か
ら
『
延
慶
本
』
と
『
長
門
本
」
を
採
り
あ
げ
て
み
て
い
く
ど

共
に
、
な
ぜ
景
季
の
風
流
を
解
す
る
人
物
と
い
う
姿
を
描
い
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

著
者
の
思
う
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

⌒一

j
　
ま
ず
、
『
平
家
物
語
』
の
各
諸
本
の
中
で
最
も
古
態
を
残
し
て
い
る
と
さ
れ
る
『
延
慶
本
』

か
ら
み
て
い
く
と
、
『
延
慶
本
』
は
「
武
芸
ノ
道
ニ
モ
ユ
ユ
シ
キ
者
ナ
リ
ケ
ル
中
ニ
ヤ
サ
シ
キ

事
ハ
片
岡
ノ
桜
ノ
イ
マ
タ
青
葉
ナ
ル
ヲ
一
枝
折
テ
エ
ヒ
ラ
ニ
差
具
テ
敵
ノ
中
ニ
テ
シ
ハ
シ
戦
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ば
ニ

引
キ
ケ
レ
ハ
桜
力
風
ニ
フ
カ
レ
テ
サ
ト
チ
リ
ニ
ケ
リ
敵
モ
御
方
モ
是
ヲ
感
ケ
ル
」
と
、
簸
に
桜

を
挿
し
て
戦
う
景
季
の
姿
を
「
ヤ
サ
シ
キ
事
ハ
」
と
評
し
、
ま
た
、
重
衡
の
使
か
ら
の
「
コ
チ

ナ
ク
モ
ミ
ユ
ル
モ
ノ
カ
バ
サ
ク
ラ
カ
リ
」
と
い
う
上
の
句
で
の
問
い
に
、
景
季
が
「
イ
ケ
ト
リ

ト
ラ
ム
タ
メ
ト
ヲ
モ
ヘ
バ
」
と
下
の
句
で
応
え
た
短
連
歌
の
唱
和
を
載
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
の

風
流
と
は
、
戦
に
お
い
て
簸
に
桜
を
挿
す
こ
と
も
さ
な
が
ら
、
そ
の
服
に
桜
を
挿
す
と
い
っ
た

行
為
に
つ
い
て
の
問
答
を
直
接
的
な
会
話
で
は
な
く
、
短
連
歌
の
唱
和
を
用
い
る
こ
と
で
、
景

季
の
武
士
で
あ
り
な
が
ら
、
「
武
芸
の
道
」
だ
け
で
な
く
、
和
歌
及
び
連
歌
の
教
養
を
兼
ね
備

え
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
本
文
に
「
桜
カ
サ
サ
セ
給
テ
候
二
申
セ
」

と
あ
る
よ
う
に
、
短
連
歌
の
内
容
に
詠
ま
れ
て
い
る
簸
に
桜
を
挿
す
行
為
の
理
由
は
、
重
衡
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
ニ
ザ

生
け
捕
り
を
暗
喩
し
て
い
て
、
ど
う
や
ら
「
簸
に
桜
を
生
け
る
」
と
「
重
衡
の
生
け
捕
り
」
と
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を
掛
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
『
長
門
本
』
で
は
、
『
延
慶
本
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
ニ
ザ

だ
が
、
「
片
を
か
な
る
梅
の
、
ま
た
さ
か
り
な
る
を
、
一
枝
折
て
ゑ
ひ
ら
に
さ
し
く
し
て
」
と

景
季
が
簸
に
挿
し
た
花
が
「
桜
」
で
は
な
く
「
梅
」
と
い
う
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
短
連

歌
の
唱
和
も
同
様
に
載
せ
て
い
る
の
だ
が
、
重
衡
の
使
の
上
の
句
が
「
梅
か
さ
・
せ
給
て
候
に
、

申
せ
」
と
述
べ
た
上
で
『
延
慶
本
』
と
同
じ
「
さ
く
ら
か
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
上
の
句

の
桜
と
梅
を
簸
に
挿
す
行
為
と
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
短
連
歌
の
唱
和
が

梅
を
飯
に
挿
す
行
為
の
理
由
と
し
て
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
み
れ
ば
、

『
長
門
本
』
の
梅
も
『
延
慶
本
」
と
桜
と
同
様
に
重
衡
の
生
け
捕
り
を
暗
喩
す
る
行
為
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
「
梅
」
と
し
た
の
か
。
桜
で
は
な
く
梅
を
簸
に
挿
す

理
由
に
つ
い
て
は
『
源
平
盛
衰
記
」
に
詳
し
い
。
『
源
平
盛
衰
記
」
で
は
、
こ
の
『
延
慶
本
』
・

『
長
門
本
』
で
描
か
れ
た
景
季
の
風
流
語
が
父
の
景
時
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、

簸
に
梅
を
挿
す
行
為
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
触
れ
て
お
き
た
い
。
『
源
平
盛
衰
記
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ
ザ

は
、
「
懸
れ
ば
花
は
散
り
け
れ
れ
ど
も
、
匂
は
袖
に
ぞ
残
り
け
る
」
と
簸
に
梅
を
挿
す
理
由
、

そ
れ
に
加
え
、
梅
に
関
連
す
る
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
一
、
春
、
三
〇
番
に
入
集
し
た
凡
河
内
躬

恒
の
和
歌
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
　
　
（
題
知
ら
ず
）
　
　
　
　
　
　
　
　
躬
恒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
　
ザ

　
　
吹
風
を
何
厭
ひ
け
ん
梅
花
散
り
く
る
時
ぞ
香
は
ま
さ
り
け
る

　
こ
の
引
用
さ
れ
た
和
歌
は
、
風
が
吹
く
こ
と
で
梅
の
花
び
ら
が
散
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
そ

の
散
り
際
に
こ
そ
、
梅
が
一
段
と
増
し
て
そ
の
香
り
を
放
つ
と
い
う
。
本
来
な
ら
ば
、
散
る
花

を
惜
し
む
と
こ
ろ
だ
が
、
視
点
を
換
え
、
散
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
美
が
あ
る
と
い
う
梅

の
特
質
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
°
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
る
と
、
桜
で
は
な
く
梅
を
挿
す
理
由
と

し
て
は
、
第
一
に
、
散
っ
て
も
な
お
香
り
を
残
す
こ
と
、
第
二
に
、
散
る
と
き
に
一
段
と
増
し

て
香
り
を
放
つ
こ
と
と
い
う
梅
の
香
り
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
『
源
平
盛
衰
記
』

に
お
け
る
梅
は
何
を
暗
喩
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
武
士
の
あ
る
べ
き
姿
を
梅
に

見
立
て
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
第
一
の
散
っ
て
も
香
を
残
す
と
い
う
こ
と
は
、
死
し
て

も
名
を
残
す
こ
と
、
第
二
の
散
る
と
き
に
一
段
と
増
し
て
香
り
を
放
つ
と
い
う
こ
と
は
、
合
戦

と
い
う
場
を
梅
の
散
り
際
に
喩
え
、
散
り
際
に
一
段
と
増
し
て
香
り
を
放
つ
梅
の
特
質
を
戦
に

お
け
る
武
士
の
栄
誉
を
表
す
も
の
と
し
て
見
立
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
源
平
盛
衰
記
』
は

一
見
、
戦
と
無
関
係
と
思
わ
れ
る
梅
の
花
を
、
実
の
と
こ
ろ
で
は
、
梅
の
特
質
が
武
士
に
通
じ

る
と
こ
ろ
を
あ
げ
、
戦
の
主
体
で
あ
る
武
士
の
象
徴
と
し
て
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
話
を
『
長
門
本
』
に
も
ど
す
が
、
『
長
門
本
』
に
は
『
延
慶

本
』
に
近
い
本
文
で
あ
り
な
が
ら
「
片
を
か
な
る
梅
の
、
ま
た
さ
か
り
な
る
を
、
一
枝
折
て
ゑ

ひ
ら
に
さ
し
く
し
て
」
・
「
梅
は
風
に
ふ
か
れ
て
さ
と
ち
り
け
れ
は
」
・
「
梅
か
さ
・
せ
給
て
候
に
、

申
せ
」
と
短
連
歌
の
唱
和
の
上
の
句
以
外
、
梅
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
桜
で
は
な

く
梅
を
用
い
る
こ
と
に
対
す
る
強
い
意
図
が
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
『
長
門
本
』
の
梅
を

用
い
る
意
図
の
根
底
に
『
源
平
盛
衰
記
」
と
同
様
の
梅
に
対
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

『
長
門
本
』
に
描
か
れ
た
景
季
の
簸
に
挿
し
た
梅
に
は
、
『
延
慶
本
』
と
同
様
に
重
衡
の
生
け
捕

り
を
暗
喩
す
る
こ
と
に
加
え
、
武
士
を
象
徴
す
る
花
と
い
う
意
識
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。

（一

｡）

　
と
こ
ろ
で
、
『
平
家
物
語
」
の
読
み
本
系
諸
本
に
み
ら
れ
た
景
季
の
風
流
の
典
拠
は
、
ど
こ

に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
吾
妻
鏡
』
の
頼
朝
時
代
の
和
歌
・
連
歌
に
関
す
る
記
述
に

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
景
季
の
風
流
に
つ
い
て
、
景
季
の
実
詠
と
さ
れ
る
和
歌
と
し
て
『
吾
妻

鏡
』
に
奥
州
征
伐
の
と
き
に
白
河
の
関
で
詠
ま
れ
た
も
の
が
み
ら
れ
る
。
『
吾
妻
鏡
』
文
治
五
　
助

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
へ
ぴ
　
り

年
七
月
二
十
九
日
。

　
　
廿
九
日
、
丁
亥
、
白
川
関
を
越
え
給
ひ
、
関
明
神
に
御
奉
幣
、
此
間
景
季
を
召
し
、
當
時

　
　
は
初
秋
の
候
な
り
、
能
因
法
師
の
古
風
思
出
さ
ざ
る
や
の
由
、
仰
出
さ
る
、
景
季
馬
を
拍

　
　
へ
て
一
首
を
詠
ず
、

　
　
秋
風
に
草
木
の
露
を
払
せ
て
君
が
越
れ
ば
関
守
も
無
し

　
こ
の
話
は
、
頼
朝
の
一
行
が
白
河
関
を
通
過
す
る
と
き
の
も
の
で
、
「
能
因
法
師
の
古
風
思

出
さ
ざ
る
や
の
由
」
と
あ
る
よ
う
に
頼
朝
の
心
に
能
因
法
師
の
和
歌
が
浮
か
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
、

景
季
を
召
し
出
し
、
そ
の
旨
を
告
げ
る
と
、
景
季
は
頼
朝
の
意
を
汲
ん
で
、
当
意
即
妙
に
「
秋

風
に
」
の
和
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
能
因
の
古
歌
が
重
要
で
、
景
季
が
能
因
の

和
歌
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
頼
朝
の
意
を
解
し
て
和
歌
を
詠
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
和

歌
の
教
養
及
び
嗜
み
と
が
こ
の
話
に
お
け
る
景
季
の
風
流
を
表
し
て
る
。
ま
た
、
頼
朝
が
景
季

に
和
歌
を
詠
ま
せ
た
と
こ
ろ
に
、
他
の
家
臣
と
は
違
う
風
流
を
解
す
る
景
季
へ
対
す
る
思
い
入

れ
が
感
じ
と
れ
る
。

　
ち
な
み
に
『
吾
妻
鏡
』
の
頼
朝
時
代
の
和
歌
・
連
歌
の
記
載
に
お
い
て
、
梶
原
一
族
が
関
わ

る
も
の
が
多
い
。
先
の
文
治
五
年
七
月
二
十
九
日
条
の
景
季
の
和
歌
の
他
に
詠
作
の
記
載
が
、
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同
年
八
月
二
一
日
条
に
梶
原
景
高
の
和
歌
、
建
久
元
年
十
月
十
八
日
条
に
頼
朝
と
梶
原
景
時
の

連
歌
、
同
六
年
四
月
二
十
七
日
条
に
住
吉
に
奉
納
し
た
梶
原
景
時
の
和
歌
、
そ
の
他
の
和
歌
に

関
連
す
る
も
の
が
、
文
治
二
年
八
月
十
五
日
条
に
景
季
が
西
行
に
名
を
尋
ね
た
こ
と
、
同
五

年
十
二
月
二
十
八
日
条
に
平
泉
の
僧
の
助
公
が
景
時
に
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
な
ど
、
梶
原
一
族

の
名
が
登
場
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
頼
朝
の
他
の
家
臣
達
よ
り
も
梶
原
一
族
が
和
歌
・
連
歌
と

い
っ
た
教
養
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

（
三
）

　
さ
て
、
『
平
家
物
語
』
の
読
み
本
系
諸
本
に
み
ら
れ
る
景
季
の
風
流
謹
は
、
単
に
風
流
を
解

す
る
武
士
と
い
う
こ
と
だ
け
を
素
材
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
史
実
と
し
て
の
景
季
は
、
父
景
時
が
反
乱
を
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
り
、
正
治
二
年
に
駿
河
国

狐
崎
で
そ
の
生
涯
を
終
え
て
い
る
。
当
時
、
景
時
は
、
「
景
時
1
1
議
言
」
と
い
う
よ
う
な
意
識

を
持
た
れ
、
他
の
御
家
人
か
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
反
乱

は
、
結
城
朝
光
が
二
代
将
軍
頼
家
に
謀
反
を
抱
い
て
い
る
と
景
時
が
議
言
し
た
こ
と
に
対
し
、

朝
光
と
他
の
御
家
人
達
と
が
、
景
時
を
弾
劾
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
鎌
倉
を
追
放
さ
れ
た
景

時
は
、
一
族
を
連
れ
、
相
模
国
に
下
り
、
都
に
向
か
う
途
中
、
駿
河
で
討
た
れ
た
。
そ
の
と
き

景
季
も
共
に
在
地
武
士
の
矢
部
平
次
に
討
た
れ
て
い
る
。

　
こ
の
反
乱
に
お
い
て
、
景
季
は
父
景
時
の
議
言
が
も
と
で
命
を
亡
く
し
て
い
る
。
命
を
亡
く

す
と
い
う
結
果
か
ら
そ
の
原
因
と
は
何
か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
や
は
り
父
景
時
の
謹

言
で
あ
り
、
景
季
の
答
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
景
季
に
と
っ
て
自
ら
の
死
と
い
う
結
果
に

自
ら
に
よ
る
直
接
的
な
原
因
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
父
景
時
の

議
言
と
い
う
行
為
が
直
接
的
な
原
因
で
あ
り
、
景
季
は
景
時
と
親
子
及
び
同
じ
一
族
と
い
う
間

接
的
な
原
因
に
よ
っ
て
命
を
亡
く
す
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
景

季
は
父
の
悪
縁
に
引
か
れ
命
を
亡
く
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
因
果
観
か
ら
み
れ
ば
、
景

時
の
悪
因
の
た
め
に
命
を
亡
く
す
と
い
う
悪
果
に
報
わ
れ
た
景
季
に
悲
劇
性
が
見
出
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。
勇
敢
な
武
士
及
び
風
流
を
解
す
る
景
季
に
対
し
、
当
時
の
人
々
は
ど
の
様
な
感
情
を

抱
い
た
の
か
は
想
像
に
難
し
く
は
な
い
。

　
史
実
に
お
い
て
悲
劇
的
な
死
を
遂
げ
た
景
季
と
『
平
家
物
語
』
各
諸
本
に
み
ら
れ
る
武
勇
並

び
に
読
み
本
系
諸
本
に
み
ら
れ
る
風
流
を
解
す
る
武
士
の
景
季
を
一
つ
に
結
び
付
け
た
と
き
、

多
く
の
人
々
の
同
情
を
集
め
得
る
人
物
と
し
て
の
景
季
の
輪
郭
が
は
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
『
延
慶
本
』
や
『
長
門
本
』
い
っ
た
読
み
本
系
諸
本

『
平
家
物
語
』
に
み
ら
れ
る
景
季
の
風
流
語
を
採
り
あ
げ
る
意
図
に
は
、
武
勇
並
び
に
風
流
を

解
す
る
武
士
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
史
実
に
お
け
る
景
季
の
父
景
時
と
の
悪
縁
に
よ
る
悲
劇

的
な
死
を
見
据
え
、
多
く
の
人
々
の
同
情
を
集
め
得
る
人
物
と
し
て
の
姿
が
根
底
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
注
一
）

（（注注

））

（
注
四
）

A　A注注
六五
）　）

「
延
慶
本
」
の
本
文
は
「
延
慶
本
平
家
物
語
全
注
釈
』
第
五
本
（
巻
九
）
に
よ
る
。

※
「
延
慶
本
」
の
該
当
箇
所
は
第
五
本
「
源
氏
三
草
山
並
一
谷
追
落
事
」

注
一
に
同
じ
。

『
長
門
本
』
の
本
文
は
『
長
門
本
平
家
物
語
の
総
合
研
究
』
第
二
巻
、
校
注
篇
下
に
よ
る
。

※
「
長
門
本
」
の
該
当
箇
所
は
巻
十
六
コ
谷
合
戦
事
」

「
源
平
盛
衰
記
』
の
本
文
は
「
新
定
源
平
盛
衰
記
』
第
六
巻
に
よ
る
。

※
『
源
平
盛
衰
記
』
の
該
当
箇
所
は
巻
第
三
十
七
「
景
高
景
時
城
に
入
る
並
景
時
秀
句
の
事
」

本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
体
系
「
拾
遺
和
歌
集
」
に
よ
る
。

「
吾
妻
鏡
』
の
本
文
は
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
。
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