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【
後
編
】
は
じ
め
に

　

前
回
は
、
源
実
朝
の
「
世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
渚
漕
ぐ
海
士
の
小

舟
の
綱
手
か
な
し
も
」
の
歌
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
の
歌
は
恋
に
関
わ

る
語
が
多
用
さ
れ
、
『
定
家
本
』
の
前
後
の
歌
か
ら
の
関
連
か
ら
も
男

女
の
行
く
末
の
如
く
、
ま
た
「
舟
」
の
浮
き
沈
み
の
如
く
不
安
で
は
か

な
き
世
を
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
つ
ら
さ
を
主
題
と
し
た
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

愛
情
不
変
を
想
い
、
世
の
常
を
願
う
実
朝
の
心
の
表
出
と
み
る
。

　
『
定
家
本
』
の
当
該
歌
を
含
む
一
連
四
首
は
「
葦
」
「
舟
」
「
千
鳥
」

「
鶴
」
の
題
で
、
「
難
波
潟
」
か
ら
「
葦
」
「（
潟
ゆ
く
）
舟
」
「
跡
無
き

波
」
「
沢
辺
の
葦
鶴
」
と
発
想
の
連
関
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
世

の
中
」
「
舟
」
「
鳴
く
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
繫
ぐ
。
当
該
歌
は
実
景
に
着
想

を
得
つ
つ
も
「
難
波
潟
」
の
題
詠
の
一
連
か
と
さ
え
思
う
。
題
詠
に
も

「
自
然
」
と
「
人
事
」
の
一
体
化
し
た
歌
に
は
、
実
朝
の
思
い
が
素
直

に
発
揮
さ
れ
た
佳
作
も
多
い
。
そ
の
意
味
で
「
世
の
中
は
」
の
歌
は
実

朝
と
い
う
歌
人
の
本
質
が
最
大
限
に
凝
縮
さ
れ
た
歌
で
あ
り
、
そ
の
点

を
定
家
は
見
逃
さ
な
か
っ
た
と
み
る
。

　

こ
う
し
た
実
朝
の
佳
作
を
述
べ
る
に
先
立
ち
、
今
回
も
「
自
然
」
と

「
人
事
」
が
一
致
し
た
成
功
例
を
現
代
短
歌
か
ら
引
く
。

早
朝
の
自
転
車
小
屋
は
ラ
ン
デ
ブ
ー
羽
を
光
ら
す

二
匹
の
ト
ン
ボ

チ
ュ
ー
イ
ン
グ
ガ
ム
風
船
を
膨
ら
ま
す
君
へ
の
秋

は
か
く
膨
ら
め
り

捕
ま
え
た
ペ
ル
セ
ウ
ス
座
流
星
群
君
と
観
る
ま
で

冷
凍
保
存

い
つ
だ
っ
て
坂
道
共
に
歩
み
つ
つ
呼
吸
し
て
い
る

我
の
ロ
ー
フ
ァ
ー

我
が
肺
の
奥
に
棲
み
た
る
蝶
あ
り
て
君
の
声
聴
き

羽
は
た
た
か
す

君
の
た
め
焼
き
ゆ
く
ホ
ッ
ト
ケ
ー
キ
に
は
天
使
の

羽
を
ひ
そ
ま
せ
て
お
く

渦
巻
け
る
短
調
の
雲
群
れ
ゆ
き
て
十
八
歳
の
不
安

を
曝
す

　

す
べ
て
同
一
作
者
（
高
校
生
）
の
一
連
で
、
金
沢
大
学
第
1
回
「
超

然
文
学
賞
」
優
秀
作
品
（
次
賞
）
と
な
っ
た
作
品
群
か
ら
抜
粋
し
た
。

選
者
か
ら
は
「
『
何
か
を
信
じ
る
心
』
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
描
き
き
っ
て
お

り
、
現
代
は
こ
の
心
を
追
い
求
め
る
こ
と
が
難
し
い
。
比
喩
の
使
い
方

に
き
ら
め
き
が
あ
り
、
定
型
を
よ
く
体
得
し
て
い
る
。
」
と
評
さ
れ
た
。

新
・
評
論
の
場
　
133

実
朝
の
独
創
性　
―
『
百
人
一
首
』
入
集
歌
を
根
底
に
（
後
編
）
― 

早
川　

昌
成
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先
述
の
「
葦
」
「
舟
」
「
千
鳥
」
「
鶴
」
に
続
い
て
配
置
さ
れ
て
お
り
、

実
朝
の
親
子
の
愛
し
み
の
心
が
吐
露
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
「
世
の
中
」
の
語
を
用
い
た
歌
で
は

と
に
か
く
に
あ
な
さ
だ
め
な
の
世
の
中
や
喜
ぶ
者

あ
れ
ば
侘
ぶ
る
者
あ
り

と
い
う
歌
も
あ
る
。
水
の
ご
と
い
や
澄
み
渡
る
実
朝
の
心
、
下
句
の
対

の
表
現
は
管
見
で
は
見
あ
た
ら
な
い
。
事
実
を
直
裁
的
に
詠
み
な
が
ら

両
者
の
ど
ち
ら
に
も
ナ
イ
ー
ヴ
な
共
感
が
あ
る
。
ま
た
『
金
槐
集
』
に

は
な
い
が
、
や
は
り
「
世
の
中
」
の
語
を
用
い
た

世
の
中
は
押
し
て
放
ち
の
相
違
な
く
思
ふ
矢
筋
よ

神
も
た
が
ふ
な

と
い
う
歌
が
鶴
岡
八
幡
宮
に
伝
わ
る
実
朝
の
詠
草
と
し
て
遺
さ
れ
て
い

る
。
よ
い
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、
「
放
ち
」
の
名
詞
形
も
独
特
だ
が
、
こ

れ
ぞ
実
朝
の
肉
声
で
歌
わ
れ
た
歌
で
あ
る
。
「
世
の
中
は
常
な
ら
ざ

る
」
と
口
に
せ
ず
と
も
、
そ
の
思
い
は
言
外
に
痛
い
ほ
ど
溢
れ
て
お
り
、

為
政
者
と
し
て
の
儀
礼
を
超
え
た
力
強
い
意
志
と
実
朝
の
心
を
感
じ
る
。

　

実
朝
の
純
粋
で
優
し
い
心
は
、
常
に
他
者
と
同
化
し
、
相
手
の
気
持

に
立
っ
て
歌
う
。
「
老
い
」
の
悲
し
み
は
、
齢
九
十
を
過
ぎ
て
や
っ
て

来
た
「
朽
法
師
」
の
立
ち
居
の
ま
ま
な
ら
ぬ
思
い
そ
の
ま
ま
に

道
遠
し
腰
は
ふ
た
へ
に
屈
ま
れ
り
杖
に
す
が
り
て

ぞ
こ
こ
ま
で
も
来
る

と
老
の
心
を
率
直
に
歌
う
。
ま
た
あ
る
と
き
は

旅
を
行
き
し
あ
と
の
宿
守
お
の
お
の
に
私
あ
れ
や

今
朝
は
い
ま
だ
来
ぬ

と
二
所
詣
下
向
の
翌
朝
、
ま
だ
現
れ
な
い
家
臣
達
の
事
情
を
思
い
や
る

ま
た
「
自
然
」
と
「
人
事
」
で
は
な
い
が
、
こ
の
作
者
の
比
喩
力
は
、

流
浪
す
る
君
宛
て
だ
っ
た
言
の
葉
を
沈
没
船
の
よ

う
に
眠
ら
す

の
歌
に
も
発
揮
さ
れ
、
「
全
国
高
等
学
校
文
芸
コ
ン
ク
ー
ル
」
で
優
良

賞
を
受
賞
し
た
。
合
評
会
で
選
者
か
ら
は
「
比
喩
は
こ
の
歌
が
ピ
カ

一
」
と
評
さ
れ
た
。

　

右
に
挙
げ
た
作
品
群
は
、
自
然
を
擬
人
的
に
扱
い
な
が
ら
、
そ
の
中

に
高
校
生
の
ナ
イ
ー
ブ
な
心
を
自
己
の
独
創
と
し
て
昇
華
さ
せ
て
い
る

点
で
優
れ
た
作
品
と
言
え
よ
う
し
、
そ
れ
に
伴
う
比
喩
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

も
抜
群
で
、
こ
の
手
法
は
実
朝
歌
の
本
質
に
も
通
じ
る
も
の
と
思
う
。

一
　
実
朝
の
独
創
性

　
「
自
然
」
と
「
人
事
」
の
一
体
化
に
こ
も
る
実
朝
の
人
間
的
な
情
愛

の
心
はも

の
い
は
ぬ
四
方
の
獣
す
ら
だ
に
も
あ
は
れ
な
る

か
な
や
親
の
子
を
思
ふ

い
と
ほ
し
や
見
る
に
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
親
も
な
き

子
の
母
を
尋
ぬ
る

と
い
っ
た
作
品
に
率
直
に
歌
わ
れ
る
。
万
葉
調
で
は
あ
る
が
、
万
葉
に

な
い
「
か
な
し
み
」
と
中
世
的
な
哀
感
に
満
ち
て
い
る
。
「
か
な
し
」

と
い
う
形
容
詞
を
用
い
る
こ
と
な
く
独
自
の
「
か
な
し
み
」
を
表
出
し

て
い
る
。
「
い
と
ほ
し
や
」
の
初
句
切
れ
、
三
句
切
れ
の
繊
細
で
感
傷

の
稚
拙
さ
す
ら
思
わ
せ
る
リ
ズ
ム
は
万
葉
の
模
倣
に
あ
ら
ぬ
実
朝
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。
前
述
の
「
世
の
中
は
」
の
歌
に
両
親
や
兄
の
情
愛

を
望
む
心
を
見
る
こ
と
は
直
接
に
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
二
首
は
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気
持
ち
を
素
直
に
歌
う
。

　

実
朝
の
優
し
い
人
間
ら
し
い
心
は
、
伝
説
上
の
人
物
に
も
及
ぶ
。

夕
さ
れ
ば
秋
風
涼
し
た
な
ば
た
の
天
の
羽
衣
た
ち

や
か
ふ
ら
む

　

薄
い
天
の
羽
衣
で
は
寒
い
だ
ろ
う
と
す
る
ナ
イ
ー
ブ
な
同
情
の
心
は

先
述
の
「
も
の
い
は
ぬ
」
「
い
と
ほ
し
や
」
と
同
次
元
に
置
く
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
実
朝
は
橋
姫
伝
説
に
も
関
心
深
く
、

片
敷
き
の
袖
こ
そ
霜
に
結
び
け
れ
待
つ
夜
更
け
ぬ

る
宇
治
の
橋
姫

狭
莚
に
ひ
と
り
む
な
し
く
年
も
経
ぬ
夜
の
衣
の
裾

あ
は
ず
し
て

狭
莚
に
幾
よ
の
秋
を
忍
び
来
ぬ
今
は
た
同
じ
宇
治

の
橋
姫

と
橋
姫
の
思
い
に
立
っ
た
歌
を
残
し
て
い
る
。
『
袖
中
抄
』
で
は
橋
姫

も
本
来
「
年
頃
な
り
け
る
」
男
女
二
神
で
あ
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
「
か

な
し
（
愛
し
）
」
き
に
実
朝
は
思
い
を
深
く
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
述
の
高
校
生
の
「
チ
ュ
ー
イ
ン
グ
ガ
ム
」
で
は
な
い
が
、
実
朝
は

季
節
を
も
擬
人
化
し
て
歌
う
。

こ
と
し
げ
き
世
を
逃
れ
に
し
山
里
に
い
か
に
尋
ね

て
秋
の
来
つ
ら
む

　

人
里
離
れ
た
山
奥
ま
で
、
や
っ
て
き
た
「
秋
」
に
ど
う
や
っ
て
探
し

当
て
て
来
た
の
か
と
「
秋
」
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

頼
め
来
し
人
だ
に
訪
は
ぬ
故
郷
に
誰
ま
つ
虫
の
夜

半
に
鳴
く
ら
む

　

頼
み
に
さ
せ
て
き
た
人
さ
え
訪
ね
て
こ
な
い
故
郷
に
、
松
虫
は
誰
を

待
っ
て
夜
更
け
に
鳴
い
て
い
る
の
か
。
「
ま
つ
」
に
は
「
待
つ
」
と

「
松
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
が
、
松
虫
の
鳴
き
声
と
い
う
自
然
を
自
己

の
悲
し
み
に
見
事
に
合
致
さ
せ
て
い
る
。
主
観
を
客
観
に
変
え
る
実
朝

の
力
で
あ
る
。

　
「
世
の
中
は
」
の
歌
を
始
め
、
実
朝
の
人
へ
の
優
し
さ
を
述
べ
て
き

た
が
、
そ
の
実
朝
が
四
季
の
推
移
に
孤
独
と
無
常
を
思
う
時
は
恐
い
。

春
と
い
ひ
夏
と
過
ぐ
し
て
秋
風
の
吹
上
の
浜
に
冬

は
来
に
け
り

秋
は
去
ぬ
風
に
木
の
葉
は
散
り
は
て
て
山
寂
し
か

る
冬
は
来
に
け
り

　

巡
る
四
季
の
時
間
の
早
さ
、
四
季
の
順
を
並
べ
た
だ
け
の
当
然
、
つ

ま
ら
ぬ
歌
に
見
え
る
が
、
「
即
物
」
で
は
な
い
冬
の
訪
れ
の
独
自
の

「
描
写
」
に
、
実
朝
の
悲
し
み
の
涙
は
光
り
、
そ
こ
に
無
限
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
漂
う
。
こ
れ
ぞ
実
朝
の
独
創
た
る
「
無
常
」
で
あ
る
。

　

冬
の
次
は
新
年
が
や
っ
て
く
る
が
、

は
か
な
く
て
今
宵
あ
け
な
ば
行
く
年
の
思
ひ
出
も

な
き
春
に
や
あ
は
な
む

の
歌
に
は
ゾ
ッ
と
す
る
。
正
月
を
待
つ
気
分
の
か
け
ら
も
な
い
。
「
何

の
思
い
出
も
な
い
去
年
だ
っ
た
と
思
う
新
年
が
来
る
」、
十
代
二
十
代

の
青
年
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
を
す
る
か
と
驚
く
。

　

実
朝
の
独
創
性
は
、

空
や
海
海
や
空
と
も
え
ぞ
分
か
ぬ
霞
も
波
も
立
ち

満
ち
に
つ
つ

と
い
っ
た
、
仰
ぎ
見
る
よ
う
な
雄
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
歌
う
叙
景
歌
に
も

認
め
得
る
が
、
本
質
は
表
現
や
調
べ
に
未
熟
な
点
は
あ
ろ
う
と
も
、
率
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直
に
心
情
を
吐
露
し
た
歌
に
あ
る
。
従
来
の
実
朝
論
は
定
家
が
実
朝
に

与
え
た
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
逆
に
実
朝
が
定

家
に
与
え
た
影
響
も
あ
ろ
う
。
『
愚
見
抄
』
『
愚
秘
抄
』
『
桐
火
桶
』
の

三
書
は
定
家
の
筆
で
な
く
と
も
、
こ
と
実
朝
評
に
関
し
て
は
、
定
家
の

意
向
を
或
る
程
度
伝
え
て
い
る
と
思
う
。
就
中
、

も
の
の
ふ
の
矢
並
つ
く
ろ
ふ
籠
手
の
上
に
霰
た
ば

し
る
那
須
の
篠
原

の
歌
を
評
価
す
る
『
愚
見
抄
』
の
実
朝
主
義
と
で
も
言
う
べ
き
表
現
は

立
場
の
な
い
人
物
が
口
に
し
得
る
言
葉
で
は
な
い
。
第
二
句
、
第
三
句

の
構
成
的
な
表
現
や
体
言
止
め
は
新
古
今
の
特
徴
だ
が
、
そ
れ
で
い
て

全
体
は
明
ら
か
な
万
葉
調
で
あ
る
。
題
詠
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
る

リ
ア
リ
テ
ィ
が
こ
こ
に
あ
る
。
「
も
の
の
ふ
」
の
手
許
か
ら
精
緻
な
描

写
を
展
開
し
な
が
ら
ア
ン
グ
ル
を
広
げ
る
構
成
力
は
実
朝
独
自
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
著
名
な

箱
根
路
を
わ
れ
越
え
く
れ
ば
伊
豆
の
海
や
沖
の
小

島
に
波
の
寄
る
見
ゆ

も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
「
や
」
は
一
旦
、
視
界
を
停
止
し
、
そ
の
の
ち

焦
点
を
絞
り
込
む
新
古
今
の
手
法
で
あ
る
が
、
新
古
今
の
手
法
で
万
葉

的
感
動
を
独
自
に
再
現
し
た
点
に
定
家
は
改
め
て
心
を
動
か
さ
れ
た
可

能
性
が
あ
る
。

　

最
後
に
な
っ
た
。
「
箱
根
路
を
」
の
歌
と
と
も
に

大
海
の
磯
も
と
ど
ろ
に
寄
す
る
波
わ
れ
て
く
だ
け

て
さ
け
て
散
る
か
も

の
歌
に
つ
い
て
触
れ
る
。
こ
の
歌
も
実
朝
の
人
生
史
の
象
徴
の
よ
う
に

「
自
然
」
と
「
人
事
」
の
合
体
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
巨
大
な
自
然
の

極
限
状
況
に
自
己
を
没
入
さ
せ
、
同
一
化
さ
せ
る
見
事
な
描
写
力
は
万

葉
に
な
い
万
葉
的
表
現
で
あ
る
。
寄
せ
て
は
返
す
「
波
」
と
い
う
恒
久

的
自
然
を
も
擬
人
化
し
「
わ
れ
て
く
だ
け
て
さ
け
て
散
る
」
は
か
な
き

も
の
と
す
る
、
実
朝
の
自
然
を
観
察
す
る
鋭
い
目
が
生
き
た
歌
と
思
う
。

　

定
家
が
『
新
古
今
』
か
ら
『
新
勅
撰
』
に
至
る
中
で
「
幽
玄
」
の
理

念
に
よ
る
芸
術
至
上
主
義
的
思
想
か
ら
、
東
国
的
な
風
土
に
よ
る
と
こ

ろ
の
「
人
生
の
あ
は
れ
」
を
骨
子
と
す
る
歌
風
へ
と
そ
の
目
指
す
と
こ

ろ
が
変
化
し
た
と
す
れ
ば
実
朝
を
高
く
評
価
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

定
家
が
有
心
体
を
確
立
し
て
い
く
過
程
に
於
い
て
晩
年
に
仰
い
だ
の
は

万
葉
の
歌
風
で
あ
り
、
実
朝
に
贈
っ
た
『
近
代
秀
歌
』
で
説
い
た
「
寛

平
以
往
」
の
範
囲
を
定
家
自
ら
万
葉
ま
で
遡
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ

こ
に
実
朝
の
影
響
を
認
め
ぬ
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

二
　
実
朝
の
文
学
史
的
位
相

　

古
来
、
実
朝
は
「
万
葉
調
の
歌
人
」
と
し
て
文
学
史
上
の
位
置
を
保

っ
た
が
、
む
し
ろ
実
朝
独
自
の
歌
境
は
人
間
ら
し
い
情
愛
の
心
通
う

「
中
世
的
あ
は
れ
」
に
開
か
れ
て
い
た
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
実
朝
は

新
古
今
時
代
の
副
産
物
で
は
な
く
、
殆
ど
「
中
世
の
パ
イ
オ
ニ
ア
」
と

し
て
の
位
置
づ
け
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
世
の
中
は
」
の
歌

は
、
実
朝
歌
の
魅
力
を
語
る
上
で
根
底
に
据
え
る
べ
き
一
首
と
の
思
い

だ
が
、
同
時
に
定
家
の
評
価
を
し
て
「
王
朝
」（
中
古
）
の
最
後
の
輝

き
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
王
朝
」
と
い
う
一
つ
の
時
代
の
終
わ
り
を
告

げ
「
中
世
」
と
い
う
新
た
な
時
代
の
幕
開
け
を
象
徴
す
る
一
首
と
位
置

づ
け
た
い
。


