
　
「
平
家
物
語
」は
、
今
か
ら
７
８
０
年

ほ
ど
前
の
承
久
～
仁
治
年
間
に
書
か
れ

た
、
平
家
一
門
の
栄
華
と
没
落
ま
で
を

語
っ
た
古
典
で
あ
る
。

　

こ
の
巻
第
八「
太
宰
府
落お

ち

」の
条
は
、

都
落
ち
で
、
ま
だ
幼
い
安
徳
天
皇
を
擁

し
て
太
宰
府
ま
で
落
ち
の
び
て
き
た
平

家
一
門
が
、
こ
こ
に
豊
後
の
緒
方
惟こ

れ
よ
し義

が
三
万
余
騎
の
勢
で
攻
め
て
く
る
と
の

報
で
、
せ
っ
か
く
落
ち
着
い
た
太
宰
府

か
ら
再
び
落
ち
の
び
る
逃
避
行
の
様
子

を
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
「
…
水
き（
城
）の
戸
を
出
て
、
か
ち

は
だ
し
に
て
我
さ
き
に
前さ

き

に
と
箱
崎
の

津
へ
と
落
給
へ
。
お
り
ふ
し
く
だ
る
雨

車
軸
の
ご
と
し
。
吹ふ

く

風
砂い

さ
ご

を
あ
ぐ
と

か
や
。
お
つ
る
涙
、
ふ
る
雨
、
わ
き

て
い
づ
れ
も
み
え
ざ
り
け
り
。
住
吉
・

筥は
こ
ざ
き崎

・
香
椎
・
宗
像
ふ
し
お
が
み
、
た

だ
主
上
舊き

ゅ
う
と都
の
還
幸
と
の
み
ぞ
祈
ら
れ

け
る
。
た
る
み
山
・
鶉
濱
な（
ん
）ど
い

ふ
峨が

が々

た
る
嶮け

ん
な
ん難

を
し
の
ぎ
、
渺

び
ょ
う
び
ょ
う々た

る
平へ

い
さ沙

へ
ぞ
お
も
む
き
給
ふ
。
い
つ
な

ら
は
し
の
御
事
な
れ
ば
、
御お

ん
あ
し足

よ
り
い

づ
る
血
は
沙い

さ
ご
を
そ
め
、
紅
の
袴は

か
ま
は
色
を

ま
し
、
白
袴
は
す
そ
紅

く
れ
な
いに
ぞ
な
り
に
け

る
。
彼か

の
げ
ん
じ
ょ
う
さ
ん
ぞ
う

玄
弉
三
藏
の
流り

ゅ
う
さ沙
・
葱そ

う
れ
い嶺
を
凌し

の

が
れ
け
ん
く
る
し
み
も
、
是こ

れ

に
は
い
か

で
か
ま
さ
る
べ
き
。
…
」

　

こ
の
都
落
ち
は
、
安
徳
天
皇
・
二
位

尼（
清
盛
の
妻
）・
建
礼
門
院
と
そ
の
女

官
た
ち
・
宗
盛
・
時
忠
・
敦
盛
な
ど
公

卿
10
人
、
信
基
な
ど
殿
上
人
16
人
、
そ

の
ほ
か
律
師
や
家
人
ら
７
千
余
人
を
数

え
る
逃
避
行
だ
っ
た
と
い
う
。

　
文
中
に
あ
る「
た
る
み
山
」が
、
湯
川

山
と
そ
の
鞍
部
の
垂
見
峠
を
指
し
て
お

り
、「
鶉
濱
」は
当
時
は
内
海
だ
っ
た
内

浦
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
は
、
内

浦
と
手
野
の
間
は
ま
だ
海
だ
っ
た
時
代

で
あ
る
。
内
浦
の
小
字
地
名
に
あ
る「
横

波
」は
、
そ
の
内
海
を
渡
る
場
所
の
意

味
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
後
安
徳
天
皇
の
一
行
は
、

芦
屋
の
山
鹿
城
主
だ
っ
た
山
鹿
秀
遠
に

出
迎
え
ら
れ
、
３
千
の
兵
が
安
徳
帝
を

護
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
秀
遠
は
、
こ
の

当
時
の
政
権
を
握
っ
て
い
た
摂
関
家
藤

原
北
家
の
出
で
、
平
家
一
門
と
は
身
近

な
存
在
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
時
に
寿
永
元（
１
１
８
２
）年
８
月
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
、
秀
遠
は
安
徳

帝
を
奉
じ
て
屋
島
に
行
き
、
最
後
は
長

門
壇
ノ
浦
合
戦
で
源
氏
と
戦
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
か
ら
も
、
こ
の
時
代

の
垂
見
峠
は
太
宰
府
に
至
る
主
要
な
官

道
だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

鶉
濱
と
あ
る
内
浦
も
、
こ
の
太
宰
道

の
難
関
だ
っ
た
峠
道
の
、
登
り
口
に
当

た
る
大
事
な
関
門
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
峠
越
え
を「
峨
々
た
る
嶮
難
」と

書
い
て
あ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
大
げ
さ

の
感
が
あ
る
が
、
人
目
を
避
け
る
逃
避

行
で
あ
る
だ
け
に
、
道
な
き
道
の
山
越

え
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

や
っ
と
の
思
い
で
山
鹿
城
に
着
い
た

一
行
は
、
し
ば
し
の
憩
い
を
と
り
、
９

月
十
三
夜
の
冴さ

え
た
月
を
愛
で
歌
を
詠

ん
で
い
る
。
そ
の
中
で
平
大
納
言
時
忠

が
詠
ん
だ
歌
を
紹
介
す
る
。

君
住
め
ば
こ
こ
も
雲
井
の
月
な
れ
ど

�
猶
恋
し
き
は
都
な
り
け
り

　

こ
の
後
、
豊
後
の
緒
方
惟
義
の
大
軍

が
攻
め
て
く
る
と
の
報
で
、
山
鹿
秀
遠

は
安
徳
天
皇
一
行
を
船
で
柳
ヶ
浦
に
導

い
た
。
柳
ヶ
浦
は
、
現
在
の
北
九
州
市

門
司
区
大
里
の
こ
と
で
あ
る
。

　

大
里
の
地
名
は
、
安
徳
天
皇
の
一
行

が
こ
こ
に
滞
在
し
、
此
処
が
し
ば
し
の

内
裏
、
す
な
わ
ち
御
所
・
禁
裏
と
さ
れ

た
こ
と
か
ら
内
裏
＝
大
里
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
聲
、
諸

行
無
常
の
響
あ
り
。
…
」に
始
ま
る「
平

家
物
語
」の
哀
切
な
物
語
の
中
で「
た
る

み
峠
」と「
鶉
濱
」の
項
は
悲
痛
な
余
韻

の
よ
う
で
あ
る
。

▲物語の舞台となった湯川山（写真左）と垂見峠（写真中央）

岡
垣
の
歴
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と
風
土
⑥
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―
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