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は
じ
め
に 

平
将
門
は
平
安
時
代
中
期
の
武
将
で
あ
る
が
彼
の
死
か
ら
千
年
以
上
経
過
し
た
。「
人
の
噂
も
七
五
日
」
と

い
う
こ
と
わ
ざ
が
あ
る
。
大
抵
の
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
人
々
は
七
五
日
も
過
ぎ
れ
ば
忘
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

将
門
は
そ
の
死
か
ら
約
千
八
十
年
経
過
し
た
が
未
だ
に
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
各
地
に
将
門
を
祀
っ
て
あ
る
神

社
や
首
塚
が
多
数
あ
る
。

例
え
ば
東
京
都
千
代
田
区
に
あ
る
将
門
の
首
を
埋
め
た
と
さ
れ
る
首
塚
・
神
田
明
神
・
築
土
神
社
・
等
、
茨

城
県
で
は
将
門
の
三
女
如
蔵
尼
が
、
将
門
の
三
三
回
忌
に
あ
た
る
九
七
二
年
二
月
（
天
禄
三
年
）
に
こ
の
地
に

戻
り
、
付
近
の
山
林
に
て
霊
木
を
得
て
、
将
門
の
像
を
刻
み
、
祠
を
建
て
安
置
し
祀
っ
た
の
が
は
じ
ま
り
と
さ

れ
る
国
王
神
社
が
あ
り
、
首
の
無
い
将
門
が
埋
葬
さ
れ
た
延
命
院
の
将
門
の
胴
塚
、
及
び
将
門
が
戦
死
し
た
古

戦
場
の
跡
と
さ
る
北
山
稲
荷
大
明
神
な
ど
が
あ
る
。

千
葉
県
柏
市
で
は
将
門
の
三
女
如
蔵
尼
が
父
の
霊
を
祀
っ
た
の
が
始
ま
り
と
そ
の
名
も
ず
ば
り
将
門
神
社
が

あ
り
、
こ
の
社
殿
に
は
精
密
な
将
門
の
紋
で
あ
る
放
れ
駒
等
の
木
造
の
彫
刻
が
あ
る
。
我
孫
子
市
に
は
将
門
神

社
と
手
賀
沼
を
は
さ
ん
だ
対
岸
に
日
秀
将
門
神
社
が
あ
る
。
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そ
の
他
戦
国
時
代
に
千
葉
氏
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
佐
倉
市
の
将
門
山
大
明
神
等
が
あ
る
。

東
京
都
西
多
摩
郡
に
も
将
門
神
社
が
あ
る
が
将
門
の
子
の
良
門
が
亡
き
父
の
像
を
刻
ん
で
奉
っ
た
の
に
始
ま

る
。
栃
木
県
で
は
将
門
が
討
た
れ
た
時
、
腹
が
飛
ん
で
き
た
と
い
わ
れ
る
足
利
市
の
大
原
神
社
・
手
が
飛
ん
で

き
た
と
い
わ
れ
る
大
手
神
社
が
あ
る
。
埼
玉
県
の
幸
手
市
に
は
将
門
の
愛
馬
が
将
門
の
首
を
く
わ
え
て
運
ん
で

き
た
と
い
う
将
門
の
首
塚
が
あ
る
。
福
島
県
浪
江
町
に
も
将
門
を
祀
っ
た
国
王
神
社
が
あ
る
。

京
都
に
も
将
門
が
晒
し
首
に
な
っ
た
場
所
に
京
都
神
田
明
神
が
あ
る
。
東
京
の
神
田
明
神
や
将
門
の
首
塚
は

毎
日
参
拝
者
が
絶
え
な
い
。

な
ぜ
人
々
は
千
年
を
経
過
し
て
も
将
門
を
崇
敬
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
関
東
大
震
災
後
お
よ
び
太
平
洋
戦

争
後
に
は
東
京
都
千
代
田
区
の
首
塚
に
祟
り
が
あ
っ
た
。
そ
の
祟
り
は
現
在
も
恐
れ
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
千
年

以
上
も
経
過
し
て
い
る
の
に
祟
り
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
将
門
の
人
物
像
は
『
将
門
記
』
に
書
か
れ
て
い
る
が
、

実
際
の
将
門
は
『
将
門
記
』
の
内
容
と
大
き
く
異
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

歴
史
は
勝
ち
残
っ
た
者
が
創
る
。『
将
門
記
』
は
勝
っ
た
平
貞
盛
等
が
創
っ
た
も
の
で
自
分
の
都
合
の
い
い

よ
う
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
将
門
は
新
皇
と
称
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
そ
の
茶
番
劇
も
無
か
っ
た
。
将
門

を
天
皇
に
と
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
た
悪
人
で
あ
る
と
し
た
の
は
平
貞
盛
等
で
あ
る
。

『
将
門
記
』
を
何
度
も
読
み
返
す
と
多
く
の
誤
り
に
気
が
つ
く
だ
ろ
う
。
例
え
ば
平
良
正
と
の
川
曲
村
の
戦
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い
で
将
門
の
父
平
良
将
が
出
て
く
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
又
平
良
兼
が
死
ん
だ
こ
と
が
二
回
出
て
く
る
。
同

じ
徐
目
の
こ
と
も
二
回
出
て
く
る
。
時
間
が
逆
戻
り
し
て
い
る
の
も
二
箇
所
あ
る
。
良
兼
が
最
初
に
死
ん
だ
と

記
さ
れ
て
い
る
時
お
よ
び
川
口
村
の
合
戦
の
時
で
あ
る
。
将
門
の
弟
の
平
将
頼
つ
い
て
は
徐
目
で
下
野
守
に
任

命
し
た
と
き
舎
弟
と
言
っ
て
い
た
が
殺
害
さ
れ
た
と
き
長
兄
と
な
っ
て
い
る
。
ま
る
で
作
者
自
身
が
一
回
も
読

み
返
し
て
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
『
将
門
記
』
こ
の
よ
う
な
単
純
ミ
ス
が
多
く
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
作
者
及
び
書
か
れ
た
状
況
に
あ
る
。

『
将
門
記
』
は
ま
だ
将
門
の
残
党
狩
が
厳
し
く
行
わ
れ
て
い
た
と
き
密
か
に
、
か
つ
短
期
間
で
急
い
で
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
作
者
は
あ
る
事
実
を
隠
す
た
め
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
挿
入
し
て
い
る
。
ま
た
平
安
時

代
は
呪
術
が
非
常
に
盛
ん
で
あ
っ
た
。
将
門
の
死
に
呪
術
は
大
き
く
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。
本
書
は
こ
れ
等

を
仔
細
に
解
析
し
謎
を
解
明
し
て
、「
平
将
門
の
真
実
」
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
本
書
に
用
い
た
『
将
門
記
』
の
口
語
訳
は
主
に
梶
原
正
昭
氏
の
『
将
門
記
』
を
使
用
し
た
。
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第一章　将門の胴塚、首塚について

将
門
は
九
四
〇
年
（
天
慶
三
年
）
二
月
一
四
日
に
戦
死
し
た
。

将
門
の
首
は
京
都
に
運
ば
れ
た
が
将
門
の
体
は
将
門
の
死
の
直
後
お
そ
ら
く
二
月
一
四
日
に
将
門
に
縁
の
あ

る
者
が
現
在
の
延
命
院
に
埋
め
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
目
立
た
な
い
よ
う
に
高
さ
１
メ
ー
ト
ル
程
度
の
小
さ
な
山

を
作
り
古
墳
の
よ
う
な
墓
を
作
っ
た
。
そ
し
て
小
さ
い
の
で
見
失
わ
な
い
よ
う
に
目
印
と
し
て
山
の
上
に
カ
ヤ

の
木
を
植
え
た
。
こ
れ
が
現
在
坂
東
市
に
あ
る
将
門
の
胴
塚
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

栃
木
県
足
利
市
に
は
将
門
が
討
ち
取
ら
れ
た
と
き
腹
が
飛
ん
で
き
た
と
言
わ
れ
る
大
原
神
社
・
手
が
飛
ん
で

き
た
と
言
わ
れ
る
大
手
神
社
が
あ
る
が
こ
の
胴
塚
は
胴
だ
け
埋
め
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
首
だ
け
無
い
将

門
の
遺
体
を
埋
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
地
は
、
相
馬
御
厨
（
伊
勢
神
宮
の
荘
園
）
だ
っ
た
こ
と
か
ら
胴
塚
は

現
在
ま
で
あ
ば
か
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

私
が
初
め
て
延
命
院
に
車
で
行
っ
た
時
近
く
の
交
差
点
の
名
称
が
「
神
田
山
」
で
あ
る
こ
と
見
つ
け
思
わ
ず

鳥
肌
が
立
っ
た
。こ
の
延
命
院
周
辺
に
は
今
で
も
神
田
山
と
い
う
地
名
が
あ
る
。神
田
山
と
書
い
て「
カ
ド
ヤ
マ
」

と
読
む
。「
カ
ド
ヤ
マ
」
と
は
本
当
は
将
門
山
「
マ
サ
カ
ド
ヤ
マ
」
と
書
い
て
将
門
を
弔
っ
て
作
っ
た
山
（
塚
）

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
将
門
の
死
後
、
将
門
の
残
党
狩
り
が
厳
し
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
、
将
門
山
と
称
し
て

将
門
を
祀
っ
て
い
る
と
な
る
と
将
門
の
一
味
と
見
做
さ
れ
逮
捕
さ
れ
て
処
刑
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で

将
門
山
を
マ
サ
カ
ド
ヤ
マ
と
言
わ
ず
カ
ド
ヤ
マ
と
呼
ん
で
字
は
神
田
山
と
い
う
当
て
字
に
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
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る
。
将
門
の
時
代
の
地
名
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

将
門
の
ゆ
か
り
の
者
た
ち
は
将
門
山
を
作
っ
た
後
、
残
党
狩
り
を
恐
れ
主
に
武
蔵
国
の
秩
父
郡
や
豊
島
郡
方

面
に
身
を
隠
し
た
。

将
門
の
首
は
四
月
二
五
日
京
都
ま
で
運
ば
れ
晒
さ
れ
た
。
空
也
上
人
が
将
門
の
首
が
晒
さ
れ
た
地
に
堂
を
建

て
手
厚
く
供
養
し
た
。
将
門
の
首
は
京
都
で
晒
し
首
に
な
っ
た
後
、
将
門
の
縁
者
が
首
を
桶
に
入
れ
て
同
年
六

月
に
柴
崎
村
（
現
東
京
都
大
手
町
）
に
持
ち
帰
り
古
代
の
古
墳
の
よ
う
な
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
周
囲
27
メ
ー
ト
ル

の
塚
を
築
い
た
。
現
在
で
も
港
区
の
増
上
寺
の
周
辺
を
芝
と
い
う
が
柴
崎
村
と
は
芝
の
先
に
あ
る
岬
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
将
門
の
首
塚
は
岬
の
先
端
に
築
か
れ
そ
の
南
側
は
海
で
あ
っ
た
。
徳
川
家
康
が
江
戸
に
入
っ
て
か

ら
周
辺
は
埋
め
立
て
ら
れ
柴
崎
村
は
大
名
屋
敷
が
立
ち
並
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

今
こ
の
周
辺
は
神
田
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
首
塚
を
造
っ
た
時
本
当
は
こ
の
首
塚
を
マ
サ
カ
ド
ヤ
マ
と
呼
び

た
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
ま
だ
残
党
狩
り
が
厳
し
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
こ
こ
も
延
命
院
の
胴
塚
と
同
じ
く
こ
の

塚
を
カ
ド
ヤ
マ
と
呼
ん
で
神
田
山
と
い
う
字
を
当
て
た
。
そ
し
て
こ
の
辺
一
帯
は
神
田
山
と
い
う
名
称
に
な
り

そ
し
て
長
い
年
月
を
経
て
神
田
だ
け
に
な
り
「
カ
ン
ダ
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
高
さ
六
メ
ー
ト
ル
の
首
塚
は
一
九
二
三
年
の
関
東
大
震
災
ま
で
存
在
し
て
い
た
。

こ
の
首
塚
を
作
っ
た
と
き
す
ぐ
近
く
に
社
を
作
っ
た
。
土
を
築
い
て
首
塚
を
作
っ
た
の
で
築
土
神
社
な
の
だ
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第一章　将門の胴塚、首塚について

が
始
め
津
久
戸
明
神
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
津
久
戸
明
神
は
い
ろ
い
ろ
な
事
情
に
よ
り
そ
の
後
六
回
ほ
ど
引
っ
越

し
た
。
現
在
は
筑
土
神
社
と
名
前
を
変
え
千
代
田
区
九
段
北
一
丁
目
に
あ
る
。
た
だ
し
引
越
し
し
た
の
は
神
社

の
建
物
だ
け
で
あ
り
塚
は
移
動
し
て
な
い
。
こ
の
神
社
に
は
将
門
の
首
を
運
ん
だ
と
い
う
首
桶
が
あ
り
そ
れ
が

御
神
体
で
あ
っ
た
。
こ
の
首
桶
の
中
を
見
る
と
目
が
潰
れ
る
、
と
言
わ
れ
誰
も
見
た
者
は
い
な
い
と
い
う
。
こ

の
首
桶
は
確
か
に
昭
和
二
十
年
ま
で
は
存
在
し
て
い
た
が
戦
災
で
焼
失
し
た
と
さ
れ
る
。

鎌
倉
幕
府
成
立
後
の
十
三
世
紀
半
ば
に
成
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
『
平
治
物
語
』
に
将
門
の
こ
と
が
書
か
れ
て

い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
「
将
門
の
首
が
晒
さ
れ
て
い
る
と
き
藤
六
と
い
う
者
が
「
将
門
は
米
か
み
よ
り
き
ら
れ
け
る

俵
と
う
た
の
は
か
り
ご
と
に
て
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
ら
将
門
の
首
が
「
し
い
」
と
笑
っ
た
と
あ
る
。
二
月
に

討
た
れ
た
首
が
五
月
三
日
に
笑
う
と
は
恐
ろ
し
い
の
だ
が
。

将
門
に
は
七
人
の
影
武
者
が
居
り
ど
れ
が
本
物
の
将
門
で
あ
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
俵
と
う
た
は

そ
の
中
で
こ
め
か
み
が
動
く
の
が
本
物
の
将
門
だ
と
知
っ
て
い
た
の
で
そ
れ
を
狙
っ
て
矢
を
放
っ
た
と
い
う
伝

説
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
米
と
俵
を
か
け
た
こ
の
歌
を
将
門
が
理
解
し
て
笑
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
の
一
三
〇
〇
年
ご
ろ
の
柴
崎
村
周
辺
に
は
疫
病
が
蔓
延
し
て
い
た
。
疫
病
と
は
大
規
模
な
伝
染
病

を
い
う
が
奈
良
平
安
時
代
に
も
大
い
に
流
行
っ
た
。
お
そ
ら
く
天
然
痘
ウ
イ
ル
ス
で
あ
ろ
う
。
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当
時
疫
病
は
怨
霊
の
せ
い
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
柴
崎
村
に
あ
っ
た
将
門
の
首
塚
は
荒
れ
放
題

と
な
っ
て
お
り
こ
れ
が
疫
病
の
原
因
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
時
宗
の
僧
、
他
阿
が
通
り
か
か
り

一
三
〇
七
年（
徳
治
二
年
）将
門
に「
蓮
阿
弥
陀
仏
」の
法
名
を
つ
け
て
塚
を
再
興
し
た
。 

そ
の
後
疫
病
は
治
ま
っ

た
。
そ
し
て
近
く
に
あ
っ
た
日
輪
寺
を
時
宗
に
改
宗
し
柴
崎
道
場
と
名
づ
け
た
。
日
輪
寺
柴
崎
道
場
は
現
在
台

東
区
浅
草
３
の
15
の
６
に
存
在
す
る
。
一
三
〇
九
年
（
延
慶
二
年
）
他
阿
は
近
く
に
あ
っ
た
安
房
神
社
の
社
を

将
門
の
霊
と
合
祀
し
て
神
田
明
神
と
名
付
け
た
。
つ
ま
り
神
田
明
神
は
将
門
が
死
ぬ
以
前
か
ら
存
在
し
て
お
り

首
塚
と
は
直
接
関
係
な
い
。

一
三
七
〇
年
ご
ろ
成
立
し
た
『
太
平
記
』
で
も
将
門
の
話
が
出
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
将
門
の
首
は
京
都

で
晒
し
首
に
な
っ
た
と
き
何
ヶ
月
た
っ
て
も
腐
ら
ず
、
毎
夜
「
斬
ら
れ
た
私
の
五
体
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
こ

こ
の
来
い
。
首
を
つ
な
い
で
も
う
一
戦
し
よ
う
」
叫
び
続
け
た
の
で
恐
怖
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
と
あ
る
。

一
四
七
八
年
太
田
道
灌
が
江
戸
城
を
築
い
た
と
き
津
久
戸
明
神
を
守
り
神
と
し
て
城
の
北
西
部
分
で
あ
る
今
の

北
の
丸
公
園
付
近
に
移
し
た
。
そ
の
後
徳
川
家
康
が
江
戸
に
幕
府
を
開
く
と
家
康
は
江
戸
城
を
改
築
す
る
に
あ

た
り
首
塚
は
今
の
地
に
残
し
た
が
神
田
明
神
は
江
戸
城
の
鬼
門
に
あ
た
る
現
在
の
地
（
東
京
都
千
代
田
区
外
神

田
2
―
16
―
2
）
に
移
さ
れ
た
。
そ
れ
い
ら
い
神
田
明
神
は
江
戸
の
総
鎮
守
と
な
っ
た
。

江
戸
時
代
に
は
首
塚
の
あ
る
土
地
は
大
老
や
老
中
を
出
し
た
酒
井
家
の
所
有
地
と
な
っ
た
。
そ
の
時
首
塚
は
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第一章　将門の胴塚、首塚について

将
門
稲
荷
社
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

そ
の
後
江
戸
時
代
に
で
き
た
『
前
大
平
記
』
に
は
京
都
で
晒
さ
れ
た
将
門
の
首
は
空
高
く
舞
い
上
が
り
故
郷

を
目
指
し
て
飛
び
去
っ
た
が
途
中
で
力
尽
き
て
武
蔵
国
柴
崎
村
に
落
ち
た
と
い
う
ふ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

晒
し
首
が
飛
ん
だ
と
い
う
の
は
あ
り
得
な
い
話
で
あ
る
が
、
飛
ん
で
い
た
首
を
途
中
で
打
ち
落
と
し
た
と
い

う
話
も
あ
る
。
岐
阜
県
大
垣
市
に
あ
る
御
首
神
社
に
は
、
東
に
飛
ん
で
い
く
将
門
の
首
を
打
ち
落
と
し
た
と
い

う
伝
承
が
あ
る
。
地
に
落
ち
た
首
を
坂
東
に
戻
ら
ぬ
よ
う
に
そ
の
怒
り
を
鎮
め
霊
を
慰
め
る
た
め
こ
の
地
に
神

社
が
創
建
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
明
治
新
政
府
に
な
る
と
首
塚
周
辺
一
帯
の
土
地
は
大
蔵
省
の
所
有
と
な
っ
た
。 

一
九
二
三
年
関
東

大
震
災
が
起
こ
り
、
あ
た
り
一
面
が
焼
け
野
原
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
大
蔵
省
は
高
さ
６
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
首

塚
を
潰
し
て
整
地
し
そ
の
跡
地
に
仮
庁
舎
を
建
て
た
。
そ
の
後
将
門
の
祟
り
が
頻
発
し
た
。
と
き
の
大
蔵
大

臣
、
早
速
せ
い
じ
氏
が
就
任
三
ヶ
月
で
死
亡
。
そ
の
後
二
年
間
で
関
係
者
十
数
名
が
急
死
し
た
。
そ
の
後
、
役

人
の
中
か
ら
け
が
や
病
気
に
か
か
る
人
が
続
出
。
そ
れ
も
な
ぜ
か
足
に
負
傷
す
る
者
が
多
か
っ
た
が
そ
れ
は
、

将
門
塚
を
壊
し
、
そ
の
上
に
庁
舎
を
建
て
て
将
門
公
を
足
下
に
し
た
祟
り
だ
と
い
う
噂
が
流
れ
た
。
そ
の
た
め

一
九
二
八
年
（
昭
和
三
年
）
三
月
二
七
日
午
後
四
時
か
ら
当
時
の
三
土
蔵
相
ら
が
出
席
し
て
将
門
の
鎮
魂
祭
が

大
々
的
に
と
り
お
こ
な
わ
れ
た
。
こ
の
事
実
は
翌
日
の
読
売
新
聞
の
朝
刊
に
写
真
付
き
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら


