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序　
『
平
家
物
語
』に
お
け
る
鎮
魂

本
稿
で
は
、『
平
家
物
語）

1
（

』
の
主
題
の
一
つ
が
鎮
魂
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
た

上
で
、
そ
の
鎮
魂
の
多
様
な
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

『
平
家
物
語
』
の
主
題
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
平
家
滅
亡
の
悲
哀
、
仏
教
の
無

常
観
等
諸
説
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
少
な
く
と
も
そ
の
主
題
の
一
つ
が
鎮
魂
で

あ
る
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る）

2
（

。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
平
家

物
語
』
が
鎮
魂
の
物
語
で
あ
る
こ
と
に
肯
定
の
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
ま
ず
『
平

家
物
語
』
に
即
し
て
、
そ
の
主
題
の
一
つ
が
鎮
魂
で
あ
る
こ
と
を
跡
づ
け
て
お
こ

う
。

本
稿
で
は
、
鎮
魂
を
、
身
体
か
ら
離
れ
た
外
部
の
魂
を
付
着
さ
せ
て
固
め
お
く

と
い
う
歴
史
上
の
一
般
的
な
意
味）

3
（

で
は
な
く
、
政
争
や
戦
乱
の
最
中
に
非
業
の
死

を
遂
げ
た
人
々
の
荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
、
死
後
の
安
楽
へ
と
導
く
と
い
う
意
味
で
使

用
す
る
こ
と
に
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
単
に
死
者
の
霊
魂
を
鎮
め
る
だ
け
で
は

な
く
、
生
き
て
い
る
人
々
に
生
じ
る
様
々
な
悪
事
を
起
こ
ら
な
く
す
る
と
い
う
現

実
的
な
効
果
と
も
連
続
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、『
平
家
物
語
』

が
描
か
れ
た
当
時
、
人
々
を
苦
し
め
て
い
た
地
震
や
落
雷
、
干
害
や
疫
病
な
ど
の

様
々
な
災
害
、
あ
る
い
は
人
の
病
や
死
な
ど
の
様
々
な
悪
い
出
来
事
は
、
戦
乱
や

政
争
の
な
か
で
非
業
の
死
を
遂
げ
た
人
々
の
無
念
の
想
い
、
荒
ぶ
る
魂
が
、
そ
の
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原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
当
時
の
人
々
は
、
無
念
の
死

を
遂
げ
た
人
々
を
様
々
な
か
た
ち
で
慰
め
て
、
そ
の
荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
る
こ
と

で
、
そ
れ
ら
悪
い
出
来
事
を
元
か
ら
断
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
、『
平
家
物
語
』
の
主
題
が
今
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
の
鎮
魂

で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
物
語
の
最
後
の
巻
で
あ
る
「
灌
頂
巻
」
に
お
い
て
、
壇
ノ
浦
で

沈
ん
だ
安
徳
天
皇
の
母
で
あ
る
建
礼
門
院
が
、
安
徳
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
平
家

一
門
の
後
世
の
菩
提
を
弔
い
、
そ
の
魂
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
い
る
点
を
根
拠
と
し

て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
物
語
の
最
後
に
、
そ
の
物
語
の
主
題
を
説

明
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
か
つ
ま
た
、
本
稿
で
確
か
め
て
い

く
よ
う
に
、『
平
家
物
語
』
の
な
か
に
は
、
滅
び
ゆ
く
人
々
に
最
期
ま
で
献
身
的

に
尽
く
す
人
物
が
数
多
く
登
場
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
多
く
は
出
家
し
て
彼
ら
の

後
世
を
弔
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
傍
証
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い

は
、『
平
家
物
語
』
で
滅
ん
で
い
く
当
人
達
の
多
く
も
、
そ
の
最
期
に
は
念
仏
を

称
え
て
い
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
念
仏
の
功
徳
で
来
世
浄
土

に
お
も
む
き
、
そ
の
魂
が
安
楽
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
、『
平
家
物
語
』
の
多
く
の
説
話
が
「
〜
最
期
」
と
い
う
よ
う
に
、
登
場
人
物

の
最
期
に
と
り
わ
け
焦
点
を
当
て
て
い
る
こ
と
も
そ
の
根
拠
の
一
つ
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
人
の
最
期
を
描
く
こ
と
は
、
鎮
魂
の
常
套
手
段
の
一
つ
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、『
平
家
物
語
』
の
な
か
に
は
、
そ
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
鎮
魂
と
親
和

的
な
世
界
観
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
傍
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な

わ
ち
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
死
者
の
荒
ぶ
る
霊
魂
が
災
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に

つ
い
て
は
、「
大
地
震
」
に
お
い
て
、
平
家
滅
亡
後
、
都
に
大
地
震
が
起
き
た
際

に
、
そ
れ
は
平
家
の
怨
霊
が
原
因
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
怨
霊
が
と
き

に
個
人
に
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
判
官
都
落
」
に
お
い
て
、

源
義
経
が
頼
朝
に
に
ら
ま
れ
て
排
除
さ
れ
か
か
っ
た
際
、
義
経
が
大
物
の
浦
か
ら

海
路
で
西
国
に
逃
げ
よ
う
舟
を
こ
ぎ
出
し
た
と
こ
ろ
、
激
し
い
風
に
よ
っ
て
住
吉

の
浦
に
打
ち
上
げ
ら
れ
て
し
ま
い
、
西
国
に
行
け
な
か
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い

る
が
、
そ
の
原
因
は
、
義
経
が
平
家
を
滅
ぼ
し
た
た
め
、
そ
の
怨
霊
が
大
風
を
引

き
起
こ
し
て
邪
魔
を
し
た
こ
と
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
政
争
な
ど

で
敗
れ
た
人
の
霊
魂
が
生
き
て
い
る
人
に
悪
い
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
か
ら
逃
れ

る
た
め
に
、
人
々
が
そ
れ
ら
怨
霊
を
鎮
め
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
赦

文
」
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
清
盛
の
娘
で
あ
っ
た
中
宮
（
後

の
建
礼
門
院
）
が
懐
妊
し
た
際
、
様
々
な
物
の
怪
が
取
り
入
っ
て
苦
し
ん
で
い

た
。
そ
れ
を
見
た
清
盛
ら
平
家
一
門
の
人
々
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
に
政
争
に
敗
れ
て

非
業
の
死
を
遂
げ
た
崇
徳
上
皇
や
藤
原
頼
長
、
藤
原
成
親
ら
の
祟
り
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
で
、
崇
徳
上
皇
に
追
号
し
た
り
、
頼
長
に
増
官
し
た
り
、
成
親
の
息
子

で
遠
く
鬼
界
ヶ
島
に
流
刑
に
さ
れ
て
い
た
成
経
を
恩
赦
で
許
し
た
り
し
て
い
る
。

こ
の
事
例
か
ら
は
、
非
業
の
死
を
遂
げ
た
死
者
の
怨
霊
を
生
き
て
い
る
人
が
そ
の

喜
び
そ
う
な
こ
と
を
し
て
な
ん
と
か
鎮
め
、
そ
の
悪
影
響
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て

い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
他
な
ら
ぬ
『
平
家

物
語
』
の
中
に
、
鎮
魂
と
親
和
的
な
世
界
観
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
る
程

度
説
明
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
非
業
の
死
を

遂
げ
た
人
々
の
怨
霊
が
い
て
、
そ
れ
が
現
世
に
様
々
な
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
が

信
じ
ら
れ
て
お
り
、
人
々
は
そ
れ
を
な
ん
と
か
鎮
め
よ
う
と
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る）

4
（

。

以
上
、
本
節
で
は
、『
平
家
物
語
』
の
主
題
の
一
つ
が
鎮
魂
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
、『
平
家
物
語
』
に
即
し
て
確
認
し
た
。
以
下
、
そ
の
鎮
魂
の
多
様
な
す
が

た
を
『
平
家
物
語
』
に
語
ら
れ
る
様
々
な
事
例
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に

し
よ
う
。一　

従
者
の
忠
節
と
鎮
魂

鎮
魂
の
諸
相
を
見
て
い
く
に
あ
た
り
、
は
じ
め
に
注
目
し
た
い
の
は
、
平
家
で

あ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
政
争
や
戦
に
負
け
て
滅
ん
で
い
く
主
人
に
最
期
ま
で
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