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序　言 4

私
た
ち
は
、
な
ぜ
源
実
朝
に
惹
か
れ
続
け
る
の
だ
ろ
う
。

建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
八
月
九
日
、
源
頼
朝
を
父
、
北
条
政
子
を
母
と
し
て
誕
生
。
建
久
十
年
に
は
父
頼
朝
が
急
逝
し
、
建

仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
九
月
七
日
、
十
二
歳
に
し
て
鎌
倉
幕
府
第
三
代
征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
。
建
保
六
年
（
一
二
一
八
）
正
二
位

右
大
臣
に
ま
で
上
り
詰
め
た
が
、
翌
建
保
七
年
正
月
二
十
七
日
、
右
大
臣
拝
賀
の
式
の
た
め
に
参
詣
し
た
鶴
岡
八
幡
宮
社
頭
に
て
、

甥
の
公
曉
に
殺
害
さ
れ
た
。
享
年
二
十
八
歳
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
令
和
元
年
、
西
暦
二
〇
一
九
年
と
い
う
年
に
、
没
後
八
〇
〇

年
を
迎
え
た
。

八
〇
〇
年
が
経
っ
て
も
、
源
実
朝
へ
の
関
心
は
け
っ
し
て
な
く
な
っ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
近
年
に
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
高

ま
っ
て
い
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
征
夷
大
将
軍
を
務
め
た
実
朝
の
存
在
は
、
鎌
倉
幕
府
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
朝
幕
関
係
を
含
め

た
当
時
の
時
代
史
と
不
可
分
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
将
軍
と
し
て
の
活
動
や
そ
の
意
義
に
つ

い
て
も
、
新
た
な
照
明
が
当
て
ら
れ
て
お
か
し
く
な
い
。
実
際
に
新
し
い
実
朝
の
将
軍
像
が
示
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
無
力
な
傀

儡
と
い
う
先
入
観
に
は
、
強
く
反
省
が
迫
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

序
　
言

渡
部
泰
明
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5

政
治
家
と
し
て
の
実
朝
だ
け
で
な
く
、
文
学
者
実
朝
に
対
し
て
も
、
改
め
て
問
い
直
し
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
実
朝
の
歌
は
た

し
か
に
魅
力
的
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
に
読
み
手
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
に
引
き
寄
せ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
近
年
、
実
朝
の
表
現

意
識
に
即
し
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
時
代
の
表
現
と
し
て
、
改
め
て
腰
を
据
え
て
読
も
う
と
す
る
機
運
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
感

じ
ら
れ
る
。
歌
人
へ
の
評
価
は
、
そ
の
作
品
を
一
首
一
首
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
う
る
、
と
い
う
当
然
の
前
提
が
、

し
ば
し
ば
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
実
朝
の
和
歌
に
は
、
置
き
去
り
に
さ
せ
る
だ
け
の

希
有
の
個
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
凡
作
・
習
作
と
呼
ば
れ
る
作
品
と
と
も
に
、
総
合
的
に
判
断
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
動
き
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
従
来
の
実
朝
像
の
変
更
を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
実
朝
像
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
ろ
う
か
、
興
味
津
々
た
る
も
の
が
あ
る
。
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
実
朝
は
ど
う
い
う
像
を
結
ん
で
い
た
の
か
、
と
改
め
て
問

わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

源
実
朝
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
意
義
づ
け
る
か
。
こ
れ
は
す
で
に
鎌
倉
時
代
か
ら
大
き
な
課
題
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
だ
。『
吾
妻

鏡
』
の
記
述
や
、
彼
の
追
善
の
継
承
な
ど
に
そ
れ
は
表
れ
て
い
る
。『
吾
妻
鏡
』
の
語
る
実
朝
は
す
で
に
伝
承
的
な
様
相
を
呈
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
説
話
集
『
沙
石
集
』
な
ど
中
世
伝
承
文
学
の
世
界
に
も
独
自
の
実
朝
像
が
見
ら
れ
る
。
仏
舎
利
将
来
伝

説
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。
近
世
か
ら
近
代
へ
と
、
演
劇
の
世
界
に
も
取
材
さ
れ
、
舞
台
に
上
げ
ら
れ
も
し
た
。

歌
人
と
し
て
の
実
朝
も
、
中
世
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
。『
新
勅
撰
集
』
以
下
の
、
十
三
代
集
と
呼
ば
れ
る
勅
撰
集
に
す
べ
て

入
集
し
て
い
る
ほ
か
、
室
町
時
代
に
は
、「
柳
営
亜
槐
」
な
る
人
物
の
手
に
よ
っ
て
、
七
一
九
首
を
収
め
る
家
集
が
編
纂
さ
れ
、

こ
れ
を
祖
本
と
し
て
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
に
板
本
『
金
槐
和
歌
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
近
世
で
は
、
賀
茂
真
淵
の
実
朝
研
究

も
忘
れ
が
た
い
。

し
か
し
何
と
い
っ
て
も
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
、
ア
ラ
ラ
ギ
派
を
は
じ
め
と
し
た
、
歌
人
実
朝
へ
の
絶
大
な
評
価
を
抜
き
に
し

て
、
現
代
の
実
朝
像
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
正
岡
子
規
・
斎
藤
茂
吉
・
小
林
秀
雄
・
太
宰
治
・
吉
本
隆
明
な
ど
と
い
っ
た
、

さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
文
学
者
達
が
、
実
朝
に
表
現
欲
を
駆
り
立
て
ら
れ
て
き
た
。
彼
ら
は
彼
ら
の
文
脈
で
、
自
ら
の
想
念
を
実
朝

に
託
し
た
。
実
朝
を
通
し
て
自
己
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
、
彼
ら
の
文
脈
と
は
何
だ
っ
た
の
か
は
、
冷
静
に
読
み
解
か
れ
る
必
要

が
あ
る
。
彼
ら
文
学
者
の
実
朝
観
が
、
文
学
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
託
せ
る
だ
け
の
も
の
が
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序　言 6

あ
っ
た
実
朝
の
、
い
わ
ば
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
計
測
す
る
こ
と
へ
と
、
翻
っ
て
関
心
が
向
か
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
昭
和
四

年
に
発
見
紹
介
さ
れ
た
、『
金
槐
和
歌
集
』
の
圧
倒
的
な
古
写
本
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
定
家
所
伝
本
」
の
『
金
槐
和
歌
集
』
の

精
密
な
読
解
は
こ
れ
か
ら
も
続
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

我
々
は
実
朝
の
虚
像
の
持
つ
意
味
を
冷
静
に
見
つ
め
つ
つ
も
、
同
時
に
実
像
へ
の
追
究
を
諦
め
て
は
な
ら
な
い
。
歴
史
と
文
学

史
に
深
く
関
わ
っ
た
実
朝
を
問
う
こ
と
は
、
歴
史
や
文
学
史
を
改
め
て
問
い
返
す
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
虚
像
と
実
像
を
往
還
す

る
、
粘
り
強
い
視
線
の
先
に
、
新
た
な
実
朝
像
も
立
ち
現
れ
る
だ
ろ
う
。
本
特
集
の
表
題
に
、「
虚
実
を
越
え
て
」
の
副
題
を
付

し
た
所
以
で
あ
る
。
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