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藤
原
三
代

     

そ
の
栄
華
の

　
　
　

跡
を
訪
ね
て

夏
草
や
兵

つ
わ
も
のど
も
が
夢
の
跡
　

　

あ
ま
り
に
も
有
名
な
こ
の
句
は
、
松
尾

芭
蕉
が
奥
州
平
泉
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
詠

ん
だ
も
の
で
す
。
芭
蕉
は
『
奥
の
細
道
』

紀
行
の
途
中
こ
の
地
を
訪
れ
、
二
つ
の
俳

句
を
残
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が
冒

頭
の
句
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

江
戸
を
出
立
し
て
お
よ
そ
一
ヶ
月
半
の

ち
。
平
泉
を
訪
れ
た
芭
蕉
は
藤
原
三
代
の

遺
構
高
館
に
立
ち
、
夏
草
が
生
い
茂
る
風

景
を
眺
め
な
が
ら
、
栄
華
を
極
め
た
奥
州

藤
原
氏
の
儚
さ
を
思
い
、
こ
の
句
を
詠
ん

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
芭
蕉
よ
ろ
し
く
、
筆
者
も
ま
た

奥
州
平
泉
を
歩
い
て
み
ま
し
た
。

　

J
R
東
北
新
幹
線
で
盛
岡
駅
か
ら
一
ノ

関
駅
ま
で
約
40
分
、
J
R
東
北
本
線
に
乗

り
換
え
て
10
分
ほ
ど
で
平
泉
駅
に
到
着
し

ま
す
。
こ
こ
か
ら
中
尊
寺
ま
で
は
巡
回
バ

ス
が
出
て
い
る
の
で
す
が
、
今
回
は
時
間

の
関
係
で
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
て
向
か
い

ま
し
た
。

　

北
上
川
に
沿
っ
て
国
道
を
北
上
す
る
こ

と
15
分
、
う
っ
そ
う
と
茂
る
杜
の
向
こ
う

に
中
尊
寺
の
瓦
屋
根
が
見
え
て
き
ま
し
た
。

　

筆
者
が
平
泉
を
訪
れ
た
理
由
は
ふ
た
つ
。

　

な
ぜ
都
か
ら
遠
く
離
れ
た
東
北
の
地
に
、

今
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の
特
集

●
毛越寺

観自在王院跡
●

柳之御所遺跡
●

●無量光院跡

●
金色堂

●
中尊寺

平泉駅J
R
東
北
本
線

J
R
東
北
本
線

北
上
川

世界遺産

世界遺産
世界遺産

世界遺産

世界遺産

北
方
の
王
者
が
夢
見
た

極
楽
浄
土
の
世
界
と
は
？

25

日本の歴史を歩く
シリーズ



藤
原
氏
は
巨
大
王
国
を
築
く
こ
と
が
で
き

た
の
か
？　

そ
し
て
彼
ら
が
目
指
し
た
も

の
は
何
だ
っ
た
の
か
？

　

平
泉
の
地�

を
散
策
し
な
が
ら
、
そ
の
答

え
を
探
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

初
代
・
藤
原
清
衡
の
時
代

～
奥
州
に
独
立
王
国
を
建
設
す
る
～

　

中
尊
寺
の
境
内
を
散
策
す
る
前
に
、
ま

ず
「
奥
州
藤
原
氏
」
に
つ
い
て
簡
単
に
ご

紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

平
泉
は
岩
手
県
の
南
西
部
に
位
置
し
ま

す
。
11
世
紀
末
か
ら
12
世
紀
に
か
け
て
の

約
1
0
0
年
間
、
藤
原
清き

よ
ひ
ら衡
を
始
祖
と
す

る
奥
州
藤
原
氏
は
、
こ
の
地
を
拠
点
に
一

大
王
国
を
築
き
ま
し
た
。

　

も
と
も
と
奥
州
（
現
在
の
東
北
地
方
）

は
、
蝦え

ぞ夷
が
支
配
す
る
土
地
で
し
た
。
蝦

夷
と
は
東
北
・
北
海
道
地
方
に
先
住
し
て

い
た
人
々
の
こ
と
。
飛
鳥
時
代
以
降
、
中

央
集
権
国
家
を
目
指
す
大
和
朝
廷
と
の
間

に
た
び
た
び
紛
争
が
起
き
て
い
ま
し
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
11
世
紀
に
起
き
た
前
九

年
の
役
・
後
三
年
の
役
に
よ
っ
て
、
朝
廷

側
の
武
将
・
藤
原
清
衡
が
奥
州
の
支
配
権

を
手
に
入
れ
た
の
で
し
た
。

　

そ
の
後
、
彼
は
大
和
朝
廷
か
ら
も
離
れ
、

こ
の
地
に
独
立
国
家
の
建
設
を
目
指
し
ま

す
。
そ
の
中
心
が
平
泉
だ
っ
た
の
で
す
。

　

駐
車
場
で
タ
ク
シ
ー
を
降
り
、
し
ば
ら

く
歩
く
と
中
尊
寺
の
山
門
に
着
き
ま
す
。

そ
れ
を
く
ぐ
っ
て
本
堂
に
上
が
り
、
仏
像

に
手
を
合
わ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
さ
ら

に
歩
く
と
金
色
堂
が
見
え
て
き
ま
す
。

　

金
色
堂
は
中
尊
寺
創
建
当
時
の
姿
を
い

ま
に
伝
え
る
唯
一
の
建
造
物
で
、
12
世
紀

初
頭
に
藤
原
清
衡
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
ま

し
た
。
内
外
に
金
箔
を
押
さ
れ
た
「
皆
金

色
」
と
い
わ
れ
る
内
装
は
、
こ
の
世
の
も

の
と
は
思
え
な
い
黄
金
色
に
光
り
輝
い
て

い
ま
す
。

　

本
堂
の
解
説
書
に
よ
る
と
、
こ
こ
は
地

勢
的
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
清
衡

は
ま
た
た
く
間
に
強
大
な
権
力
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
だ
と
か
。
そ
の
理
由
は
次

の
4
つ
。

1
・
砂
金
の
一
大
産
地
で
あ
っ
た
。

2
・
北
方
に
住
む
蝦
夷
の
商
人
た
ち
と
の

貿
易
を
独
占
し
た
。

3
・
優
れ
た
馬
の
産
地
で
あ
っ
た
。

4
・
平
安
京
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
り
、
中

央
政
府
の
勢
力
が
及
ば
な
い
。

　

さ
ら
に
解
説
は
続
き
ま
す
。
奥
州
で
の

実
権
を
手
に
入
れ
た
藤
原
清
衡
が
、
ま
ず

一
番
に
望
ん
だ
こ
と
は
「
平
和
な
世
の

中
」
を
つ
く
る
こ
と
で
し
た
。

　

た
び
重
な
る
戦

乱
で
命
を
落
と
し

た
人
々
の
魂
を
、

敵
味
方
の
区
別
な

く
供
養
す
る
た
め

に
、
清
衡
は
中
尊

寺
を
建
立
し
た
の

で
す
。
現
存
し
て

い
る
『
中
尊
寺
建

立
供
養
願
文
』
は
、

平
和
な
国
を
つ
く

る
こ
と
を
誓
っ
た
誓
約
書
。
平
和
な
世
の

中
を
目
指
し
て
国
造
り
を
し
た
例
は
、
世

界
の
歴
史
を
見
渡
し
て
も
極
め
て
珍
し
い

ケ
ー
ス
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

清
衡
は
金
色
堂
、
二
階
大
堂
を
は
じ
め
、

様
々
な
堂
塔
を
建
て
、
池
を
掘
っ
て
庭
園

を
造
営
し
、
そ
し
て
20
年
の
歳
月
を
か
け

て
つ
い
に
中
尊
寺
を
完
成
さ
せ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
彼
が
思
い
描
い
た
こ
の
世
の
「
極

楽
浄
土
」
の
姿
で
し
た
。

　
二
代
・
藤
原
基
衡
の
時
代

～
花
開
く
平
泉
の
仏
教
文
化
～

　

清
衡
の
死
後
、
跡
を
継
い
だ
の
は
基
衡

で
し
た
。

　

彼
も
ま
た
浄
土
思
想
を
唱
え
、
清
衡
の

遺
志
を
受
け
継
い
で
、
仏
教
を
中
心
と
し

た
国
づ
く
り
を
発
展
さ
せ
ま
す
。
毛
越
寺
、

円
隆
寺
な
ど
は
基
衡
の
時
代
に
建
立
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　

い
ま
で
こ
そ
平
泉
町
は
人
口
8
，

0
0
0
人
ほ
ど
の
小
さ
な
地
方
都
市
で
す

が
、
彼
の
時
代
に
は
人
口
10
万
人
を
擁
し
、

京
都
に
つ
ぐ
日
本
第
2
位
の
都
市
で
あ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

三
代
・
藤
原
秀
衡
の
時
代

～
北
方
の
王
者
と
し
て
君
臨
～

　

基
衡
の
跡
を
継
い
だ
の
は
藤
原
秀
衡
で

し
た
。
彼
の
時
代
に
都
市
国
家
「
平
泉
」

が
完
成
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

秀
衡
は
優
れ
た
経
済
力
と
政
治
的
才
能

に
よ
っ
て
、
朝
廷
よ
り
「
鎮
守
府
将
軍
」

と
い
う
役
職
に
任
命
さ
れ
、
そ
の
後
「
陸

〜藤原三代の年表〜
1051年	 前九年の役がはじまる。
1087年	 後三年の役が終わり、藤原	
	 清衡が奥六郡を所有する。
1105年	 清衡、中尊寺の建設をはじ	
	 める。
1128年	 清衡死去。基衡が跡を継ぐ。
1150年	 毛越寺・観自在王院の造営	
	 がはじまる。
1157年	 基衡死去。秀衡が跡を継ぐ。
1174年	 この頃、鞍馬山を出奔した	
	 義経が平泉へ。
1180年	 源頼朝、伊豆で挙兵する。
1181年	 秀衡が陸奥守に任命される。
1186年	 義経、平泉に逃げ延びる。
1187年	 秀衡死去。泰衡が跡を継ぐ。
1189年	 4 月、義経自刃。
	 9月、泰衡、家臣の裏切り	
	 により死去。
	 藤原氏滅亡する。

26



奥
守
」
に
も
任
命
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
に

よ
っ
て
藤
原
秀
衡
は
、
名
実
と
も
に
東
北

の
支
配
者
と
な
っ
た
の
で
す
。

　

若
い
こ
ろ
源
義
経
は
、
そ
の
一
時
期
を

秀
衡
の
い
る
平
泉
で
過
ご
し
ま
し
た
。
や

が
て
こ
の
こ
と
が
悲
劇
の
伏
線
と
な
る
の

で
す
が
、
そ
れ
は
後
ほ
ど
。

　　

と
こ
ろ
で
、
平
泉
に
は
大
き
く
5
カ
所

の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら

を
順
に
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

・
中
尊
寺

　

清
衡
が
1
1
0
5
年
か
ら
建
立
に
着
手

し
、
1
1
2
4
年
に
金
色
堂
が
完
成
し
ま

し
た
。
中
尊
寺
の
境
内
に
は
、
最
盛
期
に

は
40
に
も
及
ぶ
お
堂
や
塔
が
あ
っ
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

・
毛も

う
つ
う
じ

越
寺

　

火
災
に
よ
り
現
在
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん

が
、
美
し
い
浄
土
庭
園
を
散
策
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

・
無
量
光
院
跡

　

宇
治
平
等
院
を
模
し
て
造
ら
れ
ま
し
た

が
、
建
物
は
消
失
し
礎
石
が
残
っ
て
い
る

の
み
。

・
観
自
在
王
院
跡

　

2
つ
の
阿
弥
陀
堂
が
あ
り
ま
し
た
が
、

1
5
7
3
年
に
消
失
し
、
現
在
は
舞
鶴
が

池
が
残
っ
て
い
る
の
み
。

・
柳
之
御
所
遺
跡

「
吾
妻
鏡
」
に
記
さ
れ
て
い
る
「
政
庁
・

平
泉
館
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
も
発
掘
調
査
が
行

わ
れ
て
い
ま
す
。　

四
代
・
藤
原
泰
衡

～
藤
原
氏
の
滅
亡
～

　

1
1
8
6
年
冬
、
兄
頼
朝
に
追
わ
れ
た

源
義
経
が
平
泉
に
落
ち
延
び
て
き
ま
す
。

秀
衡
は
義
経
を
温
か
く
迎
え
入
れ
ま
す
が
、

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
病
で
亡
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。

　

秀
衡
の
跡
を
継
い
だ
四
代
・
泰
衡
は
、

頼
朝
か
ら
の
圧
力
に
屈
し
、
義
経
を
攻
撃

し
て
自
刃
さ
せ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
後
、

泰
衡
は
頼
朝
軍
に
攻
撃
さ
れ
て
秋
田
県
ま

で
逃
げ
延
び
ま
す
が
、
家
臣
の
裏
切
り
に

よ
っ
て
殺
害
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
四
代

続
い
た
奥
州
藤
原
氏
は
滅
亡
し
た
の
で
し

た
。

五
月
雨
の
降
り
残
し
て
や
光
堂

　

こ
の
地
で
芭
蕉
が
詠
ん
だ
も
う
ひ
と
つ

の
句
で
す
。

　

雨
に
打
た
れ
て
す
べ
て
の
も
の
が
朽
ち

果
て
て
い
く
の
に
、
金
色
堂
だ
け
は
い
ま

も
輝
き
続
け
て
い
る
…
そ
ん
な
意
味
で

し
ょ
う
か
。

「
夏
草
や
～
」
で
人
の
世
の
儚
さ
と
虚
し

さ
を
、
こ
の
句
で
は
永
遠
に
変
わ
る
こ
と

の
な
い
極
楽
浄
土
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
、

芭
蕉
は
ふ
た
つ
の
俳
句
に
そ
ん
な
思
い
を

込
め
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

夕
暮
れ
迫
る
平
泉
の
街
。
筆
者
は
中
尊

寺
を
出
て
、
毛
越
寺
の
庭
園
な
ど
を
散
策

し
て
か
ら
、
藤
原
三
代
の
夢
の
轍
を
あ
と

に
し
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　

 

（
了
）

毛越寺　浄土庭園

柳之御所遺跡
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