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上
司
と
し
て
の
藤
原
実
資

堀
　
井
　
佳
代
子

藤
原
道
長
と
同
時
代
を
生
き
た
貴
族
、
藤
原
実
資
の
日
記
﹃
小
右
記
﹄
は
、
摂
関
期
の
政
治
・
社
会
を
知
る

た
め
に
欠
か
せ
な
い
史
料
で
あ
り
、
道
長
の
栄
華
を
象
徴
す
る
と
さ
れ
る
、﹁
こ
の
世
を
ば
　
わ
が
よ
と
ぞ
お

も
ふ
　
望
月
の
⋮
﹂
の
歌
も
、
実
資
の
﹃
小
右
記
﹄
の
な
か
に
記
さ
れ
た
こ
と
で
、
残
っ
て
い
る
こ
と
も
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
実
資
は
、
蔵
人
頭
を
経
て
、
三
三
才
で
議
政
官
の
一
員
と
な
っ
た
有
能
な
官
僚
で
あ
っ
た
。
道
長
や

そ
の
息
子
頼
通
も
、
実
資
に
政
務
に
関
す
る
事
柄
を
問
い
合
わ
せ
、
そ
の
助
言
を
仰
い
で
い
る
。
ま
た
有
能
な

人
が
概
し
て
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
実
資
も
政
務
・
儀
式
に
関
し
て
厳
格
な
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
、﹃
小
右

記
﹄
の
な
か
で
も
、
誤
っ
た
作
法
を
行
な
っ
た
者
に
対
し
て
、﹁
愚
の
又
、
愚
な
り
﹂
と
厳
し
い
文
言
を
記
し

て
い
る
。
説
話
で
あ
る
が
、﹃
江
談
抄
﹄
に
は
、
右
大
臣
で
あ
っ
た
実
資
が
陣
座
で
政
務
を
執
っ
て
い
る
と
き

に
、
笑
っ
て
し
ま
っ
た
平
範
国
を
厳
し
く
咎
め
た
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
﹃
小
右
記
﹄
の
な
か
に

は
、
部
下
に
対
し
て
厳
し
い
だ
け
で
は
な
い
、
上
司
と
し
て
の
実
資
の
姿
が
見
え
て
い
る
。

長
和
五
年
︵
一
〇
一
六
︶
正
月
、
後
一
条
天
皇
が
即
位
す
る
が
、
三
月
八
日
に
は
、
即
位
を
全
国
の
神
社
に

知
ら
せ
る
た
め
の
奉
幣
使
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
実
資
は
六
〇
才
・
大
納
言
で
あ
り
、
派
遣
当
日
の

朝
に
出
勤
し
、
奉
幣
使
に
持
た
せ
る
太
政
官
符
の
作
成
作
業
を
担
当
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、﹁
畿
内
・
七
道
使

官
符
八
枚
、
七
道
の
幣
料
、
正
税
を
以
て
充
つ
べ
き
官
符
五
︵
七
ヵ
︶
枚
等
な
り
。
合
は
せ
て
十
五
枚
﹂
が
作
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成
さ
れ
た
。
一
道
に
つ
き
一
名
の
神
祇
官
の
官
人
を
派
遣
す
る
の
で
、
そ
の
た
め
の
官
符
が
八
枚
と
、
畿
内
以

外
は
幣
物
を
地
方
の
財
源
か
ら
負
担
さ
せ
る
の
で
、
そ
れ
を
命
じ
る
官
符
が
七
枚
、
合
計
一
五
枚
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
実
資
は
陣
座
に
い
て
、
準
備
し
て
あ
っ
た
官
符
を
持
っ
て
こ
さ
せ
て
、
摂
政
道
長
の
も
と
に
こ
れ
を

届
け
て
、
彼
か
ら
の
指
示
を
受
け
た
上
で
、
最
後
の
官
符
へ
の
捺
印
の
作
業
を
行
な
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
と
き

道
長
か
ら
﹁
雨
を
冒
し
て
参
り
行
な
ふ
。
悦
び
申
す
所
な
り
﹂
と
い
う
、
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
伝
え
ら
れ
て
い

る
。実

資
は
早
速
、
捺
印
の
作
業
に
取
り
か
か
る
。
官
符
に
は
﹁
天
皇
御
璽
﹂
と
記
さ
れ
た
内
印
を
捺
す
が
、
こ

の
捺
印
を
担
当
す
る
の
は
、
少
納
言
の
藤
原
庶
政
と
主
鈴
の
為
象
︵
姓
氏
未
詳
︶
で
あ
る
。
彼
ら
が
呼
ば
れ
、

実
資
の
指
示
の
も
と
作
業
を
行
な
う
。
運
び
込
ま
れ
た
机
の
上
に
少
納
言
が
官
符
を
置
き
、
主
鈴
が
そ
れ
に
印

を
捺
し
て
い
く
。
こ
の
と
き
実
資
は
﹁
捺
し
漏
ら
す
べ
か
ら
ず
﹂
と
声
を
掛
け
、
又
そ
の
場
に
い
た
左
大
弁
の

藤
原
道
方
も
同
様
に
声
を
掛
け
た
。
主
鈴
が
官
符
を
机
の
下
に
一
度
、
落
と
し
て
し
ま
っ
た
が
、
作
業
は
そ
れ

以
外
何
事
も
な
く
終
了
し
た
。

し
か
し
、
実
資
が
陣
を
出
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
外
記
文
任
が
や
っ
て
き
た
。
印
を
捺
し
て
い
な
い
官
符
が

あ
っ
た
と
い
う
。
確
認
し
た
と
こ
ろ
二
枚
も
捺
し
て
い
な
い
も
の
が
見
つ
か
っ
た
。
実
資
は
怒
り
心
頭
で
あ

る
。﹁
就
中
、
上
︵
実
資
︶・
宰
相
︵
道
方
︶、
相
共
に
捺
し
漏
ら
す
べ
か
ら
ざ
る
由
を
仰
す
﹂
と
記
し
て
い
る

が
、﹁
だ
か
ら
皆
で
注
意
し
な
さ
い
と
言
っ
た
の
に
、
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
に
﹂
と
い
う
感
じ
だ
ろ
う
か
。
ま
た

実
資
は
捺
印
の
作
業
を
し
て
い
た
主
鈴
で
は
な
く
、
官
符
を
机
に
置
く
作
業
を
し
て
い
た
少
納
言
庶
政
に
怒
り

を
向
け
て
お
り
、﹁
少
納
言
庶
政
、
極
め
て
愚
頑
な
り
﹂
と
記
し
て
い
る
。
い
つ
の
時
代
に
も
、
単
純
作
業
で

あ
っ
て
も
、
注
意
さ
れ
て
い
て
も
、
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
を
す
る
人
は
い
る
の
だ
な
あ
と
感
慨
深
く
思
う
。

こ
の
よ
う
な
ミ
ス
が
発
覚
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
資
の
と
っ
た
対
応
は
﹁
又
、
更
に
捺
す
べ
か
ら
ず
。
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忌
諱
有
る
べ
し
⋮
只
、
披
露
す
べ
か
ら
ざ
る
由
を
仰
す
﹂
と
、
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
や
り
過
ご
す
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
同
日
中
に
神
祇
官
で
奉
幣
使
発
遣
の
儀
が
行
な
わ
れ
、
捺
印
の
な
い
官
符
は
そ
の
ま
ま
奉
幣

使
の
手
に
渡
っ
た
。

し
か
し
太
政
官
の
実
務
官
人
の
間
で
は
、
こ
の
件
に
関
し
て
動
揺
が
広
が
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
左
少
史
津
守

致
孝
は
、
捺
印
の
場
に
い
な
か
っ
た
が
、
官
符
を
奉
幣
使
派
遣
の
担
当
者
に
手
渡
す
際
に
気
付
い
た
よ
う
で
、

翌
日
に
﹁
西
海
道
官
符
に
印
文
無
し
﹂
と
実
資
に
告
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
実
資
は
、
す
で
に
発
遣
ま
で

終
わ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
今
に
な
っ
て
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
と
切
り
捨
て
て
い
る
。
確
か
に
、
す
で
に

出
発
し
て
九
州
に
向
か
っ
て
い
る
奉
幣
使
を
わ
ざ
わ
ざ
呼
び
戻
し
て
、
再
度
、
捺
印
の
儀
式
を
行
な
う
の
は
、

現
実
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
後
、
大
外
記
小
野
文
義
も
、﹁
後
日
、
若
し
外
漏
有
り
て
、
摂
政
、
問
ひ
仰

せ
ら
る
る
有
ら
ば
、
何
と
弁
じ
申
す
か
。
密
々
に
達
せ
し
め
給
ふ
が
佳
く
侍
る
か
﹂
と
言
っ
て
き
た
。
も
し
こ

の
こ
と
が
発
覚
し
て
、
摂
政
道
長
か
ら
何
か
問
い
合
わ
せ
が
あ
っ
た
ら
、
ど
う
説
明
す
れ
ば
い
い
の
か
、
事
前

に
道
長
に
事
情
を
伝
え
て
お
い
た
方
が
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
こ
の
状
況
を
案
じ
て
い
る
。
確
か
に
何
か
懸

案
が
あ
る
場
合
、
問
題
が
起
こ
る
以
前
に
上
司
に
連
絡
し
て
お
く
と
い
う
の
は
、
現
在
の
組
織
で
も
よ
く
あ
る

危
機
管
理
の
一
つ
の
方
策
だ
ろ
う
。
文
義
は
常
識
的
な
対
応
を
提
案
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
文
義
の
意
見
に
対
し
て
、
実
資
は
き
っ
ぱ
り
と
反
論
し
て
い
る
。
道
長
が
知
っ
た
と
し
て
も
咎
め
ら
れ

る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
知
ら
せ
な
い
方
が
か
え
っ
て
よ
い
。
も
し
も
道
長
か
ら
何
か
尋
ね
ら
れ

た
な
ら
ば
、
た
だ
私
の
意
向
を
示
せ
ば
よ
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
官
符
の
効
力
に
つ
い
て
も
実
資
は
説
得
力
の

あ
る
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
捺
印
が
な
か
っ
た
の
は
、
西
海
道
奉
幣
使
が
持
っ
て
い
る
二
通
の
官
符
の
う
ち
、

幣
料
に
関
す
る
官
符
だ
け
で
あ
り
、
使
の
官
符
に
は
き
ち
ん
と
捺
印
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
実
際
に
諸
国

で
用
い
る
場
合
に
何
の
疑
い
も
な
い
、
実
際
に
幣
料
を
支
出
す
る
際
に
は
別
に
奉
幣
使
が
作
成
す
る
﹁
請
文
﹂
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を
用
い
る
の
だ
か
ら
問
題
が
な
い
、
と
す
る
。
最
後
に
は
﹁
他
の
官
符
を
捺
す
間
、
自
ら
丹
の
気
有
ら
ん
か
。

分
明
に
非
ざ
る
と
雖
も
疑
ひ
有
る
べ
か
ら
ず
﹂
と
述
べ
、
前
後
の
他
の
官
符
を
捺
す
な
か
で
、
直
接
捺
し
て
い

な
く
て
も
自
然
と
朱
の
跡
が
う
つ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
少
し
無
理
矢
理
な
主
張
を
し
て
い
る
。

実
資
の
主
張
は
、
ば
れ
な
け
れ
ば
よ
い
、
ば
れ
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
、
あ
る
意
味
大
胆
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
小
さ
な
ミ
ス
に
び
く
び
く
し
て
い
る
文
義
や
致
孝
の
よ
う
な
実
務
官
人
と
は
違
っ
て
、
実
資
は
運
用

上
、
何
の
問
題
も
な
い
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
何
か
問
題
が
あ
れ
ば
自
分
が
責
任
を
取
る
と
い

う
、
肝
の
据
わ
っ
た
、
上
司
ら
し
い
様
子
が
見
て
と
れ
る
。
結
局
は
実
資
の
予
想
通
り
、
こ
の
後
に
何
か
問
題

が
発
生
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
実
資
の
対
応
に
つ
い
て
、﹁
少
納
言
庶
政
、
悦
び
申

し
、
感
じ
申
す
﹂
と
、
ミ
ス
を
し
た
張
本
人
の
少
納
言
庶
政
が
感
激
し
た
様
子
で
あ
っ
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
後
、
庶
政
が
こ
の
件
に
つ
い
て
何
か
咎
め
ら
れ
た
様
子
も
見
え
な
い
。
実
資
は
特
に
部
下
の
庶
政

の
為
を
思
っ
て
行
動
し
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
が
、
人
を
厳
し
く
非
難
し
、
糾
弾
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
強
い

彼
も
、
実
害
の
な
い
範
囲
で
の
誤
り
に
対
し
て
は
寛
容
だ
っ
た
よ
う
だ
。

願
わ
く
ば
実
資
の
よ
う
な
上
司
の
下
で
働
き
た
い
も
の
だ
。
な
お
、
長
元
二
年
︵
一
〇
二
九
︶、
美
濃
守
に

出
世
し
た
庶
政
は
、
実
資
の
も
と
に
絹
五
〇
疋
を
進
上
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
一
三
年
前
に
受
け
た
恩
を
覚

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

︵
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