
御 宝 物

雪 .

以
・

国
指
定
重
要
文
化
財

平
家
物
語
　
一
一十
冊

（長
門
本
平
家
物
語
）

国
指
定
重
要
文
化
財

赤
間
神
宮
文
書
　
全
十
巻

一
冊

県
指
定
有
形
文
化
財

安
徳
天
皇
縁
起
絵
図
八
幅

（土
佐
光
信
筆
）

重
要
美
術
品

平
家

一
門
肖
像
画
十
幅

重
要
美
術
品

源
平
合
戦
絵
屏
風

（土
佐
光
起
）

重
要
美
術
品

源
平
合
戦
図
絵
十
幅

（海
北
友
松
）

重
要
美
術
品

源
平
合
戦
絵
屏
風

（狩
野
元
信
）

重
要
美
術
品

能
登
守
平
教
経
の
太
刀

（伝
備
前
友
成
）

其
　
の
　
他

太
閤
秀
吉
寄
進
の
狛
犬
及
木
盃
を
は
じ
め
多
数
所
蔵
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（第
八
十

一

徳

安

天 s

白
三鏡

緒由術ロ

今
を
去
る
八
〇
〇
年
の
昔
、
源
平
最
後
の
合
戦
に
安
徳
天
皇
は
御
歳

僅
か
八
才
を
も

っ
て
平
家

一
門
と
共
に
壇
之
浦
に
崩
じ
給
う
や
　
赤

間
関
紅
石
山
麓
阿
弥
陀
寺
境
内
に
奉
葬
し
　
建
久
二
年
　
朝
廷
は
長

門
国
に
勅
し
て
御
陵
上
に
御
影
堂
を
建
立
せ
し
め
給

い
　
建
礼
門
院

御
乳
母
の
女
　
少
将
の
局
命
阿
尼
を
し
て
奉
侍
の
上
、
勅
願
寺
と
し

て
永
く
天
皇
の
御
冥
福
を
祈
ら
し
め
給
う
、
朝
廷
の
尊
崇
き
わ
め
て

篤
く
文
人
墨
客
の
参
拝
亦
枚
挙
に
い
と
ま
な
し

明
治
維
新
に
至
る
や
阿
弥
陀
寺
を
廃
し
　
御
影
堂
を
改
め
て
天
皇
社

と
称
せ
ら
れ
　
明
治
八
年
十
月
七
日
勅
命
を
も

っ
て
官
幣
中
社
に
列

し
、
地
名
に
依
り
社
号
を
赤
間
宮
と
定
め
給

い
、
社
殿
を
造
営
せ
し

め
ら
る
。
昭
和
十
五
年
八
月

一
日
天
皇
陛
下
に
は
勅
使
を
差
し
遣
わ

さ
れ
官
幣
大
社
に
御
列
格
宮
号
を
改
め
て
赤
間
神
宮
と
宣
下
あ
ら
せ

ら
れ
、
社
殿
又
改
造
し
輪
奥
の
美
整
い
し
が
　
惜
し
む
べ
し
大
東
亜

大
戦
の
空
襲
を
蒙
り
　
神
殿
以
下
悉
く
焼
失
加
ふ
る
に
未
曽
有
の
敗

戦
に
依
り
　
復
興
造
営
は
至
難
を
極
め
し
も
　
本
殿
祝
詞
殿
以
下
御

復
興
に
邁
進
、
苦
節
苦
闘
二
十
年
に
し
て
完
工
、
昭
和
四
十
年
四
月

御
祭
神
七
八
〇
年
大
祭
を
迎
え
関
円
の
風
光
に
和
す
る
社
殿
の
壮
麗

は
昔
日
に
倍
し
実
に
陸
の
龍
宮
と
称
え
ら
る
る
に
至
れ
り

赤
間
神
宮
年
中
行
事
表

一
月
　
　
一
日

歳
旦
祭

・
初
詣

二
日

舞
楽
始
め
の
儀

三
日

元
始
祭

第
二
月
曜

成
人
式

二
月
　
　
一二
日

節
分
祭
（鎮
守
八
幡
宮
）

十

一
日

建
国
記
念
の
日
奉
祝
祭

十
四
日

真
木
菊
四
郎
祭

十
七
日

祈
年
祭

三
月

（上
旬
）

紅
石
稲
荷
神
社
春
祭

平
家
雛
流
神
事

二
十

一
日

春
季
皇
霊
祭
遥
拝
式

四
月
二
十
四
日
献
茶
式

五
月
　
　
一
一日

先
帝
祭
御
陵
前
祭

三
日

先
帝
祭
上
幅
参
拝

四
日

先
帝
祭
御
神
幸
祭

十
日

大
連
神
社
春
祭

六
月
　
一二
十
日

大
祓
式

七
月
　
十
五
日

耳
な
し
芳

一
琵
琶
供
養
祭

二
十
九
日

鎮
守
八
幡
宮
夏
越
祭

八
月
　
十
五
日

靖
国
神
社
遥
拝
式

九
月

（上
旬
）

紅
石
稲
荷
神
社
秋
祭

二
十
三
日

秋
季
皇
霊
祭
遥
拝
式

十
月
　
　
一
日

大
連
神
社
秋
祭

（上
旬
）

仲
秋
観
月
祭

七
日

秋
季
例
大
祭

・
関
門
海
峡
祭

十
五
日

鎮
守
八
幡
宮
秋
季
大
祭

（中
旬
）

う
に
供
養
祭

十

一
月

（上
旬
）

菊
花
祭

十
五
日

七
五
三
詣

二
十
三
日

新
嘗
祭

十
二
月
　
十
日

し
め
な
わ
祭

二
十
三
日

天
皇
御
誕
生
日
奉
祝
祭

二
十
八
日

餅
つ
き
神
事

二
十

一
日

大
祓
式

・
除
夜
祭

寿
永
四
年
二
月
二
十
四
日
壇
之
浦
合
戦
に
平
二
位
の
尼
前
は

「今
ぞ
じ
る
　
み

も
す
そ
川
の
　
お
ん
な
が
れ
　
波
の
下
に
も
　
都
あ
り
と
は
」
と
詠
じ
給
い

此
の
事
を
深
く
思
召
さ
れ
し
昭
憲
皇
太
后
宮
は
明
治
九
年
に

「
い
ま
も
猶
　
袖

こ
そ
ぬ
る
れ
　
わ
た

つ
み
の
　
龍
の
み
や
こ
の
み
ゆ
き
思
へ
ば
」
と
の
御
歌
を

奉
献
あ
ら
せ
給

へ
り
　
此
の
御
ゆ
か
り
を
　
か
し
こ
み
奉
り
て
、
昭
和
三
十
二

年
、
世
界
唯

一
の
竜
宮
造
り
に
ぞ
御
造
営
成
る
や
、
同
年
四
月
七
日
　
昭
和
天

皇
皇
后
両
陛
下
に
は
親
し
く
神
宮
に
御
参
拝
、
御
通
り
初
め
の
栄
を
賜
ひ
、
あ

ま

つ
さ
え
御
製

一
首
を
も
下
し
給

へ
り
　
即
ち

「
み
な
そ
こ
に
　
し
づ
み
給
ひ

し
　
遠

つ
祖
を
　
悲
し
と
ぞ
思
ふ
　
書
見
る
た
び
に
」

御
祭
神
安
徳
天
皇
は
水
天
皇
大

神
と
称

へ
奉
り
　
徳
富
蘇
峯
翁

は
之
が
奉
建
に
際
し
て

「玉
体

を
水
底
に
鎮
め
給
ひ
し
も
、
御

霊
は
天
上
に
お
在
し
ま
さ
ば
、

此
の
神
門
を

『水
天
門
』
と
中

し
奉
る
所
以
な
り
」
と
せ
ら
る
。

蓋
し
そ
の
結
構
壮
麗
雄
大
に
し

て
古
今
無
比
、
他
に
類
例
な
く

将
に
天
下
第

一
の
観
た
り

水 天 門 の 由 来



寡

撃

先

帝

祭

安 徳 天 皇 阿 弥 陀 寺 陵
幼
な
く
し
て
な
く
な

っ
た
安
徳
天
皇
の
お
墓
で

あ
る
。
赤
間
神
宮
の
隣
に
あ
り
、
西
日
本
で
は

た
だ
ひ
と
つ
の
御
陵
で
あ
る
。

平家―門の墓

壇の浦合戦に亡びし平家一門の武将 をiEる もので七盛塚 とも呼ば

れ 耳無 し芳一の伝説地 としても殊 に有名である。
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近 近 近

衛 衛 衛

中 中 少

将 将 将 前

平 平 平 平 平 平 平 平 平
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将

能

登

守

参

議

修

理
大

夫

大

将

中

納

言

参

議

中

納

言後

伊
賀
平
内
左
衛
門

上

総

五
郎
兵

衛

飛
騨
二
郎
左
衛
門

飛

騨

四
郎
兵
衛

越

中

次

郎
兵

衛

丹

後

守

侍

従

従
　
一
一　
位
　
尼

毎
年
、
五
月
二
日
の
御
祭
神
安
徳
天
皇
御
命
目
を
皮
切
り

と
し
て
以
後
三
日
間
に
亘
り
行
わ
れ
る
。

『
関
の
先
帝
、
小
倉
の
祗
園
　
雨
が
降
ら
ね
ば
金
が
降
る

（風
が
吹
く
ご

と
古
く
か
ら
俗
謡

に
も
あ
る
如
く
祭
礼
日

は
数
十
萬
の
人
出
で
賑
わ

い
、
下
関
市

の
繁
栄
は
往
古
以

来

こ
の
先
帝
祭
に
在
る
と
言
わ
れ
る
。
其
の
由
来
す
る
と

こ
ろ
壇
之
浦
に
平
家
滅
亡
の
際
、中
島
四
郎
大
夫
正
則
（
伊

崎
町
、
中
島
家
の
祖
）
と
言

へ
る
武
士
郎
党
を
率

い
て
赤

間
関
西
端
王
城
山
に
籠
り
、
再
興
を
謀
り
し
も
機
運
遂
に

至
ら
ず
、
漁
業
を
営
む
に
至
れ
り
ｃ
や
が
て
例
年
先
帝
祭

御
命
日
に
は
威
儀
を
正
し
て
参
拝
を
続
け
、
今
日
に
至
り

ぬ
。
ま
た
多
数
の
女
官
達
、
赤
間
関
在
住
の
有
志
に
た
す

け
ら
れ
、
山
野
の
花
を
手
折
り
て
は
港
に
泊
る
船
人
に
売

り
生
計
を
立

つ
る
中

に
同
じ
く
先
帝
御
命
日
に
至
る
や
年

毎
に
閥
伽
を
汲
み
、
香
花
を
手
向
け
威
儀
を
正
し
て
礼
拝

を
続
く
。
即
ち
上
蔦
参
拝

の
源
な
り
。

爾
来
連
綿
と
し
て
廃
絶
な
く
今
日
さ
ら
に
殷
賑
を
極
め
、

官
女
に
警
国
、
稚
児
が
従

い
、
上
蔦
に
禿
の
随
う
美
し

い

列
立
は
遠
く
平
安
の
普
、
宮
中
に
行
わ
れ
し
五
節
舞
姫
の

形
に
倣

い
、
絢
爛
豪
華
な
る
外
八
文
字
道
中
は
実
に
天
下

の
壮
観
に
し
て
観
者
の
回
唾
を
呑
ま
し
め
将
に
西
日
本
唯

一
の
行
事
と
称
え
ら
る
。
（無
形
文
化
財
指
定
）



伝

し 芳 一

赤
間
ヶ
関
の
阿
弥
陀
寺

（今
の
赤
間
神
宮
）
に
芳

一
と
い
う

名
の
盲
人
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
琵
琶
法
師
と
し
て
あ
ま
り
に

も
有
名
で
、

「妙
技
入
神
」
と
称
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
壇
ノ

浦
の
戦
い
で
敗
れ
て
海
に
沈
ん
だ
平
家
の
人
々
の
亡
霊
も
、
是

非
こ
の
芳

一
の
琵
琶
を
聴
き
た
い
と
或
る
夜
ひ
そ
か
に
そ
の
姿

を
現
わ
し
ま
し
た
。
芳

一
は
、
呼
ば
れ
る
ま
ま
誘
わ
れ
る
ま
ま

に
手
を
ひ
か
れ
て
行
き
ま
す
と
、
七
曲
り
八
曲
り
の
廊
下
を
辿

り
大
広
間
に
通
さ
れ
ま
し
た
。
大
勢
の
人
達
が
威
儀
を
正
し
て

座

っ
て
居
る
ら
し
く
、
正
面
の
御

簾
の
中
か
ら
は
、

『御
苦
労
で
あ

っ
た
。
壇
ノ
浦
の
合
戦
の
物
語
を

弾
奏
せ
よ
」
と
声
が
掛
か
り
ま
し

た
。
芳

一
が
弾
奏
を
始
め
る
と

居
並
ぶ
人
々
は
涙
を
流

し
、
夫
人
た
ち
は
嗚

咽
の
声
を
抑
え
き

れ
ず
に
い
る
様
子
で

す
。
芳

一
は
自
分
の
琵
琶
に

陶
酔
し
つ
つ
、
琵
琶
を
弾
じ
終
え
ま
し
た
。

『今
日
は
実
に
満

足
し
た
。
又
明
日
も
明
後
日
も
、
七
日
七
夜
の
間
は
必
ず
弾
じ

て
く
れ
』
と
頼
ま
れ
、
手
を
ひ
か
れ
て
寺

へ
帰
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
毎
夜
外
出
す
る
こ
と
が
続
く
の
で
寺
の
僧
た
ち

の
気
の
付
く
所
と
な
り

『ど
う
も
不
思
議
だ
、
盲
目
の
芳

一
が

毎
夜
琵
琶
を
抱
え
て
出
て
行
く
が
、　
一
体
何
処

へ
行
く
の
で
あ

ろ
う
…
』
と
、
張
り
込
み
を
し
て
時
の
来
る
の
を
待
ち
、
襖
の

蔭
か
ら
じ
っ
と
息
を
ひ
そ
め
て
見
て
い
ま
す
と
、
誰
も
い
な
い

の
に

一
言
二
言
も
の
を
云
っ
た
か
と
思
う
と
、

つ
い
と
出
て
行

き
ま
し
た
。
僧
た
ち
が
す
ぐ
に
後
を
付
け
ま
し
た
が
、
そ
の
姿

を
見
失

っ
て
し
ま
い
、
や
む
な
く
寺
に
引
き
返
し
て
参
り
ま
す

と
、
近
く
の
森
の
中
で
琵
琶
の
音
が
け
た
た
ま
し
く
聞
こ
え
る

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

『
ア
レ
、
あ
ん
な
所
に
芳

一
が
…
』
と
、

大
急
ぎ
で
草
を
分
け
て
駆
け
寄
り
ま
す
と
、
ま
た
驚
き
ま
し
た
。

芳

一
が
暗
闇
の
中
で
、
立
ち
並
ぶ
墓
石
の
前
に
端
座
し
、
此
の

世
の
人
と
も
思
え
ぬ
形
相
で
懸
命
に
琵
琶
を
弾
じ
て
い
て
、
ま

わ
り
に
は
鬼
火
が
揺
れ
、
そ
の
凄
惨
な
こ
と
は
と
て
も
正
視
出

来
ま
せ
ん
。
僧
た
ち
は
身
の
毛
も
よ
だ

つ
思
い
が
し
ま
し
た
。

恐
る
恐
る
近
寄

っ
て
呼
び
起
こ
し
、
皆
で
抱
え
て
阿
弥
陀
寺

ヘ

連
れ
て
帰
り
ま
し
た
。

事
の

一
部
始
終
を
聞
く
と
、
和
尚
は
大
層
驚
い
て

『
こ
れ
は
、

平
家
の
亡
霊
が
お
前
の
入
神
の
弾
奏
を
聞
く
た
め
に
あ
の
世

ヘ

連
れ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
今
宵
は
誰
が
来
て
も
声
を

出
さ
ず
、
動
か
ず
、
返
事
も
す
る
な
。
』
と
固
く
申
し
渡
し
、

芳

一
を
裸
に
し
て
身
体
中

へ
般
若
心
経
を
書
き
込
み
、

『さ
あ
、

こ
れ
で
お
前
は
安
全
だ
』
と
云
い
置
い
て
、
法
事
に
行

っ
て
し

ま
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
夜
の
こ
と
、
芳

一
が
端
座
し
て
い
る
と
、
生
ぬ
る
い
風

と
共
に
誰
か
が
や
っ
て
来
た
気
配
が
し
ま
し
た
。
そ
の
足
音
が

ビ
タ
リ
と
止
ま
り
、

「
ハ
テ
」
と
思
う
内
に

『芳

一
』
と
呼
び

か
け
ら
れ
ま
し
た
。
危
う
く
返
事
を
し
か
け
ま
し
た
が
、
和
尚

さ
ん
の
言
葉
を
思
い
出
し
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
と
、
又
も

『芳

一
／
』
と
呼
び
か
け
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
度
も
返
事
を

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
声
は
、

『今
宵
は
声
も
せ
ず
、
姿
も
見
え

ぬ
が
ハ
テ
如
何
し
た
事
で
あ
ろ
う
。
あ
あ
、
こ
こ
に
耳
だ
け
が

あ
る
。
せ
め
て
是
れ
な
り
と
持

っ
て
帰
ろ
う
…
』
と
つ
ぶ
や
く

と
、
氷
の
様
な
冷
た
い
手
が
芳

一
の
耳
を
つ
ま
ん
で
、
グ
イ
と

も
ぎ
取
り
、
い
ず
れ
と
も
な
く
立
ち
去
り
ま
し
た
。

さ
て
、
和
尚
さ
ん
、

『今
日
こ
そ
芳

一
も
無
事
で
あ

っ
た
ろ

う
』
と
寺
に
帰

っ
て
き
ま
し
た
が
、
襖
を
開
け
て

『
ア
ッ
』
と

叫
ん
だ
ま
ま
し
ば
ら
く
呆
然
と
立
ち
す
く
み
ま
し
た
。
芳

一
は

血
だ
ら
け
で
、
両
方
の
耳
が
無
か
っ
た
か
ら
で
す
。

和
尚
さ
ん
は
、
芳

一
の
全
身
に
経
文
を
書
き
な
が
ら
耳
だ
け

書
き
忘
れ
た
こ
と
を
な
げ
き
悲
し
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
命
拾

い
を
し
た
こ
と
に
皆
が
喜
び
、
阿
弥
陀
寺
全
山
、
法
要
を
営
み
、

平
家

一
門
の
亡
霊
を
弔
い
ま
し
た
。
こ
れ
以
後
、
芳

一
を

「耳

な
し
芳

一
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。


