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時
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史
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第
五
十
回
 
実
は
改
革
者
だ
っ
た
平
清
盛
ー
貿
易
で
経
済
成
長
め
ざ
す
 

「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
：
一
盛
 

者
必
衰
の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
す
。
著
れ
る
人
も
久
し
か
 

ら
ず
…
た
け
き
者
も
遂
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
」
・
ー
こ
の
言
葉
 

で
始
ま
る
『
平
家
物
語
」
は
、
そ
の
代
表
例
と
し
て
平
清
 

盛
を
主
人
公
に
し
て
、
公
私
両
面
に
わ
た
る
横
暴
ぶ
り
や
 

非
道
の
数
々
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
が
、
清
盛
の
悪
役
イ
 

メ
ー
ジ
形
成
に
大
き
く
影
響
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
 

だ
が
清
盛
と
は
本
当
に
そ
の
よ
う
な
悪
人
だ
っ
た
の
だ
 

ろ
う
か
。
歴
史
上
の
人
物
の
中
に
は
「
敗
者
」
と
な
っ
た
 

が
ゆ
え
に
、
実
際
以
上
に
疑
め
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
少
 

な
く
な
い
。
清
盛
へ
の
悪
評
も
割
り
引
い
て
見
る
必
要
が
 

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
 

古
い
政
治
体
制
の
枠
超
え
る
政
策
 

大
輪
田
泊
、
厳
島
神
社
、
音
戸
の
瀬
戸
・
・
・
 

そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
、
清
盛
の
政
策
を
よ
く
見
る
 

と
、
別
の
清
盛
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
 

古
い
政
治
体
制
か
ら
の
脱
却
を
め
ざ
し
た
「
改
革
者
」
の
 

顔
で
あ
る
。
 

一
般
的
に
は
、
清
盛
は
朝
廷
に
取
り
入
っ
て
出
世
し
た
 

と
見
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
年
）
 

と
平
治
の
乱
（
一
一
五
九
年
）
で
勝
利
し
た
こ
と
で
後
白
 

河
天
皇
（
後
に
上
皇
）
な
ど
に
引
き
立
て
ら
れ
、
八
年
後
 

に
は
太
政
大
臣
に
ま
で
上
り
詰
め
た
。
平
家
一
門
は
栄
華
 

を
極
め
権
勢
を
誇
っ
た
。
 

だ
が
そ
の
一
方
で
清
盛
は
、
①
瀬
戸
内
経
済
圏
の
形
成
 

と
そ
の
た
め
の
航
路
と
イ
ン
フ
ラ
整
備
②
日
宋
貿
易
に
よ
 

る
経
済
成
長
③
福
原
遷
都
ー
 
ど
、
朝
廷
や
摂
関
政
治
 

の
枠
を
超
え
た
新
し
い
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
る
の
だ
。
 

ま
ず
命
）
と
②
に
つ
い
て
。
 

清
盛
の
父
・
忠
盛
は
朝
廷
の
命
に
よ
り
瀬
P
内
海
の
海
 

賊
を
制
圧
し
支
配
下
に
置
い
た
が
、
清
盛
も
安
芸
守
、
播
 

磨
守
、
大
宰
大
弐
（
大
宰
府
の
実
質
的
ト
ッ
プ
）
な
ど
を
 

歴
任
、
西
国
で
の
勢
力
拡
大
と
経
済
基
盤
強
化
を
図
っ
た
。
 

一
一
五
八
年
に
大
宰
工
入
弐
に
就
任
し
た
清
盛
は
、
対
外
 

貿
易
の
窓
口
だ
っ
た
博
多
港
を
拡
張
し
、
宋
と
の
貿
易
を
 

自
ら
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
で
莫
大
な
利
益
を
上
げ
た
と
 

言
わ
れ
る
。
一
一
六
六
年
に
は
弟
の
頼
盛
を
大
宰
大
弐
に
 

就
任
さ
せ
た
。
こ
の
職
は
任
地
に
赴
任
し
な
い
の
が
慣
例
 

だ
っ
た
が
、
頼
盛
は
大
宰
府
に
赴
任
し
た
。
清
盛
が
そ
れ
 

ほ
ど
日
宋
貿
易
を
重
視
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
 

続
い
て
、
瀬
戸
内
海
上
航
路
の
整
備
に
取
り
組
み
、
現
 

在
の
広
島
県
呉
市
の
陸
地
部
と
倉
橋
島
の
間
の
海
峡
「
音
 

戸
の
瀬
戸
」
を
開
削
し
た
。
従
来
は
同
島
の
南
側
を
大
回
 

り
す
る
航
路
し
か
な
か
っ
た
そ
う
だ
が
、
清
盛
は
同
海
峡
 

を
航
路
と
し
て
開
く
大
工
事
を
進
め
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
 

物
資
の
運
搬
を
は
じ
め
、
日
宋
貿
易
船
や
厳
島
神
社
参
詣
 

航
路
な
ど
の
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
を
実
現
し
た
。
 

今
で
は
世
界
遺
産
と
な
っ
て
い
る
厳
島
神
）
札
の
海
上
神
 

殿
を
建
設
し
た
の
も
、
瀬
戸
内
航
路
整
備
と
大
き
く
関
係
 

し
て
い
る
。
も
と
も
と
海
の
守
り
神
で
あ
る
同
神
社
と
の
 

結
び
つ
き
を
深
め
る
こ
と
は
、
瀬
戸
内
航
路
の
整
備
と
安
 

全
確
保
と
表
裏
一
体
だ
っ
た
。
 

お
お
 
わ
 
だ
の
と
ま
り
 

さ
ら
に
、
瀬
戸
内
航
路
の
起
点
と
な
る
大
輪
田
泊
（
現
 

在
の
神
戸
港
の
一
部
）
の
改
修
・
拡
大
に
着
手
す
る
。
 

だ
が
工
事
は
難
航
を
極
め
た
。
港
の
前
面
に
人
工
島
を
 

築
い
て
風
や
波
浪
を
防
ご
う
と
し
た
も
の
の
、
強
風
で
た
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び
た
び
工
事
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
「
人
 

柱
を
立
て
る
べ
き
だ
」
と
の
意
見
が
出
た
が
、
清
盛
は
そ
 

れ
を
退
け
、
石
に
お
経
を
書
い
て
埋
め
立
て
た
と
い
う
。
 

工
事
完
成
後
こ
の
島
は
「
経
が
島
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
 

に
な
り
、
『
平
家
物
語
』
は
「
清
盛
の
死
後
、
遺
骨
が
こ
 

の
島
に
納
め
ら
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
。
 

こ
の
逸
話
か
ら
は
、
清
盛
が
悪
人
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
け
 

離
れ
た
合
理
的
な
考
え
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
 

が
え
る
。
大
輪
田
泊
は
そ
の
後
発
展
し
て
今
日
の
神
戸
港
 

と
な
っ
て
お
り
、
清
盛
の
先
見
性
を
示
し
て
い
る
。
 

日
宋
貿
易
で
貨
幣
経
済
の
端
緒
開
く
 

ク
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
そ
転
換
め
ざ
す
 

こ
う
し
た
瀬
P
内
航
路
と
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
結
果
、
宋
 

の
船
が
大
輪
田
泊
ま
で
入
港
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
日
宋
 

貿
易
が
活
発
化
し
た
。
宋
か
ら
陶
磁
器
、
香
料
、
書
籍
な
 

海
運
と
貿
易
で
経
済
強
化
 

ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
転
換
 

ど
を
輸
入
、
日
本
か
ら
は
金
・
銀
、
真
珠
、
槍
と
い
っ
た
 

高
級
木
材
な
ど
が
輸
出
さ
れ
た
。
従
来
の
日
中
間
の
貿
易
 

は
儀
礼
的
な
色
彩
、
あ
る
い
は
中
国
の
進
ん
だ
文
化
や
物
 

品
を
導
入
す
る
と
い
っ
た
要
素
が
強
か
っ
た
が
、
清
盛
は
 

双
方
の
需
要
に
応
じ
実
利
を
求
め
る
貿
易
を
推
進
し
た
。
 

ま
た
日
宋
貿
易
に
よ
っ
て
大
量
の
宋
銭
が
輪
入
さ
れ
、
 

一
部
で
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
。
貨
幣
経
済
と
い
う
に
は
 

程
遠
か
っ
た
が
、
そ
の
端
緒
を
開
い
た
と
言
え
る
。
 

こ
う
し
た
新
し
い
発
想
を
も
と
に
清
盛
が
め
ざ
し
た
の
 

は
、
い
わ
ば
ク
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
4

の
転
換
だ
っ
た
。
そ
 

れ
ま
で
の
武
士
は
中
央
の
貴
族
や
地
方
の
国
司
な
ど
の
支
 

配
下
に
あ
り
、
土
地
を
経
済
的
基
盤
と
し
て
い
た
。
こ
れ
 

に
対
し
清
盛
は
海
運
や
日
宋
貿
易
な
ど
新
た
な
分
野
を
掌
 

中
に
収
め
、
既
存
の
体
制
か
ら
自
立
し
た
独
自
の
経
済
基
 

盤
を
築
こ
う
と
し
た
と
解
釈
で
き
る
。
 

そ
れ
を
目
に
見
え
る
形
で
示
そ
う
と
し
た
の
が
、
③
の
 

福
原
遷
都
だ
っ
た
。
清
盛
は
一
一
六
七
年
二
月
に
太
政
大
 

臣
に
就
任
し
た
が
、
わ
ず
か
三
カ
月
後
に
辞
任
し
、
福
原
 

に
移
り
住
ん
だ
。
こ
の
後
、
雪
見
御
所
と
呼
ば
れ
る
本
格
 

的
な
邸
宅
を
造
営
し
て
お
り
、
亡
く
な
る
ま
で
の
十
年
余
 

り
の
大
半
を
こ
こ
で
過
ご
し
た
。
 

福
原
は
瀬
戸
内
航
路
の
起
点
で
あ
る
大
輪
田
泊
の
後
背
 

地
と
い
う
戦
略
的
な
位
置
に
あ
る
と
同
時
に
、
南
側
が
海
 

に
面
し
て
西
・
北
・
東
の
三
方
を
山
で
囲
ま
れ
て
防
御
に
 

強
い
と
い
う
軍
事
的
利
点
を
持
っ
て
い
た
。
清
盛
は
既
存
 

の
政
治
体
制
か
ら
距
離
を
置
く
た
め
、
当
初
か
ら
福
原
へ
 

の
遷
都
を
構
想
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
自
 

分
の
外
孫
で
あ
る
安
徳
天
皇
が
即
位
し
た
一
一
八
〇
年
に
 

福
原
へ
の
遷
都
を
実
行
し
た
。
 

だ
が
、
そ
の
年
の
八
月
に
は
源
頼
朝
が
伊
豆
で
挙
兵
、
 

風
雲
急
を
告
げ
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
半
年
後
に
 

は
京
都
に
帰
還
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
福
原
遷
都
は
失
 

敗
に
終
わ
る
0

翌
一
一
八
一
年
、
清
盛
は
病
に
倒
れ
、
六
 

十
四
歳
で
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
平
家
が
滅
亡
し
た
 

の
は
そ
の
四
年
後
だ
っ
た
。
 

武
家
政
権
樹
立
に
道
開
く
役
割
も
 

政
策
意
図
浸
透
せ
ず
、
事
業
承
継
に
失
敗
 

だ
が
清
盛
の
構
想
の
一
部
は
、
結
果
的
に
頼
朝
に
受
け
 

継
が
れ
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
頼
朝
は
京
都
か
ら
遠
く
 

離
れ
た
鎌
倉
か
ら
動
か
な
か
っ
た
が
、
鎌
倉
も
南
が
海
 

で
、
三
方
が
山
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
鎌
倉
で
頼
朝
は
 

幕
府
を
開
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
清
盛
は
 

武
家
政
権
樹
立
に
道
を
開
く
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
。
 

清
盛
が
め
ぎ
し
た
「
改
革
」
の
精
神
は
、
現
代
の
企
業
 

経
営
に
も
通
じ
る
も
の
だ
。
新
し
い
発
想
で
ビ
ジ
ネ
ス
モ
 

デ
ル
や
経
営
戦
略
を
構
築
ま
た
は
転
換
す
る
こ
と
が
、
新
 

た
な
可
能
性
を
切
り
開
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
。
 

だ
が
清
盛
自
身
と
平
家
一
門
が
貴
族
化
し
て
し
ま
っ
た
 

こ
と
で
改
革
の
方
向
が
見
え
に
く
く
な
り
、
多
く
の
人
々
、
 

特
に
肝
心
の
武
士
に
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。
そ
 

の
う
え
後
継
者
と
な
っ
た
三
男
・
宗
盛
の
能
力
不
足
な
ど
 

事
業
承
継
に
も
事
実
上
失
敗
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
現
代
の
 

企
業
経
営
へ
の
教
訓
で
あ
る
。
 

岡
田
晃
（
お
か
だ
あ
き
ら
）
 

一
九
七
一
年
、
慶
応
義
塾
大
学
経
適
ユ
・
部
卒
業
後
、
日
本
経
済
新
聞
社
入
社
。
 

編
集
委
員
を
経
て
、
テ
レ
ビ
東
京
出
向
。
「
ワ
ー
ル
ド
ビ
ジ
ネ
ス
サ
テ
ラ
イ
 

ト
（
W
B
s
）
」
マ
ー
ケ
ッ
ト
キ
ャ
ス
タ
ー
、
同
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
N
Y
支
 

局
長
、
テ
レ
ビ
東
京
ア
メ
リ
カ
社
長
、
理
事
・
解
説
委
員
長
。
一
一
O
〇
六
年
 

か
ら
大
阪
経
済
大
学
客
員
教
授
、
同
特
別
招
聴
教
授
を
経
て
、
ニ
〇
ニ
五
 

年
に
同
特
命
教
授
。
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