
ごく 
 

全
６
冊
の
岩
波
⽂
庫
﹁
太
平
記
﹂
の
ち
�
う
ど
半

分
︑
３
冊
目
の
最
終
巻
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
︒
コ
ロ

ナ
は
ま
だ
︑
終
息
の
気
配
も
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
無
事

に
読
み
終
え
る
こ
と
を
願
:
て
や
み
ま
せ
ん
︒
こ

の
⽇
の
第
２
１
巻
は
︑
物
語
の
主
⼈
公
の
ひ
と
り

後
醍
醐
天
皇
の
死
去
に
加
え
︑
歌
舞
伎
﹁
仮
名
⼿
本

忠
⾂
蔵
﹂
の
下
敷
き
と
な
:
た
塩
冶
判
官
事
件
も

あ
:
て
︑
興
味
津
々
︒
し
ば
ら
く
お
休
み
だ
:
た
横

⼭
さ
ん
も
出
席
さ
れ
︑
う
れ
し
い
例
会
で
し
た
︒ 

◇
輪
読
し
た
箇
所
は
次
の
通
り
で
す
︒ 

 

︵
⼆
︶
天
下
時
勢
粧
の
事
︵
三
︶
神
輿
動
座
の
事 

妙
法
院
焼
き
討
ち
︵
Ｐ
４
０
９
�
４
１
５
︶ 

 

暦
応
元
年(

１
３
３
８)

の
秋
︑
紅
葉
狩
り
帰
り
の
佐
々
⽊
道 

誉
⼀
族
の
下
部
が
妙
法
院
の
庭
の
紅
葉
の
枝
を
折
り
︑
番
⼈
に

打
た
れ
て
追
い
出
さ
れ
た
︒
こ
れ
を
聞
い
た
道
誉
は
激
怒
し
︑ 

三
百
余
騎
で
妙
法
院
を
襲
わ
せ
︑
院
を
焼
き
払
:
た
︒
院
は
延

暦
寺
三
門
跡
の
ひ
と
つ
で
︑
時
の
院
主
は
後
伏
⾒
上
皇
皇
⼦
の

亮
性
法
親
王
︒
⼭
門
は
道
誉
以
下
の
処
分
を
求
め
て
強
訴
し
た

が
︑
幕
府
に
遠
慮
し
た
朝
廷
の
措
置
は
道
誉
⽗
⼦
の
上
総
国
配

流
と
い
う
寛
刑
︒
配
所
に
赴
く
⼀
⾏
は
︑
⽇
吉
⼤
社
の
使
い
と

信
じ
ら
れ
て
い
る
サ
ル
の
⽪
の
靭
︑
腰
当
︑
鶯
の
⿃
籠
を
⼿
に
︑

遊
⼥
を
引
き
連
れ
︑
所
々
で
宴
会
を
し
な
が
ら
︑
と
い
う
⼭
門
︑

朝
廷
を
⼩
⾺
⿅
に
し
た
ば
さ
ら
道
中
︒
し
か
も
︑
翌
年
に
は
帰

京
し
て
︑
何
⾷
わ
ぬ
顔
で
幕
府
の
仕
事
に
就
く
と
い
う
あ
り
さ

ま
だ
:
た
︒
武
家
が
の
さ
ば
る
ご
時
世
と
い
う
わ
け
だ
︒ 

︵
五
︶
先
帝
崩
御
の
事
︵
六
︶
吉
野
新
帝
受
禅
の
事 

後
醍
醐
帝
逝
く
︵
Ｐ
４
１
８
�
４
２
２
︶ 

 

後
醍
醐
天
皇
の
病
が
重
く
な
り
︑
延
元
４
年(

１
３
３
９)

８

⽉
１
６
⽇
︑
皇
⼦
義
良
親
王
に
皇
位
を
譲
:
て
︑
世
を
去
:
た
︒

５
２
歳
︒﹁
⽟
骨
は
た
と
ひ
南
⼭
︵
吉
野
︶
の
苔
に
埋
ま
る
と
雖

も
︑
魂
魄
は
常
に
北
闕
︵
京
都
︶
の
天
を
望
ま
ん
と
思
ふ
︒
も

し
命
を
背
き
︑
義
を
軽
ん
ぜ
ば
︑
君
も
継
体
の
君
に
あ
ら
ず
︑

⾂
も
忠
烈
の
⾂
に
あ
ら
ず
﹂
と
い
う
無
念
の
⾔
葉
を
残
し
た
︒

遺
⾔
に
よ
り
︑
吉
野
・
蔵
王
堂
近
く
の
丘
に
︑
北
向
き
に
葬
ら

れ
た
︒
伊
勢
神
宮
に
義
良
親
王
の
皇
位
継
承
を
告
げ
る
勅
使
が

派
遣
さ
れ
︑
第
９
６
代
後
村
上
天
皇
が
誕
⽣
す
る
︒ 

※
北
畠
親
房
の
皇
位
正
統
観 

﹁
神
皇
正
統
記
﹂
で
親
房
は
後

村
上
を
﹁
天
照
⼤
神
よ
り
こ
の
か
た
正
統
を
受
け
ま
し
ま
し
し
﹂ 

天
皇
と
記
述
す
る
︒
こ
の
場
合
の
﹁
正
統
﹂
と
は
︑
現
在
ま
で

⽗
⼦
⼀
系
で
繋
が
:
た
皇
統
を
指
し
︑
途
中
で
断
絶
し
た
皇
統

は
除
か
れ
る
︒
正
統
の
天
皇
は
﹁
第
〇
〇
世
﹂
と
数
え
ら
れ
︑ 

即
位
の
順
番
に
よ
る
﹁
第
〇
〇
代
﹂
と
区
別
し
て
い
る
︒
こ
れ

に
よ
る
と
第
９
６
代
の
後
村
上
は
第
５
０
世
の
天
皇
と
な
る
︒ 

こ
の
考
え
は
︑
中
世
の
知
識
⼈
に
は
共
通
し
て
い
る
が
︑
親
房

の
場
合
は
︑
南
朝
を
正
統
化
す
る
論
理
と
し
て
⽤
い
て
い
る
の

が
特
徴
︒
同
じ
論
理
で
北
朝
を
正
統
化
す
る
こ
と
も
可
能
だ
︒ 

︵
七
︶
義
助
⿊
丸
城
を
攻
め
落
と
す
事 

斯
波
⾼
経
加
賀
へ
没
落
︵
Ｐ
４
２
７
�
４
３
１
︶ 

 

義
貞
討
死
後
︑
勢
い
を
盛
り
返
し
た
新
⽥
勢
は
︑
⾜
利
⽅
の

斯
波
⾼
経
が
籠
る
⿊
丸
城
を
包
囲
︒
勝
ち
目
が
な
い
と
悟
:
た

⾼
経
は
︑
再
起
を
期
し
て
隣
国
加
賀
の
富
樫
城
に
落
ち
た
︒ 

︵
⼋
︶
塩
冶
判
官
惨
死
の
事 

塩
冶
⾼
貞
の
謀
反
︵
ｐ
４
３
８
�
４
６
３
︑
⼀
部
略
︶ 

 
⾜
利
尊
⽒
の
執
事
⾼
師
直
は
︑
出
雲
守
護
塩
冶
⾼
貞
の
妻
が

絶
世
の
美
⼈
と
聞
い
て
横
恋
慕
し
た
︒
能
書
家
の
吉
⽥
兼
好
に

恋
⽂
を
代
筆
さ
せ
る
な
ど
︑
⼿
を
尽
く
し
た
が
靡
い
て
く
れ
な

い
︒
つ
い
に
師
直
は
尊
⽒
︑
直
義
に
⾼
貞
が
陰
謀
を
企
て
て
い

る
と
讒
⾔
︒
妻
の
⾔
葉
で
誅
伐
を
覚
悟
し
た
⾼
貞
は
︑
妻
と

別
々
に
本
国
へ
の
落
ち
延
び
を
図
る
︒
し
か
し
︑
妻
は
播
磨
国

蔭
⼭
で
追
い
つ
か
れ
て
惨
死
︑
⾼
貞
は
逃
げ
切
:
た
が
︑
妻
の

最
期
を
知
り
︑
⾃
害
し
て
果
て
た
︒ 

※
塩
冶
事
件
の
真
相 

事
件
の
あ
:
た
暦
応
４
年(

１
３
４
１)

前
半
期
に
は
︑
越
前
だ
け
で
な
く
常
陸
な
ど
各
地
で
南
朝
軍
の

攻
勢
が
続
い
た
︒
そ
れ
に
呼
応
し
て
⾼
貞
が
謀
反
し
た
可
能
性

は
あ
り
︑
陰
謀
を
企
て
逃
亡
し
た
⾼
貞
の
追
討
を
求
め
る
直
義

名
の
軍
勢
催
促
状
が
残
:
て
い
る
︒
ま
た
︑
時
の
左
⼤
⾂
洞
院

公
賢
の
⽇
記
に
︑
兼
好
が
師
直
の
依
頼
で
年
始
の
⾐
装
に
付
き

相
談
に
来
た
と
あ
る
の
で
︑
代
筆
も
不
⾃
然
で
は
な
い
︒ 

太平記を読む会第２１回例会 

２０２０年１０月１９日 

第２３巻輪読予定ページ（１２月２１日） 

１）３５去年の九⽉〜３８ありけるにや 

２）３９されば〜４３待つたりける 

３）４３尾張守〜４６云ひつべし 

４）４６脇屋刑部〜４８候へども 

５３古へより〜５４立たれける 

５）５４暦応五年〜５８多かりけり 

６）５８この年の〜６２刎ねらる 

７）６２その弟に〜６５なかりけれ 

８）６５吉野には〜６８下りける 

９）６８元の⼥房〜７０花なるべし 

＜注＞担当特定箇所は、飽浦三郎左衛門信

胤の寝返りを語る９）とします。 


