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源
実
朝
覚
書
　
―
青
年
将
軍
の
心
に
さ
し
た
光
―

坂
　
井
　
孝
　
一

　
は
じ
め
に

　

源
実
朝
の
人
物
像
は
、
こ
れ
ま
で
正
岡
子
規
・
斎
藤
茂
吉
・
小
林
秀
雄
ら
明
治
以
降
の
文
学（
一
）者を
中
心
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

鎌
倉
幕
府
を
開
い
た
源
頼
朝
の
子
と
し
て
武
家
政
権
の
首
長
の
地
位
に
つ
き
な
が
ら
、
京
都
の
公
家
文
化
に
あ
こ
が
れ
、
執
権
北
条
氏
の
圧
力

の
た
め
に
現
実
の
政
治
の
世
界
か
ら
逃
避
し
た
文
弱
な
将
軍
、
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
六
百
首
を
超
え
る
自
作
の
和
歌
を
家
集
﹃
金
槐
和
歌
集（二
）﹄

に
ま
と
め
、
万
葉
調
の
雄
大
で
個
性
的
な
秀
歌
を
詠
ん
だ
天
才
的
な
歌
人
で
あ
っ
た
と
み
な
す
評
価
で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
的
に
、
鎌
田
五

郎（
三
）氏・
樋
口
芳
麻
呂（
四
）氏・
志
村
士
郎（
五
）氏・
今
関
敏
子（
六
）氏ら
戦
後
の
文
学
研
究
者
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
近
年
、・
五
味
文
彦
氏（
七
）らを
中
心
に
歴
史
学
の
立
場
か
ら
の
再
評
価
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
将
軍
家
の
家
政
機
関
で
あ
る
政

所
の
文
書
や
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
記
事
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
朝
が
北
条
氏
の
傀
儡
で
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
幕
府
の
吏
僚
に

支
え
ら
れ
て
政
所
の
改
革
を
推
し
進
め
、
北
条
氏
と
対
立
し
つ
つ
﹁
将
軍
親
裁
﹂
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

氏
の
論
は
客
観
的
で
説
得
力
に
富
み
、
首
肯
す
べ
き
点
が
多
々
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
朝
の
人
物
像
は
文
学
研
究
と
歴
史
学
研
究
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の
間
で
大
き
な
懸
隔
・
差
異
が
生
じ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
う
し
た
研
究
の
現
状
を
ふ
ま
え
た
と
き
、
実
朝
と
い
う
人
物
の
全
体
像
を
捉
え
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
文
学
研
究
の
分

野
で
﹃
金
槐
集
﹄
所
収
歌
の
﹁
本
歌
﹂
を
探
り
、
解
釈
を
施
す
と
い
う
作
業
に
力
を
注
ぐ
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
合
、
先
に
見
た

明
治
期
以
来
の
人
物
評
価
を
前
提
に
し
つ
つ
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、﹃
吾
妻
（
八
）
鏡
﹄
な
ど
の
歴
史

関
係
の
史
料
に
言
及
す
る
際
に
も
見
受
け
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
。
逆
に
歴
史
学
の
研
究
で
は
、
実
朝
期
の
文
書
や
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
分
析
に
は
力

を
尽
く
す
も
の
の
、﹃
金
槐
集
﹄
に
つ
い
て
は
参
考
程
度
に
い
く
つ
か
の
秀
歌
を
取
り
上
げ
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
問
題
点
が
見
ら
れ
る
。
し

か
し
、﹃
金
槐
集
﹄
の
和
歌
や
詞
書
は
実
朝
本
人
が
残
し
た
、
い
わ
ば
心
情
告
白
で
あ
り
、
本
来
、
他
人
に
は
知
り
得
ぬ
主
観
的
な
思
い
・
心

の
内
面
を
解
き
明
か
す
貴
重
な
証（
九
）言で
あ
る
。
ま
た
、﹃
吾
妻
鏡
﹄
な
ど
の
史
料
は
、
実
朝
に
関
す
る
客
観
的
・
第
三
者
的
な
情
報
を
提
供
し

て
く
れ
る
情
報
源
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、﹃
金
槐
集
﹄
と
﹃
吾
妻
鏡
﹄・
文
書
類
と
は
一
方
が
主
で
他
方
が
補
助
と
い
う
関
係
に
は
な
い

の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、﹃
金
槐
集
﹄
は
、﹁
春
﹂
部
一
一
六
首
・﹁
夏
﹂
部
三
八
首
・﹁
秋
﹂
部
一
二
〇
首
・﹁
冬
﹂
部
七
八
首
・﹁
賀
﹂
部
一
八
首
・﹁
恋
﹂

部
一
四
一
首
・﹁
旅
﹂
部
二
四
首
・﹁
雑
﹂
部
一
二
八
首
の
全
八
部
六
六
三
首
か
ら
成
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
六
百
首
を
越
え
る
大
量
の
和

歌
の
う
ち
、
誰
も
が
認
め
る
秀
歌
は
わ
ず
か
二
十
数
首
に
過
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
他
の
大
部
分
は
、
習
作
の
域
を
出
な
い
も
の
や
、
勅

撰
集
な
ど
か
ら
機
械
的
に
本
歌
取
り
し
た
没
個
性
的
な
凡
作
な
の
で
あ
る
。
当
然
、
研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
歌
も
限
ら
れ
た
秀

歌
に
集
中
す
る
。
と
は
い
え
、
古
歌
を
模
倣
し
た
だ
け
の
よ
う
な
凡
作
や
ち
ょ
っ
と
し
た
詞
書
を
作
る
際
に
、
実
朝
が
意
図
的
に
手
を
抜
い
た

と
は
思
わ
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
出
来
ば
え
は
よ
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
こ
に
も
彼
の
内
面
の
吐
露
が
あ
り
、
貴
重
な
心
情
告
白
が
見
ら
れ

る
は
ず
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
歌
や
詞
書
は
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
だ
け
に
、
実
朝
の
人
物
像
を
浮
き
彫
り
に
す
る

新
た
な
材
料
と
な
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
著
名
な
秀
歌
だ
け
で
な
く
凡
作
と
評
価
さ
れ
て
い
る
歌
に
も
積
極
的
に
考
察
に
加

え
、
和
歌
と
史
料
の
両
面
か
ら
実
朝
と
い
う
人
物
に
迫
る
こ
と
に
し
た
い
。
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一
　「
瀬
見
の
小
川
の
」

　
﹃
金
槐
集
﹄
全
八
部
の
う
ち
、
著
名
歌
が
集
中
し
て
い
る
の
は
﹁
雑
﹂
部
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
賀
﹂
部
の
一
八
首
中
に
も
、
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
の
、
実
朝
の
人
物
像
を
知
る
う
え
で
貴
重
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
そ
う
な
歌
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ

こ
で
本
節
で
は
、﹁
賀
﹂
部
の
最
後
に
配
さ
れ
た
﹁
祝
の
歌
﹂
二
首
の
う
ち
、
と
く
に
三
六
九
歌
を
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

　
　

君
が
代
も　

わ
が
代
も
尽
き
じ　

石
川
や　

瀬
見
の
小
川
の　

絶
え
じ
と
お
も
へ
ば
︵
三
六
九
歌
︶

こ
れ
は
、﹁
石
川
や
瀬
見
の
小
川
﹂
と
い
う
賀
茂
川
を
意
味
す
る
句
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、﹃
新
古
今
和
歌（
一
〇
）
集
﹄﹁
神
祇
﹂
部
所
収
の

　
　

石
川
や　

瀬
見
の
小
川
の　

清
け
れ
ば　

月
も
流
れ
を　

尋
ね
て
ぞ
す
む

と
い
う
鴨
長
明
の
歌
を
ふ
ま
え
た
歌
と
さ
れ
て
い
る
。
実
朝
は
、
元
久
二
年
︵
一
二
〇
五
︶、
内
藤
知
親
を
通
じ
て
、
完
成
し
た
ば
か
り
の
﹃
新

古
今
﹄
を
入
手
し（一
一
）て以
来
、
こ
れ
を
熟
読
吟
味
し
、
詠
作
に
励
ん
で
き
た
。
実
際
、
実
朝
の
歌
に
は
、
藤
原
定
家
・
藤
原
良
経
・
藤
原
家
隆
・

式
子
内
親
王
・
後
鳥
羽
院
ら
新
古
今
時
代
の
代
表
的
な
歌
人
の
歌
に
依
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
歌
が
非
常
に
多
い
。
万
葉
調
の
歌
を
は
る
か
に
凌

ぐ
数
で
あ
る
。
先
掲
の
鴨
長
明
の
歌
も
﹃
新
古
今
﹄
所
収
歌
で
あ
っ
た
。
た
だ
、﹃
金
槐
集
﹄
全
六
六
三
首
の
中
で
、
明
ら
か
に
長
明
の
歌
を
も

と
に
し
た
と
い
え
る
の
は
こ
の
一
首
だ（一
二
）けで
あ
る
。
長
明
の
歌
は
﹃
新
古
今
﹄
に
十
首
入
集
し
て
お
り
、
中
に
は
藤
原
俊
成
に
﹁
殊
に
よ
ろ
し
﹂

﹁
も
っ
と
も
よ
ろ
し
﹂
と
評
さ
れ
た（一
三
）歌も
あ
る
。
な
ぜ
実
朝
は
鴨
長
明
と
い
う
歌
人
に
、
し
か
も
﹁
瀬
見
の
小
川
﹂
の
歌
に
目
を
つ
け
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

参
考
に
な
る
の
は
、
次
に
示
す
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
元
年
︵
一
二
一
一
︶
十
月
十
三
日
条
で
あ
る
。

鴨
社
氏
人
菊
大
夫
長
明
入
道
法
名
蓮
胤

、
依
二

雅
経
朝
臣
之
挙
一

、
此
間
下
向
、
奉
レ

謁
二　

将
軍
家
一

、
及
二

度
一々

云
々
、
而
今
日
当
二

于
幕
下
将
軍

御
忌
日
一

、
参
二

法
花
堂
一

、
念
誦
読
経
之
間
、
懐
旧
之
涙
頻
相
催
、
註
二

一
首
和
歌
於
堂
柱
一
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草
モ
木
モ　

靡
シ
秋
ノ　

霜
消
テ　

空
キ
苔
ヲ　

払
ウ
山
風

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
長
明
は
建
暦
元
年
の
十
月
頃
、﹁
雅
経
朝
臣
﹂
す
な
わ
ち
飛
鳥
井
雅
経
の
推
挙
を
得
て
鎌
倉
に
下
向
し
、
実
朝
に
謁
見
す
る
こ

と
た
び
た
び
に
及
ん
だ
ら
し
い
。
さ
ら
に
、
頼
朝
ゆ
か
り
の
﹁
法
花
堂
﹂
に
参
っ
て
念
誦
読
経
し
た
際
に
は
、﹁
懐
旧
之
涙
﹂
を
催
し
て
堂
の
柱

に
和
歌
を
書
き
付
け
た
と
い
う
。
そ
の
こ
ろ
の
長
明
は
、
一
族
の
祐
兼
に
よ
っ
て
賀
茂
神
社
の
禰
宜
に
な
る
夢
を
絶
た
れ
、
後
鳥
羽
院
の
和
歌

所
寄
人
と
い
う
地
位
を
も
投
げ
捨
て
て
出
家
し
、
京
都
郊
外
の
日
野
に
隠（一
四
）棲し
て
い
た
。
そ
の
長
明
を
実
朝
に
推
挙
し
た
の
が
、
和
歌
所
の
寄

人
時
代
か
ら
親
交
の
あ
っ
た
歌
人
で
、
鎌
倉
と
の
つ
な
が
り
も
あ
っ
た
飛
鳥
井
雅
経
で
あ
っ
た
。
雅
経
は
和
歌
を
通
じ
て
長
明
と
実
朝
を
結
び

つ
け
、
長
明
に
新
た
な
道
を
用
意
し
よ
う
と
骨
を
折
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
長
明
と
実
朝
と
の
会
話
の
中
で
和
歌
が
話
題
に
の

ぼ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。﹁
瀬
見
の
小
川
﹂
の
歌
に
つ
い
て
も
長
明
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、﹃
無
名（
一
五
）
抄
﹄

に
﹁
せ
み
の
を
が
は
の
事
﹂
と
い
う
一
段
を
設
け
て
い
る
ほ
ど
、
長
明
は
こ
の
歌
を
思
い
出
深
い
大
切
な
歌
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、﹁
石
川
や
瀬
見
の
小
川
﹂
が
あ
ま
り
に
聞
き
慣
れ
な
い
句
で
あ
っ
た
た
め
、
最
初
の
う
ち
は
人
々
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
が
、
顕
昭
に
対
し
て
、
こ
れ
が
賀
茂
川
を
指
す
句
で
あ
る
こ
と
を
賀
茂
神
社
の
縁
起
を
根
拠
に
説
明
す
る
と
、
歌
の
評
価
が
一
変
し
、
や

が
て
﹃
新
古
今
﹄
に
撰
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
と
い
う
。
長
明
は
こ
の
歌
が
﹃
新
古
今
﹄
に
入
集
し
た
こ
と
に
つ
い
て
﹁
生
死
の
余
執
と
も
な

る
ば
か
り
嬉
し
く
侍
る
な
り
﹂
と
書
き
記
し
、
そ
の
喜
び
を
か
み
し
め
て
い
る
。

　
﹃
無
名
抄
﹄
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
、
い
ま
だ
に
確
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
最
も
早
く
と
も
承
元
三
～
四
年
頃
︵
一
二
〇
九

～
一
二
一
〇
︶、
次
い
で
承
元
の
末
～
建
暦
の
初
め
頃
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
長
明
に
会
う
よ
り
以
前
に
実
朝
が
﹃
無
名
抄
﹄
の
こ
の
記
事
を
目

に
し
た
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
ま
た
、
長
明
か
ら
句
の
説
明
を
受
け
た
顕
昭
が
、﹃
六
百
番
歌
合
﹄
で
﹁
い
し
川
や　

せ
み
の
を
が
は
に　

い
ぐ
し
た
て　

ね
ぎ
し
あ
ふ
せ
は　

神
に
ま
か
せ
つ
﹂
と
い（
一
六
）

う
歌
を
詠
み
、
藤
原
隆
信
も
﹃
千
五
百
番
歌
合
﹄
で
﹁
石
河
や　

瀬
見
の
小
川
の

　

な
が
れ
に
も　

逢
瀬
あ
り
や
と　

禊
を
ぞ
す
る
﹂
と
詠
ん
で（
一
七
）

い
る
が
、
い
ず
れ
も
﹁
負
﹂
と
判
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
顕
昭
や
隆
信
の
歌
を

実
朝
が
参
考
に
し
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。
と
す
れ
ば
、
実
朝
が
三
六
九
歌
に
﹁
石
川
や
瀬
見
の
小
川
﹂
と
い
う
句
を
用
い
た
の
は
、
長
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明
本
人
か
ら
直
接
こ
の
歌
の
話
を
聞
い
て
興
味
を
覚
え
た
か
ら
と
考
え
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
先
の
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
記
事
で
は
、
頼
朝
ゆ
か
り
の
法
華
堂
に
参
拝
し
た
長
明
が
懐
旧
の
思
い
に
涙
し
、
頼
朝
を
偲
ぶ
歌
を
堂
の
柱
に

書
き
付
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
顕
昭
が
﹁
石
川
や
﹂
の
歌
を
詠
出
し
た
﹃
六
百
番
歌
合
﹄
は
建
久
四
年
︵
一
一
九
三
︶
の
開
催
で
あ
る

か
ら
、
長
明
が
﹁
瀬
見
の
小
川
﹂
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
そ
れ
以
前
、
恐
ら
く
は
三
十
代
の
頃
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
頼
朝
が
平

氏
や
奥
州
藤
原
氏
を
倒
し
、
上
洛
を
果
た
し
て
右
近
衛
大
将
・
権
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
頼
朝
の
法
華
堂
で
、
今
は
夢

破
れ
て
出
家
の
身
と
な
っ
た
長
明
が
懐
旧
の
涙
を
催
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
心
の
中
に
、
頼
朝
が
覇
権
を
握
っ
た
時
代
、
つ
ま
り
自
ら
の
三
十

代
の
日
々
が
鮮
や
か
に
よ
み
が
え
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
実
朝
と
の
会
話
の
中
で
﹁
瀬
見
の
小
川
﹂
の
歌
が
長
明
の
口
の

端
に
の
ぼ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

　

一
方
、
実
朝
の
側
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
出
家
遁
世
の
身
と
な
っ
た
と
は
い
え
、
長
明
は
後
鳥
羽
院
の
和
歌
所
の
寄
人
を
勤
め
た
経
歴
の
持
ち

主
で
あ
り
、
十
首
も
の
歌
が
﹃
新
古
今
﹄
に
撰
ば
れ
た
歌
人
で
あ
る
。
上
洛
の
経
験
が
な
く
、
院
は
も
ち
ろ
ん
、
和
歌
の
師
で
あ
る
定
家
に
も

会
っ
た
こ
と
の
な
い
実
朝
に
と
っ
て
、
そ
う
し
た
長
明
と
の
対
面
は
や
は
り
興
味
を
そ
そ
る
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
い
は
、

頼
朝
が
西
行
の
謁
見
を
受
け
た
こ
と
に
も
比
す
べ
き
体
験
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
、
東
大
寺
復
興
の
勧
進
の
た
め
奥
州
へ
下

る
途
中
、
鎌
倉
に
立
ち
寄
り
、
鶴
岡
八
幡
宮
に
参
拝
し
て
い
た
西
行
を
頼
朝
が
御
所
に
招
き
入
れ
、﹁
歌
道
并
弓
馬
事
﹂
に
つ
い
て
尋
ね
た
と

い（
一
八
）

う
話
を
載
せ
て
い
る
。
西
行
は
﹁
詠
歌
者
、
対
二

花
月
一

動
感
之
折
節
、
僅
作
二

卅
一
字
一

許
也
﹂
と
答
え
、
ま
た
藤
原
秀
郷
以
来
﹁
九
代
嫡
家

相
承
兵
法
﹂
を
伝
え
る
家
柄
の
武
士
と
し
て
、﹁
弓
馬
事
﹂
に
つ
い
て
も
詳
し
く
語
っ
た
と
い
う
。
亡
父
を
こ
と
の
ほ
か
崇
拝
し
、
完
成
直
後

の
﹃
新
古
今
﹄
を
急
い
で
手
に
入
れ
た
の
も
入
集
し
た
父
の
歌
を
見
た
い
が
た
め
で
あ
っ
た
と
い
う
実
朝
が
、
そ
の
父
と
希
代
の
歌
人
西
行
と

の
邂
逅
の
話
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。
実
朝
は
あ
り
し
日
の
父
頼
朝
と
西
行
に
思
い
を
は
せ
つ
つ
、
自
ら
も
長
明
に
﹁
歌
道
﹂
の
こ
と
を
尋

ね
、
和
歌
の
話
題
に
興
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
、
そ
の
喜
ば
し
い
思
い
が
詠
作
の
動
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得

る
こ
と
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
よ
れ
ば
、
長
明
が
実
朝
に
拝
謁
し
て
か
ら
一
週
間
ほ
ど
経
っ
た
十
月
廿
日
、
勅
勘
を
蒙
っ
て
い
た
御
台
所
の
兄

坊
門
忠（一
九
）信が
後
鳥
羽
院
か
ら
勅
許
さ
れ
た
こ
と
、
し
か
も
九
月
八
日
の
除
目
で
は
、
忠
信
が
勅
勘
の
身
で
あ
り
な
が
ら
左
衛
門
督
に
補
任
さ
れ

る
と
い
う
異
例
の
人
事
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
、
京
都
か
ら
帰
参
し
た
内
藤
盛
時
が
報
告
し（二
〇
）たと
い
う
。
御
台
所
の
兄
の
勅
勘
に
つ
い
て
は
、

実
朝
も
心
を
痛
め
て
い
た
に
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
勅
許
と
い
う
朗
報
に
接
し
た
実
朝
が
、
祝
賀
の
歌
を
詠
作
し
た
い
と
の
思
い
を
抱
い
た

と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、﹁
祝
の
歌
﹂
で
あ
る
三
六
九
歌
が
詠
ま
れ
た
の
は
、
実
朝
が
長
明
の
拝
謁
を
受

け
、
坊
門
忠
信
の
勅
許
の
報
せ
を
聞
い
た
建
暦
元
年
の
十
月
下
旬
、
も
し
く
は
そ
れ
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
経
ぬ
頃
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
二
　
少
年
か
ら
青
年
へ

　

で
は
、
そ
の
当
時
、
実
朝
は
幕
府
内
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
、
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
築
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。﹃
吾
妻
鏡
﹄
に

は
注
目
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。
建
暦
元
年
︵
一
二
一
一
︶
七
月
四
日
条
と
十
一
月
廿
日
条
で
あ
る
。
前
者
は
﹁
将
軍
家
令
レ

読
二

︱
合
貞
観
政
要
一

給
﹂、
す
な
わ
ち
実
朝
が
帝
王
学
の
教
科
書
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
唐
の
太
宗
と
群
臣
と
の
問
答
録
﹃
貞
観
政
要
﹄
を
学
び
始
め
た
こ
と
を

示
す
記
事
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
は
﹁
将
軍
家
貞
観
政
要
談
義
、
今
日
被
レ

終
二

其
篇
一

﹂
と
あ
り
、
四
个
月
半
ほ
ど
の
時
間
を
か
け
て
こ
れ

を
学
び
終
え
た
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
鴨
長
明
に
面
会
し
た
頃
、
実
朝
は
﹃
貞
観
政
要
﹄
を
読
み
進
め
、
帝
王
学
や
政
治
に
つ
い
て
積
極

的
に
学
ん
で
い
た
最
中
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

す
で
に
五
味
文
彦
氏
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
実
朝
は
政
治
か
ら
目
を
そ
む
け
て
い
た
わ
け
で
も
、
北
条
氏
の
傀
儡
で
も
な
か
っ
た
。

確
か
に
、
ま
だ
十
三
・
四
歳
の
少
年
で
あ
っ
た
元
久
年
間
の
頃
ま
で
は
、
幕
政
の
実
権
は
北
条
時
政
が
、
そ
し
て
元
久
二
年
︵
一
二
〇
五
︶、
牧

氏
事
件
に
よ
っ
て
時
政
が
失
脚
し
て
か
ら
は
北
条
政
子
・
義
時
の
姉
弟
が
握
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
元
久
二
年
ま
で
は
時
政
署
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判
の
関
東
下
知
状
が
幕
府
発
給
文
書
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
、
元
久
二
年
七
月
の
勲
功
賞
が
﹁
将
軍
家
御
幼
稚
﹂
の
た
め
﹁
尼
御
台
所
﹂
政
子

の
﹁
御
計
﹂
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い（二
一
）るこ
と
、
同
年
八
月
、
謀
叛
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
宇
都
宮
頼
綱
が
、
自
ら
の
潔
白
を
主
張
す

る
弁
明
書
を
実
朝
に
対
し
て
で
は
な
く
義
時
に
提
出
し
て
い（二
二
）るこ
と
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
。

　

し
か
し
、
思
春
期
を
迎
え
た
少
年
の
成
長
は
は
や
い
。
十
八
歳
の
青
年
と
な
っ
た
承
元
三
年
︵
一
二
〇
九
︶
の
頃
か
ら
、
実
朝
の
御
家
人
へ

の
対
し
方
や
幕
政
へ
の
関
わ
り
方
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
﹃
吾
妻
鏡
﹄
の
記
述
の
上
に
も
表
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
承

元
三
年
三
月
一
日
条
で
あ
る
。
こ
の
日
、
高
野
山
大
塔
料
所
備
後
国
大
田
庄
の
年
貢
対
捍
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
幕
府
に
訴
え
出
た
寺
家
の
使
者

と
地
頭
三
善
康
信
の
代
官
が
、
実
朝
の
﹁
御
前
近
々
﹂
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
口
論
に
及
び
、
両
人
共
に
追
い
立
て
ら
れ
る
と
い
う
珍
事
が

起
き
た
。
こ
れ
に
対
し
実
朝
は
、﹁
暫
可
レ

閣
之
旨
、
直
被
二

仰
下
一

﹂、
す
な
わ
ち
暫
く
の
間
こ
の
審
理
を
中
断
す
る
と
の
命
令
を
﹁
直じ
き

﹂
に
下

し
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
﹁
御
前
近
々
﹂﹁
直
被
二

仰
下
一

﹂
と
い
う
表
現
が
注
目
に
値
す
る
。
前
者
は
こ
の
訴
訟
が
将
軍
実
朝
の
親
裁
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
後
者
は
実
朝
自
ら
が
決
定
を
下
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
御
前
﹂﹁
直
﹂
と
い
う
表
現
は
、
こ
れ
以
前
に
は
、
実
朝

が
将
軍
と
な
っ
た
翌
年
、
元
久
元
年
︵
一
二
〇
四
︶
七
月
廿
六
日
条
の
安
芸
国
壬
生
庄
地
頭
職
に
関
す
る
訴
訟
の
記
事
な
ど
に
見
え
る
。
そ
こ

で
は
﹁
於
二

御
前
一

被
二

一
決
一

、
遠
州
并
広
元
朝
臣
等
被
レ

候
二

御
前
一

、
是
将
軍
家
直
令
レ

聴
二

︱
断
政
道
一

給
之
始
也
﹂
と
記
さ
れ
、
こ
の
訴
訟
が

実
朝
の
﹁
御
前
﹂
に
お
け
る
審
理
で
あ
り
、
わ
ず
か
十
三
歳
の
少
年
が
﹁
直
﹂
に
政
道
を
聴
断
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
場

に
は
﹁
遠
州
﹂
北
条
時
政
と
大
江
﹁
広
元
朝
臣
﹂
ら
が
祗
候
し
て
お
り
、
実
朝
の
親
裁
が
形
式
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

一
方
、
承
元
三
年
の
記
事
で
は
広
元
の
名
も
義
時
の
名
も
見
え
ず
、﹁
御
前
﹂﹁
直
﹂
と
い
う
表
現
は
実
体
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き

る
。
し
か
も
、
こ
の
訴
訟
の
一
方
の
当
事
者
は
幕
府
の
重
臣
三
善
康
信
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
毅
然
と
し
て
審
理
中
断
の
決
定
を
下
し

た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
実
朝
の
行
動
に
は
将
軍
と
し
て
の
権
威
を
意
識
し
、
将
軍
親
裁
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
強
い
意
志
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
。

　

類
似
の
記
述
は
三
ヵ
月
半
ほ
ど
経
っ
た
六
月
十
三
日
条
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
日
、
土
屋
宗
遠
が
侍
所
別
当
和
田
義
盛
を
通
じ
て
実
朝
に
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﹁
欵
状
﹂
を
捧
げ
て
き
た
。
実
は
前
月
の
廿
八
日
、
宗
遠
は
か
ね
て
か
ら
の
宿
意
に
よ
っ
て
梶
原
家
茂
を
殺
害
す
る
と
い
う
事
件
を
起
こ
し
て
い

た
。
た
だ
、
宗
遠
は
す
ぐ
に
御
所
に
参
じ
て
自
ら
太
刀
を
進
上
し
、
義
盛
の
も
と
に
召
し
預
け
の
身
と
な
っ
て
い
た
。
宗
遠
の
欵
状
は
、
自
分

が
頼
朝
の
頃
か
ら
勤
厚
を
尽
く
し
て
き
た
こ
と
、
逆
に
家
茂
は
﹁
謀
叛
人
景
時
孫
子
﹂
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
た
う
え
、
自
ら
武
装
を
解
い

た
の
に
拘
禁
さ
れ
る
の
は
名
誉
を
損
な
う
も
の
だ
と
す
る
内
容
で
あ
っ
た
。
実
朝
は
﹁
直
覧
レ

之
﹂
じ
、﹁
状
之
趣
、
無
二

其
理
一

﹂
と
し
つ
つ
も
、

欵
状
が
提
出
さ
れ
た
十
三
日
が
頼
朝
の
忌
日
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
宗
遠
を
厚
免
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
に
も
義
時
や
広
元
は
関
わ
っ
て

お
ら
ず
、
実
朝
が
﹁
直
﹂
に
欵
状
を
読（
二
三
）

ん
で
決
断
を
下
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
と
き
の
実
朝
の
決
断
は
、
宗
遠
の
主
張
を
道
理
無
し
と
し
て
退
け
な
が
ら
、
頼
朝
の
忌
日
を
理
由
に
赦
免
す
る
と
い
う
、
や

や
不
可
解
な
も
の
で
あ
る
。
土
屋
氏
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
、
頼
朝
時
代
か
ら
の
重
臣
和
田
義
盛
の
口
添
え
が
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き

な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
種
の
口
添
え
や
弁
護
・
擁
護
は
、
当
時
の
御
家
人
社
会
に
あ
っ
て
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
欵
状
を
﹁
直
﹂

に
御
覧
じ
た
実
朝
が
、
総
合
的
に
判
断
し
て
最
終
決
断
を
下
し
た
と
い
う
点
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
重
臣
で
あ
る
義
盛
の
要

求
を
実
朝
が
最
後
ま
で
受
け
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
出
来
事
が
、
や
は
り
こ
の
承
元
三
年
に
起
き
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
要
求
と
は
、
自

分
を
﹁
上
総
国
司
﹂
に
推
挙
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
義
盛
は
五
月
十
二
日
に
内
々
に
、
次
い
で
廿
三
日
に
は
正
式
に
﹁
欵
状
﹂

を
広
元
に
託
し
て
そ
の
旨
を
実
朝
に
伝
え
て
き
た
。
五
月
廿
三
日
条
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
義
盛
に
と
っ
て
﹁
一
生
余
執
只
為
二

此
一
事
一

﹂

と
い
う
ほ
ど
の
重
大
事
で
あ
っ
た
。
実
朝
は
母
政
子
と
協
議
し
、﹁
故　

将
軍
御
時
、
於
二

侍
受
領
一

者
可
二

停
止
一

之
由
、
其
沙
汰
訖
﹂
と
い
う

亡
父
頼
朝
の
政
策
を
確
認
す（二
四
）ると
、
そ
の
後
は
﹁
暫
可
レ

奉
レ

待
二

左
右
一

﹂
と
伝（
二
五
）

え
る
だ
け
で
、
あ
え
て
こ
れ
を
許
容
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

最
終
的
に
は
義
盛
の
方
が
要
求
を
取
り
下
げ
ざ
る
を
得
な
く
な（
二
六
）

っ
た
の
で
あ
る
。

　

義
盛
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
い
。
北
条
義
時
の
要
求
に
対
し
て
も
、
実
朝
は
断
固
と
し
た
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
同
じ
く
承
元
三
年
の
十
一

月
十
四
日
条
に
よ
れ
ば
、
義
時
は
自
分
の
﹁
年
来
郎
従
﹂
の
う
ち
功
あ
る
者
を
﹁
可
レ

准
レ

侍
之
旨
、
可
レ

被
二

仰
下
一

﹂、
つ
ま
り
侍
に
準
ず
る
よ

う
実
朝
か
ら
命
じ
て
欲
し
い
と
要
求
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
実
朝
は
次
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。
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於
レ

被
レ

聴
二

其
事
一

者
、
如
レ

然
之
輩
及
二

子
孫
一

之
時
、
定
忘
二

以
往
由
緒
一

、
誤
企
二

幕
府
参
昇
一

歟
、
可
レ

招
二

後
難
一

之
因
縁
也
、
永
不
レ

可
レ

有
二

御
免
一

之
趣
、
厳
密
被
二

仰
出
一

云
々

す
な
わ
ち
、
今
こ
れ
を
許
し
て
し
ま
え
ば
、
後
年
、
そ
う
し
た
連
中
の
子
孫
が
か
つ
て
の
由
緒
を
忘
れ
、
侍
と
同
等
な
立
場
で
幕
府
参
昇
を
企

て
、
秩
序
混
乱
の
原
因
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
義
時
の
出
し
た
こ
の
よ
う
な
要
求
は
こ
れ
以
後
も
永
く
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
、
断
固
た

る
姿
勢
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
﹁
永
不
レ

可
レ

有
二

御
免
一

﹂﹁
厳
密
被
二

仰
出
一

﹂
と
い
う
部
分
に
、
御
家
人
た
ち
に
君
臨
す
る
将
軍
と
し

て
、
身
分
秩
序
を
崩
す
ま
い
と
す
る
実
朝
の
強
い
意
志
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
少
年
か
ら
青
年
へ
と
成
長
し
た
実
朝
は
精
神
的
に
も
現
実
の
政
治
の
う
え
で
も
自
立
を
め
ざ
し
、﹁
直
﹂
に
裁
許
を
下
す
将

軍
と
し
て
御
家
人
た
ち
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
本
節
冒
頭
に
見
た
よ
う
に
、
建
暦
元
年
の
七
月
か
ら
十
一
月
に
か
け
て
帝
王
学

の
教
科
書
で
あ
る
﹃
貞
観
政
要
﹄
を
学
ん
だ
と
い
う
の
も
、
二
十
歳
に
な
っ
た
青
年
将
軍
実
朝
が
、
自
ら
が
将
軍
で
あ
る
こ
と
、
将
軍
と
し
て

政
治
に
携
わ
る
べ
き
こ
と
を
明
確
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
証
で
あ
ろ
う
。

　
三
　
青
年
将
軍
の
諸
政
策

　

政
治
に
対
す
る
将
軍
と
し
て
の
自
覚
は
、
実
朝
が
命
じ
た
諸
政
策
の
内
容
か
ら
も
読
み
取
れ
る
。﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
見
え
る
承
元
年
間
後
半
か

ら
建
暦
年
間
前
半
に
か
け
て
の
、
つ
ま
り
実
朝
十
九
歳
か
ら
二
十
一
歳
に
か
け
て
の
幕
政
に
関
す
る
記
事
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　

①
承
元
四
年
︵
一
二
一
〇
︶
八
月
九
日
条

神
社
仏
寺
領
興
行
事
思
食
立
、
有
二

不
慮
顚
倒
事
一

否
可
二

尋
注
進
一

之
旨
、
今
日
被
レ

下
二

御
書
於
守
護
人
等
一

云
々

　

②
承
元
四
年
十
月
十
三
日
条

諸
国
御
牧
事
可
レ

令
二

興
行
一

之
由
、
可
レ

相
二

︱
触
守
護
・
地
頭
等
一

之
旨
、
今
日
被
二

仰
出
一
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③
建
暦
元
年
︵
一
二
一
一
︶
六
月
廿
六
日
条

海
道
可
レ

建
二

︱
立
新
宿
一

事
、
度
々
雖
レ

有
二

其
沙
汰
一

、
未
レ

令
二

遵
行
一

之
由
、
依
レ

有
二

其
聞
一

、
今
日
重
被
レ

仰
二

守
護
・
地
頭
等
一

云
々

　

④
建
暦
二
年
︵
一
二
一
二
︶
二
月
十
九
日
条

京
都
大
番
懈
緩
国
々
事
、
就
レ

被
レ

尋
二

︱
聞
︱
召
之
一

、
今
日
有
二

其
沙
汰
一

、
於
二

向
後
一

者
、一
个
月
無
レ

故
令
二

不
参
一

者
、
三
个
月
可
二

勤
加
一

之
由
、
被
レ

仰
二

諸
国
守
護
人
等
一

、
義
盛
・
義
村
・
盛
時
奉
二

︱
行
之
一

　

⑤
建
暦
二
年
八
月
十
九
日
条

可
レ

禁
二

︱
断
鷹
狩
一

由
、
被
レ

仰
二

守
護
・
地
頭
等
一

、
但
於
二

信
濃
国
諏
方
大
明
神
御
贄
鷹
一

者
、
被
レ

免
之
由
云
々

　

①
は
神
社
仏
寺
の
興
行
令
で
あ
り
、
不
慮
の
顚
倒
が
あ
る
か
否
か
を
調
査
し
て
注
進
す
る
よ
う
、
守
護
に
﹁
御
書
﹂
を
下
し
て
命
じ
た
も
の

で
あ
る
。﹁
思
食
立
﹂
や
﹁
御
書
﹂
を
下
さ
る
と
い
う
文
言
か
ら
、
こ
の
政
策
が
実
朝
の
発
案
で
あ
り
、
こ
れ
を
積
極
的
に
推
し
進
め
よ
う
と

し
た
の
が
実
朝
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
②
は
諸
国
の
﹁
御
牧
﹂
を
興
行
す
る
よ
う
守
護
・
地
頭
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
交

通
・
軍
事
の
手
段
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
将
軍
か
ら
御
家
人
へ
の
下
賜
物
、
朝
廷
へ
の
献
上
物
、
寺
社
へ
の
奉
納
物
と
し
て
も
重
要
な
馬
の
育

成
・
確
保
に
力
を
入
れ
た
政
策
で
あ
る
。
③
は
海
道
に
新
た
な
﹁
宿
﹂
を
建
立
す
る
よ
う
守
護
・
地
頭
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
一

年
前
の
承
元
四
年
六
月
、
実
朝
の
御
台
所
の
女
房
﹁
丹
後
局
﹂
が
京
都
か
ら
東
海
道
を
下
向
す
る
途
中
、
駿
河
国
の
宇
都
山
で
群
盗
に
襲
わ
れ

る
と
い
う
事（二
七
）件が
起
き
た
。
実
朝
は
た
だ
ち
に
﹁
駿
河
国
以
西
海
道
駅
家
等
結
番
・
夜
行
番
衆
、
殊
可
レ

致
二

旅
人
警
固
一

﹂
と
命
じ
、
東
海
道

を
は
じ
め
駿
河
以
西
の
海
道
の
安
全
確（二
八
）保に
努
め
た
。
と
こ
ろ
が
、
③
に
﹁
度
々
雖
レ

有
二

其
沙
汰
一

、
未
レ

令
二

遵
行
一

﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
実
際

に
は
交
通
路
の
安
全
確
保
や
通
行
者
の
便
宜
を
図
る
﹁
宿
﹂
の
設
置
が
実
行
に
移
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
実
朝
は
﹁
今
日

重
被
レ

仰
﹂、
つ
ま
り
再
度
、
強
く
命
令
内
容
の
実
施
を
指
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
④
は
京
都
大
番
役
が
滞
り
が
ち
で
あ
る
と
い
う
事
態
を
受
け
、

正
当
な
理
由
な
く
大
番
を
忌
避
し
た
御
家
人
に
は
三
个
月
の
大
番
期
間
の
延
長
を
科
す
と
い
う
罰
則
を
定
め
て
、
大
番
催
促
の
厳
格
な
実
施
を

諸
国
の
守
護
に
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。﹁
京
都
大
番
懈
緩
国
々
﹂
に
つ
い
て
﹁
被
レ

尋
二

︱
聞
︱
召
之
一

﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
実
朝
が
京
都
大
番
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の
実
施
状
況
に
関
心
を
持
ち
、
緩
み
が
ち
に
な
っ
て
い
る
現
状
を
憂
慮
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑤
は
諸
国
に
お
け
る
鷹
狩
を
禁
じ
た
も
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
信
濃
国
諏
訪
社
の
﹁
御
贄
鷹
﹂、
す
な
わ
ち
狩
猟
神
事
に
用
い
る
鷹
に
つ
い
て
は
例
外
と
し
て
い
る
点
に
東
国
の
為
政
者

と
し
て
の
配
慮
が
表
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
①
～
⑤
は
、
い
ず
れ
も
各
国
の
﹁
守
護
人
等
﹂﹁
守
護
・
地
頭
等
﹂
に
下
し
た
命
令
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
政
策
が
広
範
な
地
域
を
対
象

と
し
た
政
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
①
の
よ
う
に
寺
社
の
興
行
を
図
り
、
神
仏
の
威
光
を
高
め
る
と
い
う
の
は
、
国
土
安
泰
・
五

穀
豊
穣
の
実
現
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
為
政
者
が
な
す
べ
き
責
務
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
為
政
者
が
な
す
べ
き
政
策
と
し
て
、
交
通
手
段
の

安
定
供
給
や
交
通
路
の
整
備
・
安
全
確
保
が
あ
る
が
、
②
・
③
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
交
通
政
策
の
一
環
で
あ
る
。
中
で
も
東
海
道
は
鎌
倉
と
京

都
を
結
ぶ
最
も
重
要
な
交
通
路
で
あ
り
、
そ
の
整
備
に
努
め
る
の
は
、
京
都
の
朝
廷
を
重
視
す
る
実
朝
の
意
識
や
立
場
を
如
実
に
示
し
た
も
の

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
さ
ら
に
明
確
に
示
し
て
い
る
の
が
、
④
に
見
え
る
﹁
京
都
大
番
﹂
の
厳
格
な
実
施
で
あ
る
。
通
常
の
場
合
、
奉
行

は
一
名
、
多
く
て
も
二
名
で
あ
る
が
、
和
田
義
盛
・
三
浦
義
村
・
平
盛
時
の
三
名
に
奉
行
を
分
担
さ
せ
て
い
る
点
か
ら
も
そ
の
厳
重
さ
が
わ
か

る
。

　

実
は
、
同
じ
頃
、
実
朝
は
大
倉
の
将
軍
御
所
か
ら
朝
比
奈
切
通
し
へ
向
か
う
六
浦
道
沿
い
に
寺
院
を
建
立
す
る
計
画
を
立
て
、
四
月
十
八
日

に
立
柱
上
棟
の（二
九
）儀を
行
っ
て
い
る
。
建
保
二
年
︵
一
二
一
四
︶
に
完
成
を
み
た
大（
三
〇
）

慈
寺
で
あ
る
。
そ
の
建
立
の
事
情
に
つ
い
て
、﹃
吾
妻
鏡
﹄

は
﹁
為
レ

被
レ

報
二

君
恩
・
父
徳
一

﹂、
す
な
わ
ち
実
朝
が
﹁
君
﹂
後
鳥
羽
院
の
﹁
恩
﹂
と
、﹁
父
﹂
頼
朝
の
﹁
徳
﹂
に
報
い
る
た
め
で
あ
っ
た
と
記

し
て
い
る
。
実
朝
が
、
為
政
者
と
し
て
常
々
模
範
に
し
て
い
る
亡
父
頼
朝
と
並
ん
で
、
後
鳥
羽
院
と
い
う
帝
王
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
識
は
、
⑤
の
鷹
狩
禁
断
令
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
鷹
狩
の
禁
制
は
、
古
来
、
帝
王
た
る
天
皇
・
治
天

の
君
が
行
っ
て
き
た
施
策
で
あ
る
。
し
か
し
、﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
よ
れ
ば
、
頼
朝
も
建
久
六
年
︵
一
一
九
五
︶、﹁
可
停
二

︱
止
鷹
狩
一

之
旨
、
被
レ

仰
二

諸
国
御
家
人
一

、
於
下

違
二

︱
犯
厳
制
一

之
輩
上

者
、
可
レ

有
二

其
科
一

、
但
神
社
供
税
贄
鷹
事
者
非
二

制
之
限
一

﹂
と
い
う
鷹
狩
禁（
三
一
）

断
令
を
出
し
て
い
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
建
久
年
間
は
、
頼
朝
が
都
の
天
皇
・
治
天
の
君
と
い
う
伝
統
的
な
王
権
に
対
し
、
東
国
に
あ
っ
て
全
国
の
軍
事
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を
統
括
す
る
唯
一
の
権
門
、
す
な
わ
ち
﹁
東
国
の
王
権
﹂
を
確
立
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
頼
朝
の
こ
の
鷹
狩
禁
断
令
は
﹁
東
国

の
王
﹂
と
し
て
発
し
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
実
朝
の
鷹
狩
禁
断
令
も
、
後
鳥
羽
院
と
い
う
﹁
都
の
王
﹂、
頼
朝
と
い
う
﹁
東

国
の
王
﹂、
こ
の
二
人
の
﹁
王
﹂
を
み
な
ら
っ
た
施
策
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
、
政
策
の
面
か
ら
、
二
十
歳
前
後
の
実
朝
の
政
治
に
対
す
る
意
識
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
御
家
人
た
ち
の

上
に
君
臨
す
る
鎌
倉
幕
府
の
将
軍
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
神
仏
の
威
光
を
高
め
国
家
を
安
泰
に
導
く
為
政
者
、
交
通
・
流
通
を
掌
握
し
て
広
範

な
地
域
を
支
配
す
る
統
治
者
、
伝
統
的
な
﹁
都
の
王
﹂
に
も
比
肩
す
べ
き
﹁
東
国
の
王
﹂
と
し
て
の
自
覚
で
あ
っ
た
。

　
四
　「
わ
が
代
も
尽
き
じ
」

　

再
び
﹃
金
槐
集
﹄﹁
賀
﹂
部
所
収
の
三
六
九
歌
に
話
を
戻
そ
う
。
こ
の
歌
は
、
第
一
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
建
暦
元
年
十
月
下
旬
の
頃
、

二
十
歳
に
な
っ
た
実
朝
が
鴨
長
明
の
拝
謁
を
受
け
て
﹁
瀬
見
の
小
川
﹂
の
話
を
聞
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
御
台
所
の
兄
坊
門
忠
信
が
後
鳥
羽
院
か

ら
勅
許
さ
れ
た
こ
と
を
知
り
、
祝
賀
の
思
い
を
抱
い
た
こ
と
な
ど
が
契
機
と
な
っ
て
詠
作
さ
れ
た
歌
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
実
朝
は
、
自

分
が
御
家
人
た
ち
の
上
に
君
臨
す
る
将
軍
で
あ
り
、﹁
東
国
の
王
﹂
で
あ
る
と
明
確
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
第
二
節
・
第

三
節
の
考
察
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
に
、
あ
ら
た
め
て
三
六
九
歌
を
読
み
直
し
て
み
よ
う
。
す
る
と
、
こ
の
歌
に
き
わ

め
て
興
味
深
い
特
異
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
﹁
君
が
代
も
﹂
と
い
う
初
句
に
続
く
二
句
の

﹁
わ
が
代
も
尽
き
じ
﹂
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

　

無
論
、﹁
わ
が
よ
﹂
と
い
う
歌
語
自
体
は
さ
し
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
﹃
古
今
﹄
に
は
﹁
い
ざ
こ
こ
に　

わ
が
世
は
経
な
む

菅
原
や　

伏
見
の
里
の　

荒
れ
ま
く
も
惜
し
﹂︵﹁
雑
歌
﹂
部
九
八
一
歌
︶
と
い
う
読
人
し
ら
ず
の
歌
が
見
え
る
。
ま
た
、﹃
新
古
今
﹄
に
は
権
律

師
隆
聖
の
詠
ん
だ
﹁
朝
ご
と
の　

あ
か
井
の
水
に　

年
暮
れ
て　

わ
が
世
の
ほ
ど
の　

汲
ま
れ
ぬ
る
か
な
﹂︵﹁
冬
歌
﹂
部
七
〇
〇
歌
︶
と
い
う
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歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
﹁
わ
が
よ
﹂
は
自
分
の
人
生
・
余
生
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
り
、﹁
君
が
代
﹂
と
並

立
さ
せ
て
用
い
る
よ
う
な
語
で
は
な
い
。
他
の
勅
撰
集
・
歌
合
・
家
集
類
な
ど
に
お
い
て
も
、
多
く
は
﹁
わ
が
よ
﹂
に
﹁
わ
が
世
﹂
と
い
う
漢

字
を
充
て
て
、
個
人
的
な
自
分
の
人
生
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。
実
朝
の
三
六
九
歌
の
よ
う
に
、﹁
わ
が
代
﹂
を
﹁
君
が
代
﹂
と
並
立
さ

せ
た
例
は
、
中
皇
命
が
詠
ん
だ
﹃
万
葉（
三
二
）
集
﹄
の
歌
﹁
君
が
代
も 

わ
が
代
も
知
る
や 

岩
代
の 

岡
の
草
根
を 

い
ざ
結
び
て
な
﹂︵
巻
第
一
、一
〇
歌
︶

ぐ
ら
い
で
あ
る
。
三
六
九
歌
の
﹁
わ
が
代
も
尽
き
じ
﹂
が
い
か
に
特
異
な
例
で
あ
る
か
理
解
で
き
よ
う
。
し
か
も
、
実
朝
の
場
合
、
三
六
九
歌

に
続
く
も
う
一
首
の
﹁
祝
の
歌
﹂、﹁
賀
﹂
部
の
最
後
に
置
か
れ
た
三
七
〇
歌
で
も
同
様
の
表
現
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
次
に
、
そ
の
三
七
〇
歌
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
　

朝
に
あ
り
て　

わ
が
代
は
尽
き
じ　

天
の
戸
や　

出
づ
る
月
日
の　

照
ら
む
か
ぎ
り
は
︵
三
七
〇
歌
︶

初
句
の
﹁
朝
に
あ
り
て
﹂
と
は
朝
廷
に
あ
っ
て
の
意
で
あ
り
、﹁
朝
﹂
の
縁
語
で
あ
る
﹁
日
﹂
を
効
果
的
に
用
い
た
三
句
・
四
句
﹁
天
の
戸
や

　

出
づ
る
月
日
﹂
は
、
天
の
岩
戸
を
出
た
天
照
大
神
の
子
孫
た
る
天
皇
、
こ
の
場
合
は
治
天
の
君
た
る
後
鳥
羽
院
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
月
日
が
﹁
照
ら
む
か
ぎ
り
は
﹂
す
な
わ
ち
院
の
御
代
・
寿
命
が
続
く
限
り
は
、﹁
わ
が
代
は
尽
き
じ
﹂
つ
ま
り
自
分
の
寿
命
は
尽
き
る
こ

と
が
あ
る
ま
い
と
高
ら
か
に
詠
っ
た
歌
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
歌
は
藤
原
俊
成
が
詠
ん
だ
﹃
新
古
今
﹄
所
収
の
次
の
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　

君
が
代
は　

千
代
と
も
さ
さ
じ　

天
の
戸
や　

出
づ
る
月
日
の　

限
り
な
け
れ
ば
︵﹃
新
古
今
﹄﹁
賀
歌
﹂
部
七
三
八
歌
︶

実
朝
は
こ
の
俊
成
歌
の
﹁
天
の
戸
や　

出
づ
る
月
日
の
﹂
と
い
う
表
現
を
三
・
四
句
に
そ
の
ま
ま
取
り
込
み
、﹁
さ
さ
じ
﹂
で
切
れ
る
俊
成
歌
と

同
じ
く
、﹁
尽
き
じ
﹂
と
い
う
文
句
で
二
句
切
れ
に
し
、﹁
限
り
な
け
れ
ば
﹂
と
同
様
、﹁
照
ら
む
か
ぎ
り
は
﹂
と
い
う
倒
置
法
で
歌
を
締
め
く

く
っ
て
い
る
。
な
お
、
ほ
か
に
も
﹃
千
載
和
歌（
三
三
）
集
﹄
所
収
の
藤
原
伊
通
の
歌

　
　

君
が
代
は　

あ
ま
の
か
ご
山　

出
づ
る
日
の　

照
ら
ん
か
ぎ
り
は　

つ
き
じ
と
ぞ
思
ふ
︵﹃
千
載
集
﹄﹁
賀
﹂
部
六
〇
九
歌
︶

を
参
考
歌
と
し
て
挙
げ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
三
七
〇
歌
の
二
句
の
﹁
尽
き
じ
﹂、
五
句
の
﹁
照
ら
む
限
り
は
﹂
は
伊
通
の
歌
の
四
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句
・
五
句
か
ら
取
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
三
七
〇
歌
は
俊
成
の
歌
、
部
分
的
に
は
伊
通
の
歌
を
ふ
ま
え
て
詠
わ
れ
た
歌
で
あ
る
と
い
え
る
。
た
だ
、
歌
の
構
造
・
構
成

と
い
う
点
で
い
え
ば
、
三
六
九
歌
も
こ
れ
ら
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
歌
と
し
た
鴨
長
明
の
﹁
石
川
や 

瀬
見
の
小
川

の
﹂
を
三
・
四
句
に
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
点
、﹁
石
川
や
﹂
の
よ
う
に
、
三
句
を
﹁
⋮
の
﹂
を
意
味
す
る
﹁
や
﹂
で
終
わ
る
形
に
し
て
い
る

点
、﹁
尽
き
じ
﹂
で
二
句
切
れ
に
し
て
い
る
点
、﹁
絶
え
じ
と
お
も
へ
ば
﹂
と
い
う
倒
置
法
に
よ
っ
て
歌
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
点
が
同
じ
で
あ

る
。
要
す
る
に
、
三
六
九
歌
も
三
七
〇
歌
と
同
様
、
俊
成
の
歌
の
構
造
を
土
台
に
据
え
た
歌
で
あ
り
、
両
歌
は
ま
さ
に
対
を
な
す
二
首
な
の
で

あ
る
。

　

と
は
い
え
、
違
い
も
あ
る
。
ま
ず
、
独
特
の
﹁
音
﹂
の
扱
い
で
あ
る
。﹃
金
槐
集
﹄﹁
雑
﹂
部
所
収
の
著
名
な
歌
﹁
時
に
よ
り　

過
ぐ
れ
ば　

民
の
嘆
き
な
り　

八
大
龍
王　

雨
や
め
た
ま
へ
﹂︵
六
一
九
歌
︶
に
つ
い
て
考
察
し
た
渡
部
泰（
三
四
）

明
氏
は
、
こ
の
歌
が
﹁
止
雨
の
修
法
﹂
に
見
ら
れ

る
﹁
唱
え
言
﹂
ま
で
も
取
り
込
み
、﹁
音
や
声
に
触
発
さ
れ
て
﹂
作
ら
れ
た
側
面
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
実
朝
が
﹁
異
様
な
ま
で
に
音
に
敏

感
な
言
語
感
覚
﹂
を
持
ち
合
わ
せ
た
歌
人
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。
確
か
に
、
氏
が
論
中
に
引
用
し
た
﹁
あ
だ
人
の　

あ
だ
に
あ
る
身
の　

あ
だ
ご
と
を　

け
ふ
み
な
月
の　

祓
へ
す
て
つ
と
い
ふ
﹂︵
五
五
四
歌
︶、﹁
大だ

い
に
ち日
の　

種し
ゅ

子じ

よ
り
出
で
て　

三さ

ま

や
摩
耶
形ぎ
や
う　

さ
ま
や
ぎ
や
う　

ま
た

尊そ
ん

形ぎ
や
うと
な
る
﹂︵
六
一
七
歌
︶
な
ど
も
、
執
拗
に
﹁
あ
だ
﹂
や
﹁
さ
ま
や
ぎ
や
う
﹂﹁
ぎ
や
う
﹂
と
い
っ
た
音
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
独

特
の
リ
ズ
ム
感
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

氏
が
言
及
し
た
歌
の
多
く
は
﹁
雑
﹂
部
所
収
の
著
名
歌
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
視
点
で
見
直
す
と
、
他
の
部
に
も
実
朝
独
自
の
音
・
リ
ズ
ム

を
持
っ
た
歌
が
い
く
つ
も
見
出
せ
る
。﹁
賀
﹂
部
所
収
の
三
六
九
歌
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
三
七
〇
歌
と
と
も
に
、
音
の
特
徴
を
示
し
て
み

よ
う
。君

が●
●

●

代
も　

わ
が●

●
●

代
も
尽
き
じ◎

　

石
川◇

や　

瀬
見
の
小
川◇

の　

絶
え
じ◎
と
お
も
へ
ば
︵
三
六
九
歌
︶

　
　

朝
に
あ
り
て　

わ
が
代
は◆

尽
き
じ　

天
の
戸
や　

出
づ
る
月
日
の　

照
ら
む
か
ぎ
り
は◆

︵
三
七
〇
歌
︶
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ま
ず
、
三
六
九
歌
の
場
合
、﹁
君
が
代
も　

わ
が
代
も
﹂
と
い
う
一
・
二
句
で
﹁
ガ
・
ヨ
・
モ
﹂
の
音
を
畳
み
掛
け
て
リ
ズ
ム
を
作
り
、﹁
石
川

や　

瀬
見
の
小
川
の
﹂
の
三
・
四
句
で
は
﹁
カ
ワ
︵
ガ
ワ
︶﹂
を
重
ね
、
さ
ら
に
二
句
の
﹁
尽
き
じ
﹂
の
﹁
ジ
﹂
と
五
句
の
﹁
絶
え
じ
﹂
の
﹁
ジ
﹂

を
呼
応
さ
せ
て
、
上
の
句
・
下
の
句
を
音
に
よ
っ
て
結
び
付
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
音
に
対
す
る
こ
の
細
か
い
配
慮
に
よ
っ
て
、
三
六
九

歌
は
鴨
長
明
の
歌
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
実
朝
独
自
の
歌
の
境
地
に
達
し
て
い
る
。

　

こ
れ
に
対
し
三
七
〇
歌
に
は
、
三
六
九
歌
ほ
ど
音
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
見
ら
れ
な
い
。
二
句
を
﹁
わ
が
代
も
﹂
で
は
な
く
﹁
わ
が
代
は
﹂、

つ
ま
り
﹁
も
﹂
を
﹁
は
﹂
に
替
え
て
、
五
句
の
﹁
か
ぎ
り
は
﹂
の
﹁
は
﹂
に
対
応
さ
せ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
七
〇
歌
が
﹁
わ

が
代
も
﹂
の
﹁
も
﹂
を
﹁
は
﹂
に
置
き
か
え
た
と
い
う
の
は
、
単
な
る
音
の
違
い
と
い
う
以
上
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
俊
成
の
歌
が
﹁
君
が
代
は
﹂﹁
限
り
な
け
れ
ば
﹂
と
し
て
、﹁
君
﹂
の
御
代
の
永
久
の
繁
栄
を
祝
い
、
伊
通
の
歌
も
﹁
君
が
代
は
﹂﹁
尽

き
じ
と
ぞ
思
ふ
﹂
と
詠
ん
で
、
永
遠
の
繁
栄
を
寿
ぐ
対
象
を
﹁
君
﹂
に
特
定
し
て
い
た
の
に
対
し
、
実
朝
の
三
七
〇
歌
で
は
、
永
遠
に
尽
き
る

こ
と
は
あ
る
ま
い
と
す
る
対
象
は
﹁
わ
が
代
﹂
で
あ
り
、﹁
君
﹂
の
御
代
に
つ
い
て
は
﹁
照
ら
む
か
ぎ
り
は
﹂
す
な
わ
ち
後
鳥
羽
院
と
い
う
月

日
が
照
ら
し
て
い
る
か
ぎ
り
は
と
す
る
だ
け
で
、
少
な
く
と
も
言
葉
の
表
面
か
ら
後
退
さ
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
三
七
〇
歌
は
、
大

胆
に
も
実
朝
が
﹁
わ
が
代
﹂
の
繁
栄
を
自
ら
寿
い
だ
歌
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
三
六
九
歌
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
歌
意
の
上
で
は
三
七
〇
歌
は
、﹁
君
が
代
﹂
と
﹁
わ
が
代
﹂
を
並
立
さ
せ
た
三
六
九
歌
を
自
ら
の
治
世
・
自
ら
の
寿
命
に
引
き
付
け
て

発
展
さ
せ
、
深
化
さ
せ
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
こ
に
、
鎌
倉
幕
府
の
頂
点
に
立
つ
﹁
将
軍
﹂
で
あ
り
、﹁
都
の
王
﹂
に
も
比
肩
す
る
﹁
東
国
の

王
﹂
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
た
実
朝
の
、
光
か
が
や
く
ば
か
り
の
自
負
に
満
ち
た
心
情
告
白
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
朝
が

三
七
〇
歌
を
﹁
賀
﹂
部
の
最
後
を
飾
る
一
首
に
配
し
た
の
も
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、﹁
わ
が
代
﹂
を
﹁
君
が
代
﹂
と
対
置
さ
せ
、﹁
わ
が
代
は
尽
き
じ
﹂
と
詠
い
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
か
な
り
思
い
切
っ
た
大

胆
な
詠
い
ぶ
り
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
確
か
に
、
先
に
挙
げ
た
﹃
万
葉
集
﹄
の
中
皇
命
の
歌
も
、﹁
君
が
代
﹂
と
﹁
わ
が
代
﹂
を
並
立
さ
せ

て
い
た
。
建
暦
三
年
︵
一
二
一
三
︶
十
一
月
、
定
家
よ
り
﹁
相
伝
私
本
万
葉
集
一
部
﹂
の
贈
呈
を
受（
三
五
）

け
る
以
前
か
ら
、
実
朝
が
何
ら
か
の
形
で
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﹃
万
葉
集
﹄
の
歌
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
恐
ら
く
は
こ
の
歌
を
ふ
ま
え
て
の
詠
作
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
皇
命
は
皇

族
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
実
朝
が
﹁
わ
が
代
は
尽
き
じ
﹂
と
詠
う
の
に
は
、
さ
す
が
に
遠
慮
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。﹃
金
槐
集
﹄

六
六
三
首
中
、﹁
わ
が
代
﹂
を
詠
い
こ
ん
だ
歌
が
﹁
賀
﹂
部
の
こ
の
二
首
だ
け
で
あ
る
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
実
朝
が
詠
う
﹁
君
﹂
は
、
即
位
し
て
三
十
年
近
く
の
歳
月
を
経
た
堂
々
た
る
﹁
治
天
の
君
﹂
後
鳥
羽
院
で
あ
る
。
ま
だ
二
十

歳
の
青
年
将
軍
実
朝
と
で
は
﹁
王
﹂
と
し
て
の
能
力
・
風
格
・
実
績
、
何
を
と
っ
て
も
比
較
に
な
ら
な
い
。
実
朝
自
身
も
そ
れ
は
よ
く
理
解
し

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
実
朝
に
と
っ
て
後
鳥
羽
院
は
祝
い
寿
ぐ
べ
き
存
在
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

﹁
王
﹂
と
し
て
倣
う
べ
き
存
在
、
少
し
で
も
近
づ
き
た
い
と
願
う
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。﹃
金
槐
集
﹄
全
八
部
の
最
後
を
締
め
く
く
る

一
首
﹁
山
は
裂
け 

海
は
浅
せ
な
む 

世
な
り
と
も 

君
に
ふ
た
心 

わ
が
あ
ら
め
や
も
﹂︵
六
六
三
歌
︶
と
い
う
著
名
歌
も
、
し
た
が
っ
て
、
た
だ
後

鳥
羽
院
に
畏
敬
と
忠
誠
の
念
を
示
そ
う
と
し
た
、
あ
る
い
は
自
ら
院
の
近
臣
に
な
ろ
う
と
し
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
実
朝
の
熱
く

複
雑
な
思
い
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
解
釈
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
お
わ
り
に

　

以
上
、﹃
金
槐
集
﹄﹁
賀
﹂
部
所
収
の
、
こ
れ
ま
で
凡
作
と
評
価
さ
れ
、
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
三
六
九
歌
・
三
七
〇
歌
を
素
材
に
、
ま
た

﹃
吾
妻
鏡
﹄
な
ど
の
歴
史
学
の
史
料
を
用
い
て
、
少
年
か
ら
青
年
将
軍
へ
と
成
長
し
た
実
朝
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
。
そ
し
て
、 

実
朝
の
政
治
へ
の
取
り
組
み
を
、
史
料
と
い
う
客
観
的
な
情
報
か
ら
分
析
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
よ
う
な
主
観
的
心
情
、
本
来
、

他
人
は
知
り
得
ぬ
心
の
内
面
を
、
和
歌
と
い
う
実
朝
本
人
の
証
言
か
ら
解
き
明
か
し
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
少
な
く
と
も
二
十
歳
前
後
の
一
時

期
に
、
実
朝
は
﹁
将
軍
﹂
と
し
て
の
、
ま
た
﹁
東
国
の
王
﹂
と
し
て
の
自
覚
と
自
負
の
光
に
満
ち
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と

考
え
る
。
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た
だ
、
光
あ
る
と
こ
ろ
に
は
影
が
あ
る
。
十
三
歳
で
坊
門
信
清
の
娘
を
御
台
所
に
迎
え
て
か
ら
七
年
ほ
ど
の
歳
月
が
経
ち
、
母
政
子
を
は
じ

め
、
御
家
人
た
ち
の
多
く
が
世
継
の
誕
生
を
待
ち
望
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
実
朝
と
御
台
所
と
の
間
に
は
、
男
児
は
も
ち
ろ
ん

女
児
誕
生
の
気
配
す
ら
も
な
い
。
人
々
の
期
待
は
実
朝
の
心
に
重
く
の
し
か
か
り
、
暗
い
影
を
落
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
政
治
の
世

界
で
も
、﹁
都
の
王
﹂
後
鳥
羽
院
に
倣
い
、﹁
東
国
の
王
﹂
と
し
て
将
軍
親
裁
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
実
朝
は
、
北
条
義
時
・
大
江
広
元
を
中
心

と
す
る
勢
力
と
の
間
に
軋
轢
を
生
ん
で
い
く
。
さ
ら
に
ま
た
、
御
家
人
同
士
、
武
士
団
同
士
の
利
害
対
立
が
、
実
朝
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ

ろ
で
先
鋭
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
情
勢
は
徐
々
に
深
刻
さ
を
増
し
、
や
が
て
大
き
な
荒
波
と
な
っ
て
実
朝
を
襲
う
こ
と
に
な

る
。
建
暦
三
年
︵
一
二
一
三
︶
五
月
、
実
朝
の
生
涯
の
う
ち
で
最
大
規
模
の
武
力
抗
争
で
あ
る
﹁
和
田
合
戦
﹂
が
勃
発
す
る
の
で
あ
る
。
丸
二

日
に
わ
た
る
激
闘
の
す
え
、
実
朝
を
擁
す
る
義
時
ら
の
幕
府
軍
は
、
か
ろ
う
じ
て
和
田
義
盛
ら
の
軍
勢
を
制
圧
す
る
。
し
か
し
、
旧
知
の
御
家

人
た
ち
が
敵
・
味
方
に
分
か
れ
て
血
で
血
を
洗
う
殺
戮
を
繰
り
広
げ
、
将
軍
御
所
も
焼
け
払
わ
れ
た
激
し
い
戦
闘
は
、
必
ず
や
実
朝
の
心
に
深

い
傷
を
残
し
た
で
あ
ろ
う
。﹃
金
槐
集
﹄
が
編
ま
れ
た
の
が
そ
の
年
の
暮
れ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
単
な
る
偶
然
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

実
朝
を
家
集
の
編
纂
に
突
き
動
か
し
た
何
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

要
す
る
に
、
実
朝
と
い
う
人
物
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
光
の
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
影
の
部
分
・
闇
の

部
分
に
も
深
く
分
け
入
っ
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
い
つ
の
日
か
実
朝
と
い
う
人
物
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
の
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
覚
書
に
す
ぎ
な
い
。

注︵
一
︶　　

正
岡
子
規
﹁
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
﹂︵
一
八
九
八
年
執
筆
、﹃
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
﹄
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
︶、
齋
藤
茂
吉
﹁
源
實
朝
﹂﹁
金
槐

集
研
究
﹂
な
ど
︵﹃
齋
藤
茂
吉
全
集
﹄
第
十
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
︶、
小
林
秀
雄
﹁
実
朝
﹂︵﹃
小
林
秀
雄
全
作
品
﹄
一
四
、
新
潮
社
、

二
〇
〇
三
年
︶
な
ど
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︵
二
︶　　

樋
口
芳
麻
呂
氏
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成　

金
槐
和
歌
集
﹄︵
新
潮
社
、
二
〇
〇
四
年
︶
を
用
い
る
。
こ
れ
は
﹁
藤
原
定
家
所
伝
本
﹂
も
し
く
は

﹁
建
暦
三
年
本
﹂
と
呼
ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
下
で
は
﹃
金
槐
集
﹄
と
略
称
す
る
。

︵
三
︶　　

鎌
田
五
郎
氏
﹃
源
実
朝
の
作
家
論
的
研
究
﹄︵
風
間
書
房
、
一
九
七
四
年
︶

︵
四
︶　　

樋
口
芳
麻
呂
氏
﹁
解
説
︱
無
垢
な
詩
魂
の
遺
書
﹂︵
前
注
︵
二
︶
解
説
︶

︵
五
︶　　

志
村
士
郎
氏
﹃
金
槐
和
歌
集
と
そ
の
周
辺
︱
東
国
文
芸
成
立
の
基
盤
︱
﹄︵
桜
楓
社
、
一
九
八
〇
年
︶、
同
氏
﹃
実
朝
・
仙
覚
︱
鎌
倉
歌
壇
の
研 

究
︱
﹄︵
新
典
社
、
一
九
九
九
年
︶

︵
六
︶　　

今
関
敏
子
氏
﹃﹃
金
槐
和
歌
集
﹄
の
時
空
︱
定
家
所
伝
本
の
配
列
構
成
︱
﹄︵
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
︶。
な
お
、
今
関
氏
は
こ
の
著
書
の
第
二
章

第
一
節
﹁
背
景
と
和
歌
﹂
に
お
い
て
、
後
述
の
五
味
文
彦
氏
に
よ
る
﹁
歴
史
学
の
方
面
か
ら
の
見
直
し
﹂
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
る
が
、
し
か
し
同
時

に
、﹁
歴
史
学
か
ら
新
し
い
見
解
が
提
示
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
文
学
作
品
の
捉
え
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
﹂
と

の
立
場
か
ら
、﹁
歴
史
事
実
を
尊
重
﹂
す
る
一
方
で
、﹁
文
学
研
究
に
携
わ
る
者
と
し
て
は
、
ま
す
ま
す
、
作
品
の
内
部
徴
証
の
重
要
性
、
必
要
性
を
再

認
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
。

︵
七
︶　　

五
味
文
彦
氏
﹁
源
実
朝
︱
将
軍
親
裁
の
崩
壊
︱
﹂︵
同
氏
﹃
増
補
吾
妻
鏡
の
方
法　

事
実
と
神
話
に
み
る
中
世
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
︶
な

ど
。
ほ
か
に
山
本
幸
司
氏
﹃
日
本
の
歴
史
九　

頼
朝
の
天
下
草
創
﹄︵
講
談
社
、
二
〇
〇
一
年
︶、
本
郷
和
人
氏
﹃
新
・
中
世
王
権
論　

武
門
の
覇
者
の

系
譜
﹄︵
新
人
物
往
来
社
、
二
〇
〇
四
年
︶、
河
内
祥
輔
氏
﹁
朝
廷
と
幕
府
体
制
の
諸
相
﹂︵﹃
日
本
中
世
の
朝
廷
・
幕
府
体
制
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七

年
︶
な
ど
。

︵
八
︶　　

新
訂
増
補
国
史
大
系
﹃
吾
妻
鏡
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︶
を
用
い
る
。

︵
九
︶　　

古
代
・
中
世
の
和
歌
が
、
近
代
短
歌
の
よ
う
に
個
人
の
内
面
を
率
直
に
表
現
す
る
詩
で
は
な
く
、
掛
詞
・
見
立
て
・
本
歌
取
り
な
ど
、
近
代
詩
に

は
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
事
・
技
法
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
技
巧
を
凝
ら
し
た
和
歌
で
あ
っ

て
も
、
三
十
一
文
字
の
中
に
作
者
の
思
い
・
心
の
内
面
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
動
か
し
が
た
い
事
実
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
、
実
朝
の
和
歌
を

こ
う
し
た
意
味
で
の
心
情
告
白
・
内
面
の
吐
露
と
捉
え
、
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た
い
。

︵
一
〇
︶　

峯
村
文
人
氏
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
四
三　

新
古
今
和
歌
集
﹄︵
小
学
館
、
一
九
九
五
年
︶
を
用
い
る
。
ま
た
、
以
下
で
は
﹃
新
古
今
﹄

と
略
称
す
る
。

︵
一
一
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
元
久
二
年
九
月
二
日
条

︵
一
二
︶　

前
注
︵
二
︶
の
校
注
者
樋
口
氏
、﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
四
九　

中
世
和
歌
集
﹄︵
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
︶
の
校
注
者
井
上
宗
雄
氏
は
、
実
朝
の

五
八
〇
歌
の
参
考
歌
と
し
て
、
長
明
が
﹁
月
前
松
風
﹂
と
い
う
題
で
詠
っ
た
﹃
新
古
今
﹄
所
収
歌
﹁
な
が
む
れ
ば　

千
々
に
も
の
思
ふ　

月
に
ま
た　



47　　源実朝覚書　─青年将軍の心にさした光─

わ
が
身
ひ
と
つ
の　

峰
の
松
風
﹂︵﹁
秋
歌
﹂
部
三
九
七
歌
︶
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
、
長
明
は
大
江
千
里
の
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
所
収
歌
﹁
月
見
れ
ば　

ち
ぢ
に
物
こ
そ　

か
な
し
け
れ　

わ
が
身
ひ
と
つ
の　

秋
に
は
あ
ら
ね
ど
﹂︵﹁
秋
歌
﹂
部
一
九
三
歌
︶
を
本
歌
と
し
て
お
り
、
実
朝
が
五
八
〇
歌
を
詠

む
際
に
参
考
に
し
た
の
が
長
明
の
歌
か
千
里
の
歌
か
判
然
と
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、﹁
瀬
見
の
小
川
﹂
の
歌
ほ
ど
明
確
に
本
歌
と
位
置
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、﹃
古
今
和
歌
集
﹄
に
つ
い
て
は
小
沢
正
夫
氏
・
松
田
成
穂
氏
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
一　

古
今

和
歌
集
﹄︵
小
学
館
、
一
九
九
四
年
︶
を
用
い
る
。
ま
た
、
以
下
で
は
﹃
古
今
﹄
と
略
称
す
る
。

︵
一
三
︶　

俊
成
は
﹃
建
仁
元
年
千
五
百
番
歌
合
﹄
に
お
い
て
、﹁
松
島
や　

塩
汲
む
海
人
の　

秋
の
袖　

月
は
も
の
思
ふ　

な
ら
ひ
の
み
か
は
﹂︵﹃
新
古
今
﹄

﹁
秋
歌
﹂
部
四
〇
一
歌
︶
を
﹁
殊
に
よ
ろ
し
﹂、
ま
た
﹁
夜
も
す
が
ら　

ひ
と
り
み
山
の　

槙
の
葉
に　

曇
る
も
澄
め
る　

有
明
の
月
﹂︵﹃
新
古
今
﹄﹁
雑

歌
﹂
部
一
五
二
三
歌
︶
を
﹁﹃
ひ
と
り
み
山
の
槙
の
葉
に
曇
る
も
澄
め
る
﹄
な
ど
、
も
っ
と
も
よ
ろ
し
﹂
と
評
し
た
と
い
う
。

︵
一
四
︶　

細
野
哲
雄
氏
﹃
鴨
長
明
伝
の
周
辺
・
方
丈
記
﹄︵
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
年
︶

︵
一
五
︶　

菊
池
良
一
氏
・
村
上
光
徳
氏
・
坂
口
博
規
氏
編
﹃
方
丈
記　

無
名
抄
﹄︵
双
文
社
出
版
、
一
九
八
五
年
︶

︵
一
六
︶　
﹃
国
歌
大
観
﹄

︵
一
七
︶　

萩
谷
朴
氏
・
谷
山
茂
氏
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
七
四　

歌
合
集
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
︶

︵
一
八
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
文
治
二
年
八
月
十
五
日
条

︵
一
九
︶　
﹃
明
月
記
﹄
建
暦
元
年
八
月
廿
五
日
条
・
九
月
八
日
条
。
ま
た
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
元
年
九
月
十
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
忠
信
の
勅
勘
を
知
っ
て
驚
い

た
実
朝
は
、
さ
っ
そ
く
こ
の
日
、
内
藤
右
馬
允
盛
時
を
使
節
と
し
て
上
洛
さ
せ
た
と
い
う
。

︵
二
〇
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
元
年
十
月
廿
日
条

︵
二
一
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
元
久
二
年
七
月
八
日
条

︵
二
二
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
元
久
二
年
八
月
十
一
日
条

︵
二
三
︶　
﹁
直
被
二

仰
出
一

﹂
の
事
例
と
し
て
は
、
ほ
か
に
建
暦
元
年
四
月
二
日
条
の
裁
許
が
あ
る
。
無
論
、﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
編
纂
物
で
あ
る
か
ら
、
原
史
料
の

性
格
や
そ
の
扱
い
方
に
よ
り
、
記
事
の
内
容
や
表
現
は
左
右
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
承
元
・
建
暦
年
間
以
降
に
﹁
直
﹂
の
例
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
そ

れ
な
り
の
意
味
を
持
っ
て
い
よ
う
。

︵
二
四
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
承
元
三
年
五
月
十
二
日
条

︵
二
五
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
承
元
三
年
十
一
月
廿
七
日
条

︵
二
六
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
元
年
十
二
月
廿
日
条

︵
二
七
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
承
元
四
年
六
月
十
二
日
条
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︵
二
八
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
承
元
四
年
六
月
十
三
日
条

︵
二
九
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
二
年
四
月
十
八
日
条

︵
三
〇
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
保
二
年
七
月
廿
七
日
条
。
こ
の
日
、
大
規
模
な
落
慶
供
養
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。

︵
三
一
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
久
六
年
九
月
廿
九
日
条

︵
三
二
︶　

小
島
憲
之
氏
・
木
下
正
俊
氏
・
佐
竹
昭
広
氏
校
注
・
訳
﹃
萬
葉
集
﹄︵
小
学
館
、
一
九
七
一
年
︶
を
用
い
る
。

︵
三
三
︶　

片
野
達
郎
氏
・
松
野
陽
一
氏
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
〇　

千
載
和
歌
集
﹄︵
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
︶
を
用
い
る
。

︵
三
四
︶　

渡
部
泰
明
氏
﹁
八
大
龍
王
雨
や
め
た
ま
へ
︱
実
朝
の
音
﹂︵﹃
文
学
﹄
二
〇
〇
五
年
七
︱
八
月
号
、
岩
波
書
店
︶

︵
三
五
︶　
﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
暦
三
年
十
一
月
廿
三
日
条


