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平
家
物
語
　
敦あ

つ

盛も
り

の
最
期

（
口
語
訳
）

　
波
打
ち
ぎ
わ
に
上
が
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、（
熊く
ま

谷が
え

は
馬
を
）
並
べ
て
む
ず
と
組
ん
で
ど
し

ん
と
落
ち
、
取
り
押お

さ
え
つ
け
て
首
を
取
ろ
う
と
甲か
ぶ
とを

仰あ
お

向
け
に
し
て
（
顔
を
）
見
る
と
、
年

十
六
、七
ぐ
ら
い
の
（
若
武
者
）
が
、
薄う
す

化げ

粧し
ょ
うを

し
て
、
歯
を
黒
く
染
め
て
い
る
。
わ
が
子
の
小こ

次じ

郎ろ
う

の
年
く
ら
い
で
、
容よ
う

貌ぼ
う

が
ま
こ
と
に
美
し
か
っ
た
の
で
、
ど
こ
に
刀
を
突
き
刺
し
た
ら
よ
い

か
も
わ
か
ら
な
い
。

「
い
っ
た
い
ど
う
い
う
身
分
の
お
か
た
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。
お
名
の
り
く
だ
さ
い
。
お
助

け
申
し
ま
し
ょ
う
。」

と
申
す
と
、

「
お
ま
え
は
誰だ
れ

か
。」

と
お
た
ず
ね
に
な
る
。

「
名
の
る
ほ
ど
の
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
武む

蔵さ
し

の
国
の
住
人
、
熊
谷
次じ

郎ろ
う

直な
お

実ざ
ね

。」

と
名
の
り
申
し
あ
げ
る
。

「
で
は
、
お
ま
え
に
向
か
っ
て
は
名
の
る
ま
い
ぞ
。
お
ま
え
に
と
っ
て
は
（
私
は
）
よ
い
敵か
た
きだ
ぞ
。

名
の
ら
な
く
て
も
首
を
と
っ
て
人
に
尋た
ず

ね
て
み
ろ
。（
自
分
を
）
見
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

　
熊
谷
は
、「
あ
あ
、
立
派
な
将
軍
だ
。
こ
の
人
一
人
を
お
討う

ち
申
し
た
と
し
て
も
、
負
け
る
は

ず
の
い
く
さ
に
勝
つ
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
お
討
ち
申
さ
な
く
て
も
、
勝
つ
は
ず
の
い
く
さ
に
負

け
る
こ
と
も
ま
さ
か
あ
る
ま
い
。
小
次
郎
が
軽
い
傷
を
負
っ
た
の
さ
え
、
直
実
は
（
親
と
し
て
）

つ
ら
く
思
う
の
に
、
こ
の
殿と
の

の
父
が
、（
わ
が
子
が
）
討
た
れ
た
と
聞
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
お
嘆な
げ

き

に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
あ
お
助
け
申
し
た
い
。」
と
思
っ
て
、
後
ろ
を
さ
っ
と
見
る
と
、
土と

肥い

、

梶か
じ

原わ
ら

が
五
十
騎き

ほ
ど
で
続
い
て
い
る
。
熊
谷
が
涙な
み
だを
お
さ
え
て
申
し
た
こ
と
に
は
、

「
お
助
け
申
そ
う
と
は
存
じ
ま
す
が
、
味
方
の
軍
勢
が
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
て
い
ま
す
。
と

う
て
い
お
逃
げ
に
な
れ
ま
す
ま
い
。
他
の
者
の
手
に
お
か
け
す
る
よ
り
も
、
同
じ
こ
と
な
ら
、
直

実
の
手
に
お
か
け
し
て
、
死
後
の
ご
供く

養よ
う

を
し
て
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。」

と
申
し
た
の
で
、

「
た
だ
早
く
早
く
首
を
と
れ
。」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
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熊
谷
は
あ
ま
り
に
か
わ
い
そ
う
で
、
ど
こ
に
刀
を
突
き
刺
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
い
で
、
目

も
く
ら
み
正
気
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
前
後
不
覚
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
う
し
て
ば
か
り
も
い
ら

れ
な
い
こ
と
な
の
で
、
泣
く
泣
く
首
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
。

「
あ
あ
、
弓ゆ
み

矢や

を
取
る
身
ほ
ど
残
念
な
も
の
は
な
い
。
武
芸
の
家
に
生
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
ど

う
し
て
こ
の
よ
う
な
つ
ら
い
め
に
遭あ

う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
心
な
く
も
お
討
ち
申
し
た
も
の
だ
な

あ
。」

と
く
ど
く
ど
繰く

り
返
し
て
、
袖そ
で

を
顔
に
押お

し
あ
て
て
さ
め
ざ
め
と
泣
い
て
い
た
。
や
や
長
い
時
間

が
た
っ
て
、
そ
う
し
て
ば
か
り
も
い
ら
れ
な
い
の
で
、（
大
将
軍
の
）
鎧よ
ろ
い

直び
た

垂た
れ

を
と
っ
て
、
首
を

包
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
、錦
の
袋
に
入
れ
た
笛
を
、腰こ
し

に（
こ
の
若
者
は
）お
差
し
に
な
っ
て
い
た
。

「
あ
あ
か
わ
い
そ
う
だ
、
今
日
の
明
け
方
、
城
の
内
で
音
楽
を
奏か
な

で
て
い
た
の
は
、
こ
の
人
た
ち

で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
だ
な
あ
。
現
在
味
方
に
、
東
国
の
兵
は
何
万
騎
か
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
く

さ
の
陣じ
ん

に
笛
を
持
つ
人
は
ま
さ
か
あ
る
ま
い
。
身
分
の
高
い
人
は
、
や
は
り
優ゆ
う

雅が

で
あ
る
な
あ
。」

と
言
っ
て
九く

郎ろ
う

御お
ん

曹ぞ
う

司し

義よ
し

経つ
ね

に
（
首
と
と
も
に
笛
を
）
お
見
せ
申
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
見
る
者

は
、
み
な
涙
を
流
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

　
あ
と
に
な
っ
て
聞
く
と
、
修し
ゅ

理り

大
の
だ
い
夫ぶ

経つ
ね

盛も
り

の
子
息
で
大た
い

夫ふ

敦
盛
と
い
っ
て
、
生
年
十
七
に
な
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。（
ま
さ
に
）
そ
の
時
か
ら
、
熊
谷
の
仏
門
に
入
っ
て
僧そ
う

に
な
ろ
う
と
い
う

思
い
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。




