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初
め
て
読
む
『
平
家
物
語
』
猫
町
倶
楽
部
オ
ン
ラ
イ
ン
読
書
会 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

安
田
登
（
能
楽
師
下
掛
宝
生
流
） 

 

【
Ａ
】
概
説 

「
あ
は
ひ
」
の
時
代
の
物
語 

 
 
 

 

『
平
家
物
語
』
全
巻
の
構
成 

全
十
二
巻
＋
灌
頂
の
巻 

 

六
巻
＋
六
巻 

 

別
紙
「
平
家
物
語
目
次
」
参
照 
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【
Ｂ
】
音
読
の
方
法 

（
一
）
文
尾
を
伸
ば
す 

 

「
韻
文
」
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
や
「
歌
」
な
ど 

「
祇
園
精
舍
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
。
娑
羅
双
樹
の
花
の
色
、 

盛
者
必
衰
の
理
を
あ
ら
は
す
。

奢
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
た
だ
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。
猛
き
者
も
つ
ひ
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
、
ひ
と
へ
に

風 

の
前
の
塵
に
同
じ
」 

 

祇
園
精
舍
の
鐘
の
声―

 

諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
ー 

 

《
応
用
》
ち
ょ
っ
と
節
を
加
え
て
み
る 

※
な
ぜ
鐘
の
音
を
聞
い
た
ら
「
諸
行
無
常
」
を
感
じ
た
の
か 

 

参
考
：
狂
言
『
鐘
の
音
（
ね
）』「
ぢ
や
ん
も
ん
も
ん
も
ん
も
」 

 
 
 
 

※
ケ
チ
ャ
も 

 

（
二
）
ヒ
ラ
キ
と
日
本
語
朗
読
法 

※
ヒ
ラ
キ
（

）
の
あ
と
の
二
音
目
を
当
て
る 

こ
れ
は
西
塔
の
武
蔵
坊

弁
慶
に
て
候
。
（
能
『
船
弁
慶
』
） 

 

こ
こ
に

五ご

智
院

ち
い
ん
の

但
馬

た

じ

ま

。
大
長
刀

な
ぎ
な
た

の
鞘さ

や

を
は
づ
い
て

た
だ
一い

ち

人に
ん

。 

橋
の
上
に
ぞ

進
ん
だ
る
。
（「
橋
合
戦
」
よ
り
） 

 

隴
西
の
李
徴
は

博
学
才
穎
。

天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を

虎
榜
に
連
ね
。
つ
い

で

江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
。
性

狷
介
。
自
ら
恃
む
と
こ
ろ

頗
る
厚
く
。
賤
吏
に

甘
ん
ず
る
を

潔
し
と
し
な
か
っ
た
。（
中
島
敦
『
山
月
記
』
よ
り
） 
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吾
輩
も 

ち
ょ
っ
と
雑
煮
が

食
っ
て
見
た
く
な
っ
た
。 

 

吾
輩
は
猫
で
は
あ
る
が

大
抵
の
も
の
は
食
う
。
何
で
も

食
え
る
時
に

食
っ
て
お

こ
う
と
い
う
考
か
ら
、
主
人
の

食
い
剰
し
た
雑
煮
が
、
も
し
や

台
所
に
残
っ
て
い
は

す
ま
い
か
と

思
い
出
し
た
。（
夏
目
漱
石
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
よ
り
） 

 

（
三
）
拍
子
（
リ
ズ
ム
）
を
取
り
な
が
ら
読
む 

こ
こ
に

五ご

智
院

ち
い
ん
の

但
馬

た

じ

ま

。
大
長
刀

な
ぎ
な
た

の
鞘さ

や

を
は
づ
い
て

た
だ
一い

ち

人に
ん

。 

橋
の
上
に
ぞ

進
ん
だ
る
。 

平
家
の
方か

た

に
は
こ
れ
を
見
て
、 

「
た
だ
射
と
れ
や
、
射
と
れ
や
」
と
て
、 

差
し
つ
め
引
き
つ
め
散
々

さ
ん
ざ
ん

に
射
け
れ
ど
（
も
）、 

但
馬

た

じ

ま

少
し
も
騒
が
ず
、 

上あ

が
る
矢
を
ば
つ
い
く
ぐ
り
、 

下さ

が
る
矢
を
ば
跳お

ど

り
越
え
、 

向
か
つ
て
来
る
を
ば
長
刀

な
ぎ
な
た

で
切
つ
て
落
と
す
。 

敵
か
た
き

も
味
方
も
見
物
す
。 

 

 

そ
れ
よ
り
し
て
こ
そ
。『
矢
切
り
の
但
馬
』
と
は

言
は
れ
け
れ
。 

（
「
橋
合
戦
」
よ
り
） 
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【
Ｃ
】
長
い
物
語
の
読
み
方 

（
一
）
テ
ー
マ
を
決
め
て
読
む 

 
 

全
体
の
構
造
を
知
っ
て
か
ら
読
む→

小
説
は
ダ
メ
か
も 

能
に
な
っ
た
『
平
家
物
語
』 

 
 

「
お
ご
り
」
の
推
移 

 
 

運
・
命
・
時 

『
平
家
物
語
』
の
中
の
「
死
」 

 

『
平
家
物
語
』
の
中
の
「
怪
異
」 

 

（
二
）
人
に
話
す 

 

（
三
）
創
作
を
す
る 

 
 

詩
歌
を
作
る 

 
 

能
に
す
る 

 
 

 

一
、
軍
体
の
能
姿
。
仮
令
、
源
平
の
名
将
の
人
体
の
本
説
な
ら
ば
、
こ
と
に
こ
と
に
、
平
家
の
物

語
の
ま
ま
に
書
く
べ
し
。
こ
れ
ま
た
、
五
段
の
ほ
ど
ら
ひ
、
五
音
曲
の
長
短
を
計
ら
ふ
べ
し
。 

 
 

演
劇
に
す
る 

 
 

ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
に
す
る→

宝
塚
歌
劇
、
刀
剣
乱
舞 
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●
『
平
家
物
語
』
の
中
の
「
死
」 

平
清
盛
の
「
あ
つ
ち
死
」 

入
道
相
国
、
病
ひ
づ
き
給
ひ
し
日
よ
り
し
て
、
水
を
だ
に
喉
へ
入
れ
給
は
ず
。
身
の
内
の
熱
き
こ
と
、

火
を
ふ
く
が
ご
と
し
。
ふ
し
給
へ
る
所
、
四
五
間
が
内
へ
入
る
者
は
、
熱
さ
堪
へ
難
し
。 

た
だ
宣
（
の
た
ま
）
ふ
事
と
て
は
、「
あ
た
あ
た
」
と
ば
か
り
な
り
。
少
し
も
た
だ
事
と
も
見
え
ざ
り
け

り
。 比

叡
山
よ
り
、
千
手
井
の
水
を
汲
み
下
ろ
し
、
石
の
舟
に
湛
（
た
た
）
へ
て
、
そ
れ
に
て
冷
え
給
へ
ば
、

水
お
び
た
た
し
く
沸
き
上
が
つ
て
、
ほ
ど
な
く
湯
に
ぞ
な
り
に
け
る
。 

も
し
や
助
か
り
給
ふ
か
と
、
筧
（
か
け
ひ
）
の
水
を
撒
（
ま
）
か
せ
た
れ
ば
、
石
や
鉄
な
ど
の
焼
け
た

る
や
う
に
、
水
ほ
と
ば
し
つ
て
寄
り
つ
か
ず
。
お
の
づ
か
ら
も
あ
た
る
水
は
、
ほ
む
ら
と
な
つ
て
燃
え
け

れ
ば
、
黒
煙
殿
中
に
満
ち
満
ち
て
、
炎
、
渦
巻
い
て
あ
が
り
け
り
。 
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（
二
月
四
日
に
遺
言
し
た
あ
と
） 

 

同
じ
き
四
日
、
病
に
責
め
ら
れ
、
せ
め
て
の
事
に
板
に
水
を
い
て
、
そ
れ
に
ま
ろ
び
給
へ
ど
も
、
助
か

る
心
地
も
し
給
は
ず
。
悶
絶
び
ゃ
く
地
し
て
、
遂
に
「
あ
つ
ち
死
に
」
ぞ
し
給
ひ
け
る
。 

 
 建

礼
門
院
の
往
生 

か
く
て
年
月
を
過
ご
さ
せ
給
ふ
ほ
ど
に
、
女
院
御
心
地
な
ら
ず
渡
ら
せ
給
ひ
し
か
ば
、
中
尊
の
御
手
の

五
色
の
糸
を
ひ
か
へ
つ
つ
、「
南
無
西
方
極
楽
世
界
教
主
弥
陀
如
来
、
必
ず
引
摂
し
給
へ
」
と
て
、
御
念
仏

あ
り
し
か
ば
、
大
納
言
佐
の
局
、
阿
波
内
侍
、
左
右
に
候
ひ
て
、
今
を
限
り
の
悲
し
さ
に
、
声
も
惜
し
ま

ず
泣
き
叫
ぶ
。
御
念
仏
の
声
、
や
う
や
う
弱
ら
せ
ま
し
ま
し
け
れ
ば
、
西
に
紫
雲
た
な
び
き
、
異
香
室
に

満
ち
、
音
楽
空
に
聞
こ
ゆ
。 

限
り
あ
る
御
事
な
れ
ば
、
建
久
二
年
二
月
の
中
旬
に
、
一
期
遂
に
終
は
ら
せ
給
ひ
け
り
。 

 

●
『
平
家
物
語
』
の
中
の
「
怪
異
」 

物
怪
（
も
つ
け
）
の
沙
汰 

 [

治
承
四
年
：
一
一
八
〇
年 

清
盛
死
去
前
年] 

 

都
を
福
原
へ
遷
さ
れ
て
後
、
平
家
の
人
々
夢
見
も
悪
し
う
、
常
は
心
騒
ぎ
の
み
し
て
、
変
化
の
物
ど
も

多
か
り
け
り
。 

 

（
一
）
大
き
な
顔 

 

あ
る
夜
、
入
道
の
臥
し
給
ひ
た
り
け
る
所
に
、
一
間
（
ひ
と
ま
）
に
憚
（
は
ば
か
）
る
ほ
ど
の
物
の
面

（
お
も
て
）
、
出
で
来
た
つ
て
の
ぞ
き
奉
る
。
入
道
ち
つ
と
も
騒
が
ず
、
ち
や
う
ど
睨
ま
へ
て
お
は
し
け
れ

ば
、
た
だ
消
え
に
消
え
失
せ
ぬ
。 
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（
二
）
虚
空
の
笑
い
声 

 

岡
の
御
所
と
申
す
は
、
新
し
う
造
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
し
か
る
べ
き
大
木
も
な
か
り
け
る
に
、
あ
る
夜
、

大
木
の
倒
る
る
音
し
て
、
人
な
ら
ば
二
三
百
人
（
二
三
千
人
、
二
三
十
人
）
が
声
し
て
、
虚
空
に
ど
つ
と

笑
ふ
音
し
け
り
。
「
い
か
さ
ま
こ
れ
は
天
狗
の
所
為
」
と
言
ふ
沙
汰
に
て
、
夜
百
人
、
昼
五
十
人
の
番
衆

（
ば
ん
じ
ゅ
）
を
揃
へ
、
蟇
目
（
ひ
き
め
）
の
番
と
名
付
け
て
、
蟇
目
を
射
さ
せ
ら
れ
け
る
に
、
天
狗
の

あ
る
方
へ
向
か
つ
て
射
た
時
は
音
も
せ
ず
。
ま
た
な
い
方
へ
向
い
て
射
た
る
時
は
、
ど
つ
と
笑
ひ
な
ン
ど

し
け
り
。 

 

 

 

（
三
）
髑
髏 

 

ま
た
あ
る
朝
、
入
道
相
国
、
帳
台
よ
り
出
で
て
、
妻
戸
を
押
し
開
き
、
坪
の
内
を
見
給
へ
ば
、
死
人
の

枯
髑
髏
（
し
ゃ
れ
こ
う
べ
）
ど
も
が
、
い
く
ら
と
い
ふ
数
を
知
ら
ず
、
坪
の
内
に
満
ち
満
ち
て
、
寄
り
合

ひ
寄
り
退
き
、
転
び
合
ひ
、
転
び
の
き
、
中
な
る
は
端
へ
転
び
出
で
、
端
な
る
は
中
へ
転
び
入
る
。
お
び

た
だ
し
う
、
か
ら
め
き
合
ひ
け
れ
ば
、
入
道
相
国
、
「
人
や
あ
る
、
人
や
あ
る
」
と
召
さ
れ
け
れ
ど
も
、
折

節
（
お
り
ふ
し
）
人
も
参
ら
ず
。 

か
く
し
て
多
く
の
髑
髏
（
ど
く
ろ
）
ど
も
一
つ
に
固
ま
り
合
ひ
、
坪
の
内
に
憚
る
ほ
ど
に
な
つ
て
、
高

さ
は
十
四
五
丈
も
あ
る
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
が
、
山
の
ご
と
く
に
な
り
に
け
り
。
か
の
一
つ
の
大
頭
（
お
お

か
し
ら
）
に
、
生
き
た
る
人
の
眼
（
ま
な
こ
）
の
や
う
に
、
大
の
目
ど
も
が
千
万
出
で
来
て
、
入
道
相
国

を
は
た
と
睨
ま
へ
て
、
ま
た
た
き
も
せ
ず
。
入
道
ち
つ
と
も
騒
が
ず
、
ち
や
う
ど
睨
ま
へ
て
暫
く
立
た
れ

た
り
け
れ
ば
、
か
の
大
頭
余
り
に
強
う
睨
ま
れ
奉
て
、
露
霜
な
ど
の
日
に
当
た
つ
て
消
ゆ
る
や
う
に
、
跡

形
も
な
く
な
り
に
け
り
。 

  


