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『
平
家
物
語
』
を
読
む 

 
 
 
 
 
 
 
 

安
田
登 

【
一
】
は
じ
め
に 

《
「
あ
わ
い
」
の
時
代
と
は
》 

 
 
 

 

 
 

「
い
ま
」
も
「
あ
わ
い
」
の
時
代 

「
リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
」→

「
フ
ィ
ジ
カ
ル
と
デ
ジ
タ
ル
」 

「
文
字
」
を
超
え
る 

 

文
字
の
誕
生
と
二
次
元
的
思
考
の
誕
生 
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外
部
脳
と
し
て
の
文
字 

ａ

 
 

ｂ

 
 

文
字
＝
記
憶
の
定
着→

「
心
（
時
間
を
知
る
心
的
機
能
）
」
の
発
生 

 

脳
の
外
在
化
・
拡
張→

「
知
」
と
「
識
」→

Ａ
Ｉ 

身
体
の
外
在
化
・
拡
張→

「
礼
」
と
六
芸 

→

ロ
ボ
ッ
ト
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド 

●
「
記
憶
」
の
外
在
化→

脳
に
余
裕→

「
知
」
が
生
ま
れ
る 

●
「
心
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
「
法
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ 

 
 
O
S

と
し
て
の
「
天
命
」 
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【
二
】
祇
園
精
舎 

（
Ａ
）
祇
園
精
舍
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
。 

娑
羅
双
樹
の
花
の
色
、 

盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
は
す
。 

（
Ｂ
）
奢
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。 

猛
き
者
も
つ
ひ
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、
ひ
と
へ
に
風
の
前
の
塵
に
同
じ 

 

《
五
蘊
》 

色
蘊
（
巴:

 

梵:
 
r
ū
p
a

） 

受
蘊
（
巴:

 

梵:
 
v
e
d
a
n
ā

） 

想
蘊
（
巴:

 
s
a
ñ
ñ
ā
,
 

梵:
 
s
aṃ

j
ñ
ā

） 

行
蘊
（
巴:

 
s
aṅ
k
h
ā
r
a
, 

梵:
 s
aṃ

s
k
ā
r
a

） 

識
蘊
（
巴:

 
v
i
ñ
ñ
āṇ

a
,
 

梵:
 
v
i
j
ñ
ā
n
a

） 

 

巴:
 

パ
ー
リ
語
、 

梵
：
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語 

 

『
太
平
記
』
序 

蒙
窃(

ひ
そ)

か
に
古
今
の
変
化
を
取(

と)

つ
て
、
安
危
の
所
由
を
察(

み)

る
に
、 

覆
つ
て
外(

ほ
か)

無
き
は
、
天
の
徳
な
り
。
明
君
こ
れ
に
体(

て
い)
し
て
国
家
を
保
つ
。 

載
せ
て
棄
つ
る
こ
と
無
き
は
、
地
の
道
な
り
。
良
臣
こ
れ
に
則
つ
て
、
社
稷
を
守
る
。 

も
し
そ
の
徳
欠
く
る
則(

と
き)

は
、
位(

ゐ)

有
り
と
い
へ
ど
も
、
持(

た
も)
た
ず
。
（
中
略
） 

其
の
道
違(

た
が)

ふ
則(

と
き)

は
、
威(

ゐ)

有
り
と
雖
も
保(

た
も)

た
ず
。 

蒙
窃
採
古
今
之
変
化
、
察
安
危
之
来
由
、
覆
而
無
外
天
之
徳
也
。
明
君
体
之
保
国
家
。
載
而
無
棄
地
之
道
也
。

良
臣
則
之
守
社
稷
。
若
夫
其
徳
欠
則
雖
有
位
不
持
。
所
謂
夏
桀
走
南
巣
、
殷
紂
敗
牧
野
。
其
道
違
則
雖
有
威
不

久
。
曾
聴
趙
高
刑
咸
陽
、
禄
山
亡
鳳
翔
。
是
以
前
聖
慎
而
得
垂
法
於
将
来
也
。
後
昆
顧
而
不
取
誡
於
既
往
乎
。 

 

天
地
・
道
徳 

『
論
語
』
「
為
政
」 

子
曰
く
、
政
を
為
す
に
徳
を
以
っ
て
す
れ
ば
、
譬
え
ば
北
辰
の
そ
の
所
に
居
て
、
衆
星
の
こ
れ
を
共
（
拱
）

す
る
が
如
し
。 

子
曰
、
為
政
以
徳
、
譬
如
北
辰
居
其
所
、
而
衆
星
共
之
。 

※
参
照
「
天
上
に
星
あ
り
」→

巻
四 
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【
三
】
橋
合
戦 

橋
合
戦 

こ
こ
に 

五
智
院
但
馬
。 

大
長
刀
の
鞘
を
は
づ
い
て
た
だ
一
人
。 

橋
の
上
に
ぞ 

進
ん
だ
る
。 

平
家
の
方
に
は
こ
れ
を
見
て
、 

「
た
だ
射
と
れ
や
、
射
と
れ
や
」
と
て
、 

差
し
つ
め
引
き
つ
め
散
々
に
射
け
れ
ど
（
も
）
、 

但
馬
少
し
も
騒
が
ず
、 

上
が
る
矢
を
ば
つ
い
く
ぐ
り
、 

下
が
る
矢
を
ば
跳
り
越
え
、 

向
か
つ
て
来
る
を
ば
長
刀
で
切
つ
て
落
と
す
。 

敵
も
味
方
も
見
物
す
。 

そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
、
『
矢
切
り
の
但
馬
』
と
は
言
は
れ
け
れ
。 
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【
渡
河
】 

足
利
、
大
音
声
を
あ
げ
て
、
「
つ
よ
き
馬
を
ば
上
手
に
立
て
よ
、
弱
き
馬
を
ば
下
手
に
な
せ
。
馬
の
足
の

及
ぼ
う
ほ
ど
は
、
手
綱
を
く
れ
て
歩
ま
せ
よ
。
は
づ
ま
ば
、
か
い
繰
っ
て
泳
が
せ
よ
。
下
ら
う
も
の
を
ば
、

弓
の
筈
に
取
り
付
か
せ
よ
。
手
を
取
り
組
み
、
肩
を
並
べ
て
渡
す
べ
し
。 

鞍
壷
に
よ
く
乗
り
定
ま
っ
て
、
鐙
を
強
う
踏
め
。
馬
の
頭
、
沈
ま
ば
引
き
あ
げ
よ
。
い
た
う
引
い
て
引
っ

被
く
な
。
水
、
し
と
ま
ば
、
三
頭
の
上
に
乗
り
か
か
れ
。
馬
に
は
弱
う
、
水
に
は
強
う
あ
た
る
べ
し
。
河
中

で
弓
引
く
な
。
敵
射
る
と
も
相
引
す
な
。
つ
ね
に
錣
を
傾
け
よ
。
い
た
う
傾
け
て
天
辺
、
射
さ
す
な
。
か
ね

に
渡
い
て
お
し
落
と
さ
る
な
。
水
に
し
な
う
て
渡
せ
や
渡
せ
」
と
掟
て
、
三
百
余
騎
、
一
騎
も
流
さ
ず
、
向

へ
の
岸
へ
ざ
っ
と
渡
す
。 

能
『
頼
政
』 

シ
テ
「
忠
綱
。
兵
を
。
下
知
し
て
い
は
く
。 

地
謡
「
水
の
逆
巻
く
所
を
ば
。
岩
あ
り
と
知
る
べ
し
。 

弱
き
馬
を
ば
下
手
に
立
て
ゝ
。 

強
き
に
水
を
。
防
が
せ
よ
。 

流
れ
ん
武
者
に
は
弓
弭
を
取
ら
せ
。 

互
に
力
を
合
は
す
べ
し
と
。 

唯
一
人
の
。
下
知
に
依
つ
て
。 

さ
ば
か
り
の
大
河
な
れ
ど
も 

一
騎
も
流
れ
ず
此
方
の
岸
に
。 

を
め
い
て
あ
が
れ
ば
味
方
の
勢
は
。 

我
な
が
ら
踏
み
も
た
め
ず
。 

半
町
ば
か
り
。
覚
え
ず
し
さ
つ
て
。 

切
先
を
揃
へ
て
。
こ
ゝ
を
最
期
と
戦
う
た
り
。 
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【
四
】
平
清
盛
の
「
あ
つ
ち
死
」 

 

●
清
盛
の
病
気 

同
じ
き
（
二
月
）
二
十
七
日
、
前
の
右
大
将
宗
盛
卿
、
源
氏
追
討
の
た
め
に
、
東
国
へ
す
で
に
門
出
と
聞

こ
え
し
が
、
そ
の
夜
半
ば
か
り
よ
り
、
入
道
相
国
、
違
例
の
心
地
と
て
留
ま
り
給
ひ
ぬ
。 

 

明
く
る
二
十
八
日
よ
り
、
重
病
を
う
け
給
へ
り
と
て
、
京
中
、
六
波
羅
、
「
す
は
、
し
つ
る
事
よ
」
と
ぞ

囁
き
け
る
。 

 

●
病
態 

 

入
道
相
国
、
病
ひ
づ
き
給
ひ
し
日
よ
り
し
て
、
水
を
だ
に
喉
へ
入
れ
給
は
ず
。
身
の
内
の
熱
き
こ
と
、
火

を
ふ
く
が
ご
と
し
。
ふ
し
給
へ
る
所
、
四
五
間
が
内
へ
入
る
者
は
、
熱
さ
堪
へ
難
し
。 

た
だ
宣
（
の
た
ま
）
ふ
事
と
て
は
、
「
あ
た
あ
た
」
と
ば
か
り
な
り
。
少
し
も
た
だ
事
と
も
見
え
ざ
り
け

り
。 比

叡
山
よ
り
、
千
手
井
の
水
を
汲
み
下
ろ
し
、
石
の
舟
に
湛
（
た
た
）
へ
て
、
そ
れ
に
て
冷
え
給
へ
ば
、

水
お
び
た
た
し
く
沸
き
上
が
つ
て
、
ほ
ど
な
く
湯
に
ぞ
な
り
に
け
る
。 

も
し
や
助
か
り
給
ふ
か
と
、
筧
（
か
け
ひ
）
の
水
を
撒
（
ま
）
か
せ
た
れ
ば
、
石
や
鉄
な
ど
の
焼
け
た
る

や
う
に
、
水
ほ
と
ば
し
つ
て
寄
り
つ
か
ず
。
お
の
づ
か
ら
も
あ
た
る
水
は
、
ほ
む
ら
と
な
つ
て
燃
え
け
れ
ば
、

黒
煙
殿
中
に
満
ち
満
ち
て
、
炎
、
渦
巻
い
て
あ
が
り
け
り
。 

こ
れ
や
昔
、
法
蔵
僧
都
と
い
ひ
し
人
、
閻
王
の
請
（
し
ょ
う
）
に
趣
い
て
、
母
の
生
所
（
し
ょ
う
じ
ょ
）

を
訪
ね
し
に
、
閻
王
憐
れ
み
給
ひ
て
、
獄
卒
を
相
ひ
副
（
そ
）
へ
て
、
焦
熱
地
獄
へ
つ
か
は
さ
る
。
鉄
の
門

の
内
へ
さ
し
入
れ
ば
、
流
星
な
ど
の
ご
と
く
に
、
炎
、
空
へ
た
ち
あ
が
り
、
多
百
由
旬
に
及
び
け
ん
も
、
今

こ
そ
思
ひ
知
ら
れ
け
れ
。 

 
 

 

●
二
位
殿
の
夢 

 

入
道
相
国
の
北
の
方
、
二
位
殿
の
夢
に
見
給
ひ
け
る
事
こ
そ
恐
ろ
し
け
れ
。 

猛
火
お
び
た
た
し
う
燃
え
た
る
車
を
、
門
の
内
へ
や
り
入
れ
た
り
。
前
後
に
立
ち
た
る
も
の
は
、
或
い
は

馬
の
面
の
や
う
な
る
物
も
あ
り
、
或
い
は
牛
の
面
の
や
う
な
る
物
も
あ
り
け
り
。
車
の
前
に
は
「
無
」
と
い

ふ
文
字
ば
か
り
見
え
た
る
鉄
の
札
を
ぞ
立
て
た
り
け
る
。 

二
位
殿
夢
の
心
に
、「
あ
れ
は
い
づ
く
よ
り
ぞ
」
と
御
尋
ね
あ
れ
ば
、「
閻
魔
の
庁
よ
り
、
平
家
入
道
殿
の
御

迎
ひ
に
参
つ
て
候
ふ
」
と
申
す
。 

「
さ
て
そ
の
札
は
何
と
い
ふ
札
ぞ
」
と
問
は
せ
給
へ
ば
、
「
南
閻
浮
提
（
な
ん
え
ん
ぶ
だ
い
）
金
銅
十
六
丈

の
盧
遮
那
仏
、
焼
き
滅
ぼ
し
給
へ
る
罪
に
よ
つ
て
、
無
間
の
底
に
沈
み
給
ふ
べ
き
由
、
閻
魔
の
庁
に
御
定
め

候
ふ
が
、
無
間
の
無
を
ば
書
か
れ
て
、
間
の
字
を
ば
未
だ
書
か
れ
ぬ
な
り
」
と
ぞ
申
し
け
る
。 

二
位
殿
夢
さ
め
て
、
汗
水
に
な
り
つ
つ
、
こ
れ
を
人
々
に
語
り
給
へ
ば
、
聞
く
人
皆
身
の
毛
よ
だ
ち
け
り
。

霊
仏
、
霊
社
へ
金
銀
七
宝
を
投
げ
、
馬
、
鞍
、
鎧
、
甲
、
弓
矢
、
太
刀
に
至
る
ま
で
、
取
り
出
で
運
び
出
だ

し
、
祈
ら
れ
け
れ
ど
も
、
験
（
し
る
し
）
も
な
か
り
け
り
。
男
女
（
な
ん
に
ょ
）
の
公
達
、
跡
枕
に
さ
し
つ

ど
ひ
て
、
い
か
に
せ
ん
と
歎
き
悲
し
み
給
へ
ど
も
、
か
な
ふ
べ
し
と
も
見
え
ざ
り
け
り
。 
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●
清
盛
の
遺
言 

 

同
じ
き
閏
二
月
二
日
、
二
位
殿
あ
つ
う
堪
へ
難
け
れ
ど
も
、
入
道
相
国
の
御
枕
に
よ
つ
て
泣
く
泣
く
宣
ひ

け
る
は
、 

「
御
有
様
見
奉
る
に
、
日
に
そ
へ
て
頼
み
少
な
う
こ
そ
見
え
さ
せ
給
へ
。
こ
の
世
に
思
し
召
す
こ
と
あ
ら
ば
、

少
し
も
の
の
お
ぼ
え
さ
せ
給
ふ
時
、
仰
せ
ら
れ
置
け
」
と
ぞ
宣
ひ
け
る
。 

入
道
相
国
、
さ
し
も
日
ご
ろ
は
ゆ
ゆ
し
げ
に
お
は
せ
し
か
ど
も
、
ま
こ
と
に
苦
し
げ
に
て
、
息
の
下
に
て
宣

ひ
け
る
は
、 

「
我
、
保
元
平
治
よ
り
こ
の
方
、
度
々
の
朝
敵
を
平
ら
げ
、
勧
賞
身
に
余
り
、
か
た
じ
け
な
く
も
一
天
の
君

の
御
外
戚
と
し
て
丞
相
の
位
に
至
り
、
栄
華
子
孫
に
及
ぶ
。
今
生
の
望
み
は
、
一
事
も
残
る
所
な
し
。
た
だ

し
思
ひ
置
く
事
と
て
は
、
伊
豆
国
の
流
人
、
前
の
兵
衛
の
佐
（
す
け
）
頼
朝
が
頸
を
見
ざ
り
つ
る
こ
そ
や
す

か
ら
ね
。
我
い
か
に
も
な
り
な
ん
後
は
、
堂
塔
を
も
建
て
、
孝
養
（
き
ょ
う
よ
う
）
を
も
す
べ
か
ら
ず
。
や

が
て
討
手
を
遣
は
し
、
頼
朝
が
首
を
刎
ね
て
、
我
が
墓
の
前
に
か
く
べ
し
。
そ
れ
ぞ
孝
養
に
て
あ
ら
ん
ず
る
」

と
宣
ひ
け
る
こ
そ
罪
深
け
れ
。 

 

●
清
盛
の
死 

 

同
じ
き
四
日
、
病
に
責
め
ら
れ
、
せ
め
て
の
事
に
板
に
水
を
い
て
、
そ
れ
に
ま
ろ
び
給
へ
ど
も
、
助
か
る

心
地
も
し
給
は
ず
。
悶
絶
び
ゃ
く
地
し
て
、
遂
に
「
あ
つ
ち
死
に
」
ぞ
し
給
ひ
け
る
。 

 

馬
車
の
馳
せ
違
ふ
音
、
天
も
響
き
大
地
も
揺
る
ぐ
ほ
ど
な
り
。
一
天
の
君
、
万
乗
の
主
（
あ
る
じ
）
の
、

い
か
な
る
御
事
ま
し
ま
す
と
も
、
こ
れ
に
は
過
ぎ
じ
と
ぞ
見
え
し
。
今
年
は
六
十
四
に
ぞ
な
り
給
ふ
。
老
死

（
お
い
じ
に
）
に
と
い
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
宿
運
忽
ち
に
尽
き
給
へ
ば
、
大
法
秘
法
の
効
験
も
な
く
、

神
明
三
宝
の
威
光
も
消
え
、
諸
天
も
擁
護
し
給
は
ず
。
況
ん
や
凡
慮
に
お
い
て
を
や
。 

命
に
か
は
り
身
に
か
は
ら
ん
と
忠
を
存
ぜ
し
数
万
の
軍
旅
は
、
堂
上
堂
下
に
な
み
ゐ
た
れ
ど
も
、
こ
れ
は

目
に
も
見
え
ず
、
力
に
も
か
か
は
ら
ぬ
無
常
の
殺
鬼
を
ば
、
暫
時
（
ざ
ん
じ
）
も
戦
ひ
か
へ
さ
ず
、
ま
た
帰

り
来
ぬ
四
手
の
山
、
三
瀬
河
、
黄
泉
中
有
の
旅
の
空
に
、
た
だ
一
所
こ
そ
お
も
む
き
給
ひ
け
め
。 

日
頃
作
り
お
か
れ
し
罪
業
ば
か
り
や
獄
卒
と
な
つ
て
、
迎
へ
に
も
来
た
り
け
ん
。
あ
は
れ
な
り
し
事
ど
も

な
り
。 

 

さ
て
し
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
同
じ
き
七
日
、
愛
宕
（
お
た
ぎ
）
に
て
煙
に
な
し
奉
り
、
骨
（
こ
つ
）

を
ば
円
実
法
眼
、
首
に
か
け
、
摂
津
（
つ
の
）
国
へ
下
り
、
経
の
島
に
ぞ
納
め
け
る
。 

さ
し
も
日
本
一
州
に
名
を
あ
げ
、
威
を
ふ
る
ひ
し
人
な
れ
ど
も
、
身
は
ひ
と
時
の
煙
と
な
つ
て
、
炎
は
空

に
立
ち
の
ぼ
り
、
か
ば
ね
は
し
ば
し
や
す
ら
ひ
て
、
浜
の
砂
（
ま
さ
ご
）
に
た
は
ぶ
れ
つ
つ
、
む
な
し
き
土

と
ぞ
な
り
給
ふ
。 

  

※
参
考 

『
往
生
要
集
』
源
信
和
尚 

寛
和
元
年
（9

8
5

年
）
平
安
中
期 

一
は
厭
離
穢
土
、
二
は
欣
求
浄
土
、
三
は
極
楽
証
拠
、
四
は
正
修
念
仏
、
五
は
助
念
方
法
、
六
は
別
時
念
仏
、

七
は
念
仏
利
益
、
八
は
念
仏
証
拠
、
九
は
往
生
諸
業
、
十
は
問
答
料
簡
な
り
。
こ
れ
を
座
右
に
置
き
て
、
廃

忘
に
備
へ
ん
。 
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第
二 

欣
求
浄
土 

【
序
】
大
文
第
二
に
、
欣
求
浄
土
と
い
ふ
は
、
極
楽
の
依
正
は
功
徳
無
量
な
り
。 

百
劫
・
千
劫
に
説
く
と

も
尽
す
こ
と
あ
た
は
じ
。 

算
分
・
喩
分
も
ま
た
知
る
と
こ
ろ
に
あ
ら
ず
。 

し
か
も
『
群
疑
論
』
に
は
三
十

種
の
益
を
明
か
し
、
『
安
国
の
抄
』
に
は
二
十
四
の
楽
を
摽
せ
り
。 

す
で
に
知
り
ぬ
。 

称
揚
は
た
だ
人
の
心
に
あ
り
。
い
ま
十
の
楽
を
挙
げ
て
浄
土
を
讃
ず
る
こ
と
、
な
ほ
一
毛
を
も
つ
て
大
海

を
渧
ら
す
が
ご
と
し
。 

一
に
は
聖
衆
来
迎
の
楽
、
二
に
は
蓮
華
初
開
の
楽
、
三
に
は
身
相
神
通
の
楽
、
四
に
は
五
妙
境
界
の
楽
、
五

に
は
快
楽
無
退
の
楽
、
六
に
は
引
接
結
縁
の
楽
、
七
に
は
聖
衆
倶
会
の
楽
、
八
に
は
見
仏
聞
法
の
楽
、
九
に

は
随
心
供
仏
の
楽
、
十
に
は
増
進
仏
道
の
楽
な
り
。 

 

【
一
：
聖
衆
来
迎
の
楽
】
第
一
に
聖
衆
来
迎
の
楽
と
い
ふ
は
、
お
ほ
よ
そ
悪
業
の
人
は
、
命
尽
く
る
時
に
、

風
・
火
先
づ
去
る
。 

ゆ
ゑ
に
動
熱
し
て
苦
多
し
。
善
行
の
人
は
、
命
尽
く
る
時
に
、
地
・
水
先
づ
去
る
。

ゆ
ゑ
に
緩
慢
と
し
て
苦
な
し
。 

い
か
に
い
は
ん
や
念
仏
の
功
積
り
、
運
心
年
深
き
も
の
は
、
命
終
の
時
に
臨
み
て
大
喜
お
の
づ
か
ら
生
ず
。 

し
か
る
所
以
は
、
弥
陀
如
来
、
本
願
を
も
つ
て
の
ゆ
ゑ
に
、
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩
、
百
千
の
比
丘
衆
と
、
大

光
明
を
放
ち
て
、
皓
然
と
し
て
目
の
前
に
ま
し
ま
す
。 

時
に
大
悲
観
世
音
、
百
福
荘
厳
の
手
を
申
べ
、
宝

の
蓮
台
を
擎
げ
て
行
者
の
前
に
至
り
た
ま
ひ
、
大
勢
至
菩
薩
、
無
量
の
聖
衆
と
、
同
時
に
讃
嘆
し
て
手
を
授

け
て
引
接
し
た
ま
ふ
。 

こ
の
時
に
行
者
、
ま
の
あ
た
り
み
づ
か
ら
こ
れ
を
見
て
、
心
中
に
歓
喜
し
、
身
心
安
楽
な
る
こ
と
禅
定
に

入
る
が
ご
と
し
。 

ま
さ
に
知
る
べ
し
、
草
菴
に
瞑
目
の
あ
ひ
だ
は
す
な
は
ち
こ
れ
蓮
台
結
跏
の
程
な
り
。 

す
な
は
ち
弥
陀

仏
の
後
に
従
ひ
、
菩
薩
衆
の
な
か
に
あ
り
て
、
一
念
の
あ
ひ
だ
に
、
西
方
の
極
楽
世
界
に
生
ず
る
こ
と
を
得
。

（
略
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
五
】
敦
盛
の
最
期 

一
の
谷
の
戦
破
れ
に
し
か
ば
、
武
蔵
国
の
住
人
、
熊
谷
次
郎
直
実
、 

「
平
家
の
公
達
の
助
け
船
に
乗
ら
ん
と
て
、
汀
の
方
へ
や
落
ち
給
ふ
事
も
や
お
は
す
ら
ん
、
あ
は
れ
よ
き
大

将
軍
に
組
ま
ば
や
」 

と
て
、
磯
の
方
へ
歩
ま
す
る
所
に
、
練
貫
に
鶴
縫
う
た
る
直
垂
に
、
萌
黄
（
も
よ
ぎ
）
匂
ひ
の
鎧
着
て
、
鍬

形
う
つ
た
る
甲
の
緒
を
し
め
、
金
（
こ
が
ね
）
作
り
の
太
刀
を
は
き
、
二
十
四
さ
い
た
る
截
生
（
き
り
ふ
）

の
矢
負
ひ
、
滋
籐
の
弓
持
つ
て
、
連
銭
葦
毛
な
る
馬
に
、
金
覆
輪
（
き
ん
ぷ
く
り
ん
）
の
鞍
置
い
て
乗
つ
た

る
武
者
一
騎
、
沖
な
る
船
に
目
を
か
け
て
、
海
へ
ざ
つ
と
う
ち
入
り
、
五
六
段
（
た
ん
）
ば
か
り
ぞ
泳
い
だ

る
を
、
熊
谷
、 

「
あ
れ
は
大
将
軍
と
こ
そ
見
参
ら
せ
候
へ
。
ま
さ
な
う
も
敵
に
後
ろ
を
見
せ
さ
せ
給
ふ
も
の
か
な
。
か
へ
さ

せ
給
へ
」 

と
、
扇
を
挙
げ
て
招
き
け
れ
ば
、
招
か
れ
て
取
つ
て
返
し
、
渚
（
な
ぎ
さ
）
に
打
ち
上
が
ら
ん
と
し
給
ふ
所

に
、
熊
谷
波
う
ち
ぎ
は
に
て
押
し
並
べ
、
ひ
つ
組
ん
で
、
ど
う
ど
落
つ
。 

 

取
つ
て
押
さ
へ
て
首
を
か
か
ん
と
内
甲
を
押
し
あ
ふ
の
け
て
見
け
れ
ば
、
年
の
齢
十
六
七
ば
か
ん
な
る
が
、
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薄
化
粧
し
て
金
黒
（
か
ね
ぐ
ろ
）
な
り
。
我
が
子
の
小
次
郎
が
齢
ほ
ど
に
て
、
容
顔
ま
こ
と
に
美
麗
な
り
。 

「
そ
も
そ
も
い
か
な
る
人
に
て
ま
し
ま
し
候
ふ
や
ら
ん
。
名
乗
ら
せ
給
へ
。
助
け
参
ら
せ
ん
」 

と
申
し
け
れ
ば
、 

「
か
う
い
ふ
わ
殿
は
誰
そ
」 

と
問
ひ
給
へ
ば
、
熊
谷 

「
も
の
そ
の
数
に
て
は
候
は
ね
ど
も
、
武
蔵
国
の
住
人
、
熊
谷
次
郎
直
実
」 

と
名
乗
り
申
す
。 

「
さ
て
は
汝
が
た
め
に
は
よ
い
敵
ぞ
。
存
ず
る
旨
あ
れ
ば
名
乗
る
事
は
あ
る
ま
じ
。
名
乗
ら
ず
と
も
首
を
と

つ
て
人
に
問
へ
。
見
知
ら
う
ず
る
」 

と
ぞ
宣
ひ
け
る
。 

 

熊
谷
、 

「
あ
つ
ぱ
れ
大
将
軍
や
。
こ
の
人
一
人
討
ち
奉
る
と
も
、
負
く
べ
き
戦
に
勝
つ
事
も
よ
も
あ
ら
じ
。
ま
た
討

ち
奉
ら
ず
と
も
、
勝
つ
べ
き
戦
に
負
く
る
こ
と
も
よ
も
あ
ら
じ
。
我
が
子
の
小
次
郎
が
薄
手
負
ひ
た
る
を
だ

に
も
、
直
実
は
心
苦
し
う
思
ふ
ぞ
か
し
。
こ
の
殿
の
父
、
討
た
れ
給
ひ
ぬ
と
聞
い
て
、
い
か
ば
か
り
か
は
歎

き
給
は
ん
ず
ら
ん
。
あ
っ
ぱ
れ
た
す
け
参
ら
せ
ば
や
」 

と
思
ひ
て
、
後
ろ
を
か
へ
り
み
た
り
け
れ
ば
、
土
肥
、
梶
原
五
十
騎
ば
か
り
で
続
い
た
り
。 

熊
谷
、
涙
を
は
ら
は
ら
と
流
い
て
、 

「
助
け
参
ら
せ
ん
と
存
じ
候
へ
ど
も
、
味
方
の
兵
（
つ
は
も
の
）
ど
も
雲
霞
の
ご
と
く
に
候
へ
ば
、
よ
も
の

が
し
参
ら
せ
候
は
じ
。
同
じ
く
は
、
直
実
が
手
に
か
け
奉
て
、
後
の
御
孝
養
（
お
ん
け
う
や
う
）
を
こ
そ
つ

か
ま
つ
り
候
は
め
」 

と
申
し
け
れ
ば
、 

「
た
だ
何
さ
ま
に
も
、
と
う
と
う
首
を
と
れ
」 

と
ぞ
宣
ひ
け
る
。 

 

熊
谷
あ
ま
り
に
い
と
ほ
し
く
て
、
い
づ
く
に
刀
を
立
つ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
、
目
も
く
れ
心
も
消
え
果
て

て
、
前
後
不
覚
に
お
ぼ
え
け
れ
ど
も
、
さ
て
し
も
あ
る
べ
き
事
な
ら
ね
ば
、
泣
く
泣
く
首
を
ぞ
掻
い
て
ん
げ

る
。 

「
あ
は
れ
弓
矢
と
る
身
ほ
ど
口
惜
し
か
り
け
る
事
は
な
し
。
武
芸
の
家
に
生
ま
れ
ず
は
、
何
と
て
か
た
だ
今

か
か
る
憂
き
目
を
ば
見
る
べ
き
。
情
け
な
う
も
討
ち
奉
る
も
の
か
な
」 

と
か
き
く
ど
き
、
袖
を
顔
に
押
し
当
て
て
、
さ
め
ざ
め
と
ぞ
泣
き
ゐ
た
る
。 

や
や
あ
つ
て
、
鎧
直
垂
を
と
つ
て
首
を
つ
つ
ま
ん
と
し
け
る
に
、
錦
の
袋
に
入
れ
た
り
け
る
笛
を
ぞ
腰
に
さ

さ
れ
た
る
。 

「
あ
な
い
と
ほ
し
、
こ
の
暁
城
の
内
に
て
、
管
弦
し
給
ひ
つ
る
は
、
こ
の
人
々
に
て
お
は
し
け
り
。
当
時
味

方
に
東
国
よ
り
上
つ
た
る
勢
何
万
騎
か
あ
る
ら
め
ど
も
、
戦
の
陣
へ
笛
持
つ
人
は
よ
も
あ
ら
じ
、
上
﨟
は
な

ほ
も
や
さ
し
か
り
け
り
」 

と
て
、
こ
れ
を
大
将
軍
（
九
郎
義
経
）
の
見
参
（
げ
ん
ざ
ん
）
に
入
れ
た
り
け
れ
ば
、
見
る
人
涙
を
流
し
け

り
。 

 

後
に
聞
け
ば
、
修
理
大
夫
（
だ
い
ぶ
）
経
盛
の
子
息
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
発
心
の
心
は
進
み
け
れ
。 
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件
の
笛
は
、
祖
父
忠
盛
、
笛
の
上
手
に
て
、
鳥
羽
院
よ
り
下
し
給
は
ら
れ
た
り
し
が
、
経
盛
相
伝
せ
ら
れ
た

り
し
を
、
敦
盛
器
量
た
る
に
よ
つ
て
、
持
た
れ
た
り
け
る
と
か
や
。
名
を
ば
小
枝
（
さ
え
だ
）
と
ぞ
申
し
け

る
。
狂
言
綺
語
の
理
と
言
ひ
な
が
ら
、
遂
に
讃
仏
乗
の
因
と
な
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。 

 

【
六
】
経
正
（
政
） 

●
経
正
の
都
落
ち[

寿
永
二
年]

 

  

修
理
大
夫
（
だ
い
ぶ
）
経
盛
の
子
息
、
皇
后
宮
亮
（
す
け
）
、
経
正
、
幼
少
に
て
は
仁
和
寺
の
御
室
の
御

所
に
て
童
形
に
て
候
は
れ
し
か
ば
、
か
か
る
怱
劇
（
そ
う
げ
き
）
の
中
に
も
そ
の
御
名
残
き
っ
と
思
ひ
出
で

て
、
侍
五
六
騎
召
し
具
し
て
、
仁
和
寺
殿
（
ど
の
）
へ
馳
せ
参
り
、
門
前
に
て
馬
よ
り
下
り
、
申
し
入
れ
ら

れ
け
る
は
、 

「
一
門
運
尽
き
て
今
日
す
で
に
帝
都
を
ま
か
り
出
で
候
ふ
。
憂
き
世
に
思
ひ
残
す
事
と
て
は
、
た
だ
君
の
御

名
残
ば
か
り
な
り
。
八
歳
の
時
参
り
始
め
候
う
て
、
十
三
で
元
服
つ
か
ま
つ
り
候
ひ
し
ま
で
は
、
相
労
る
事

（
＝
病
気
）
の
候
は
ん
よ
り
ほ
か
は
、
御
前
を
立
ち
去
る
事
も
候
ざ
り
し
に
、
今
日
よ
り
後
、
西
海
千
里
の

波
に
赴
い
て
ま
た
い
づ
れ
の
日
、
い
づ
れ
の
時
帰
り
参
る
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ぬ
こ
そ
、
口
惜
し
く
候
へ
。
今

一
度
御
前
へ
参
つ
て
、
君
を
も
見
参
ら
せ
た
う
候
へ
ど
も
、
す
で
に
甲
冑
を
鎧
ひ
弓
矢
を
帯
し
、
あ
ら
ぬ
様

な
る
装
ひ
に
ま
か
り
な
つ
て
候
へ
ば
、
憚
り
存
じ
候
ふ
」
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
。 

御
室
あ
は
れ
に
思
し
召
し
、
「
た
だ
そ
の
姿
を
改
め
ず
し
て
参
れ
」
と
こ
そ
仰
せ
け
れ
。 

経
正
そ
の
日
は
、
赤
地
の
錦
の
直
垂
に
、
萌
黄
匂
の
鎧
着
て
、
長
覆
輪
の
太
刀
を
帯
き
、
切
斑
の
矢
負
ひ
、

滋
籐
の
弓
、
脇
に
挟
み
、
甲
を
ば
脱
ぎ
高
紐
に
か
け
、
御
坪
の
白
洲
に
畏
ま
る
。 

御
室
や
が
て
御
出
あ
つ
て
、
御
簾
（
み
す
）
高
く
揚
げ
さ
せ
、
「
こ
れ
へ
こ
れ
へ
」
と
召
さ
れ
け
れ
ば
、

大
床
へ
こ
そ
参
ら
れ
け
れ
。
供
に
具
せ
ら
れ
た
る
藤
兵
衛
・
有
教
（
あ
り
の
り
）
を
召
す
。
赤
地
の
錦
の
袋

に
入
れ
た
る
御
琵
琶
持
つ
て
参
り
た
り
。 

経
正
こ
れ
を
取
り
次
い
で
、
御
前
に
さ
し
置
き
、
申
さ
れ
け
る
は
、
「
先
年
下
し
預
か
つ
て
候
ひ
し
青
山

持
た
せ
て
参
つ
て
候
ふ
。
余
り
に
名
残
は
惜
し
う
候
へ
ど
も
、
さ
し
も
の
名
物
を
田
舎
の
塵
に
な
さ
ん
事
、

口
惜
し
う
候
ふ
。
も
し
不
思
議
に
運
命
開
け
て
、
ま
た
都
へ
立
ち
帰
る
事
候
は
ば
、
そ
の
時
こ
そ
な
ほ
下
し

預
か
り
候
は
め
」
と
泣
く
泣
く
申
さ
れ
け
れ
ば
、
御
室
あ
は
れ
に
思
し
召
し
、
一
首
の
御
詠
を
あ
そ
ば
い
て

下
さ
れ
け
り
。 

  
 

あ
か
ず
し
て
別
る
る
君
が
名
残
を
ば
後
の
形
見
に
つ
つ
み
て
ぞ
お
く 

 

経
正
御
硯
下
さ
れ
て 

  
 

呉
竹
の
筧
の
水
は
か
は
れ
ど
も
な
ほ
す
み
あ
か
ぬ
宮
の
中
か
な 

  

さ
て
暇
申
し
て
出
で
ら
れ
け
る
に
、
数
輩
の
童
形
、
出
世
者
、
坊
官
、
侍
僧
に
至
る
ま
で
、
経
正
の
袂
に

す
が
り
袖
を
控
へ
て
、
名
残
を
惜
し
み
涙
を
流
さ
ぬ
は
な
か
り
け
り
。 



11 
 

そ
の
中
に
も
経
正
の
幼
少
の
時
、
小
師
（
こ
し
）
で
お
は
せ
し
大
納
言
法
印
行
慶
と
申
す
は
、
葉
室
の
大
納

言
、
光
頼
卿
の
御
子
な
り
。
余
り
に
名
残
を
惜
し
み
て
、
桂
川
の
端
ま
で
う
ち
送
り
、
さ
て
も
あ
る
べ
き
な

ら
ね
ば
、
そ
れ
よ
り
暇
乞
う
て
泣
く
泣
く
別
れ
給
ふ
に
、
法
印
か
う
ぞ
思
ひ
続
け
給
ふ
。 

  
 

あ
は
れ
な
り
老
木
若
木
も
山
桜
お
く
れ
先
だ
ち
花
は
残
ら
じ 

 

経
正
の
返
事
に
は
、 

  
 

旅
衣
よ
な
よ
な
袖
を
か
た
敷
き
て
思
へ
ば
我
は
遠
く
ゆ
き
な
ん 

 

さ
て
巻
い
て
持
た
せ
ら
れ
た
る
赤
旗
ざ
つ
と
さ
し
揚
げ
た
り
。
あ
そ
こ
こ
こ
に
控
へ
て
待
ち
奉
る
侍
ど
も
、

「
あ
は
や
」
と
て
馳
せ
集
ま
り
、
百
騎
ば
か
り
鞭
を
あ
げ
、
駒
を
早
め
て
、
ほ
ど
な
く
行
幸
に
追
つ
付
き
奉

ら
る
。 

 

●
青
山
沙
汰 

 

 

こ
の
経
正
十
七
の
年
、
宇
佐
の
勅
使
を
承
つ
て
下
ら
れ
け
る
に
、
そ
の
時
青
山
を
賜
は
つ
て
、
宇
佐
へ
参

り
、
御
殿
に
向
か
ひ
奉
り
秘
曲
を
弾
き
給
ひ
し
か
ば
、
い
つ
聞
き
馴
れ
た
る
事
は
な
け
れ
ど
も
、
供
の
宮
人

お
し
な
べ
て
、
緑
衣
（
り
ょ
く
い
）
の
袖
を
ぞ
絞
り
け
る
。
聞
き
知
ら
ぬ
奴
ま
で
も
、
村
雨
と
は
ま
が
は
じ

な
。
め
で
た
か
り
し
事
ど
も
な
り
。 

 

か
の
青
山
と
申
す
御
琵
琶
は
、
昔
、
仁
明
（
に
ん
み
ょ
う
）
天
皇
の
御
宇
、
嘉
祥
三
年
の
春
、
掃
部
頭
（
か

も
ん
べ
の
か
み
）
貞
敏
（
て
い
び
ん
）
渡
唐
の
時
、
大
唐
の
琵
琶
の
博
士
、
廉
承
武
（
れ
ん
し
ょ
う
ふ
）
に

逢
ひ
、
三
曲
を
伝
へ
て
帰
朝
せ
し
に
、
玄
上
、
獅
子
丸
、
青
山
、
三
面
の
琵
琶
を
相
伝
し
て
渡
り
け
る
が
、

竜
神
や
惜
し
み
給
ひ
け
ん
、
波
風
荒
く
立
ち
け
れ
ば
、
獅
子
丸
を
ば
海
底
に
沈
め
、
今
二
面
の
琵
琶
を
渡
し

て
、
我
が
朝
の
帝
の
御
宝
と
す
。 

 

村
上
の
聖
代
（
せ
い
た
い
）
応
和
の
頃
ほ
ひ
、
三
五
夜
中
新
月
白
く
冴
え
、
涼
風
颯
々
た
り
し
夜
（
よ
）

半
ば
に
、
帝
、
清
涼
殿
に
し
て
玄
上
を
ぞ
遊
ば
さ
れ
け
る
時
に
、
影
の
ご
と
く
な
る
者
御
前
に
参
じ
て
、
優

に
け
だ
か
き
声
に
て
唱
歌
を
め
で
た
う
つ
か
ま
つ
る
。 

帝
、
御
琵
琶
を
さ
し
お
か
せ
給
ひ
て
、
「
そ
も
そ
も
汝
は
い
か
な
る
者
ぞ
。
い
づ
く
よ
り
来
た
れ
る
ぞ
」
と

御
尋
ね
あ
れ
ば
、 

「
こ
れ
は
昔
、
貞
敏
に
三
曲
を
伝
へ
候
ひ
し
大
唐
の
琵
琶
の
博
士
、
廉
承
武
と
申
す
者
で
候
ふ
が
、
三
曲
の

中
秘
曲
を
一
曲
残
せ
る
に
よ
つ
て
、
魔
道
に
沈
淪
（
ち
ん
り
ん
）
つ
か
ま
つ
つ
て
候
ふ
。
今
、
御
琵
琶
の
撥

音
、
妙
（
た
へ
）
に
聞
こ
え
侍
（
は
べ
）
る
間
、
参
入
つ
か
ま
つ
る
所
な
り
。
願
は
く
は
こ
の
曲
を
君
に
授

け
奉
り
、
仏
果
菩
提
を
証
ず
べ
き
」
由
申
し
て
、
御
前
に
立
て
ら
れ
た
る
青
山
を
取
り
、
転
手
を
ね
ぢ
て
秘

曲
を
君
に
授
け
奉
る
。
三
曲
の
中
、
上
玄
、
石
上
（
せ
き
し
ょ
う
）
こ
れ
な
り
。 

 

そ
の
後
は
君
も
臣
も
恐
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
こ
の
琵
琶
を
遊
ば
し
弾
く
事
も
せ
さ
せ
給
は
ず
。
御
室
へ
参
ら

せ
ら
れ
た
り
け
る
を
、
経
正
の
幼
少
の
時
、
御
最
愛
の
童
形
た
る
に
よ
つ
て
下
し
預
か
り
た
り
け
る
と
か
や
。 

 

甲
は
紫
藤
の
甲
、
夏
山
の
峰
の
緑
の
木
の
間
よ
り
、
有
明
の
月
の
出
づ
る
を
撥
面
に
か
か
れ
た
り
け
る
故

に
こ
そ
、
青
山
と
は
つ
け
ら
れ
た
れ
。
玄
上
に
も
相
劣
ら
ぬ
希
代
の
名
物
な
り
け
り
。 
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能
『
経
正
』
よ
り 
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【七】『耳なし芳一（小泉八雲）』より 

●平家の亡霊たちのお願い 

 明夜以降、六夜、ここに来て、平家物語を語ってほしい。 

そうしたら主上はちゃんと帰還されることを得る（make his august return-journey）。 

●住職の言ったこと、したこと 

 このような目にあったのはお前の琵琶の腕が素晴らしかった（Your wonderful skill in 

music）から。 

 しかし、死者の言いなりになったならばお前の体は八つ裂きにされよう。 

 お前の体に『般若心経』を書こう。 

書かれたら縁側（on the verandah）に座り、何があっても答えてはならない。 

 

●住職の言い訳 

"Poor,poor Hoichi!" the priest exclaimed,—" all my fault!— my very grievous fault!...  

「可愛そうに芳一」住職は叫んだ。「みな、私の手落ちだ。ひどい手落ちだ」 

Everywhere upon your body the holy texts had been written— except upon your ears! 

身体中くまなく経文を書いた――が、耳だけが残っていた！ 

I trusted my acolyte to do that part of the work;  

わしは従者を信頼して、そのパート（耳）に経文を書かせたのだ。 

and it was very, very wrong of me not to have made sure that he had done it!... 

しかし、その失敗は、ヤツがちゃんと書いたかどうかを確かめなかったことだ。 

Well, the matter cannot now be helped;—  

が、まあ、それはもう、しようのない事じゃないか。 

we can only try to heal your hurts as soon as possible...  

今できることは、できるだけ早く傷を治すようにトライすることだけだ。 

Cheer up, friend!—  

元気を出しなよ、フレンドよ！ 

the danger is now well over. 

いまや危険は去った。 

You will never again be troubled by those visitors." 

もう二度とあのような客人に煩わされる事はないのだ。 

 

●後日談 

With the aid of a good doctor, Hoichi soon recovered from his injuries.  

The story of his strange adventure spread far and wide, and soon made him famous.  

Many noble persons went to Akamagaseki to hear him recite; 

 and large presents of money were given to him,— so that he became a wealthy man...  

But from the time of his adventure,  

he was known only by the appellation of Mimi-nashi-Hoichi: "Hoichi-the-Earless." 


